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キ
ー
ワ
ー
ド
:
武
士
道
・
甲
陽
軍
鑑
・
大
将

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
武
士
の
大
将
論
を
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
の

文
脈
を
踏
ま
え
て
正
確
に
理
解
し
た
上
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
武
士
の
主
従
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
、
戦
国
大
名
の
武
田
信
玄
と
武
田
勝
頼
の
代
の
武
田
氏
を
中

心
と
す
る
武
士
達
の
生
き
様
に
つ
い
て
、
法
令
、
道
徳
的
訓
戒
か
ら
、
事
跡
の
説

話
、
築
城
や
陣
立
て
と
い
っ
た
戦
の
技
術
論
ま
で
、
様
々
な
角
度
か
ら
記
さ
れ
た

書
物
で
あ
る
。
全
二
十
巻
、
五
十
九
品
に
、
末
書
二
巻
が
加
え
ら
れ
た
大
著
で
あ

る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
大
将
論
は
、
そ
の
う
ち
品
第
十
一
か
ら
十
四
ま
で
で
展

開
さ
れ
て
い
る
。

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
、「
武
士
道
」
の
言
葉
が
初
出
す
る
文
献
で
あ
り
、
武
士
道
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、

和
辻
哲
郎
が
『
日
本
倫
理
思
想
史（

（
（

』
で
、
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
て
言
及
し
て
い

る
。
し
か
し
、
和
辻
の
解
釈
は
、
諸
所
に
鋭
い
理
解
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、

全
体
の
大
枠
を
、
正
直
、
慈
悲
、
智
恵
と
い
っ
た
道
徳
を
重
視
す
る
も
の
、
と
押

さ
え
た
た
め
、
武
事
を
優
先
す
る
、
と
い
う
武
士
道
と
し
て
の
肝
心
の
点
が
見
落

と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
和
辻
の
見
落
と
し
て
い
た
武
事

を
優
先
す
る
、
と
い
う
点
を
、
ま
ず
は
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
い
。

　

ま
た
、
相
良
亨
も
「『
甲
陽
軍
鑑
』
の
世
界（

（
（

」
と
い
う
『
甲
陽
軍
鑑
』
全
体
の

思
想
を
、
独
自
の
切
り
口
か
ら
再
構
成
す
る
優
れ
た
論
文
を
残
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
、
優
れ
た
大
将
に
つ
い
て
も
「
手
の
外
な
る
」
大
将
、
す
な
わ
ち
家
臣
に

知
恵
を
盗
ま
れ
ず
、
独
立
し
た
大
将
と
押
さ
え
、
諸
所
に
優
れ
た
理
解
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
大
将
論
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い

た
め
、
用
語
の
解
釈
や
、
具
体
例
の
位
置
づ
け
な
ど
、
大
将
論
と
し
て
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
点
も
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
大
将
論

を
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
は
あ
る
が
、
具
体
例
ま
で
含
め
、
可
能
な
限
り
テ
キ

ス
ト
の
文
脈
を
押
さ
え
て
、
精
確
に
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

さ
て
、
そ
の
上
で
、
本
稿
で
さ
ら
に
焦
点
を
当
て
て
明
ら
か
に
し
た
い
の
が
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
武
士
の
主
従
関
係
で
あ
る
。
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
に
お
い

て
、
武
士
の
主
従
関
係
は
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
理
解
は
、
お
お
む
ね
主
従
の
相
互
的
な
献
身
が
も
た
ら
す
心
情
的
な
一

体
感
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
三
河
物
語
』
に
お
け
る
主
君
の

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
大
将
論
に
見
る
武
士
の
主
従
関
係
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「
徳
川
三
引
付（

（
（

」
す
な
わ
ち
武
事
の
優
秀
性
、
御
慈
悲
、
お
情
け
と
そ
れ
ら
の
恩

恵
を
受
け
た
家
臣
と
の
間
に
み
ら
れ
る
、
主
従
の
相
互
的
献
身
と
そ
れ
が
も
た
ら

す
心
情
的
な
一
体
感
が
、
武
士
の
主
従
関
係
の
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
士
道
研
究
に
お
い
て
、『
三
河
物
語
』
や
『
葉
隠
』

に
も
劣
ら
ぬ
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん

相
互
に
与
え
合
う
側
面
も
重
視
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
一
方
で
、
す
ぐ
れ
た
大

将
は
家
臣
か
ら
独
立
し
た
分
別
に
よ
っ
て
戦
に
つ
い
て
判
断
し
た
り
、
公
正
な
裁

判
や
賞
罰
を
し
た
り
で
き
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
優
れ
た
家
臣
の
侍
も
ま
た
、
戦

に
お
い
て
は
独
立
し
た
分
別
に
よ
り
判
断
す
る
と
い
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
も

踏
ま
え
、
単
に
相
互
に
献
身
的
に
与
え
合
う
だ
け
で
は
な
く
、
独
立
し
た
武
士
同

士
の
主
従
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
近
年
で
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
末
書
に
、
詳
細
な
技
術
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
は
、
代
表
的
な
武
士
道
書
『
葉
隠
』

が
、「
業わ

ざ

に
て
御
用
に
立
つ
は
下
段
」（
聞
書
二-
六
一
（
と
い
う
よ
う
に
、
技
術

よ
り
も
心
情
を
重
視
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
甲
陽
軍

鑑
』
に
特
徴
的
な
、
技
術
を
重
視
す
る
側
面
も
踏
ま
え
た
武
士
の
主
従
関
係
を
理

解
し
た
い
。

二　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
四
類
型

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
大
将
論
は
、
次
の
言
葉
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

我
が
国
を
滅
ぼ
し
、
我
が
家
を
破
る
大
将
。
四
人
ま
し
ま
す
。
第
一
番
に
は

ば
か
な
る
大
将
、
第
二
番
に
は
り
こ
ん
の
過
ぎ
た
る
大
将
、
第
三
番
に
お
く

び
や
う
な
る
大
将
、
第
四
番
に
つ
よ
す
ぎ
た
る
大
将
（「
品
第
十
一（

（
（

」（

　

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
今
か
ら
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の

が
、
国
を
滅
ぼ
し
家
を
破
る
大
将
の
四
つ
の
類
型
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
以
下
の
論
で
は
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
四
通
り
の
大
将
に
つ
い
て
、
一
品

ず
つ
を
当
て
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
そ
れ

ぞ
れ
の
大
将
に
つ
い
て
一
節
ず
つ
当
て
て
、
そ
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　

な
お
、
本
文
中
に
は
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
国
を
滅
ぼ
す
大
将
と
の
対
比
で
、
優
れ

た
大
将
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
国
を

滅
ぼ
す
大
将
に
つ
い
て
一
通
り
論
じ
た
あ
と
で
、
改
め
て
節
を
分
け
て
論
じ
る
こ

と
に
し
よ
う
。

⑴　

ば
か
な
る
大
将

　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
一
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
ば
か
な
る
大
将
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
品
で
中
心
的
に
押
さ
え
る
べ
き
は
、「
ば
か
」（
馬

鹿
（
の
内
実
で
あ
る
。
そ
の
辞
書
的
な
意
味
は
、
愚
か
で
、
本
来
の
働
き
を
果
た

さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
品
第
十
一
の
題
名
に
は
、
同
じ
大
将
の
こ
と
を

「
ど
ん
す
ぎ
た
る
大
将
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
馬
鹿

と
は
「
ど
ん
す
ぎ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。「
ど
ん
」
と
は
、
本
来
な
す
べ

き
働
き
が
鈍
い
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
馬
鹿
の
中
心
と
な
る
意
味
を
さ
ら
に
理
解
す
る
た
め
に
、
冒
頭
に
位
置

す
る
総
論
的
な
規
定
を
引
い
て
解
釈
し
て
お
こ
う
。

先
、
第
一
に
、
ば
か
な
る
大
将
。
是
を
処
に
よ
り
て
う
つ
け
と
も
、
た
わ
け

と
も
、
ほ
れ
も
の
と
も
申ま

う
す
な
り也
。
此
ば
か
大
将
の
し
か
た
は
、
た
わ
け
て
も
、

か
な
ら
ず
、
心
は
、
た
ひ
ら
く
、
剛
な
る
も
の
に
て
、
我
が
ま
ゝ
な
る
ゆ

へ
、
我
が
身
を
わ
す
れ
、
遊
山
・
見
物
・
月
見
・
花
見
・
歌
・
連
歌
・
し
・

れ
ん
ぐ
・
能
・
踊
り
な
ど
に
好
き
、
又
は
、
げ
い
の
ふ
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
給

ひ
、
た
ま
〳
〵
ぶ
げ
い
の
弓
・
へ
ひ
ほ
う
・
馬
・
て
つ
ぽ
う
を
け
い
こ
あ
れ

ど
も
、
そ
の
心
た
わ
け
な
る
ゆ
へ
、
弓
矢
の
み
ち
へ
は
を
と
さ
ず
、
げ
い
し

や
の
や
う
に
し
な
し
、
い
つ
も
「
よ
ろ
し
く
わ
れ
は
国
持
な
ら
ん
」
と
お
も
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ひ
、
弓
矢
の
み
ち
、
ぶ
心
が
け
に
て
、
我
が
す
る
こ
と
を
ば
、
何
を
も
よ
き

こ
と
と
ば
か
り
存
ぜ
ら
る
ゝ
に
つ
き
、
そ
の
ひ
く
わ
ん
衆
は
大
将
の
ゑ
給
ふ

こ
と
も
ゑ
ぬ
こ
と
も
、
み
な
よ
き
と
ほ
む
る
も
の
な
り
。
ほ
む
る
は
尤

も
つ
と
も

道

理
に
て
有
り
。（「
品
第
十
一
」、
な
お
引
用
中
の
太
字
は
強
調
の
た
め
論
者

が
付
し
た
。
以
下
同
（

　

は
じ
め
に
、
馬
鹿
な
る
大
将
に
つ
い
て
、
地
域
に
よ
っ
て
言
い
方
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
で
、
他
に
三
つ
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
う
つ
け
」

と
も
、「
た
は
け
」
と
も
、「
ほ
れ
も
の
」
と
も
い
う
と
あ
る
。
ま
ず
、「
う
つ
け
」

と
は
、
辞
書
に
よ
れ
ば
、
中
身
が
な
く
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

次
に
、「
た
は
け
」
と
は
、
正
常
で
は
な
く
浮
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後

に
、「
ほ
れ
も
の
」
の
「
ほ
れ
」
と
は
、
放
心
す
る
、
ぼ
ん
や
り
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

　

続
け
て
、
こ
の
馬
鹿
な
大
将
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、
わ
が
ま
ま
な
の

で
、（
戦
闘
を
生
業
と
し
職
務
と
す
る
武
士
で
あ
る
と
い
う
（
我
が
身
を
忘
れ
て
、

様
々
な
趣
味
や
芸
能
を
専
ら
に
し
て
、
た
ま
に
武
芸
の
稽
古
を
し
て
も
、
戦
に
勝

つ
た
め
で
は
な
く
芸
事
の
よ
う
に
し
て
、
弓
箭
の
道
を
疎
か
に
し
て
い
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
馬
鹿
な
る
大
将
の
馬
鹿
の
内
実
は
、
武
士
が
本
来
な
す

べ
き
武
事
を
疎
か
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る（

（
（

。

　

そ
れ
が
な
ぜ
馬
鹿
の
説
明
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
武
士
と
し
て
本
来
果
た
す

べ
き
戦
に
勝
つ
た
め
の
行
為
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
鈍
過
ぎ

る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
武
事
の
働
き
が
鈍
い
か
ら
で
あ
る
。
と
な
る

と
、「
う
つ
け
」
と
は
、
武
士
と
し
て
の
実
質
が
か
ら
っ
ぽ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

「
た
は
け
」
と
は
、
武
士
と
し
て
正
常
で
は
な
く
浮
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

「
ほ
れ
も
の
」
と
は
、
武
士
と
し
て
の
正
気
を
失
っ
て
放
心
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
の
引
用
で
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
な
大
将

は
、
い
つ
も
自
分
の
す
る
こ
と
は
正
し
い
と
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
が
、
さ
ら
に
次
の
欠
点
へ
と
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な

大
将
の
被
官
は
、
大
将
の
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
皆
良
い
と
と
褒
め
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
引
用
に
続
く
部
分
は
、
内
容

を
少
し
ず
つ
加
え
な
が
ら
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
執
拗
に
繰
り
返
す
よ
う
な
論
述

に
な
っ
て
い
る
。
重
複
す
る
内
容
も
多
く
、
そ
れ
を
丁
寧
に
辿
る
紙
面
の
余
裕
も

な
い
。
そ
こ
で
、
品
第
十
一
の
続
く
部
分
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
筆
者
な
り
に
要

旨
を
整
理
し
て
再
構
成
す
る
に
留
め
る
。

　

さ
て
、
大
将
が
馬
鹿
で
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
と
、
大
将
が
良
か
ろ
う
と
悪
か
ろ
う

と
家
臣
が
言
っ
て
く
る
お
世
辞
に
乗
せ
ら
れ
、
智
恵
を
盗
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

す
る
と
、
家
中
に
善
悪
の
分
別
も
な
く
主
君
を
褒
め
て
私
欲
を
満
た
そ
う
と
す
る

佞
臣
が
出
世
す
る
。
と
な
る
と
、
そ
の
佞
臣
が
自
分
と
同
じ
よ
う
な
性
質
を
持
っ

た
身
内
や
と
り
ま
き
を
取
り
立
て
、
家
中
に
私
欲
を
満
た
そ
う
と
す
る
佞
臣
が
蔓

延
す
る
。
他
方
、
道
理
の
分
か
る
優
れ
た
少
数
の
家
臣
は
、
佞
臣
に
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
を
予
想
し
て
何
も
言
わ
な
く
な
る
。
仮
に
、
言
っ
た
と
し
て
も
、
数
の
論
理

と
、
あ
の
手
こ
の
手
で
狡
猾
に
排
除
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
訴
訟
沙
汰
一
つ

と
っ
て
も
、
道
理
で
は
な
く
佞
臣
の
贔
屓
に
よ
っ
て
決
ま
る
よ
う
に
な
り
、
家
中

に
道
理
が
立
た
な
く
な
る
。
ま
た
、
家
が
総
合
的
な
実
力
を
保
つ
に
は
、
様
々
な

タ
イ
プ
の
人
が
必
要
で
あ
る
が
、
馬
鹿
な
大
将
と
佞
臣
は
、
同
じ
よ
う
な
タ
イ

プ
、
し
か
も
道
理
の
分
か
ら
ぬ
佞
臣
だ
け
を
集
め
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ

う
な
佞
臣
は
、
武
士
と
し
て
の
実
力
も
実
績
も
な
い
の
に
、
プ
ラ
イ
ド
が
高
い
の

で
、
自
分
達
の
わ
ず
か
な
実
績
を
大
げ
さ
に
言
い
つ
の
り
、
実
力
と
実
績
の
あ
る

家
臣
を
排
除
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
馬
鹿
な
大
将
の
治
め
る
国
は
、
武
事
に
疎
か
で
わ
が
ま
ま
な
大

将
と
、
そ
れ
を
褒
め
る
佞
臣
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
道
理
の
分
か
る
家
臣
の
意
見
も

通
ら
ず
、
訴
訟
の
道
理
も
立
た
な
い
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
実
力
の
あ
る
武
士

が
排
除
さ
れ
、
武
家
と
し
て
の
実
力
が
衰
え
て
滅
び
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
な
大
将
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
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が
、
今
川
義よ
し

元も
と

と
今
川
氏う
じ

真ざ
ね

で
あ
る
。
今
川
義
元
の
統
治
下
の
駿
河
の
国
に
、
戦

の
達
人
で
あ
っ
た
山
本
勘
助
が
、
仕
官
を
求
め
て
滞
在
し
て
い
た
。
勘
助
の
戦
の

実
力
を
見
て
取
っ
た
庵い

は
ら原
が
、
家
老
朝あ
さ

比ひ

奈な

を
通
じ
て
、
彼
が
城
取
り
や
陣
取
り

を
は
じ
め
一
切
の
軍
法
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
仕
官
の
推
薦
を
し
た
が
、

義
元
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
士
卒
も
従
え
ず
城
も
持
っ
た
こ
と
が

な
い
も
の
が
ど
う
し
て
軍
法
に
通
じ
て
い
よ
う
か
と
皆
が
申
し
立
て
た
か
ら
で
あ

る
。
加
え
て
、
勘
助
が
二
、
三
度
手
柄
を
立
て
た
際
に
は
、
彼
の
剣
術
が
駿
河
で

流
行
っ
て
い
た
「
新
当
流
」
の
流
派
で
な
か
っ
た
こ
と
を
、
皆
が
言
い
立
て
た
。

ど
の
流
派
に
も
実
力
が
あ
る
も
の
も
な
い
も
の
も
い
る
は
ず
な
の
で
、
的
外
れ
な

批
判
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
勘
助
が
隻
眼
で
指
も
揃
わ
ず
片
足
が
び
っ
こ
を
引
い
て

い
る
な
ど
、
た
い
そ
う
醜
い
姿
を
し
て
い
た
こ
と
も
、
理
由
の
一
つ
と
推
定
さ
れ

る
。
結
局
、
勘
助
は
九
年
駿
河
に
滞
在
し
た
が
、
義
元
は
取
り
立
て
な
か
っ
た
。

馬
鹿
な
大
将
は
、
武
事
を
疎
か
に
し
て
い
る
の
で
、
武
事
に
優
れ
た
者
の
実
力
が

分
か
ら
ず
、
見
た
目
や
人
の
噂
で
判
断
し
、
そ
の
力
を
家
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
義
元
が
織
田
信
長
に
桶
狭
間
の
戦
い
で
敗
れ
て
殺
さ
れ
、
氏
直
の
代
に

な
る
と
、
今
川
の
家
中
は
さ
ら
に
衰
え
た
。
品
第
十
一
の
末
尾
に
お
い
て
、
馬
鹿

な
大
将
の
端
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
氏
直
で
あ
る
。『
甲

陽
軍
鑑
』
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
今
川
家
に
は
家
に
伝
わ
る
朝
比
奈
な
ど
の
優

れ
た
家
老
が
ま
だ
四
、
五
人
い
た
が
、
氏
直
が
彼
ら
を
尊
敬
し
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
他
方
、
氏
直
は
武
事
の
実
力
も
実
績
も
な
い
佞
臣
の
三
浦
右
衛
門
を
取
り

立
て
、
家
中
に
三
浦
と
そ
の
親
類
や
取
り
巻
き
ば
か
り
が
出
世
し
て
幅
を
利
か
せ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
采
配
を
し
た
た
め
、
三
河
の
国
が
ほ
と
ん
ど
敵

と
な
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
氏
直
が
三
河
で
戦
を
し
た
際
に
は
、
遠
江
で
飯い

の

尾お

連つ
ら

龍た
つ

が
反
乱
し

た
。
氏
直
は
大
名
だ
け
あ
っ
て
さ
す
が
に
心
は
剛
で
あ
っ
た
た
め
騒
ぎ
立
て
る
よ

う
な
こ
と
は
な
く
、
飯
尾
も
根
の
な
い
反
乱
だ
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
鎮
圧
し
て
大

事
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
三
浦
右
衛
門
と
そ
の
取
り
巻
き
達
は

大
騒
ぎ
し
て
右
往
左
往
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
永
禄
十
一
年
の
信
玄
の
駿
河
攻
め
の
際
、
氏
直
が
駿
府
の
城
を
開
け

て
、
遠
江
の
掛
川
の
城
に
退
去
し
た
と
き
に
は
、
三
浦
右
衛
門
は
す
ぐ
に
逃
げ
出

し
て
し
ま
い
、
右
衛
門
の
親
類
や
寄
子
も
、
氏
直
に
付
き
従
う
も
の
は
一
人
も
な

か
っ
た
。
他
方
、
駿
河
に
も
強
い
侍
は
沢
山
い
た
が
、
三
浦
の
よ
う
な
佞
臣
が
幅

を
利
か
せ
て
い
た
た
め
、
み
な
氏
直
を
恨
み
、
供
を
す
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。

そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
れ
で
も
氏
直
に
最
後
ま
で
供
を
し
た
の
は
、
三
浦
が

寵
愛
を
受
け
て
い
た
と
き
に
退
け
ら
れ
て
い
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。
ち
な
み

に
、
一
番
威
勢
の
良
か
っ
た
三
浦
は
、
逃
げ
て
遠
江
の
高
天
神
城
の
小
笠
原
を
頼

り
、
そ
こ
で
成
敗
さ
れ
て
い
る
。
氏
直
は
、
心
は
剛
で
あ
っ
た
が
、
少
々
わ
が
ま

ま
で
人
を
見
る
目
が
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
最
後
に
そ
れ
が
、

証
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

⑵　

り
こ
ん
の
過
ぎ
た
る
大
将

　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
り
こ
ん
の
過
ぎ
た

る
大
将
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
は
じ
め
の
定
義
を
引
い
て
、
そ
の
中
心
と
な
る
性
質

を
解
釈
し
て
お
こ
う
。

第
二
番
に
は
、
り
こ
ん
す
ぎ
た
る
大
将
な
り
。
①
こ
の
大
将
の
様
子
は
、
大

略
が
さ
つ
な
る
を
以
て
、
お
ご
り
や
す
う
し
て
、
め
り
や
す
し
。
よ
き
武
士

は
大
身
、
小
身
に
よ
ら
ず
、
能よ

き

こ
と
あ
れ
ど
も
お
ご
る
事
な
し
。
あ
し
き

仕し
あ
は
せ合
の
時
も
、
さ
の
み
め
ら
ず
。
こ
れ
は
賢
に
し
て
心
剛
な
る
故
か
く
の
如

し
。
不
肖
は
無
分
別
に
て
心
ぐ
ち
な
る
間
、
大
身･

中
身･

小
身
と
も
に
あ

や
ま
り
多
し
。
②
殊こ

と

更さ
ら

り
こ
ん
過
ぎ
た
る
大
将
は
、
邪
欲
ふ
か
け
れ
ば
、
内

の
者
に
知
行
を
い
だ
す
に
も
、
悪
所
を
ゑ
ら
み
い
だ
し
て
、
ぢ
そ
つ
に
く

る
ゝ
。
そ
の
上
諸
侍
を
せ
ば
め
、
知
行
百
貫
取
る
者
を
ば
、
く
わ
や
く
を
申

か
け
、
五
拾
貫
は
へ
つ
ら
ふ
て
取
り
、
五
十
貫
の
侍
を
ば
二
十
五
貫
へ
つ
ら

ひ
取
り
な
さ
る
ゝ
故
、
上か

み

を
ま
な
ぶ
下し
も

な
れ
ば
、
諸
侍
衆
、
百
姓
を
も
又
す
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え
〴
〵
に
至
り
、
困
窮
の
わ
き
ま
へ
も
な
く
、
取
り
つ
く
す
。（「
品
第
十

二
」、
な
お
引
用
文
中
の
①
等
の
番
号
は
解
釈
の
便
宜
上
論
者
が
付
し
た
。

以
下
同
（

　

り
こ
ん
（「
利
根
」（
と
は
、
生
ま
れ
つ
き
心
の
働
き
が
優
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
過
ぎ
る
の
だ
か
ら
、
心
が
働
き
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で

は
、
そ
の
心
が
何
に
働
く
の
か
。
そ
れ
は
、
②
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

と
り
わ
け
、
邪
欲
、
す
な
わ
ち
よ
こ
し
ま
な
私
利
私
欲
を
満
た
す
た
め
に
働
く
と

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
に
私
利
私
欲
を
満
た
す
た
め
に
心
が
働
き
過
ぎ
る
と
い
う

の
が
、
利
根
過
ぎ
る
大
将
の
中
心
と
な
る
性
質
で
あ
る
。

　

ま
た
、
①
の
部
分
で
は
、
こ
の
大
将
の
様
子
が
、「
が
さ
つ
」
す
な
わ
ち
言
動

が
下
品
で
荒
っ
ぽ
く
、
奢
り
や
す
く
、「
め
り
」
や
す
い
、
す
な
わ
ち
、
落
ち
込

み
や
す
い
と
い
う
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
優
れ
た
武
士
は
、
大
身
、
小
身
に
限

ら
ず
、
幸
せ
で
も
奢
る
こ
と
な
く
、
不
幸
で
も
さ
ほ
ど
落
ち
込
む
こ
と
な
い
。
そ

の
原
因
は
、
優
れ
た
武
士
は
賢
く
て
、
心
が
「
剛
」
す
な
わ
ち
強
く
て
固
い
か
ら

で
あ
る
。
他
方
、
未
熟
な
武
士
は
、
道
理
を
見
分
け
る
分
別
が
な
く
愚
か
な
の

で
、
身
分
を
問
わ
ず
、
誤
り
が
多
い
と
い
う
。

　

続
け
て
、
②
以
下
で
は
、
私
欲
を
満
た
す
た
め
に
心
が
働
き
過
ぎ
る
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
利
根
過
ぎ
る
大
将

は
、
家
臣
に
知
行
を
与
え
る
と
き
に
も
、
悪
い
と
こ
ろ
を
選
ん
で
与
え
る
。
さ
ら

に
、
も
ろ
も
ろ
の
侍
を
追
い
込
み
、
知
行
百
貫
を
取
る
も
の
に
は
課
役
を
申
し
懸

け
五
十
貫
を
と
り
、
知
行
五
十
貫
の
侍
か
ら
は
二
十
五
貫
を
取
る
。
つ
ま
り
、
家

臣
か
ら
可
能
な
限
り
不
当
に
搾
取
す
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
下
の
者
は
上
の
者

を
真
似
る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
ら
の
搾
取
さ
れ
た
侍
が
、
さ
ら
に
百
姓
を
、
未
来

に
ど
れ
ほ
ど
困
窮
す
る
か
も
弁
え
ず
に
搾
取
す
る
。
つ
ま
り
、
家
中
に
、
上
の
も

の
が
下
の
者
か
ら
私
欲
を
満
た
す
た
め
に
搾
取
す
る
構
造
が
、
連
鎖
的
に
蔓
延
す

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
冒
頭
の
定
義
か
ら
読
み
取
る
こ

と
の
で
き
る
、
利
根
過
ぎ
る
大
将
の
性
質
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
家
中
の
様
子
で

あ
る
。
な
お
、
引
用
の
少
し
あ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
将
の
性
質
が
、「
無
慈

悲
」
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
慈
悲
と
は
与
え
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
無

慈
悲
と
は
奪
う
こ
と
と
な
る
。
私
利
私
欲
が
働
き
過
ぎ
る
と
、
無
慈
悲
に
奪
う
と

い
う
と
こ
ろ
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

こ
こ
か
ら
は
、
前
節
同
様
、
要
旨
の
み
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。
続
け
て
記
さ

れ
る
、
利
口
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
必
ず
派
生
す
る
欠
点
は
、
自
慢
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
自
慢
が
あ
る
と
、
自
分
の
す
る
こ
と
は
す
べ
て
他
か
ら
非
難
さ
れ
ま
い
と
思

う（
（
（

の
で
、
古
今
の
名
大
将
や
名
人
の
言
葉
や
や
り
方
を
用
い
ず
、
何
も
か
も
自
分

一
人
の
考
え
で
し
始
め
よ
う
と
す
る
。
と
き
た
ま
、
物
を
知
っ
て
い
る
人
を
近
づ

け
、
物
を
聞
こ
う
、
読
も
う
と
し
て
も
、
利
口
を
先
立
て
て
、
一
部
を
聞
き
、
よ

く
分
か
っ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
分
か
っ
た
と
い
い
、
早
合
点
で
済
ま
せ
て

し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、
利
口
過
ぎ
る
大
将
が
早
合
点
で
上
辺
ば
か
り
の
浅
は
か
な
考
え

で
す
る
こ
と
は
、
朝
令
暮
改
で
す
ぐ
に
変
わ
り
、
つ
ね
に
新
し
い
こ
と
を
始
め
よ

う
と
し
て
、
賢
人
の
言
葉
を
聞
い
て
も
、
私
欲
を
満
た
す
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
搾

取
の
た
め
の
工
夫
へ
と
変
え
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
大
将
の
傾
向
を

見
て
取
っ
た
庶
民
や
町
人
の
金
持
ち
が
、
搾
取
の
工
夫
を
進
言
し
て
家
中
で
取
り

立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
彼
ら
が
金
の
力
を
上
手
く
使
っ
て
出
世
し
、

そ
の
家
の
出
頭
衆
の
縁
者
と
な
り
、
奢
っ
た
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
す

る
と
、
古
く
か
ら
の
侍
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
れ
を
羨
ま
し
く
思
い
、
奢
っ
て
横
柄

に
な
り
、
同
僚
へ
の
礼
儀
作
法
を
失
っ
て
、
い
つ
も
欲
得
の
話
を
す
る
よ
う
に
な

り
、
家
中
が
賤
し
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
家
中
の
侍
の
百
人
中
九
十
五
人
ま
で

が
、
町
人
の
気
質
と
な
る
。
残
る
五
人
に
、
男
を
立
て
よ
う
と
す
る
人
、
す
な
わ

ち
、
私
利
私
欲
を
抑
制
し
て
武
事
に
励
む
人
が
い
て
も
、
皆
で
悪
口
を
い
っ
て
、

頭
も
上
げ
さ
せ
な
い
。
反
論
す
れ
ば
陰
口
を
い
っ
て
、
物
も
言
わ
せ
な
く
な
る
。

そ
も
そ
も
武
事
に
励
む
の
は
知
行
の
た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
で
損
を
し
て
は
た
ま

ら
な
い
の
で
、
残
り
五
人
中
三
人
も
、
考
え
を
変
え
て
町
人
に
近
づ
く
よ
う
に
な

る
。
こ
う
し
て
、
家
中
の
ほ
と
ん
ど
が
私
欲
を
満
た
す
こ
と
を
本
性
と
す
る
町
人
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気
質
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
家
中
で
は
、
上
か
ら
下
ま
で
私
欲
を
満
た
そ
う
と
し
て
意
地
汚
く

な
り
、
人
を
出
し
抜
こ
う
と
思
う
の
で
、
主
人
は
被
官
に
配
慮
せ
ず
に
使
お
う
と

思
い
、
被
官
は
主
人
に
忠
節
を
尽
く
し
て
様
々
な
奉
公
を
す
る
の
で
は
な
く
偽
り

で
扶
持
給
を
取
ろ
う
と
思
う
の
で
、
最
下
層
の
侍
や
小
者
が
給
料
を
取
り
貯
め
て

や
め
て
し
ま
い
、
奉
公
人
の
多
く
が
塩
魚
な
ど
を
売
る
商
人
に
な
る
も
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
利
口
過
ぎ
る
大
将
は
、
行
儀
が
悪
く
て
乱
暴
に
色
を
好
み
、
こ
の
点
で

も
人
々
に
恨
み
を
受
け
、
誹
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
儀
が
悪
い
大
将

は
、
義
理
を
知
ら
ず
、
無
慈
悲
で
無
分
別
で
あ
る
た
め
、
上
辺
を
繕
っ
て
嘘
を
つ

く
の
で
、
戦
の
と
き
、
万
が
一
勝
っ
て
も
、
家
臣
の
手
柄
で
勝
っ
た
の
を
、
自
分

の
手
柄
の
よ
う
に
言
い
、
そ
の
偽
り
を
繕
う
た
め
に
、
罪
の
な
い
家
臣
を
嫉
み
、

追
い
出
す
か
成
敗
し
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
利
根
の
過
ぎ
た
大
将
は
、
政
治
を
い
い
加
減
に
行
っ
て
し
ま
う
。
す
な

わ
ち
、
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
早
合
点
を
し
て
物
事
を
習
っ
て
も
深
い
と
こ
ろ
ま
で
理
解

し
な
い
の
で
、
百
姓
が
大
工
を
し
て
鉋か

ん
な

で
け
ず
る
と
こ
ろ
を
の
こ
ぎ
り
で
引
く

よ
う
に
、
い
い
加
減
に
国
の
政

ま
つ
り
ご
とを
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

　

総
じ
て
、
利
口
す
ぎ
る
大
将
は
、「
無
分
別
」
す
な
わ
ち
物
事
の
善
悪
の
道
理

が
分
か
ら
ず
、「
ぶ
穿せ

ん
さ
く鑿
」
す
な
わ
ち
物
事
に
つ
い
て
深
く
調
べ
た
り
考
え
た
り

し
な
い
の
で
、
何
が
手
柄
で
、
何
が
手
柄
で
な
い
の
か
も
知
ら
な
い
。
必
要
の
な

い
と
こ
ろ
に
強
み
が
あ
っ
て
、
家
に
伝
わ
る
家
老
な
ど
も
咎と

が

も
な
い
の
に
憎
み
、

親
不
孝
で
親
と
も
仲
が
悪
く
な
り
、
非
業
に
身
を
破
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
品
第
十
二
の
末
尾
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
滅
ん
だ
大
将
の
具
体
例

と
し
て
、
武
田
信
玄
の
嫡
子
、
義よ

し
の
ぶ信
の
行
状
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

川
中
島
の
合
戦
の
と
き
、
信
玄
が
危
機
を
察
知
し
て
一
時
退
却
を
指
示
し
た

際
、
義
信
が
後
に
そ
の
こ
と
を
「
退
く
ま
じ
き
戦
で
退
い
た
」
と
強
く
非
難
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
生
涯
に
わ
た
っ
て
勝
ち
続
け
た
戦
の
達
人
で
あ
る
信
玄
が
、
戦

の
道
理
を
踏
ま
え
て
状
況
を
的
確
に
判
断
し
、
戦
略
的
に
一
時
退
却
し
て
総
合
的

な
勝
ち
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
戦
に
つ
い
て
の
技
術
も
知
識
も
経
験
も

未
熟
で
、
何
事
に
お
い
て
も
深
く
考
え
ず
、
戦
の
道
理
も
分
か
ら
な
い
義
信
が
、

そ
れ
で
も
自
分
の
考
え
が
正
し
い
と
思
い
込
み
、
要
ら
ぬ
強
み
を
発
揮
し
て
、
信

玄
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
親
子
は
仲
違
い
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

後
、
僧
侶
が
仲
裁
に
入
っ
た
が
、
お
互
い
に
妥
協
せ
ず
、
さ
ら
に
不
和
に
な
っ
て

し
ま
う
。
す
る
と
、
義
信
は
し
か
る
べ
き
理
由
も
な
い
の
に
謀
反
を
企
て
た
と
さ

れ
る
。
そ
の
理
由
は
「
信
玄
も
父
信
虎
を
追
い
出
し
た
の
だ
か
ら
、
自
分
も
信
玄

を
討
ち
取
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
信
玄
が
信
虎
を
追
い
出
し

た
の
は
、
信
虎
が
い
わ
れ
も
な
く
嫡
子
で
あ
る
信
玄
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
り
、
十
分
な
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
万
事
嫡
子
の
義
信
を

立
て
て
い
た
父
の
信
玄
を
義
信
が
討
と
う
と
す
る
の
は
、
道
理
に
反
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
や
が
て
謀
反
は
発
覚
し
、
重
臣
の
飯お

富ぶ

兵ひ
ょ
う

部ぶ

少し
ょ
う

輔ゆ
う

と
長
坂
源
五
郎
は

成
敗
さ
れ
た
。
そ
し
て
義
信
自
身
も
、
三
十
歳
で
自
害
し
た
と
も
病
死
し
た
と
も

い
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
義
信
の
あ
り
よ
う
は
、
ほ
と
ん
ど
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
利
口
過
ぎ
る
大
将
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
理
由
に
、
町
人

を
取
り
立
て
て
庶
民
を
搾
取
し
、
ま
た
、
乱
暴
に
色
を
好
ん
で
、
百
姓
、
町
人
の

嫁
や
子
ど
も
に
手
を
出
し
て
様
々
な
所
に
隠
し
お
い
て
い
た
な
ど
、
行
儀
が
悪
い

こ
と
が
多
す
ぎ
た
こ
と
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

⑶　

よ
わ
す
ぎ
た
る
大
将

　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
よ
わ
す
ぎ
た
る
大
将

で
あ
る
。
ま
ず
、
品
第
十
三
の
最
初
の
定
義
を
引
い
て
、
そ
の
中
心
的
な
性
質
を

解
釈
し
て
お
こ
う
。

第
三
番
に
①
お
く
び
や
う
な
る
大
将
は
、
②
心
ぐ
ち
に
し
て
女
に
似
た
る

故
、
③
ひ
と
を
そ
ね
み
、
襟
元
に
つ
き
、
い
じ
、
ふ
が
ひ
な
く
し
て
、
い
か

に
も
ぶ
せ
ん
さ
く
に
、
分
別
な
く
、
む
ぢ
ひ
に
て
心
い
た
ら
ね
ば
、
人
を
見
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知
り
給
は
ず
、
き
の
は
し
り
た
る
事
な
く
、
か
う
り
か
た
ま
り
た
る
や
う
な

れ
ど
も
、
ひ
よ
ん
な
り
。
④
是
偏ひ

と

へ
に
よ
わ
き
大
将
の
女
の
ご
と
く
に
あ
り

て
、
心
ぐ
ち
な
る
を
以
て
か
く
の
ご
と
し
。
⑤
か
や
う
の
人
も
大
将
と
い
ゑ

ば
、
し
か
も
大
名
に
て
二
万
三
万
、
あ
る
い
は
五
万
六
万
の
人に

ん
じ
ゆ数
を
持も
ち

て

も
、
か
た
じ
け
な
く
存
ず
る
も
の
は
、
百
人
の
内う

ち

そ
と
な
ら
で
な
し
。
⑥
さ

だ
ま
り
て
み
れ
ん
な
る
大
将
は
、
心
せ
ば
く
、
い
じ
む
さ
け
れ
ど
、
器き

用や
う

だ

て
を
あ
そ
ば
し
、
知ち

ぎ
や
う行
・
所
領
・
金
銀
・
米べ
い

銭
を
、
善
悪
の
あ
て
事
も
な
く

人
に
く
れ
、
く
ふ
う
な
け
れ
ど
も
、
分
別
あ
る
ふ
り
を
し
て
、
殊こ

と
の
ほ
か外
ね
ち

み
や
く
に
て
万
事
ね
ば
し
。（「
品
第
十
三
」（

　

は
じ
め
に
、
弱
す
ぎ
る
大
将
の
弱
さ
に
つ
い
て
解
釈
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
何

が
弱
い
の
か
と
い
え
ば
、
同
じ
巻
で
す
ぐ
後
に
対
比
さ
れ
る
優
れ
た
大
将
が
「
心

剛
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
心
が
弱
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
弱
す
ぎ
る
大
将
は
、
①
の
部
分
で
は
、
臆
病
な
大
将
と
言
い
換
え
ら
れ

て
い
る
。
心
が
弱
い
こ
と
が
、
臆
病
と
ほ
ぼ
同
義
と
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
心
が
弱
く
て
臆
病
と
い
う
の
が
、
こ
の
大
将
の
中
心
と
な
る
性
質

で
あ
る
。
な
お
、
後
に
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
上
杉
憲の

り

政
（
ま

ま
さ（の
性
質
で
こ
の
弱

さ
臆
病
さ
に
具
体
的
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
大
将
が
自
ら
戦
に
出
陣
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
臆
病
さ
か
ら
派
生
し
て
、
以
下
の
内
容

も
出
て
く
る
こ
と
は
、
最
初
に
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

続
け
て
、
②
の
部
分
で
は
、
臆
病
な
大
将
は
、
心
が
愚
痴
で
女
に
似
て
い
る
、

と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
次
の
中
心
的
な
定
義
で
あ
る
。
愚
痴
と
は
、
愚
か
で
物
事

の
理
非
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
続
く
と
こ

ろ
③
の
部
分
を
見
る
と
、
ひ
と
を
そ
ね
み
、
こ
び
へ
つ
ら
い
、
意
気
地
が
な
く

て
、
い
か
に
も
物
事
を
深
く
考
え
る
こ
と
が
な
く
、
分
別
が
な
く
、
無
慈
悲
で
心

が
至
ら
な
い
の
で
、
人
を
見
る
目
が
な
く
、
心
が
機
敏
に
働
く
こ
と
も
な
く
、
氷

が
固
ま
っ
た
よ
う
で
、
奇
妙
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
要
点
は
、
後
述
す
る
憲
政

の
例
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
自
分
で
深
く
考
え
て
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
見
抜

き
、
人
を
見
分
け
た
り
善
悪
の
判
断
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
心
の
働
き

が
鈍
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
で
、
②
と
同
趣
旨
の
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
ま
で
が
、
女
に
似
て
愚
痴
で
あ
る
こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
具
体
的
な
説
明
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
⑥
の
部
分
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
将
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
諦

め
が
悪
く
、
意
地
き
た
な
い
が
、
こ
と
さ
ら
に
器
用
な
ふ
り
を
し
て
、
知
行
・
所

領
・
金
銀
・
米
銭
を
、
対
応
す
る
善
悪
の
手
柄
も
な
い
の
に
人
に
与
え
、
工
夫
は

な
い
の
に
こ
と
さ
ら
分
別
の
あ
る
ふ
り
を
し
て
、
と
り
わ
け
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
決
め

か
ね
て
、
万
事
に
お
い
て
鈍
い
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
大
将
は
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
弱
さ
ゆ
え
に
ほ
と
ん
ど
の
家
臣
か
ら
尊
敬
さ
れ
な
い

（
⑤
（
が
、
そ
の
こ
と
を
諦
め
き
れ
な
い
で
、
優
れ
た
ふ
り
を
し
て
家
臣
に
手
柄

も
な
い
の
に
褒
美
を
与
え
て
歓
心
を
買
い
、
分
別
あ
る
ふ
り
を
す
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
是
非
善
悪
を
見
分
け
る
分
別
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
賞
罰
を
自
分
で
決
断

す
る
心
の
強
さ
も
な
く
、
す
べ
て
に
お
い
て
鈍
い
、
と
い
う
の
が
、
右
の
引
用
か

ら
読
み
取
れ
る
弱
す
ぎ
る
大
将
の
性
質
と
な
る（

（1
（

。

　

続
け
て
、
品
第
十
三
の
続
く
と
こ
ろ
か
ら
、
臆
病
な
大
将
の
性
質
の
さ
ら
な
る

内
容
を
見
て
み
よ
う
。
臆
病
な
大
将
は
、
義
理
を
二
の
次
に
し
て
、
外
聞
を
第
一

と
す
る
の
で
、
家
臣
に
へ
つ
ら
っ
て
、
忠
、
不
忠
も
問
題
と
せ
ず
、
先
々
の
考
え

も
な
く
、
勇
敢
、
臆
病
も
選
ば
ず
、
た
だ
大
勢
の
ほ
う
を
専
ら
に
守
り
、
心
が
勇

ま
な
い
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
外
聞
を
気
に
し
て
大
勢
の
意
見
に
流
さ
れ
、
道
理

に
基
づ
い
て
先
々
ま
で
考
え
て
賞
罰
を
与
え
る
強
い
心･

決
断
力
が
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
大
将
の
下
で
の
奉
公
人
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
そ
れ
は
、
み
な
す
べ
て
無
心
が
け
で
、
心
の
奥
底
は
な
ま
っ
て
、
い
か
に
も

口
が
上
手
く
、
物
事
を
深
く
調
べ
た
り
考
え
た
り
せ
ず
、
贔
屓
贔
屓
に
も
の
を
い

い
、
ひ
と
き
わ
雑
で
、
鋭
い
意
地
は
少
し
も
な
く
、
何
事
も
表
面
的
に
分
別
す

る
。
臆
病
な
奉
公
人
は
、
良
い
と
評
判
の
人
に
会
う
と
、
相
手
も
自
分
と
同
じ
と

思
い
、
同
僚
に
自
慢
す
る
た
め
に
悪
口
を
い
っ
て
な
ぶ
る
。
良
い
人
は
、
は
じ
め
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は
家
族
の
迷
惑
を
考
え
て
我
慢
す
る
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
な
る
と
、
覚
悟
を
決

め
て
果
た
し
合
い
に
及
ぶ
。
臆
病
な
者
は
、
さ
ん
ざ
ん
逃
げ
回
っ
た
挙
げ
句
に
斬

り
殺
さ
れ
る
。
親
類
縁
者
は
敵か

た
き

を
討
と
う
と
い
う
が
、
口
ば
か
り
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
臆
病
な
大
将
の
も
と
で
は
、
奉
公
人
も
上
を
真
似
て
、
臆
病
と
な

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
臆
病
な
大
将
と
奉
公
人
が
蔓
延
す
る
家
中
で
は
、
良

い
人
も
、
や
が
て
は
弱
い
人
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
し
は
悪
く
な
っ
て
し
ま

う
。
以
上
が
、
品
第
十
三
に
描
か
れ
る
臆
病
な
大
将
の
性
質
と
、
そ
の
家
中
の
様

子
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
品
第
十
三
の
後
半
で
、
臆
病
な
大
将
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
が
、	

上
杉
憲
政
で
あ
る
。
憲
政
は
、	

室
町
幕
府
の
関
東
管
領	

（
在
位
一
五
三
一
～

一
五
六
一
（
で
あ
り
、
一
時
、
上
野
、
武
蔵
の
国
な
ど
広
大
な
土
地
を
領
有
す
る

当
時
有
数
の
大
大
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伊
豆
、
相
模
を
領
有
し
て
台
頭
し
て

き
た
後
北
条
氏
の
氏
康
が
、
度
々
戦
を
し
か
け
て
き
た
。
そ
の
争
い
は
八
年
に
及

ん
だ
が
、
大
将
の
上
杉
憲
政
は
、
相
手
を
小
国
と
侮
っ
て
つ
い
に
一
度
も
出
陣
し

な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
上
杉
家
は
、
大
合
戦
に
も
小
競
り
合
い
に
も
す
べ
て
負

け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

は
じ
め
は
、
憲
政
の
家
臣
の
出
頭
人
で
あ
っ
た
、
菅
野
大た

い

膳ぜ
ん

、
上
原
兵
庫
の
二

人
も
、
北
条
程
度
の
も
の
は
憲
政
の
旗
本
に
五
、
六
人
は
い
る
と
侮
り
、
憲
政
が

出
陣
す
れ
ば
、
一
度
に
押
し
つ
ぶ
せ
よ
う
、
と
出
陣
を
請
う
が
、
臆
病
な
憲
政
は

そ
れ
で
も
出
陣
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
上
杉
家
の
良
将
、
長
尾
伊
玄
は
、
北
条
氏

が
あ
な
ど
る
べ
か
ら
ざ
る
大
敵
で
あ
る
こ
と
を
度
々
憲
政
に
諫
言
し
た
。
そ
こ

で
、
一
度
は
憲
政
も
納
得
し
て
、
菅
野
、
上
原
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
二
人
は
そ

の
気
に
な
れ
ば
北
条
な
ど
は
い
つ
で
も
倒
せ
る
小
敵
で
あ
る
と
吹
き
込
ん
だ
。
す

で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
弱
す
ぎ
る
大
将･

憲
政
は
、
臆
病
で
自
ら
出
陣
で
き

ず
、
加
え
て
、
道
理
や
善
悪
を
見
分
け
る
分
別
も
決
断
力
も
な
い
の
で
、
人
の
意

見
に
よ
っ
て
朝
令
暮
改
で
考
え
を
す
ぐ
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

菅
野
、
上
原
は
、
家
老
の
知
行
を
増
や
せ
ば
、
み
な
主
君
を
も
り
立
て
る
だ
ろ
う

と
進
言
し
た
。
そ
こ
で
憲
政
は
、
対
応
す
る
手
柄
も
な
い
の
に
、
家
老
達
に
知
行

を
与
え
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
な
か
に
は
主
君
憲
政
以
上
に
知
行
を
取
る
家
臣

が
何
人
も
現
れ
た
。
憲
政
は
、
自
分
の
判
断
で
道
理
に
照
ら
し
て
賞
罰
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
ず
、
他
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
知
行
を
与
え
て
、
大
将
と
し
て
維

持
す
べ
き
最
低
限
の
知
行
ま
で
減
ら
し
、
自
ら
の
力
を
弱
め
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
長
尾
は
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
た
ま
た
ま
憲
政
の
不
興
を
買
っ
て
い
た
信

頼
で
き
る
優
れ
た
武
士
、
井
又
、
本
間
を
、
上
杉
家
を
出
奔
し
た
体
に
し
て
北
条

氏
に
侵
入
調
査
さ
せ
た
。
こ
の
武
略
は
み
ご
と
に
成
功
し
、
井
又
、
本
間
は
、
北

条
氏
康
が
文
武
両
道
に
優
れ
、
家
臣
を
掌
握
し
た
、
侮
る
べ
か
ら
ざ
る
大
敵
で
あ

り
、
上
杉
家
の
大
身
衆
の
多
く
も
北
条
氏
と
通
じ
て
い
る
こ
と
を
調
べ
上
げ
、
長

尾
を
通
し
て
憲
政
に
報
告
し
た
。
憲
政
は
、
長
尾
の
諫
言
を
受
け
入
れ
、
大
身
衆

の
次
男
三
男
を
憲
政
の
本
拠
地
で
あ
る
平
井
に
つ
め
て
奉
公
さ
せ
、
武
具
の
準
備

や
質
素
倹
約
を
義
務
づ
け
る
法
度
を
制
定
し
た
。
ま
た
、
井
又
、
本
間
を
召
し
出

し
、
上
杉
家
の
重
宝
と
高
く
評
価
し
た
。
長
尾
、
井
又
、
本
間
の
活
躍
に
よ
っ

て
、
上
杉
家
は
持
ち
直
す
か
に
見
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
憲
政
は
、
菅
野
、
上
原
の
話
を
聞
い
て
、
ま
た
も
考
え
を
変
え
て
し

ま
う
。
そ
の
話
と
は
、
北
条
早
雲
は
も
と
も
と
乞
食
で
あ
り
、
二
代
目
の
氏
綱
は

信
虎
に
負
け
た
。
三
代
目
で
当
代
の
氏
直
も
和
歌
を
作
り
、
若
衆
に
溺
れ
、
武
事

は
大
し
た
こ
と
が
な
い
。
家
臣
に
も
武
事
に
優
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
井
又
、
本
間
の
武
略
は
二
人
の
帰
参
の
た
め
の
作
り
事

で
あ
る
。
武
略
は
自
分
よ
り
も
大
敵
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
小
敵
の
北
条
氏
に

使
う
必
要
は
な
い
。
二
人
の
言
う
こ
と
に
従
い
、
大
身
の
人
質
を
召
し
置
く
必
要

は
な
い
。
平
井
に
お
い
て
は
、
手
柄
の
も
の
、
被
官
な
ど
を
取
り
上
げ
、
知
行
を

沢
山
与
え
る
べ
き
こ
と
。
二
人
は
七
年
背
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
せ
め
て
七
、
八

年
は
疎
ん
じ
る
べ
き
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
相
手
を
貶
め
て
い
る
点
な
ど
、
何
も

か
も
気
に
入
っ
た
憲
政
は
、
ま
た
し
て
も
考
え
を
変
え（

（（
（

、
以
降
、
長
尾
な
ど
、

四
、
五
人
の
優
れ
た
家
臣
を
相
手
に
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
上
杉
の
本
拠
地
、
平
井
の
旗
本
侍
衆
の
行
儀
が
い
よ
い
よ
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悪
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
武
具
の
支
度
を
止
め
、
菅
野
、
上
原
が
夜
、

屋
敷
裏
で
日
々
夜
々
乱
舞
を
し
、
白
拍
子
に
入
れ
込
ん
で
い
た
の
を
真
似
し
、
み

な
白
拍
子
と
遊
山
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

以
後
し
ば
ら
く
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
な
の
で
省
略
す
る
が
、

品
第
十
三
の
ほ
ぼ
末
尾
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
河か

わ

越ご
え

合
戦
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
二
十
三
歳
の
北
条
氏
康
が
扇
谷
城
河
越
を
奪
っ
た
の
に
対
し

て
、
上
杉
家
は
八
万
の
軍
勢
で
河
越
を
取
り
巻
い
た
。
そ
し
て
、
夜
半
に
合
戦
と

な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
こ
と
ご
と
く
氏
康
が
勝
ち
、
上
杉
家
は
負
け
て
一
万
人

余
り
が
討
ち
死
に
し
た
。
そ
の
際
、
か
ね
て
よ
り
北
条
家
に
通
じ
て
い
た
大
身
の

多
く
が
、
北
条
家
に
し
た
が
っ
た
。
と
は
い
え
、
憲
政
は
無
事
平
井
に
帰
陣
し

た
。
か
つ
て
侵
入
調
査
で
貢
献
し
た
本
間
は
、「
眼
の
開
か
ぬ
主
君
の
た
め
、
本

間
江
州
は
、
今
夜
夜
戦
の
目
明
か
し
な
り
」
と
名
乗
っ
て
、
北
条
方
の
大
道
寺
と

出
会
い
「
本
間
江
州
を
討
っ
て
こ
の
さ
し
も
の
を
北
条
の
あ
る
限
り
は
差
し
て
下

さ
い
」
と
遺
言
し
て
討
た
れ
た
。
そ
の
後
憲
政
は
、
ま
た
考
え
を
変
え
て
「
本

間
、
井
又
の
言
っ
て
い
た
こ
と
は
本
当
だ
っ
た
」
と
褒
め
た
と
こ
ろ
、
人
々
は
ま

た
両
人
を
褒
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
他
方
、
二
人
を
讒
言
し
た
菅
野
、
上

原
は
、
主
君
よ
り
先
に
逃
げ
帰
っ
た
が
、
残
っ
た
も
の
も
皆
逃
げ
帰
っ
た
も
の
な

の
で
、
別
段
咎
め
も
な
か
っ
た
。

　

品
第
十
三
は
、
憲
政
が
臆
病
だ
っ
た
の
で
考
え
が
浅
く
、
悪
い
上
原
、
菅
野
の

言
い
な
り
に
な
っ
て
こ
の
通
り
で
あ
る
と
結
ば
れ
て
い
る
。
臆
病
な
大
将
・
憲
政

は
、
心
が
弱
く
、
戦
で
先
頭
に
立
っ
て
戦
う
こ
と
も
で
き
ず
、
自
分
で
あ
り
の
ま

ま
の
事
実
を
見
て
善
悪
を
判
断
し
た
り
、
人
に
賞
罰
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
も
で

き
ず
、
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
こ
ろ
こ
ろ
と
考
え
を
変
え
、
国
を
弱
め
、
つ
い

に
は
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

⑷　

つ
よ
す
ぎ
た
る
大
将

　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
四
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
つ
よ
す
ぎ
た
る
大
将

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
節
と
同
様
、
品
第
十
四
の
冒
頭
の
定
義
を
引
い
て
、
そ
の

中
心
と
な
る
理
解
を
作
っ
て
お
こ
う
。

第
四
番
に
、
つ
よ
す
ぎ
た
る
大
将
は
、
①
心
た
け
く
、
気
は
し
り
て
、
大
略

弁
舌
も
あ
き
ら
か
に
物
を
い
ひ
、
智
恵
人
に
す
ぐ
れ
、
何
事
に
つ
き
て
も
よ

は
み
な
る
こ
と
を
嫌き

ら
ひ

給
へ
ど
、
し
か
も
、
つ
ね
に
は
た
ん
き
な
る
事
も
な

く
、
少
し
も
喧け

ん
け
う狂
に
あ
り
給
は
ず
、
い
か
に
も
し
づ
か
に
お
く
ふ
か
く
見
え

奉
る
故
、
②
家
老
の
い
さ
め
を
申
上
ぐ
る
も
、「
何
ぞ
弱よ

は

め
な
る
こ
と
を
言

上
し
て
、
気
に
ち
が
ひ
申
さ
ん
か
」
と
存

ぞ
ん
ず
る

に
つ
き
、
十
箇
条
の
儀
は
五
つ

も
や
う
〳
〵
申
せ
ど
も
、
心
に
き
づ
か
ひ
あ
る
に
つ
き
、
五
ケ
条
の
こ
と
も

三
ケ
条
は
其そ

の

理
屈
聞
え
か
ね
候
も
の
な
り
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
家
老
の
物
云い
ふ

事
、
み
な
戯た
は
ご
と言
」
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
ぬ
し
の
心
を
ほ
ん
と
し
て
、
わ
が

ま
ゝ
な
る
し
あ
ん
ば
か
り
あ
る
と
い
へ
ど
も
、（「
品
第
十
四
」（

　

強
す
ぎ
る
大
将
は
、「
心
た
け
く
気
は
し
り
て
」
と
定
義
さ
れ
る
。
心
の
勢
い

が
盛
ん
で
勇
ま
し
く
、
心
の
働
き
が
素
早
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
お
お
よ
そ
弁
舌

も
明
ら
か
に
も
の
を
い
い
、
智
恵
は
人
に
優
れ
、
何
事
に
つ
い
て
も
弱
み
な
る
こ

と
を
嫌
う
が
、
し
か
も
平
時
に
は
短
気
で
あ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
っ
た
く
や
か
ま

し
く
常
規
を
逸
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
い
か
に
も
静
か
に
奥
深
く
見
る
と
さ

れ
る
。
こ
こ
ま
で
を
見
る
と
、
い
ま
ま
で
の
国
を
滅
ぼ
す
大
将
と
は
異
な
り
、
心

が
強
く
賢
く
静
か
と
い
う
こ
と
で
、
武
士
と
し
て
は
い
い
こ
と
ず
く
め
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
問
題
と
な
る
の
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
②
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
む
し
ろ
勇
ま
く
、
智
恵
も
優
れ
て
い
る
が
故
に
、
家
臣
の
話
が
聞
け
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
大
将
が
相
手
だ
と
、
家
老

が
諫
言
す
る
際
、
萎
縮
し
て
言
い
た
い
こ
と
を
十
分
に
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
す
る
と
、
家
老
の
言
う
こ
と
の
論
理
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
ら

に
馬
鹿
に
し
て
聞
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
一
人
の
我
が
儘
な
考
え

だ
け
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
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で
は
、
そ
の
結
果
は
ど
う
な
る
か
。
品
第
十
四
の
続
く
と
こ
ろ
で
は
、
お
お
よ

そ
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
名
大
将
だ
っ
た
先
代
の
父
へ
の
礼
儀
の

た
め
家
老
を
集
め
て
度
々
談
合
を
開
く
が
、
強
す
ぎ
る
大
将
の
下
で
家
老
達
の
言

い
分
が
一
つ
も
役
に
立
た
な
い
様
子
を
見
て
取
り
、
悪
い
侍
で
頭
だ
け
に
分
別
が

あ
っ
て
そ
の
場
だ
け
の
思
案
を
す
る
意
地
汚
い
人
が
出
て
き
て
、
前
代
の
家
老
衆

だ
け
が
発
言
し
て
い
る
う
ら
や
ま
し
さ
か
ら
、「
今
度
の
代
替
わ
り
に
大
将
に
気

に
入
ら
れ
て
、
我
々
も
良
い
家
老
の
内
に
入
ろ
う
」
と
思
い
、
一
人
二
人
申
し
合

わ
せ
て
大
将
の
お
気
に
入
り
に
な
る
。
実
際
、
長
く
続
く
家
の
奉
公
人
で
あ
る
の

で
、
学
問
も
少
し
は
し
て
、
古
語
を
引
い
て
も
強
い
こ
と
を
深
い
考
え
な
し
に
申

し
上
げ
、
大
将
の
心
に
合
う
よ
う
に
諫
め
る
の
で
、
強
い
大
将
は
、「
そ
れ
な
ら

自
分
だ
け
で
も
な
い
。
内
の
者
に
も
自
分
と
同
じ
考
え
の
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
。

特
に
古
人
の
言
葉
も
あ
る
の
で
、
自
分
の
考
え
も
少
し
も
悪
く
は
な
い
」
と
思

う
。
そ
の
古
語
と
は
「
途
中
の
受
用
は
虎
の
山
に
よ
る
が
如
し
」
す
な
わ
ち
、
虎

は
勇
猛
な
獣
で
あ
る
の
で
餌
を
食
べ
る
の
に
、
餌
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
少
し
も
頓
着

な
く
山
へ
行
く
の
を
、
勇
猛
な
大
将
に
譬
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
前
代
の
大
将
よ
り
後
代
の
大
将
は
一
段
と
強
く
な
け
れ
ば
、
必
ず
人
は
褒
め
な

い
も
の
で
あ
る
。
前
代
と
後
代
と
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
後
代
を
弱
い
と
い
っ
て
、

侍
達
は
も
ち
ろ
ん
、
庶
民
、
町
人
ま
で
も
大
将
を
あ
な
ど
り
、
命
令
を
聞
か
な

い
」
な
ど
と
言
う
。『
甲
陽
軍
鑑
』
の
筆
者
は
、
こ
の
諫
め
で
そ
の
大
将
が
な
お

強
み
過
ぎ
る
の
は
、
も
っ
て
の
外
で
あ
る
と
い
う
。

　

生
涯
に
わ
た
っ
て
一
度
も
負
け
な
か
っ
た
信
玄
す
ら
、
計
策
や
武
略
を
用
い
た

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
す
ぎ
る
大
将
は
、
計
策
や
武
略
の
智
恵
を
弱

い
の
に
似
て
い
る
と
い
っ
て
嫌
う
。
そ
の
意
地
を
強
過
ぎ
る
と
い
う
。
何
事
に
お

い
て
も
、
度
が
過
ぎ
れ
ば
悪
い
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
大
将
が
強
す
ぎ
る

と
、
多
く
の
人
を
身
分
の
大
小
を
問
わ
ず
非
業
に
死
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
良
い
侍
を
非
道
に
失
う
の
は
、
国
を
持
つ
大
将
の
大
い
な
る
損
で
あ
る
、

と
。

　

で
は
、
強
す
ぎ
る
大
将
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
良
い
侍
を
非
道
に
死
な
せ
て
し

ま
い
、
国
を
損
な
う
の
か
。
続
く
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
侍
を
分
類
し
て
、
上
中
下

並
の
四
種
類
に
分
け
る
。
第
一
の
上
の
侍
は
、
剛
強
に
し
て
分
別･

才
覚
の
あ
る

男
で
あ
る
。
こ
の
上
の
侍
は
、
戦
時
も
平
時
も
他
人
に
は
一
切
構
わ
ず
、
た
だ

「
自
分
の
す
る
こ
と
を
自
ら
の
分
別
で
工
夫
し
、
そ
の
場
に
出
る
と
機
転
の
き
い

た
才
覚
に
よ
っ
て
手
柄
を
立
て
よ
う
」
と
ば
か
り
志
し
て
い
る
。
第
二
の
中
の
侍

は
、
心
が
剛
く
機
転
の
き
い
た
男
で
、
上
の
侍
に
負
け
ま
い
と
、
機
転
を
き
か
せ

て
走
り
回
る
侍
で
あ
る
。
第
三
の
下
の
侍
は
、
武
辺
の
手
柄
を
望
み
、
武
事
を
好

ん
で
専
念
し
、
上
、
中
の
侍
の
や
り
方
を
真
似
よ
う
と
、
二
人
に
目
を
付
け
て
回

る
も
の
で
あ
る
。
第
四
の
並
の
侍
は
、
人
並
み
の
男
で
、
そ
の
他
大
勢
で
あ
る
。

上
の
侍
は
百
人
に
二
人
、
中
の
侍
は
百
人
に
六
人
、
下
の
男
は
百
人
に
十
二
人
、

残
り
の
八
十
人
は
並
で
あ
る
。

　

さ
て
、
強
す
ぎ
る
大
将
の
戦
で
の
作
法
は
、
後
先
を
考
え
て
慎
重
に
な
る
よ
う

な
こ
と
は
せ
ず
、
何
事
も
強
み
と
ば
か
り
あ
る
の
で
、
そ
の
下
の
侍
達
も
同
様

で
、
少
し
の
小
競
り
合
い
に
も
討
ち
死
に
の
者
が
多
い
。
右
の
分
類
の
百
人
の
中

で
、
上
中
下
の
二
十
人
の
侍
は
皆
討
ち
死
に
し
て
し
ま
う
。
残
る
八
十
人
は
、
強

す
ぎ
る
大
将
の
下
で
死
ぬ
ま
い
と
身
を
大
事
に
し
て
、
手
柄
も
立
て
ず
に
知
行
を

求
め
る
よ
う
に
な
る
。
強
す
ぎ
る
大
将
は
こ
れ
を
見
て
憎
み
追
放
す
る
。
す
る

と
、
優
れ
た
侍
は
討
ち
死
に
し
、
古
く
か
ら
い
る
残
り
の
侍
も
い
な
く
な
り
、
万

事
こ
と
欠
く
よ
う
に
な
る
の
で
、
結
局
、
右
の
侍
よ
り
劣
っ
た
庶
民
を
取
り
立
て

る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
で
ま
す
ま
す
悪
い
家
中
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
悪
い
家
中
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
原
因

は
、
ひ
と
え
に
強
す
ぎ
る
大
将
が
強
み
過
ぎ
て
、
十
の
事
を
十
す
べ
て
勝
と
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
信
玄
は
、「
十
の
事
の
う
ち
、
六
つ
か
七
つ
勝
て
ば
十
分
で

あ
る
。
十
勝
て
ば
怪
我
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
一
つ
も
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
度
々
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
大
将
が
強
す
ぎ
る
と
、
つ
ね
に
気
負
っ
て
終
に
怪

我
が
あ
る
。
怪
我
が
あ
れ
ば
負
け
て
、
良
い
侍
は
ほ
と
ん
ど
死
ん
で
し
ま
う
。
良

い
侍
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
、
下
の
侍
が
残
っ
て
作
法
が
悪
く
な
る
。
作
法
が
悪
く

な
れ
ば
、
武
事
は
さ
ら
に
弱
く
な
る
。
弱
け
れ
ば
、
強
み
の
過
ぎ
て
い
る
大
将
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も
、
弱
い
名
を
取
る
。
だ
か
ら
、
強
す
ぎ
る
大
将
は
、
や
が
て
弱
い
大
将
と
同
じ

と
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
強
す
ぎ
る
大
将
は
、
長
期
的
に

勝
ち
続
け
る
た
め
の
思
慮
分
別
が
な
く
、
強
行
策
を
採
る
た
め
、
優
れ
た
侍
の
多

く
を
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
国
を
弱
体
化
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
強
す
ぎ
る
大
将
と
は
具
体
的
に
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
。
そ
れ
は
、
武

田
勝
頼
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
長
篠
の
合
戦
で
、
分
別
が
違
っ
て
、
去

年
の
十
二
月
の
備
え
定
め
の
談
合
を
破
り
、
待
っ
て
い
れ
ば
勝
て
る
敵
に
こ
ち
ら

か
ら
攻
め
か
か
っ
て
合
戦
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
策
は
、
論
外
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
内
藤
昌
豊
（
昌
秀
（、
馬
場
信
春
、
真
田
信
綱
、
山
県

昌
景
と
い
っ
た
信
玄
以
来
の
歴
戦
の
勇
将
の
多
く
を
殺
し
、
戦
国
大
名
の
武
田
氏

を
決
定
的
に
弱
体
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
敵
の
大
将
は
強
み
も
分
別
も
成
熟
し

た
四
十
二
歳
の
信
長
と
そ
の
子
ら
三
人
、
ま
た
海
道
一
の
弓
取
り
と
さ
れ
る
家
康

も
三
十
四
歳
の
分
別
盛
り
で
、
息
子
の
三
郎
も
優
秀
で
あ
る
。
敵
の
領
国
は
、
五

大
将
合
わ
せ
て
十
四
カ
国
半
に
及
ぶ
。
今
回
の
長
篠
の
合
戦
で
動
員
可
能
な
人
数

は
、
領
国
の
守
り
を
差
し
引
い
て
、
九
万
二
千
。
遠
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
堅
く
見

積
も
っ
て
も
七
万
で
あ
る
。

　

他
方
、
味
方
の
国
は
、
五
カ
国
で
、
動
員
可
能
な
兵
力
は
四
万
八
千
だ
が
、
領

国
の
守
り
を
差
し
引
く
と
、
一
万
六
千
で
あ
る
。
そ
の
一
万
六
千
の
軍
勢
で
、
敵

の
七
万
の
軍
勢
が
、
し
か
も
柵
を
三
重
に
備
え
て
待
ち
構
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

面
も
振
ら
ず
懸
か
る
の
は
、
柵
を
十
万
の
加
勢
と
考
え
れ
ば
、
十
七
万
の
人
数
が

籠
も
っ
た
城
を
一
万
六
千
で
攻
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

信
玄
は
い
つ
も
、
千
人
籠
も
っ
た
城
を
攻
め
る
と
き
に
は
一
万
の
人
数
で
攻
め

る
べ
き
で
あ
る
、
と
定
め
て
い
た
。
五
千
で
は
危
う
い
と
も
言
わ
れ
た
。
つ
ま

り
、
こ
ち
ら
か
ら
城
や
柵
な
ど
で
守
り
固
め
た
相
手
を
責
め
る
場
合
、
十
倍
の
戦

力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
が
戦
の
道
理
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勝
頼
は
反

対
に
、
十
分
の
一
の
戦
力
で
攻
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
思
慮
深
さ
も
慎
重
さ

に
も
欠
け
た
強
す
ぎ
る
大
将･

勝
頼
の
敗
戦
は
必
然
で
あ
っ
た
。

三　

優
れ
た
大
将
と
家
臣
と
の
主
従
関
係

　

こ
こ
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
性
質
に
つ
い
て
ま
と

め
な
が
ら
、
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
優
れ
た
大
将
の
性
質
を
確
認
し
、
そ
の
下
で
の

家
臣
と
の
主
従
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴　

独
自
の
判
断
を
す
る
分
別
の
あ
る
大
将
と
そ
の
家
臣
の
主
従
関
係

　

ま
ず
、
国
を
滅
ぼ
す
大
将
に
共
通
す
る
性
質
と
の
対
比
か
ら
浮
か
び
上
が
る
優

れ
た
大
将
の
性
質
と
、
そ
の
下
で
の
主
従
関
係
に
つ
い
て
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
国
を
滅
ぼ
す
大
将
は
、
特
定
の
家
臣
に
智
恵

を
盗
ま
れ
、
お
世
辞
や
自
分
の
気
に
入
る
意
見
に
乗
せ
ら
れ
て
そ
の
言
い
な
り
と

な
る
、
と
い
う
点
で
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
武
事
を
疎
か

に
し
て
趣
味
に
入
れ
込
ん
だ
り
、
私
利
私
欲
を
満
た
そ
う
と
搾
取
し
た
り
、
臆
病

を
隠
し
て
不
当
に
相
手
を
貶
め
る
意
見
を
喜
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
、
強
行
策
に
溺

れ
て
優
れ
た
家
臣
を
失
っ
た
り
し
て
、
そ
の
国
を
滅
ぼ
し
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
優
れ
た
大
将
は
、
家
臣
に
智
恵
を
盗
ま
れ
乗
せ
ら
れ
て
言
い

な
り
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
自
ら
の
分
別
に
よ
っ
て
是
非
善
悪
を
独
自
に

判
断
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
優
れ
た
大
将
の
性
質
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
、

自
ら
判
断
す
る
独
立
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（1
（

。

　

そ
れ
で
は
優
れ
た
大
将
は
家
臣
の
意
見
を
聞
か
ず
に
何
で
も
自
分
だ
け
の
考
え

で
判
断
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
優
れ
た
家
臣
の
意
見
を
良
く
聞

い
て
柔
軟
に
取
り
入
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
を
滅
ぼ
す
大
将
は
、
智
恵

を
盗
む
家
臣
の
意
見
は
聞
い
て
し
ま
う
も
の
の
、
多
く
の
場
合
、
優
れ
た
家
臣
の

意
見
を
聞
け
な
い
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
判
断
を
誤
り
、
国
を
滅
ぼ
し
て
い

た
。
他
方
、
優
れ
た
大
将
の
代
表
と
さ
れ
る
武
田
信
玄
の
家
中
で
は
、
戦
の
前

に
、
侍
大
将
達
が
そ
れ
ぞ
れ
地
図
を
持
ち
寄
っ
て
、
そ
の
国
の
険
難
の
場
を
良
く

話
し
合
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
当
然
、
優
れ
た
大
将
は
そ
の
場
に
い
て
、
そ
の
話
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し
合
い
を
聞
き
、
全
体
の
戦
略
を
練
る
参
考
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
優
れ
た
大
将
は
戦
の
前
の
軍
議
に
お
い
て
、
広
く
家
臣
の
意
見
を
聞
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
優
れ
た
大
将
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
家
臣
と
会
議
し

て
聞
く
べ
き
こ
と
は
聞
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
取
り
入
れ
る
柔
軟
性
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
優
れ
た
大
将
は
家
臣
に
智
恵
を
盗
ま
れ
ず
独
自
の
判
断
を
す
る
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
思
い
つ
き
か
ら
の
単
な
る
独
断
で
は
な
い
。
国
を
滅
ぼ
す
大
将
に

は
共
通
し
て
是
非
善
悪
を
見
分
け
る
「
分
別
」
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
優
れ
た
大
将
は
そ
の
「
分
別
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
優
れ
た
大
将
は
、

自
ら
の
豊
富
な
経
験
を
参
考
に
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
右
に
述
べ
た
よ
う

に
家
臣
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
り
、
あ
る
い
は
古
人
の
言
葉
に
学
ん
だ
り
し
て
、

是
非
善
悪
の
道
理
を
知
り
、
そ
の
道
理
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
優
れ
た
大
将
の
第
三
の
特
徴
と
し
て
、
是
非
善
悪
の
道
理
を
知
り
そ
れ

に
基
づ
い
て
独
自
に
判
断
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
「
分
別
」
が
あ
る
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
を
、
ま
ず
国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
共
通
す
る
性
質
と
の
対
比
か
ら
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
優
れ
た
大
将
の
特
徴
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
。
続
け
て
、
こ
の

よ
う
な
大
将
と
そ
の
家
臣
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
大
将
の
下
で
は
、
上
は
下
に
似
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
家

臣
達
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
優
れ
た
他
人
の
意
見
や
古
人
の
智
恵
に
学

び
な
が
ら
、
道
理
に
基
づ
き
、
独
自
の
判
断
を
す
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
品
第

十
四
で
描
か
れ
て
い
た
、
百
人
中
八
人
程
度
は
い
る
と
さ
れ
る
上
、
中
の
侍
は
、

戦
の
際
、
分
別
を
も
っ
て
独
自
に
判
断
し
機
転
を
き
か
せ
て
行
動
す
る
と
さ
れ
て

い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
す
ぐ
れ
た
大
将
の
下
で
の
主
従
関
係
は
以
下
の
通
り
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
分
別
を
持
ち
独
自
の
判
断
を
す
る
大
将
と
、
独
自
の
判
断
を

す
る
一
部
の
優
れ
た
侍
と
が
、
戦
で
あ
れ
ば
、
勝
つ
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向

か
っ
て
、
軍
議
な
ど
で
相
互
に
意
見
を
交
わ
し
、
柔
軟
に
相
互
の
意
見
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
協
力
し
あ
う
関
係
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
戦
に
は
上
下
関
係
が
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
の
で
、
上
か
ら
下
へ

の
命
令
が
下
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
命
令
の
遵
守
は
当
然
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
戦
の
方
針
を
決
定
す
る
際
に
は
、
優
れ
た
侍
大
将
や
家
老
が

集
ま
っ
て
、
皆
で
意
見
を
出
し
合
っ
て
慎
重
な
作
戦
会
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
意

見
を
交
換
し
、
大
将
が
家
臣
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
機
会
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
現
場
の
優
れ
た
侍
達
は
、
決
ま
っ
た
作
戦
は
踏
ま
え
つ
つ
も
、
許
さ

れ
た
範
囲
内
で
、
自
分
の
独
自
の
判
断
で
機
転
を
利
か
せ
て
臨
機
応
変
に
戦
う
の

で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
今
日
の
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
の
ト
ッ
プ
チ
ー
ム

が
、
チ
ー
ム
と
し
て
の
高
度
な
戦
略
や
戦
術
を
監
督
の
指
示
で
共
有
し
つ
つ
、

個
々
の
選
手
が
与
え
ら
れ
た
範
囲
内
で
臨
機
応
変
に
独
自
の
判
断
で
プ
レ
ー
す
る

よ
う
な
も
の
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

⑵　

国
を
滅
ぼ
す
大
将
達
と
の
対
比

　

次
に
、
国
を
滅
ぼ
す
大
将
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
な
が
ら
、
そ

れ
ら
と
の
対
比
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
優
れ
た
大
将
の
特
徴
と
、
そ
の
下
で
の
主

従
関
係
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

①　

ば
か
な
る
大
将
と
の
対
比

　

第
一
に
、
馬
鹿
な
大
将
の
最
も
端
的
な
特
徴
は
、
武
士
の
大
将
で
あ
り
な
が

ら
、
武
事
を
疎
か
に
し
て
芸
能
に
打
ち
込
む
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、
優
れ
た
大
将
は
、
戦
を
生
業
と
す
る
武
士
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
武

事
を
優
先
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
武
士
の
下
で
は
、
家
臣
も
武
事
に
励

む
。
こ
の
よ
う
な
大
将
の
下
で
の
主
従
は
、
戦
に
勝
つ
こ
と
を
共
通
の
目
的
と
し

て
、
お
互
い
が
他
事
に
優
先
し
て
武
事
に
励
む
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
馬
鹿
な
大
将
は
、
山
本
勘
助
の
よ
う
な
、
戦
に
勝
つ
た
め
の
優
れ
た
技

術
を
持
っ
た
家
臣
を
取
り
立
て
ず
、
佞
臣
を
取
り
立
て
た
り
、
芸
能
好
き
を
褒
め

た
り
し
て
い
た
。
他
方
、
優
れ
た
大
将
と
さ
れ
る
信
玄
は
、
勘
助
が
戦
に
勝
つ
た
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め
の
技
術
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
点
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
取
り
立
て
た
。

　

信
玄
統
治
下
の
武
田
の
家
中
で
は
、
戦
に
勝
つ
た
め
の
技
術
が
重
視
さ
れ
て
い

た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
中
の
主
従
関
係
は
、
戦
に
勝
つ
た
め
の
技
術
に
優

れ
た
主
君
と
、
同
様
の
家
臣
と
が
、
お
互
い
に
技
術
を
学
び
あ
う
、
戦
に
勝
つ
た

め
の
技
術
に
優
れ
た
家
中
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
共
有
さ
れ
て
い
た
高
度

な
技
術
の
一
端
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
末
書
に
詳
細
に
記
さ
れ
た
築
城
、
攻
城
術
、

陣
立
て
な
ど
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
戦
の
個
々
の
戦
略
や
戦

術
に
つ
い
て
も
、
高
度
な
技
術
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い（

（1
（

。

こ
こ
に
、
優
れ
た
大
将･
武
田
信
玄
と
そ
の
家
臣
団
の
、
戦
に
勝
つ
た
め
に
高
度

な
技
術（

（1
（

を
共
有
す
る
主
従
関
係
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

り
こ
ん
の
す
ぎ
た
る
大
将
と
の
対
比

　

第
二
に
、
利
口
過
ぎ
る
大
将
の
端
的
な
特
徴
は
、
私
利
私
欲
を
満
た
す
た
め
に

家
臣
や
下
々
の
も
の
か
ら
搾
取
し
、
慈
悲
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
家
臣
も
私
利
私
欲
を
満
た
す
た
め
に
働
く
よ
う
に
な
り
、
よ
り
下
の
者

に
対
す
る
慈
悲
も
な
く
、
主
君
に
対
す
る
忠
義
も
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
と

は
対
照
的
に
、
優
れ
た
武
士
の
大
将
は
、
慈
悲
が
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
自
分

の
采
配
で
勝
っ
た
戦
で
も
、
部
下
の
手
柄
と
す
る
と
い
う
の
が
そ
れ
に
当
た
る
。

こ
の
よ
う
な
大
将
の
下
で
は
、
慈
悲
の
心
で
接
さ
れ
た
家
臣
も
ま
た
、
そ
の
多
く

は
大
将
に
感
化
さ
れ
、
よ
り
下
の
者
に
慈
悲
の
心
で
接
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
慈
悲
の
心
で
接
せ
ら
れ
た
家
臣
は
、
主
君
を
有
難
く
思
い
、
忠
義
の

心
で
奉
公
に
勤
め
、
武
事
に
励
む
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
利
口
過

ぎ
る
大
将
の
も
と
で
、
上
の
者
が
下
の
も
の
か
ら
搾
取
す
る
構
造
が
連
鎖
し
、
下

の
も
の
も
私
欲
を
満
た
す
た
め
の
み
に
働
き
、
上
下
が
奪
い
合
う
関
係
に
な
っ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
優
れ
た
大
将
の
下
で
は
、
上
の
も
の
は
慈
悲
の
心
で
下
の
も

の
に
与
え
、
下
の
も
の
は
上
の
も
の
を
有
難
く
思
い
、
忠
義
を
尽
く
す
、
と
い
う

与
え
合
う
関
係
が
、
連
鎖
的
に
家
中
に
行
き
渡
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
家

中
の
主
従
の
契
り
は
強
固
な
も
の
と
な
り
、
戦
の
際
に
は
一
致
団
結
し
て
最
後
ま

で
戦
う
強
い
軍
勢
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
慈
悲
は
、
単
に
与
え
る
、
と
い
っ
た
意
味
に
留
ま
ら

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
持
ち
場
を
与
え
、
そ
こ
で
持
て
る
技
術
、
能
力
を
存

分
に
発
揮
さ
せ
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
充
実
感
を
与
え
る
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

る
と
き
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
徴
的
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
煩
瑣
を
厭
わ
ず
、
関
連

す
る
箇
所
を
引
用
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
文
脈
上
、
利
根
過
ぎ
る
大
将
が
私
欲

を
満
た
す
た
め
に
行
儀
が
悪
く
義
理
も
分
別
も
慈
悲
も
な
い
こ
と
と
対
比
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
き
大
将
は
行
儀
よ
け
れ
ば
義
理
深
し
。
義
理
深
け
れ
ば
分
別
あ
り
。
分
別

あ
れ
ば
慈
悲
あ
り
。
慈
悲
深
け
れ
ば
、
た
と
ひ
生
れ
付
き
に
て
様
子
は
そ
ゝ

け
て
も
、
心
静
か
に
し
て
そ
れ
〴
〵
に
人
を
見
知
り
て
つ
か
ひ
給
へ
ば
、
一

人
と
し
て
恨
み
申
す
べ
き
や
う
な
し
。（「
品
第
十
二
」（

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
優
れ
た
大
将
は
慈
悲
が
深
く
そ
れ
ぞ
れ
に
人
を
見

知
っ
て
使
う
の
で
、
一
人
と
し
て
恨
ん
で
い
る
様
子
が
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
慈
悲
の
深
さ
の
具
体
的
な
現
れ
が
、
人
の
能
力
や
特
徴
を
よ

く
知
っ
て
適
材
適
所
で
人
を
使
う
た
め
、
誰
か
ら
も
恨
ま
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
慈
悲
の
あ
る
大
将
の
下
で
は
、
家
臣
達
は
そ
れ
ぞ
れ
能
力
相
応
の

立
場
と
知
行
な
ど
を
与
え
ら
れ
、
存
分
の
そ
の
能
力
を
発
揮
し
て
働
く
充
実
感
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
を
滅
ぼ
す
大
将
の

下
で
、
優
れ
た
武
士
が
佞
臣
に
排
除
さ
れ
て
持
ち
場
を
失
い
、
十
分
に
働
け
ず
、

絶
望
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
不
満
で
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
と
は
対

照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
慈
悲
は
『
三
河
物
語
』
で
強
調
さ
れ
る
主
君

の
御
慈
悲
や
お
情
け
と
い
っ
た
通
常
を
超
え
た
贈
与
と
も
異
な
る
。
む
し
ろ
、
あ

り
の
ま
ま
に
家
臣
の
能
力
を
見
分
け
、
そ
れ
に
相
応
し
い
仕
事
と
知
行
を
与
え

る
、
い
わ
ば
通
常
を
超
え
な
い
適
切
な
贈
与
を
完
璧
に
で
き
る
と
こ
ろ
が
、『
甲
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陽
軍
鑑
』
の
語
る
優
れ
た
大
将
の
慈
悲
な
の
で
あ
る
。

③　

よ
わ
す
ぎ
た
る
大
将
と
の
対
比

　

第
三
に
、
弱
す
ぎ
る
大
将
の
特
徴
は
、
心
が
弱
く
て
臆
病
で
、
是
非
善
悪
を
見

分
け
る
分
別
が
な
く
て
自
分
で
決
断
で
き
ず
、
人
の
意
見
に
よ
っ
て
考
え
を
す
ぐ

に
変
え
て
し
ま
う
。
ま
た
、
人
を
貶
め
る
家
臣
の
讒
言
を
喜
ぶ
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
戦
で
活
躍
す
る
こ
と
も
な
く
、
家
臣
の
心
を
捉
え
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
家
臣
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
、
器
用
な
大
将
の
ふ
り
を

し
て
、
対
応
す
る
手
柄
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
知
行
な
ど
を
与
え
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
佞
臣
の
私
腹
を
肥
や
し
、
自
分
の
領
地
も
減
ら
し
て
家
中
や
外
に
向

け
て
の
大
名
の
相
対
的
な
力
を
弱
め
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
信
賞
必

罰
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
優
秀
な
家
臣
の
や
る
気
を
削
ぎ
、
か
え
っ

て
国
家
の
力
を
弱
め
て
し
ま
う
。
ま
た
、
愚
か
な
大
将
は
、
分
別
が
な
く
、
相
手

を
理
由
も
な
く
貶
め
る
家
臣
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
強
い
敵
を
そ
れ
と
見

分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
見
抜
け
ず
、
誤
っ

た
見
積
も
り
で
戦
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
弱
す
ぎ
る
大
将
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
、

家
臣
と
の
強
固
な
関
係
を
築
く
こ
と
も
で
き
ず
、
対
外
的
な
戦
で
も
敗
北
し
、
家

を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
優
れ
た
大
将
は
、
心
が
強
く
て
勇
敢
な
の
で
、
武
事
に

励
み
戦
で
も
活
躍
し
、
ま
た
、
自
ら
分
別
を
持
っ
て
決
断
し
そ
れ
を
安
易
に
変
え

な
い
の
で
、
家
臣
に
尊
敬
さ
れ
る
。
知
行
を
与
え
る
と
き
に
は
、
贔
屓
で
は
な

く
、
事
実
に
基
づ
い
て
信
賞
必
罰
を
実
践
す
る
の
で
、
家
臣
も
甲
斐
が
あ
っ
て
励

む
こ
と
に
な
る
。
大
将
も
家
臣
も
武
事
に
励
む
の
で
、
戦
に
は
強
く
、
家
は
栄
え

る
。
ま
た
、
優
れ
た
大
将
の
家
中
で
は
、
大
将
も
部
下
も
、
裏
付
け
も
な
く
相
手

の
大
将
や
人
を
嫉
み
貶
め
る
こ
と
が
な
く
、
優
れ
た
も
の
は
敵
で
も
褒
め
る
の

で
、
常
に
油
断
が
な
く
、
外
部
か
ら
は
安
易
に
攻
め
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

④　

つ
よ
す
ぎ
た
る
大
将
と
の
対
比

　

第
四
に
、
強
す
ぎ
る
大
将
の
特
徴
は
、
強
み
が
過
ぎ
て
、
長
期
的
に
勝
ち
続
け

る
思
慮
分
別
が
な
く
、
十
の
う
ち
十
ま
で
勝
と
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
結
果
、
勇
敢
で
優
れ
た
家
臣
の
ほ
と
ん
ど
を
戦
で
殺
し
て
し
ま
い
、
国
の

弱
体
化
を
招
い
て
し
ま
う
。
ま
た
、
家
臣
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
出
世
の
た
め
に

主
君
の
気
に
入
ろ
う
と
長
期
的
な
思
慮
も
な
く
強
行
策
を
進
言
す
る
佞
臣
の
言
い

な
り
に
な
っ
て
、
優
れ
た
家
臣
の
諫
言
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
関
係
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
策
が
強
行
策
一
辺
倒
に
な
り
、
優
れ
た
家
臣
を
殺
し
て
し

ま
い
、
国
を
弱
め
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
。

　

他
方
、
優
れ
た
大
将
は
、
長
期
的
に
勝
ち
続
け
る
た
め
の
思
慮
分
別
を
持
っ
て

い
る
の
で
、
強
み
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
十
の
う
ち
、
六
か
七
の
勝
ち
を
続
け

る
こ
と
を
目
指
し
て
、
無
理
に
す
べ
て
勝
と
う
と
は
し
な
い
。
相
手
を
攻
め
る
際

に
も
極
力
慎
重
策
を
採
り
、
無
理
攻
め
は
し
な
い
。
家
臣
と
の
関
係
も
、
戦
の
前

に
は
、
家
臣
と
地
図
や
模
型
な
ど
を
使
っ
て
、
事
前
に
詳
細
に
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
、
家
臣
の
意
見
を
十
分
に
言
わ
せ
、
聞
く
べ
き
意
見
は
柔
軟
に
聞
い
て
お

り
、
さ
ら
に
、
歴
戦
の
将
で
強
行
に
反
対
す
る
者
が
一
人
で
も
あ
っ
た
ら
、
そ
の

戦
は
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
優
れ
た
大
将
は
長
期
的
に
勝
ち
続

け
る
思
慮
を
持
ち
慎
重
で
あ
っ
た
の
で
、
優
れ
た
家
臣
は
あ
ま
り
消
耗
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
優
れ
た
家
臣
の
意
見
を
採
り
上
げ
る
の
で
、
家
臣
は
生
き
生
き
と
活

躍
し
、
戦
で
も
長
期
的
に
勝
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

注

（
（
（	
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
下
巻
第
五
篇
「
後
期
武
家
時
代
に
お
け
る
倫
理
思
想
」（
岩

波
書
店
、
昭
和
二
七
年
（。
以
下
、
本
稿
で
の
和
辻
の
理
解
は
同
書
に
よ
る
。

（
（
（	

「『
甲
陽
軍
鑑
』
の
世
界
」（『
日
本
人
の
伝
統
倫
理
観
』
理
想
社
、
昭
和
三
九
年
（。

以
下
、
本
稿
で
の
相
良
の
理
解
は
同
論
文
に
よ
る
。

（
（
（	

『
三
河
物
語
』
の
「
徳
川
三
引
付
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
正
英
「
武
士
の
思
想	

主

従
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
四
号
、
平
成
九
年
（
お
よ
び
拙
論
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「
武
士
道
に
お
け
る
武
辺
、
慈
悲
、
情
け
に
つ
い
て
」（『
江
戸
川
大
学
紀
要
』
第
二

九
号
、
令
和
元
年
（
参
照
。

（
（
（	

平
山
優
『
山
本
勘
助
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
平
成
一
八
年
（
第
四
章
参
照
。

（
（
（	

本
稿
で
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
の
引
用
は
、
酒
井
憲
二
編
『
甲
陽
軍
鑑
大
成
』

（
汲
古
書
院
、
平
成
六
年
（
に
よ
る
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
カ
タ
カ

ナ
を
ひ
ら
が
な
に
し
た
り
、
意
味
が
分
か
り
難
い
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
し
た
り
す
る

な
ど
、
原
文
の
意
味
を
損
ね
な
い
範
囲
で
、
適
宜
表
記
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。
な

お
、
出
典
を
書
く
際
に
は
、
書
名
は
省
略
し
、
品
数
の
み
を
記
す
。

（
（
（	

馬
鹿
の
内
実
に
つ
い
て
、
和
辻
哲
郎
は
う
ぬ
ぼ
れ
ゆ
え
に
下
の
も
の
に
智
恵
を
盗

ま
れ
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
武
士
と
し
て
な
す
べ
き
武
事
を
優
先
し

な
い
、
と
い
う
肝
心
の
点
に
つ
い
て
は
見
落
と
し
て
い
る
。
相
良
亨
の
要
約
も
、
こ

の
点
に
い
ち
お
う
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
強
調
ま
で
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

馬
鹿
の
内
実
に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
か
ら
第
一
に
押
さ
え
る
べ
き
は
、「
我
が
身
を

わ
す
れ
」「
弓
矢
の
み
ち
へ
は
を
と
さ
ず
」「
弓
矢
の
み
ち
、
ぶ
こ
こ
ろ
が
け
に
て
」

と
あ
る
よ
う
に
、
武
士
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
立
場
を
忘
れ
弓
矢
の
道
＝
武
事
を
疎
か

に
す
る
点
で
あ
る
。

（
（
（	

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
本
文
で
は
、
こ
の
「
無
慈
悲
」
と
ま
と
め
た
部
分
が
少
し
後
の

文
脈
と
連
続
し
て
い
て
、
か
つ
間
に
、
少
し
話
題
の
変
わ
っ
た
具
体
例
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
の
文
脈
と
の
つ
な
が
り
が
や
や
見
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
和
辻
は
、
こ
こ
で
の
内
容
と
文
脈
を
正
確
に
理
解
し
、
こ
の
部
分
を

「
無
慈
悲
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
本
稿
も
そ
れ
に
従
う
。

（
（
（	

こ
の
、
自
惚
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
和
辻
は
馬
鹿
な
大
将
と
共
通
す
る
と
し
つ

つ
も
、
馬
鹿
な
大
将
が
自
分
の
す
る
こ
と
は
何
で
も
良
い
と
す
る
の
に
対
し
て
、
利

口
過
ぎ
る
大
将
は
「
他
へ
の
対
抗
心
が
先
に
立
つ
」
と
い
う
相
違
点
に
つ
い
て
も
指

摘
し
て
い
る
。
細
部
に
行
き
届
い
た
鋭
い
解
釈
で
あ
り
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
ま
（	

『
甲
陽
軍
鑑
』
で
は
「
則
政
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
今
日
の
一
般
的

な
表
記
に
従
い
「
憲
政
」
で
統
一
す
る
。

（
（0
（	

和
辻
哲
郎
は
、
こ
の
弱
す
ぎ
る
大
将
の
性
質
を
「
す
な
わ
ち
道
義
的
性
格
が
弱
す

ぎ
る
の
で
あ
る
。」
と
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
弱
さ
が
「
道
義
的
性

格
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
や
や
先
取
り
す
る
が
、
後
に
弱
す

ぎ
る
大
将
の
具
体
例
と
さ
れ
る
上
杉
憲
政
の
弱
さ
は
、
端
的
に
は
、
戦
の
際
、
自
分

で
出
陣
し
な
い
こ
と
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
そ
れ
を
道
義
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
持
ち

場
を
守
る
勇
気
が
な
い
、
と
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
対
比
さ
れ
る
優
れ
た

大
将
の
強
さ
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
道
義
に
は
収
ま
ら
な
く
な

る
。『
甲
陽
軍
鑑
』
の
語
る
優
れ
た
武
士
の
強
さ
と
は
、
持
ち
場
を
守
る
勇
気
と
い

う
よ
う
な
道
徳
に
留
ま
ら
ず
、
武
士
は
顔
を
打
た
れ
た
ら
我
慢
せ
ず
に
相
手
を
殺

せ
、
と
い
う
よ
う
な
武
張
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
領
地
を
犯
さ
れ
た
ら
出
陣
し

て
相
手
を
殺
す
強
さ
、
さ
ら
に
は
、
防
衛
に
限
ら
ず
、
敵
対
勢
力
の
領
地
へ
侵
攻
し

て
相
手
の
領
地
を
奪
い
取
り
、
滅
ぼ
す
強
さ
に
ま
で
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
少
な
く

と
も
一
般
的
な
道
義
の
意
味
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
武
事
に
お

い
て
相
手
を
殺
す
強
さ
が
な
い
こ
と
ま
で
が
、
弱
す
ぎ
る
大
将
の
弱
さ
に
は
含
意
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
（（
（	

こ
の
、
人
の
意
見
に
よ
っ
て
自
分
の
意
見
を
二
転
三
転
さ
せ
て
一
貫
し
な
い
点

は
、
弱
す
ぎ
る
大
将
の
心
の
弱
さ
か
ら
出
て
お
り
、
ま
た
決
断
の
鈍
さ
に
相
当
す

る
。

（
（（
（	

こ
の
点
に
つ
い
て
、
相
良
前
掲
論
文
は
「
手
の
外
」
な
る
大
将
と
言
い
取
り
、
行

き
届
い
た
解
釈
を
し
て
い
る
。

（
（（
（	

独
立
し
た
判
断
を
す
る
一
部
の
優
れ
た
侍
以
外
の
も
の
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
し
た
大
将
論
の
部
分
か
ら
は
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
一
切
独
立
し
た
判
断
を
ま
じ
え
ず
、
大
将
や
優

れ
た
侍
の
指
示
通
り
に
動
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
の
吟
味
は
、
将
来
の
課
題
と
す
る
。

（
（（
（	

例
え
ば
、
信
玄
統
治
下
の
武
田
家
で
は
、
山
本
勘
助
の
築
城
、
攻
城
術
な
ど
が

「
山
本
勘
助
入
道
道
鬼
術
」
と
し
て
家
臣
の
一
部
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

『
甲
陽
軍
鑑
』
末
書
下
巻
、
お
よ
び
平
山
前
掲
書
参
照
。

（
（（
（	

こ
の
点
、
和
辻
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
で
は
技
術
よ
り
心
構
え
を
重
視
し
て
い
る
と

し
、
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
て
論
証
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
山
本
勘
助
が
「
兵
法
仁
」

と
さ
れ
、
単
な
る
武
芸
者
と
は
区
別
さ
れ
た
心
構
え
の
優
れ
た
武
士
で
あ
っ
た
点
を

例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
本
勘
助
の
兵
法
仁
と
し
て
の
す
ご
さ
は
、
心

構
え
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
心
構
え
は
、
戦
に
勝
つ
た
め
に
調
べ
考
え
抜
か
れ
た

技
術
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
『
甲
陽
軍
鑑
』
末
書
に
は
、
築
城
術
や
陣
立
て
に
つ
い

て
の
詳
細
な
図
や
説
明
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
の
多
く
は
「
口
伝
」
と

さ
れ
、
判
然
と
し
な
い
部
分
も
多
い
が
、
そ
の
「
口
伝
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

か
え
っ
て
そ
の
技
術
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
も
考
え
ら
る
。
戦
の
技

術
と
い
う
性
質
上
、
技
術
が
大
切
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
詳
細
は
、
外
部
に
は
漏
ら
せ

な
い
か
ら
で
あ
る
。


