
中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

三

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
兵
粮
を
、
戦
争
経
済
と
い
う
切
り

口
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
兵
粮
の
社
会
的

重
要
性）

1
（

、
兵
粮
の
売
買
・
貸
借
・
調
達）

（
（

、
兵
粮
の
存
在
形
態
（
モ
ノ
と
し
て
の

兵
粮
・
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮）

3
（

）
等
々
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
北
条
領
国
を
中
心
と

し
た
検
討
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
原
点
に
立
ち
帰
っ
て
み
る
と
、
兵
粮
は
戦
争
に
お
け
る
最
重
要
物

資
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
中
世
は
戦
国
時
代
に
か
ぎ
ら
ず
、
戦
争
が
た
い

へ
ん
多
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
中
世
を
長
い
射
程
で
見
通
し
て
、

兵
粮
の
問
題
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
兵
粮
の
問

題
に
は
地
域
性
は
な
い
の
か
。
一
般
化
で
き
る
問
題
と
地
域
独
自
の
問
題
な
ど

た
だ
ち
に
一
般
化
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
注
意
し
な
が
ら

議
論
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
検
討
を
行
お
う
と
考
え
る

が
、
い
き
な
り
こ
れ
で
列
島
全
体
を
対
象
と
す
る
に
は
蓄
積
が
不
十
分
で
あ
る

の
で
、
地
域
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
か
ら
は
や
や
広
げ
、
東
国
と
す
る
。
も
っ

と
も
、
中
心
に
据
え
る
の
は
関
東
で
あ
る
の
で
、
北
条
領
国
か
ら
少
し
広
が
っ

た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
誹
り
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
関
東
と
密

接
な
関
係
に
あ
る
伊
豆
・
駿
河
・
甲
斐
・
越
後
な
ど
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討

を
行
い
た
い
。

　

つ
い
で
検
討
の
内
容
で
あ
る
が
、「
兵
粮
」
あ
る
い
は
「
兵
糧
」
と
い
う
文

言
に
注
意
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
「
粮
米
」「
城
米
」
等
の
文
言
も
取
り
上

げ
た
い
。
文
言
に
注
意
す
る
の
は
、「
兵
粮
」
な
る
も
の
へ
の
人
び
と
の
意
識
、

考
え
方
、
そ
の
変
遷
な
ど
が
、
文
言
の
使
わ
れ
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
と
し
て
は
、
一
次
史
料
で
あ
る
古
文
書
を

用
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
筆
者
は
、
意
識
的
に
古
文
書
に
よ
る
検
討
を
行
い
、
多

く
の
事
例
を
得
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
軍
記
物
等
は
、
あ
え
て
用
い
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
記
物
等
も
史
料
批
判
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と

中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

 

久
　
保
　
健
一
郎



四

は
明
ら
か
だ
が
、
ま
ず
は
古
文
書
に
お
け
る
、
い
わ
ば
表
舞
台）

4
（

の
世
界
の
実
態

を
お
さ
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
　
鎌
倉
～
室
町
時
代
の
状
況

　

ま
ず
鎌
倉
時
代
で
あ
る
が
、
東
国
に
つ
い
て
の
古
文
書
で
は
、「
兵
粮
」
が

ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
、
と
し
た
の
は
、
視
野
に
入
れ
て

い
た
越
後
で
一
例
が
得
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
建
久
八
年
五
月
日
付

白
河
荘
年
々
作
田
注
文
案）

5
（

で
、
治
承
四
年
に
「
内
検
所
当
米
」
を
「
兵
粮
」
と

し
て
弁
済
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
治
承
四
年
が
「
乱
始
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
治
承
・
寿
永
内
乱
と
い
う
大
き
な
戦
争
に
あ
た
っ

て
荘
園
か
ら
「
兵
粮
」
が
徴
収
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
本
格
的
な
検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
内
の
『
鎌
倉
遺
文
』
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か

ら
、「
兵
粮
」「
兵
糧
」
を
検
索
し
て
み
る
と
、
四
八
例
が
得
ら
れ
た
。
う
ち
一

例
は
、
先
に
示
し
た
建
久
八
年
の
史
料
で
あ
る
。『
鎌
倉
遺
文
』
の
全
容
と
い

え
ば
、
三
万
数
千
通
の
古
文
書
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
う
ち
四
八
例
し
か

事
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
極
端
に
少
な
い
に
は
違
い
な
い
。
た
だ
、
少
な

い
な
が
ら
も
こ
れ
ら
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
出
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の

ま
と
ま
り
と
は
、
大
方
が
予
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
治
承
・
寿
永
内
乱
、

承
久
の
乱
、
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
の
前
後
で
あ
る
。
建
久
八
年
の
事
例
も
、
治
承
・

寿
永
内
乱
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
戦
時

に
当
た
っ
て
、「
兵
粮
」
が
問
題
と
さ
れ
て
も
何
の
不
思
議
も
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
も
っ
と
問
題
に
さ
れ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、「
兵

粮
」
に
関
す
る
史
料
が
全
体
と
し
て
も
少
な
い
の
は
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

し
、
東
国
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
、
い
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
東
国
に
お
け
る
鎌
倉
時
代
の
史
料
は
た
い
へ
ん
数
が
少
な
い
。

こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、『
鎌
倉
遺
文
』
全
体
に
お
け
る
四
八
例
と
ほ
と
ん
ど
条

件
は
同
じ
と
い
う
見
方
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鎌
倉
時
代

に
お
い
て
、
政
治
・
社
会
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
戦
時
に
当
た
っ
て
、「
兵

粮
」
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
こ
と
に
ま
ず
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

で
は
南
北
朝
時
代
は
ど
う
か
。
こ
の
内
乱
状
況
の
な
か
で
、
室
町
幕
府
か
ら

半
済
令
が
出
さ
れ
、
荘
園
年
貢
の
半
分
が
兵
粮
料
と
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
だ
が
、

こ
の
半
済
令
に
つ
い
て
は
、
小
林
一
岳
氏
が
地
域
の
側
か
ら
戦
費
と
し
て
の

「
半
済
」
が
ま
ず
成
立
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る）

6
（

。
ま
た
、
前
稿
で
も
触
れ
た

と
こ
ろ
だ
が
、
小
林
氏
や
、
小
林
氏
の
説
を
受
け
た
高
橋
典
幸
氏
は
「
兵
粮
」

を
文
字
通
り
の
そ
れ
と
し
て
食
糧
と
限
定
せ
ず
、
戦
費
や
在
地
に
お
け
る
富
の

よ
う
に
、
幅
広
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
歩
進
ん
だ
議
論
の
展
開
に
成
功

し
た）

7
（

。
こ
の
よ
う
な
「
兵
粮
」
を
前
稿
で
は
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
と
呼
び
、
こ

れ
に
対
し
て
食
糧
で
あ
る
文
字
通
り
の
「
兵
粮
」
を
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
と
呼

ん
だ
わ
け
で
あ
る）

8
（

。

　

こ
う
し
た
点
を
前
提
と
し
て
、
以
下
見
て
い
こ
う
。
管
見
に
入
っ
た
の
は
、

①
建
武
五
年
五
月
廿
七
日
付
松
井
兵
庫
丞
（
允
）
充
て
今
川
範
国
書
下
写）

9
（

、
②

建
武
五
年
三
（
五
カ
）
月
廿
七
日
付
松
井
八
郎
（
助
宗
）
充
て
今
川
範
国
書
下



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

五

写
）
（（
（

、
③
（
暦
応
二
年
カ
）
充
所
欠
山
内
経
之
書
状）
（（
（

、
④
（
興
国
元
年
カ
）
正
月

廿
二
日
付
結
城
大
蔵
大
輔
（
親
朝
）
充
て
北
畠
親
房
御
教
書
写）
（（
（

、
⑤
（
興
国
元

年
）
四
月
三
日
付
結
城
大
蔵
大
輔
（
親
朝
）
充
て
北
畠
親
房
御
教
書
写）
（（
（

、
⑥
暦

応
四
年
十
月
廿
日
付
佐
竹
弥
次
郎
充
て
某
奉
書
写）
（（
（

、
⑦
（
興
国
二
年
十
二
月

カ
）
充
所
欠
北
畠
親
房
御
教
書）
（（
（

、
⑧(

興
国
三
年
）
五
月
廿
六
日
付
阿
蘇
大
宮

司
（
宇
治
惟
時
）
充
て
北
畠
親
房
御
教
書
案
写）
（（
（

、
⑨
（
興
国
三
年
八
月
カ
）
充

所
欠
北
畠
親
房
訓
戒
写）
（（
（

、
⑩
（
興
国
四
年
）
五
月
六
日
付
結
城
修
理
権
大
夫

（
親
朝
）
充
て
範
忠
書
状
写）
（（
（

、
⑪
（
興
国
四
年
）
五
月
廿
五
日
付
結
城
修
理
権

大
夫
充
て
右
衛
門
権
少
将
書
状）
（（
（

、
⑫
（
興
国
四
年
）
八
月
卅
日
付
白
河
修
理
権

大
夫
（
結
城
親
朝
）
充
て
春
日
顕
国
書
状
写）
（（
（

、
⑬
観
応
二
年
八
月
廿
五
日
付
小

山
四
郎
充
て
高
階
某
奉
書）
（（
（

、
⑭
延
文
二
年
六
月
十
一
日
付
色
部
遠
江
守
充
て
芳

賀
高
家
奉
書）
（（
（

で
あ
る
。

　

①
・
②
・
⑥
・
⑬
・
⑭
は
「
兵
粮
所
」「
兵
粮
料
所
」
の
充
行
や
預
置
で
あ

る
か
ら
、
在
地
の
富
を
戦
費
と
し
て
お
さ
え
た
も
の
と
い
え
る
。
③
～
⑤
・
⑦

～
⑫
は
い
ず
れ
も
南
朝
方
の
東
国
に
お
け
る
軍
事
活
動
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

③
は
南
朝
方
と
戦
う
べ
く
常
陸
へ
向
か
う
山
内
経
之
が
、「
ひ
や
う
ら
ま
い
」

＝
兵
粮
米
の
調
達
を
依
頼
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
食
糧
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
④
は
「
凶
徒
」
の
「
兵
粮
之
道
」
を
断
つ
と
述
べ
て
お
り
、
敵
の

食
糧
補
給
を
遮
断
す
る
意
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
⑤
は
敵
が
要
害
を
構
え
た
上
に

「
兵
粮
」
が
尽
き
な
い
こ
と
を
懸
念
し
て
お
り
、
籠
城
す
る
敵
の
食
糧
と
み
て

よ
い
。
⑦
は
「
兵
粮
等
用
意
」「
兵
粮
尽
た
る
事
も
不
候
」「
云
要
害
、
云
兵
粮

用
意
」
と
見
え
、
い
ず
れ
も
実
際
の
籠
城
に
当
た
っ
て
用
意
さ
れ
た
り
、
尽
き

る
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
食
糧
と
し
て
の
「
兵
粮
」

と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
⑧
は
「
於
此
方
城
々
者
、
云
要
害
云
兵
粮
等
用
意
、

縦
雖
送
年
月
、
不
可
有
子
細
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
味
方
の
城
々
が
長
期
の
戦

い
を
経
て
も
問
題
な
い
条
件
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同

様
に
考
え
て
よ
い
。
⑨
は
「
兵
粮
」
の
蓄
え
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
食

糧
と
み
て
よ
い
。
⑩
は
「
当
城
」
に
お
い
て
「
地
下
用
意
之
兵
粮
」
が
前
月
の

う
ち
に
す
で
に
「
払
底
」
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
大
宝
辺
で
は
「
兵
粮
」
が

「
闕
乏
」
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
籠
城
戦
に
お
け
る
「
払
底
」

「
闕
乏
」
と
い
う
表
現
は
、
食
糧
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
⑪
は
大
宝

城
の
た
め
に
「
兵
粮
」
を
遣
わ
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
、「
闕
如
」
し
て
い

た
と
こ
ろ
た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
と
礼
を
述
べ
て
い
る
。
籠
城
戦
で
不
足
し
、

補
充
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
文
字
通
り
の
「
兵
粮
」
で
あ
る
。
⑫

は
「
城
中
」「
当
城
」
の
「
兵
粮
」
が
「
難
義
」「
難
儀
」
と
述
べ
て
お
り
、
籠

城
戦
で
の
食
糧
欠
乏
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。

　

以
上
見
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
南
北
朝
の
東
国
に
お
い
て
は
、
実
際
の
戦
争
に

お
い
て
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
が
多
く
現
れ
て
く
る
が
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
も

数
が
多
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
少
し
ず
つ
現
れ
て
き
て
お
り
、
着
実
に
根

づ
い
て
き
て
い
る
有
様
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
室
町
時
代
を
見
よ
う
。
室
町
時
代
の
東
国
と
い
え
ば
、
周
知
の
通

り
、
禅
秀
の
乱
、
永
享
の
乱
、
結
城
合
戦
な
ど
を
経
て
、
つ
い
に
は
享
徳
の
大

乱
に
至
る
。
ま
さ
に
戦
争
、
も
し
く
は
臨
戦
態
勢
続
き
と
い
っ
た
観
が
あ
る
の

だ
が
、「
兵
粮
」
文
言
の
状
況
は
ど
う
か
。



六

　

管
見
に
入
っ
た
の
は
、
⑮
正
長
元
六
月
九
日
付
関
隼
人
佑
（
助
義
）
充
て
千

坂
信
高
施
行
状）
（（
（

、
⑯
永
享
十
二
年
十
月
十
五
日
付
伊
勢
守
（
伊
勢
貞
国
）
充
て

仙
波
常
陸
介
書
状
写）
（（
（

、
⑰
寛
正
三
年
十
一
月
廿
三
日
付
長
尾
四
郎
右
衛
門
尉

（
景
信
）
充
て
堀
越
公
方
家
奉
行
人
連
署
奉
書
案）
（（
（

、
⑱
（
寛
正
三
年
）
十
二
月

七
日
付
左
馬
頭
（
足
利
政
知
）
充
て
足
利
義
政
御
判
御
教
書
案
写）
（（
（

、
⑲
同
日

（
寛
正
三
年
十
二
月
七
日
）
付
同
（
左
馬
頭
〔
足
利
政
知
〕）
充
て
足
利
義
政

御
判
御
教
書
案
写）
（（
（

、
⑳
同
日
（
寛
正
三
年
十
二
月
七
日
）
付
左
馬
頭
（
足
利
政

知
）
充
て
足
利
義
政
御
判
御
教
書
案
写）
（（
（

、
㉑
同
日
（
十
一
月
廿
七
日
）
付
同
人

（
木
戸
三
郎
実
範
）
充
て
足
利
義
政
御
内
書
写）
（（
（

、
㉒
十
一
月
廿
七
日
付
左
兵
衛

督
（
渋
川
義
鏡
）
充
て
足
利
義
政
御
内
書
写）
（（
（

、
㉓
文
正
元
十
月
十
九
日
付
地
蔵

院
門
跡
雑
掌
充
て
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書）
（（
（

で
あ
る
が
、
⑰
～
㉒
は
密
接
に

関
連
し
て
い
る
。

　

⑮
は
、
千
坂
信
高
な
る
人
物
が
、
越
後
奥
山
庄
内
「
関
沢
跡
」
を
、「
兵
粮

料
所
」
と
し
て
「
黒
川
殿
代
」
に
打
ち
渡
す
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ネ
と
し

て
の
兵
粮
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
⑯
は
、
結
城
合
戦
に
当
た
っ
て
、
仙
波
常
陸
介

が
室
町
幕
府
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
に
対
し
、
諸
将
の
意
見
を
報
告
し
た
も
の
で

あ
る
。
仙
波
は
幕
府
軍
の
軍
奉
行
的
存
在
と
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。「
兵
粮
」
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
も
結
城
城
籠
城
側
の
こ
と
と
し
て
、「
兵
粮
限
」「
兵
粮
以
下

限
」「
兵
粮
無
用
意
」
等
と
見
え
、
籠
城
側
の
兵
粮
に
は
限
界
が
あ
る
、
あ
る

い
は
不
足
し
て
い
る
と
の
認
識
の
も
と
、
攻
撃
を
か
け
る
か
否
か
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
で
あ
る
。

　

⑰
～
㉒
は
、
享
徳
の
乱
と
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
足
利
成
氏
と
上
杉

一
族
と
の
抗
争
に
当
た
り
、
室
町
幕
府
は
後
者
を
支
持
し
、
成
氏
に
代
わ
る
鎌

倉
公
方
と
す
る
た
め
に
、
将
軍
義
政
の
異
母
兄
弟
で
あ
る
政
知
を
送
り
込
む
が
、

そ
の
政
知
お
よ
び
彼
に
付
せ
ら
れ
た
渋
川
義
鏡
と
上
杉
氏
と
の
間
に
対
立
が
生

じ
た
。
⑰
～
⑳
で
は
、「
兵
粮
料
所
」
の
預
置
に
関
し
て
、
堀
越
公
方
側
の
措

置
が
こ
と
ご
と
く
幕
府
＝
将
軍
義
政
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
、
上
杉
氏
の
言
い
分
が

通
さ
れ
て
い
る
。
㉑
・
㉒
も
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
享
徳
の
乱
に
当
た
っ
て

義
政
が
木
戸
実
範
な
る
人
物
に
「
松
田
左
衛
門
尉
跡
」
を
「
兵
粮
料
所
」
と
し

て
預
置
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
可
能
性
が

あ
ろ
う
。
⑰
～
㉒
で
の
「
兵
粮
」
は
す
べ
て
「
兵
粮
料
所
」「
兵
粮
料
」
と
見

え
、
こ
れ
ら
は
戦
費
拠
出
の
た
め
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

㉓
は
、
朝
日
近
江
守
な
る
人
物
が
、
伊
豆
国
宇
加
賀
・
下
田
両
郷
を
「
兵
粮

料
」
と
号
し
て
違
乱
し
た
こ
と
に
対
し
、
室
町
幕
府
が
停
止
を
命
じ
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
朝
日
の
主
張
で
あ
っ
て
、
実
際
は
何
に
用
い
ら
れ
る
も
の
か
明

ら
か
で
な
い
が
、「
兵
粮
料
」
と
理
由
づ
け
て
、
在
地
の
富
を
吸
収
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
事
例
と
い
え
る
。

　

以
上
、
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
鎌
倉
～
室
町
時
代
の
東
国
に
お
け

る
「
兵
粮
」
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
先
学
の
説
に
学
び
な
が
ら
、
当
該

期
の
「
兵
粮
」
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

治
承
・
寿
永
の
内
乱
が
戦
場
の
広
が
り
と
し
て
も
、
参
加
し
た
人
員
の
多
さ

と
し
て
も
、
日
本
史
上
未
曾
有
の
規
模
の
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
川
合
康
氏

が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
未
曾
有
の
規
模
の
戦
争
か
ら
起
ち



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

七

上
が
り
、
形
成
さ
れ
た
の
が
鎌
倉
幕
府
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
幕
府

に
と
っ
て
は
戦
時
体
制
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
地
頭
制
や
御
家
人
制
と
い
っ
た

制
度
を
、
い
か
に
平
時
の
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ
る
か
が
課
題
で
あ
り
、
奥
州

合
戦
な
ど
を
通
じ
、
こ
れ
に
成
功
し
た
と
い
え
る）
（（
（

。

　

そ
れ
に
続
く
、
大
規
模
な
内
乱
は
い
う
ま
で
も
な
く
南
北
朝
内
乱
で
あ
る
。

こ
の
内
乱
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
に
お
け
る
「
半
済
」
が
、

室
町
幕
府
の
半
済
令
に
連
な
っ
て
い
く
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
戦
時
に
成
立
し

た
制
度
が
平
時
に
定
着
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
え
る）
（（
（

。
言
い
方
を
少
し
変
え
よ

う
。
戦
費
と
し
て
の
「
兵
粮
」
を
年
貢
か
ら
控
除
す
る
「
半
済
」
と
い
う
や
り

方
は
、
地
域
社
会
に
深
く
食
い
込
ん
で
き
た
戦
時
体
制
か
ら
生
ま
れ
た
が
、
こ

れ
を
上
か
ら
捉
え
返
し
た
室
町
幕
府
は
、「
兵
粮
料
」
の
名
の
も
と
に
荘
園
年

貢
の
半
分
を
お
さ
え
る
制
度
を
、
平
時
に
ま
で
定
着
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
地
域
社
会
の
富
を
、
戦
争
を
契
機
と
し
て
「
兵
粮
」
化

し
、
軍
事
主
体
の
側
に
吸
い
上
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
で
は
、
そ
れ

ら
は
戦
時
体
制
の
み
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
平
時
に
ま
で
定
着
さ
せ

ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
ま
ず
は
、
戦
争
の
規
模
が
巨
大
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
軍
事
主
体
が
や
す
や
す
と
「
兵
粮
」

を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
戦
争
の
規
模
が
巨
大
で
あ
る
こ
と
の
前
提

に
は
、
地
域
社
会
の
富
を
め
ぐ
る
紛
争
が
深
化
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

し
、
そ
の
結
果
、
地
域
社
会
に
展
開
す
る
戦
争
の
な
か
か
ら
は
、
小
林
氏
が
指

摘
す
る
「
半
済
」
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
の
側
か
ら
「
兵
粮
」
を
生
み
出
す
こ

と
と
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
地
域
社
会
、
在
地
の
側
か
ら
の
契
機
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
地
域
社
会
の
富
の
「
兵
粮
」
化
が
進
ん
だ
。
史
料
は
乏
少
で
も
⑰

～
㉒
で
享
徳
の
大
乱
を
契
機
と
し
て
「
兵
粮
料
所
」「
兵
粮
料
」
の
問
題
が
起

き
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
東
国
に
お
い
て
も
着
実
に
こ
の
事
態
は
進
行
し
て

い
た
と
考
え
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
筆
者
が
前
稿
で
論
じ
た
「
カ
ネ
と
し
て
の

兵
粮
」
で
あ
る
。
で
は
、
食
糧
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
」
は

ど
う
か
。
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
が
問
題
に
な
る
の
は
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
よ

り
も
、
よ
り
戦
争
に
即
し
て
の
こ
と
で
あ
る
の
は
言
を
俟
た
な
い
。
平
時
に
お

い
て
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
戦
争

に
備
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
折
に
触
れ
述
べ
て
い
る
「
兵
粮
」
が
戦
争

の
最
重
要
物
資
の
一
つ
、
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
に
つ
い

て
で
あ
る
。

　

し
て
み
れ
ば
、
大
き
な
内
乱
や
戦
争
に
お
い
て
、「
兵
粮
」
は
多
く
見
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
、
古
文
書
の
検
索
結
果
は
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
い
。
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
な
し
に
戦
争
が
遂
行
で
き
る
わ
け
も
な

く
、
最
重
要
物
資
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何

か
。
か
つ
て
正
面
か
ら
し
ば
し
ば
論
じ
、
本
稿
で
も
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
戦
国
時
代
の
戦
争
で
は
実
に
盛
ん
に
登
場
す
る
で
は
な
い
か
。

　

残
念
な
が
ら
、
確
証
を
得
ら
れ
る
史
料
は
な
い
。
だ
が
、
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
第
一
の
事
柄
は
、
戦
争
そ
の
も
の
の
あ
り
方
で
あ
る
。
モ
ノ
と
し
て
の

兵
粮
の
調
達
・
輸
送
・
配
給
な
ど
が
、
戦
争
の
な
か
に
確
固
た
る
位
置
づ
け
を
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得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
命
じ
た
り
、
確
認
し

た
り
す
る
文
書
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
兵
粮
の
調
達
は
随
時
、
戦
場
の
近
隣

や
そ
こ
へ
至
る
沿
道
に
賦
課
さ
れ
、
輸
送
に
関
し
て
も
統
一
さ
れ
ず
、
配
給
が

さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
自
弁
に
任
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
素
朴
か
つ
粗
放
な
実
態
が
想

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
事
例
の
う
ち
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
は
籠
城
に
関
わ
っ
て
多
く

み
ら
れ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
籠
城
側
の
「
兵

粮
」
が
充
足
し
て
い
る
か
不
足
し
て
い
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

戦
争
の
帰
趨
に
関
わ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
だ
が
、
状
況

の
後
追
い
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
積
極
的
に
ど
う
処
置
す
る

か
と
い
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
④
で
敵
の

「
兵
粮
之
道
」
を
断
つ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
兵
粮
」
は
戦
争
に
お
い
て
最
重
要
物
資
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
略
・

戦
術
に
積
極
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
、
戦
争
の
な
か
に
確
固
た
る
位
置
づ

け
を
得
て
い
な
い
の
で
あ
る）
（（
（

。
で
は
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
は
ど
う
な
る
か
。

章
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

二
　
戦
国
時
代
の
状
況

　

戦
国
時
代
の
北
条
領
国
に
お
け
る
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
・
モ
ノ
と
し
て
の
兵

粮
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
そ
の
錯
綜
に
つ
い
て
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
状

況
の
拡
大
・
深
化
の
な
か
で
、「
兵
粮
」
は
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
・
モ
ノ
と
し

て
の
兵
粮
の
い
ず
れ
の
側
面
を
も
示
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
（（
（

。

　

だ
が
、
錯
綜
し
な
い
場
合

0

0

0

0

0

0

0

を
も
考
え
る
こ
と
で
、
錯
綜
の
意
義
も
よ
り
明
確

に
な
る
し
、
鎌
倉
時
代
か
ら
見
通
し
て
い
く
筋
道
も
お
さ
え
や
す
く
な
る
で
あ

ろ
う
。
以
下
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
・
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
区
別
を
意
識
し

て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
北
条
領
国
以
外
で
検
討
す
る
。
北

条
領
国
は
、
筆
者
の
兵
粮
論
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
中
心
で
あ
り
、
事
例
の
数
も

た
い
へ
ん
多
い
の
で
、
あ
え
て
先
入
観
を
捨
て
て
東
国
の

0

0

0

「
兵
粮
」
を
見
す
え

る
た
め
で
あ
る
。

　

検
討
結
果
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
が
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
よ
り
は
る
か
に

多
か
っ
た
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ⓐ
永
禄
八
年
霜
月
十
五
日

付
太
山
因
幡
守
充
て
佐
竹
義
重
判
物
写）
（（
（

で
は
、
木
田
余
へ
「
兵
粮
」
を
「
指

籠
」
と
あ
る
の
で
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ⓑ

元
亀
四
年
十
一
月
朔
日
付
駒
井
肥
前
守
充
て
武
田
家
条
目
写）
（（
（

で
は
、「
兵
粮
・

武
具
・
着
替
衣
装
之
外
、
無
用
之
荷
物
、
禁
物
之
事
」
と
あ
り
、
荷
物
と
し
て

具
体
的
に
武
具
や
着
替
え
の
衣
装
と
併
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
食
糧
と
し

て
携
行
さ
れ
る
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
で
あ
る
。
ⓒ
（
天
正
二
年
）
四
月
十
三
日

付
木
戸
伊
豆
守
（
忠
朝
）
他
充
て
上
杉
謙
信
書
状）
（（
（

で
は
、
来
秋
ま
で
の
「
兵

粮
・
玉
薬
以
下
迄
」
申
し
付
け
る
と
か
、
船
で
「
兵
粮
」
を
送
り
入
れ
る
と
か
、

敵
に
妨
げ
ら
れ
て
は
「
兵
糧
」
が
入
ら
な
い
な
ど
と
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
と
み
て
間
違
い
な
い
。
ⓓ
（
天
正
五
年

カ
）
三
月
廿
八
日
付
河
田
豊
前
守
（
長
親
）
他
充
て
梶
原
政
景
書
状
写）
（（
（

で
は
、

伊
勢
崎
の
地
で
は
「
南
方
」（
北
条
氏
）
よ
り
普
請
が
命
じ
ら
れ
、「
兵
粮
以



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

九

下
」
も
差
し
越
さ
れ
る
ら
し
い
と
の
こ
と
で
、
具
体
的
な
物
資
と
し
て
引
き
合

い
に
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
と
み
ら
れ
る
。
ⓔ
十

月
十
三
日
付
板
屋
古
瀬
右
馬
允
充
て
武
田
信
玄
書
状）
（（
（

で
は
、「
兵
糧
米
」
を
軽

微
な
が
ら
「
合
力
」
す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
疑
い
な
く
モ
ノ

と
し
て
の
兵
粮
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
戦
争
に
関
わ
っ
て
現
れ
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
て
お
こ
う）
（（
（

。

　

つ
い
で
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
事
例
を
見
よ
う
。
ⓕ
永
禄
十
三
年
三
月
六

日
付
横
田
郷
代
官
九
郎
丞
充
て
里
見
義
堯
朱
印
状）
（（
（

で
は
、「
兵
粮
五
十
俵
」
を

「
か
の
へ
午
之
年
」
に
預
け
た
こ
と
、
よ
く
よ
く
奔
走
し
て
貸
す
べ
き
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
何
度
か
論
じ
た
「
兵
粮
貸
し
」
の
事
例
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）
（（
（

。「
兵
粮
五
十
俵
」
は
、
大
名
が
代
官
に
預
け
、

代
官
は
そ
れ
を
元
手
と
し
て
貸
し
付
け
を
行
い
、
利
殖
を
図
る
。
利
益
は
一
部

を
代
官
が
得
て
、
大
名
も
ま
た
得
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

こ
こ
で
の
「
兵
粮
」
は
明
ら
か
に
利
殖
手
段
で
あ
っ
て
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ⓖ
三
月
六
日
付
矢
薩
（
矢
沢
頼
綱
）
充
て
真
田
昌
幸
書

状
）
（（
（

で
は
、「
牢
人
衆
」
を
扶
持
す
る
た
め
に
「
御
城
米
」
を
渡
す
と
あ
る
。「
御

城
米
」
が
城
に
備
蓄
さ
れ
て
い
る
米
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
か

ら
、
こ
こ
で
は
「
兵
粮
」
に
準
じ
て
考
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
扶
持

と
し
て
給
与
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
に
も
準
じ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

北
条
領
国
以
外
の
東
国
で
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
・
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の

双
方
が
見
ら
れ
、
し
か
も
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
方
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
わ

け
だ
が
、
で
は
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
か
ら
、
さ
ら
に
知
り
う
る
こ
と
は
あ
る
だ

ろ
う
か
。

【
史
料
一
】

　
　

  

（
龍
朱
印
影
）

不
出
馬
間
之
普
請
并
番
手
之
事
、
令
免
許
畢
、
以
爰
小
諸
之
定
普
請
、
并

如
今
度
此
口
出
陳
之
時
分
、
従
小
諸
之
兵
粮
運
送
等
、
堅
可
被
相
勤
候
、

但
以
夫
丸
受
用
之
時
者
、
無
用
者
也
、
仍
如
件
、

　
　
　
　

庚
（
永
禄
三
年
）

申

　
　
　
　
　

十
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　

大
井
左
馬
允
殿）
（（
（

【
史
料
二
】

　
　

定

今
度
御
尋
之
鎖
張
進
上
、
一
段
御
悦
喜
ニ
候
、
為
其
御
褒
美
、
門
前
三
人

之
分
、
御
普
請
并
兵
粮
運
送
等
之
役
、
被
成
御
免
許
者
也
、
仍
如
件
、

　
　

元
亀
元
年
庚午　
　

 

三
枝
勘
解
由
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　

九
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　

奉
之

　
　
　
　
　
　

西
光
寺）
（（
（
　
　

 

（
龍
朱
印
）

　
【
史
料
一
】【
史
料
二
】
と
も
に
武
田
家
朱
印
状
（【
史
料
一
】
は
写
し
）
で

あ
る
。【
史
料
一
】
で
は
出
陣
に
あ
た
っ
て
、
小
諸
よ
り
の
兵
粮
運
送
等
を
堅

く
相
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。【
史
料
二
】
で
は
「
鎖
張
」
を
進
上
し
た

褒
美
と
し
て
、
普
請
と
兵
粮
運
送
等
の
役
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、

大
名
に
よ
っ
て
、
兵
粮
運
送
が
「
役
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら



一
〇

か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
戦
争
に

活
用
す
る
か
が
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
少
な
く
と
も
兵
粮
自
弁
の
み
の

0

0

0

軍
隊
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
の

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う）
（（
（

。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
役
が
成
立
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
を

一
度
に
大
量
に
運
送
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
大
規
模
な
兵
粮
の
搬
入
作
戦

が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
あ
げ
た
ⓒ
で
上
杉
謙
信
が
、
船
三
十
艘
に
よ

る
兵
粮
搬
入
に
触
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
作
戦
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
実
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
条
側
の

証
言
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
天
正
二
年
）
五
月
四
日
付
白
川
（
義
顕
）
充
て

北
条
氏
繁
書
状）
（（
（

で
は
、
上
杉
輝
虎
（
謙
信
）
が
出
張
し
て
東
上
州
に
在
陣
し
、

四
月
十
日
に
桐
生
城
へ
兵
粮
を
入
れ
よ
う
と
し
た
の
を
察
知
し
、
軍
勢
を
差
し

向
け
て
妨
害
し
た
こ
と
が
成
功
し
て
、
一
粒
も
城
中
へ
入
れ
さ
せ
な
か
っ
た
と

述
べ
て
お
り
、
北
条
側
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
遠
目
か
ら
も
見
て

取
れ
る
大
規
模
な
兵
粮
搬
入
作
戦
だ
っ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）
（（
（

。

　

た
だ
し
、
役
と
運
送
・
作
戦
の
事
実
と
の
因
果
関
係
と
し
て
は
、
兵
粮
の
大

量
の
運
送
、
大
規
模
な
搬
入
作
戦
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
に
、
兵
粮
運
送
役
が

成
立
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
戦
国
時
代
も
な
か
ば
を
過
ぎ
、

戦
争
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
強
大
な
大
名
同
士
の
衝
突
に
よ
り
大
規
模
か
つ
長

期
化
し
て
い
く
に
し
た
が
い
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
が
戦
争
の
な
か
で
よ
り
重

要
視
さ
れ
、
確
固
た
る
位
置
づ
け
を
得
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
役
賦
課

と
し
て
大
名
の
政
策
の
な
か
に
構
造
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
戦
争
に
お
け
る
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
深
化
は
、
北

条
領
国
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
か
つ
て
調
達
や
流
通
と

の
か
か
わ
り
で
触
れ
た
こ
と
と
重
複
す
る
点
も
あ
る
が）
（（
（

、
煩
を
い
と
わ
ず
検
討

し
よ
う
。

【
史
料
三
】

明
日
吉
原
川
内
へ
兵
粮
可
入
候
間
、
其
地
之
船
払
而
上
へ
上
、
石
巻
代
相

談
、
吉
原
河
東
ニ
可
積
置
候
、
然
者
敵
今
日
千
計
手
を
分
、
興
津
口
を
上

へ
上
候
間
、
富
士
口
其
口
之
可
為
行
歟
、
当
陣
城
□
、
如
何
ニ
も
堅
固
候

間
、
明
日
人
衆
を
富
士
川
端
へ
打
出
、
可
及
指
引
候
、
其
元
可
入
精
候
、

吉
原
海
際
人
之
不
渡
様
ニ
、
能
々
□
切
船
渡
一
三
昧
ニ
致
之
可
置
候
、
万

端
可
入
精
□
、
仍
如
件
、

（
永
禄
十
二
年
）

巳　
　
　
（
虎
朱
印
） 

奉　
　
　

　

正
月
晦
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
巻

　
　
　

太
田
四
郎
兵
衛
殿

　
　
　

鈴
木
弾
右
衛
門
尉
殿

　
　
　

矢
部
将
監
殿）
（（
（

【
史
料
四
】

一
宮
正
木
藤
太
郞
逼
迫
候
間
、
合
力
候
、
今
廿
三
日
よ
り
四
・
五
・
六
、

四
日
之
間
ニ
、
兵
粮
支
度
出
来
次
第
、
百
四
十
俵
一
宮
へ
遣
、
正
木
代
自

旗
本
之
検
使
両
人
之
請
取
状
を
、
可
被
取
候
、
仍
如
件
、



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

一
一

　

追
而
彼
兵
粮
、
用
ニ
立
様
ニ
可
被
申
付
候
、

　
　

八
（
天
正
三
年
カ
）

月
廿
三
日　

虎
印

　
　
　

左
衛
門
太
夫
殿）
（（
（

　
【
史
料
三
】
は
武
田
氏
の
駿
河
侵
攻
後
、
甲
相
駿
三
国
同
盟
が
破
綻
し
、
駿

河
伊
豆
国
境
方
面
で
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
な
か
出
さ
れ
た
北
条
家
朱
印
状

で
あ
る
。
や
や
意
味
の
取
り
に
く
い
部
分
も
あ
る
が
、「
吉
原
川
内
」
へ
兵
粮

を
入
れ
る
の
で
、「
其
地
」
の
船
を
「
払
而
」
＝
す
べ
て
川
上
に
向
か
わ
せ
て
、

「
吉
原
河
東
」
に
そ
の
兵
粮
を
積
み
置
く
よ
う
に
、
と
の
指
示
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
あ
た
っ
て
敵
兵
が
千
人
ば
か
り
行
動
を
起
こ
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は

兵
粮
搬
入
を
察
知
し
て
の
妨
害
目
的
と
み
な
さ
れ
る
。
船
の
す
べ
て
が
何
艘
か

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
千
人
の
敵
が
妨
害
に
当
た
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
み
て
も
、

相
当
な
数
で
あ
り
、
大
規
模
な
作
戦
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　
【
史
料
四
】
は
上
総
一
宮
城
の
「
逼
迫
」
に
対
処
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
北

条
家
朱
印
状
（
写
し
）
で
あ
る
。
兵
粮
の
支
度
が
で
き
次
第
、
百
四
十
俵
を
遣

わ
す
と
い
う
。
こ
の
数
量
の
み
か
ら
い
っ
て
も
、
か
な
り
大
規
模
で
あ
る
と
い

え
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
同
年
の
も
の
と
み
ら
れ
る
同
日
付
の
桑
原
五
郎
左
衛

門
尉
充
て
北
条
家
朱
印
状
写）
（（
（

も
あ
り
、「
一
宮
へ
之
兵
粮
三
俵
」
を
持
参
す
る

よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
百
四
十
俵
の
兵
粮
が
は
じ
め
か
ら
ま
と

ま
っ
て
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
て
い
る
状
況
が
う

か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は
受
け
渡
し
の
際
に
「
請
取
」
も
発
給
さ
れ
て
チ
ェ
ッ
ク

が
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
や
は
り
同
年
と
み
ら
れ
る
八
月
廿

八
日
付
の
清
水
上
野
入
道
（
康
英
）
充
て
北
条
氏
政
書
状
写）
（（
（

で
は
、「
敵
之
兵

粮
」
を
刈
り
取
っ
て
一
宮
へ
「
籠
置
」
く
よ
う
に
命
じ
て
お
り
、
大
規
模
な
兵

粮
搬
入
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
敵
地
で
の
調
達
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
一
宮
城
へ
の
兵
粮
搬
入
を
め
ぐ
る
有
様
か
ら
は
、
兵
粮
が
大
規
模
か
つ

入
念
な
仕
組
み
で
戦
争
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
兵
粮
の
大
規
模
な
搬
入
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
規
模
な
運

送
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
。

【
史
料
五
】

小
泉
へ
運
送
候
兵
粮
、
自
忍
領
巨
海
へ
相
移
儀
不
可
有
異
儀
候
、
以
此
印

判
申
断
、
無
相
違
可
被
通
者
也
、
仍
如
件
、

天
正
十
二
年
甲申　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

奉
之

　

六
月
十
四（虎

朱
印
）
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
巻
左
馬
允

　
　

富
岡
対
馬
入
道
殿）
（（
（

　
【
史
料
五
】
は
上
野
の
国
人
・
国
衆
で
あ
る
富
岡
秀
高
に
充
て
た
北
条
家
朱

印
状
で
あ
る
。
小
泉
は
富
岡
の
本
拠
だ
が
、
そ
こ
へ
の
兵
粮
の
移
送
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
忍
領
か
ら
巨
海
へ
運
ぶ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。「
此
印
判
」
＝
【
史
料

五
】
自
体
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
行
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、【
史
料

五
】
は
過
書
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

国
人
・
国
衆
も
独
自
の
兵
粮
移
動
制
御
を
行
っ
て
い
た
が
、
戦
時
に
は
大
名
た

る
北
条
氏
が
そ
の
上
位
に
立
つ
制
御
を
行
う
こ
と
に
な
る
。【
史
料
五
】
が
兵

粮
運
送
に
あ
た
っ
て
の
過
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
北
条
氏
の
許

可
が
な
け
れ
ば
領
国
内
で
兵
粮
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
。



一
二

こ
れ
は
、
最
有
力
の
一
家
衆
で
あ
る
北
条
氏
照
の
証
言
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
天
正
十
二
年
カ
）
十
一
月
廿
九
日
付
毛
利
安
芸
入
道
（
北

条
高
広
）
充
て
北
条
氏
照
書
状）
（（
（

に
お
い
て
、
氏
照
は
西
上
州
の
「
兵
糧
留
」
と

分
国
中
の
「
十
疋
之
御
過
書
」（
伝
馬
十
疋
分
の
伝
馬
手
形
か
）
に
つ
い
て
は
、

「
大
途
之
御
印
判
」
＝
北
条
家
朱
印
状
が
出
さ
れ
な
け
れ
ば
我
々
の
文
書
で
は

役
に
立
た
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
大
名
当
主
に
よ
る
兵
粮
移
動
の
制
御
・
統
制

が
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
時
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
て
迅
速
に
兵
粮
を
運
送
す
る

体
制
が
、
こ
う
し
た
制
御
・
統
制
か
ら
た
し
か
に
構
築
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
）
（（
（

。

　

以
上
、
北
条
氏
に
お
い
て
も
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
が
、
戦
争
の
な
か
に
確
固

た
る
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
大
規
模
な
搬
入
作
戦
、
そ
の
前
提
と

し
て
の
移
動
制
御
・
統
制
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
北
条

氏
の
場
合
、
武
田
氏
に
お
け
る
【
史
料
一
・
二
】
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な
兵
粮

運
送
役
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
何
ら
か
の
役
賦
課
体
制
に
よ
っ
て
こ
そ
、
右

に
み
た
よ
う
な
事
例
は
実
現
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う）
（（
（

。

　

旧
稿
で
戦
国
大
名
に
よ
る
兵
粮
の
調
達
を
検
討
し
た
際
に
、
そ
れ
は
多
様
な

あ
り
方
が
併
存
し
、
い
わ
ゆ
る
兵
粮
自
弁
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
組
織
的

に
搬
送
・
給
付
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
を
し
た）
（（
（

。
こ
れ
は
、
戦
国
大

名
の
軍
隊
が
兵
粮
自
弁
で
あ
る
と
の
説）
（（
（

に
、
部
分
的
な
疑
問
を
提
示
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
「
腰
兵
粮
」）
（（
（

な
ど
、
戦
国
大
名
の
軍
隊
が
兵
粮
自
弁

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
史
料
で
も
、
そ
れ
ら
を
大
名
が
わ
ざ
わ
ざ

指
示
す
る
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
自
弁
で
あ
る
に
せ
よ

そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
戦
時
に
お
け
る
兵
粮
の
あ
り
方
を
管
理
・
指
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
ⓒ
に
関
わ
る
北

条
氏
繁
書
状
で
は
、
上
杉
方
の
兵
粮
搬
入
を
妨
害
し
た
の
ち
「
作
毛
」
の
「
払

捨
」、「
作
」
の
「
振
捨
」
を
行
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ

ゆ
る
「
作
薙
」
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
、
敵
の
兵
粮
搬
入
妨
害
を
補
完
す

る
作
戦
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
先
に
【
史
料
四
】
に
関
わ
っ
て
見

た
よ
う
に
、「
敵
之
兵
粮
」
を
刈
り
取
っ
て
（
＝
「
作
薙
」）
一
宮
へ
「
籠
置
」

く
こ
と
が
行
わ
れ
、
大
規
模
な
兵
粮
搬
入
を
補
完
す
る
敵
地
で
の
調
達
と
み
な

さ
れ
る
。「
作
薙
」
の
対
象
を
捨
て
る
か
味
方
の
兵
粮
と
す
る
か
の
違
い
は
あ

る
が
、
敵
方
の
兵
粮
を
断
つ
作
戦
の
一
環
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の

点
、
山
本
浩
樹
氏
が
西
国
の
事
例
で
兵
粮
攻
め
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り）
（（
（

、
旧

稿
で
は
兵
粮
攻
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
兵
粮
調
達
で
も
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た）
（（
（

。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
目
的
が
い
ず
れ
で
あ
っ
て

も
、
他
の
兵
粮
に
関
す
る
作
戦
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
作
薙
」

は
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
逸
脱
し
た
行
動
と
も
見
ら
れ
か

ね
な
い
「
作
薙
」
も
、
兵
粮
に
関
す
る
作
戦
と
し
て
周
到
に
企
図
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る）
（（
（

。

　

以
上
、
北
条
領
国
に
お
い
て
、
兵
粮
に
関
す
る
大
規
模
な
作
戦
行
動
、
移
動

制
御
・
統
制
、
管
理
・
指
示
、
周
到
な
企
図
な
ど
を
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は

ま
さ
に
広
く
東
国
で
見
て
き
た
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
深
化
を
裏
づ
け
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
を
検
討
し
て
き
た
。
で
は
カ
ネ



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

一
三

と
し
て
の
兵
粮
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
。
事
例

が
た
い
へ
ん
少
な
か
っ
た
の
で
、
北
条
領
国
の
事
例
を
加
え
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

先
に
見
た
ⓕ
利
殖
手
段
で
あ
る
「
兵
粮
貸
し
」
の
事
例
は
北
条
領
国
で
は
多

く
見
ら
れ
、
ⓖ
蔵
に
備
蓄
さ
れ
て
い
る
兵
粮
が
扶
持
米
と
し
て
放
出
さ
れ
る
こ

と
に
関
し
て
も
北
条
領
国
で
確
認
で
き
る）
（（
（

。
だ
が
、
こ
こ
で
は
北
条
領
国
に
お

け
る
次
の
よ
う
な
事
例
に
、
と
く
に
注
目
し
た
い
。

【
史
料
六
】

江
嶋
岩
本
坊
よ
り
雇
之
人
馬
之
事
、
弁
才
天
ニ
永
代
寄
進
申
候
、
就
其
ニ
、

已
祝
儀
而
、
兵
粮
六
十
五
俵
請
取
申
所
実
正
也）
（（
（

、

【
史
料
七
】

拙
者
私
領
大
窪
分
之
内
八
貫
百
文
之
所
、（
中
略
）
無
年
貢
、
永
代
売
渡

申
候
、（
中
略
）
然
者
右
之
替
代
、
如
大
法
六
増
倍
之
積
、
兵
粮
雖
百
六

拾
弐
俵
候
、
江
雪
斎
御
指
引
ニ
付
而
、
弐
貫
弐
百
五
十
文
之
兵
粮
指
置
、

残
所
無
未
進
請
取
申
者
也）
（（
（

、

　
【
史
料
六
】
は
岩
本
坊
に
賦
課
す
る
夫
役
を
、
蜷
川
帯
刀
左
衛
門
尉
が
弁
才

天
へ
の
寄
進
と
い
う
か
た
ち
で
免
除
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
祝

儀
」
と
し
て
「
兵
粮
」
六
五
俵
を
受
け
と
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
売
寄
進
」

の
ひ
と
つ
の
型
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
兵
粮
」
六

五
俵
が
、
夫
役
賦
課
権
を
実
質
売
り
渡
し
た
代
価
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、

よ
り
注
目
し
た
い
。【
史
料
七
】
は
朝
倉
政
元
が
私
領
の
一
部
を
伝
肇
寺
に
永

代
売
り
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
現
れ
て
い
る
「
兵
粮
」
は
、
本
来
の
値

と
さ
れ
た
「
兵
粮
」
百
六
十
二
俵
に
し
て
も
、「
指
置
」
か
れ
た
二
貫
二
百
五

十
文
相
当
の
「
兵
粮
」
に
し
て
も
、
明
ら
か
に
そ
の
永
代
売
り
に
お
け
る
代
価

で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
旧
稿
で
掲
げ
た
天
正
十
六
年
霜
月
十
五
日
付
肥
田
備
中
守

充
て
蔭
山
氏
広
判
物）
（（
（

で
は
屋
敷
売
却
の
代
価
と
し
て
、
前
稿
で
掲
げ
た
年
月
未

詳
七
日
付
等
の
一
連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
酒
井
政
辰
書
状）
（（
（

で
は
、
品
川
に
お

い
て
木
綿
を
手
に
入
れ
る
代
価
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
兵
粮
」
が
現
れ
て
い
る
。

　

以
上
見
た
事
例
は
、
明
ら
か
に
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
事
例
で
あ
る
が
、
ま

さ
に
売
買
に
お
け
る
た
だ
の

0

0

0

代
価
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

「
兵
粮
」
と
称
さ
れ
る
必
然
性
は
、
一
見
し
て
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
う
し
た
事

例
は
、
戦
時
に
お
い
て
消
費
さ
れ
る
食
糧
と
は
ひ
と
ま
ず
乖
離
し
て
い
る
こ
と

か
ら
い
っ
て
、
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
徹
底
と
い
え
よ
う
か
。
先
に
見
た
モ
ノ

と
し
て
の
兵
粮
の
深
化
と
と
も
に
、
一
方
で
カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
の
徹
底
が
み

ら
れ
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

　

こ
う
し
た
事
象
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
納
入
す
る
現
物
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
「
兵
粮
」
と
称
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
稿
で
掲
げ
た

（
元
亀
元
年
）
正
月
十
一
日
付
井
草
百
姓
中
充
て
行
憲
判
物
写）
（（
（

に
み
え
る
「
兵

粮
」
は
、「
納
所
」
の
内
訳
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
内
容
は
明
ら
か
に
現
物
と

し
て
の
「
籾
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
正
七
年
七
月
五
日
付
簗
田
家
朱
印
状）
（（
（

で

は
、
領
主
へ
の
年
貢
納
法
と
し
て
、「
代
物
」
で
あ
っ
て
も
「
兵
粮
」
で
あ
っ

て
も
「
郷
中
」
の
升
を
用
い
て
換
算
し
て
納
め
る
よ
う
に
と
述
べ
て
お
り
、

「
兵
粮
」
は
明
ら
か
に
年
貢
現
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
領
主
の
蔵
へ
貯
蔵
さ

れ
れ
ば
、
戦
時
に
備
え
た
「
兵
粮
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
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そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
用
法
は
、
ひ
と
ま
ず
は
納
入
さ
れ
る
現
物
以
上
の
意
味
は

な
い
。
た
だ
の

0

0

0

現
物
な
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
旧
稿
で
は
、「
兵
粮
」
と
称
す
る
こ
と
に
よ
る
行
為
正
当
性
＝
〈「
兵

粮
」
と
い
う
正
当
性
〉
の
社
会
へ
の
浸
透
、
普
遍
化
の
道
筋
を
想
定
し
、
そ
の

過
程
に
先
に
も
示
し
た
蔭
山
氏
広
判
物
な
ど
が
あ
り
、「
兵
粮
」
重
視
の
意
識

か
ら
、
あ
え
て
「
兵
粮
」
と
称
す
る
と
考
え
た(73)

。
だ
が
、
こ
う
し
た
た
だ

0

0

の0

代
価
、
た
だ
の

0

0

0

現
物
の
事
例
の
多
く
か
ら
は
、
す
で
に
「
兵
粮
」
が
日
常
に

定
着
し
て
き
て
い
る
あ
り
さ
ま
も
う
か
が
え
る
。
旧
稿
で
は
こ
う
し
た
〈「
兵

粮
」
と
い
う
正
当
性
〉
の
社
会
へ
の
浸
透
、
普
遍
化
、「
兵
粮
」
の
日
常
へ
の

定
着
は
、
戦
争
の
な
か
か
ら
と
の
み
推
定
し
た
。
戦
国
に
お
け
る
臨
戦
態
勢
の

恒
常
化
が
も
っ
と
も
直
接
的
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
中
世
を
通
じ
、
戦
時
を
契
機
と
し
て
在
地
の
富

を
「
兵
粮
」
と
し
て
吸
収
す
る
あ
り
方
が
、
平
時
に
定
着
す
る
し
く
み
は
進
行

す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
中
世
を
通
じ
て
の
点
と
、
戦
国
に
急
速
に
進
行
す
る
点

の
双
方
を
見
す
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
北
条
領
国
で
は
「
兵
粮
」
の
日
常
化
へ
の
道
筋
と
と
も
に
、

カ
ネ
と
し
て
の
兵
粮
が
徹
底
し
て
い
く
事
象
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
北
条
領
国
で
し
か
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
北
条
領
国
の
み

の
特
殊
事
例
な
の
か
、
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る
の
か
が

課
題
と
し
て
残
る
。

お
わ
り
に

　

も
は
や
ま
と
め
る
紙
数
も
尽
き
た
。
二
、
三
の
点
を
指
摘
し
て
む
す
び
に
か

え
た
い
。
前
稿
で
は
、
戦
国
は
カ
ネ
・
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
錯
綜
が
進
む
こ

と
を
強
調
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
深
化
、
カ
ネ
と
し
て

の
兵
粮
の
徹
底
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
錯
綜
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
深

化
・
徹
底
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
総
合
的
に
捉
え
る
か
が
課
題

と
な
ろ
う
。
ま
た
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
の
深
化
に
み
ら
れ
た
、
戦
国
に
お
け

る
兵
粮
の
戦
争
へ
の
組
み
込
ま
れ
か
た
は
、
明
ら
か
に
前
代
の
あ
り
方
と
は
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
兵
粮
か
ら
み
た
戦
争
の
変
化
が
他
の
側
面
か
ら
も
い
え

る
の
か
が
課
題
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
課
題
は
東
国
固
有
の
も
の
な
の

か
、
一
般
化
さ
れ
る
も
の
な
の
か
も
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

註

（
１
） 

久
保
「
戦
国
時
代
の
戦
争
経
済
と
収
取
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
五
五
号
、
二
〇
〇
一

年
。
な
お
、
こ
れ
は
同
年
五
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
歴
史
学
研
究
会
大
会
中
世
史
部
会

報
告
を
活
字
化
し
た
も
の
で
あ
る
）、
同
「
戦
国
時
代
の
戦
争
経
済
と
支
出
」（『
早
稲

田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
八
、
二
〇
〇
三
年
）。
以
下
、
前
者
を
久
保
Ａ

論
文
、
後
者
を
久
保
Ｂ
論
文
と
す
る
。

（
２
） 
久
保
「
兵
粮
か
ら
み
た
戦
争
・
戦
場
」（
小
林
一
岳
・
則
竹
雄
一
編
『
戦
争
Ⅰ
』、
青

木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
所
収
）。
以
下
、
久
保
Ｃ
論
文
と
す
る
。

（
３
） 

久
保
「
戦
争
経
済
と
兵
粮
・
軍
隊
」（
池
享
編
『
室
町
戦
国
期
の
社
会
構
造
』、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
所
収
）。
以
下
、
久
保
Ｄ
論
文
と
す
る
。
な
お
、
本
文
中
で



中
世
東
国
に
お
け
る
「
兵
粮
」
の
展
開

一
五

は
本
論
文
を
前
稿
、
他
の
拙
稿
は
旧
稿
と
称
す
る
。

（
４
） 

熟
さ
な
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
制
度
や
仕
組
み
と
し
て
意
識
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
れ
ば
、
古
文
書
の
う
え
で
調
達
・
運
送
・
売
買
な
ど
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

の
予
測
に
よ
る
。

（
５
） 

「
九
条
家
文
書
」（『
新
潟
県
史
』
資
料
編
５
中
世
三
、
三
八
八
六
号
文
書
）。

（
６
） 

小
林
「
南
北
朝
の
「
戦
争
」
と
安
全
保
障
」（
小
林
『
日
本
中
世
の
一
揆
と
戦
争
』、

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
所
収
）。

（
７
） 

小
林
注
（
６
）
論
文
、
高
橋
「
武
家
政
権
と
戦
争
・
軍
役
」（
高
橋
『
鎌
倉
幕
府
軍

制
と
御
家
人
制
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
）。

（
８
） 

久
保
Ｄ
論
文
。

（
９
） 

「
蠧
簡
集
残
編
所
収
松
井
利
兵
衛
所
蔵
文
書
」（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
６
中
世
二
、

二
〇
三
号
文
書
、
な
お
、
以
下
『
静
』
６
―
二
〇
三
の
よ
う
に
略
す
）。

（
10
） 

「
蠧
簡
集
残
編
所
収
松
井
利
兵
衛
所
蔵
文
書
」（『
静
』
６
―
二
〇
四
）。

（
11
） 

「
武
蔵
高
幡
山
金
剛
寺
不
動
明
王
像
像
内
文
書
」（『
南
北
朝
遺
文　

関
東
編
』
九
八
一

号
文
書
、
な
お
、
以
下
『
南
北
朝
』
九
八
一
の
よ
う
に
略
す
）。

（
1（
） 

「
松
平
基
則
氏
所
蔵
結
城
文
書
」（『
南
北
朝
』
一
〇
八
六
）。

（
13
） 

「
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
有
造
館
本
結
城
古
文
書
写
」（『
南
北
朝
』
一
一
〇
五
）。

（
14
） 

「
水
戸
彰
考
館
所
蔵
諸
家
文
書
纂
六
十
四
所
収
諸
家
文
書
」（『
南
北
朝
』
一
二
七
九
）。

（
15
） 

「
相
楽
文
書
」（『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅴ
、
四
九
〇
頁
）。

（
16
） 

「
阿
蘇
文
書
」（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
３
古
代
・
中
世
３
上
、
三
五
七
三
号
文
書
）。

（
17
） 

「
関
城
書
并
裏
書
所
収
文
書
」（『
南
北
朝
』
一
三
五
九
）。

（
18
） 

「
白
河
結
城
家
文
書
」（『
南
北
朝
』
一
四
一
〇
）。

（
19
） 

「
白
河
結
城
家
文
書
」（『
南
北
朝
』
一
四
一
四
）。

（
（0
） 

「
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
有
造
館
本
結
城
古
文
書
写
」（『
南
北
朝
』
一
四
三
九
）。

（
（1
） 

「
松
平
基
則
氏
所
蔵
文
書
」（『
栃
木
県
史
』
史
料
編
・
中
世
二
、
一
六
一
頁
）。

（
（（
） 

「
桜
井
市
作
氏
所
蔵
色
部
文
書
」（『
南
北
朝
』
二
七
六
一
）。

（
（3
） 

「
三
浦
和
田
黒
川
氏
文
書
」（『
新
潟
県
史
』
資
料
編
４
中
世
二
、
一
三
四
八
号
文
書
）。

（
（4
） 

「
安
得
虎
子
五
」（『
北
区
史
』
資
料
編
古
代
中
世
１
、
一
二
六
号
文
書
、
な
お
、
以
下

『
北
』
一
二
六
の
よ
う
に
略
す
）。

（
（5
） 

「
鹿
王
院
文
書
」（『
北
』
一
七
六
）。

（
（6
） 

「
足
利
家
御
内
書
案
」（『
北
』
一
七
七
）。

（
（7
） 

「
足
利
家
御
内
書
案
」（『
北
』
一
七
八
）。

（
（8
） 

「
足
利
家
御
内
書
案
」（『
北
』
一
七
九
）。

（
（9
） 

「
足
利
家
御
内
書
案
」（『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
５
中
世
１
古
文
書
１
、九
三
六
号

文
書
）。

（
30
） 

「
足
利
家
御
内
書
案
」（『
新
編
埼
玉
県
史
』
資
料
編
５
中
世
１
古
文
書
１
、九
三
八
号

文
書
）。

（
31
） 

「
尊
経
閣
古
文
書
纂
所
収
宝
菩
提
院
文
書
」（『
静
』
６
―
二
五
二
一
）。

（
3（
） 

『
北
区
史
』
資
料
編
古
代
中
世
１
の
同
文
書
解
説
に
よ
る
。

（
33
） 

川
合
康
『
源
平
合
戦
の
虚
像
を
剝
ぐ
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
一
九
九
六
年
）、
同

『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
34
） 

小
林
注
（
６
）
論
文
。

（
35
） 

た
だ
、
先
に
掲
げ
た
⑩
（
興
国
四
年
）
五
月
六
日
付
結
城
修
理
権
大
夫
（
親
朝
）
充

て
範
忠
書
状
に
見
え
る
「
地
下
用
意
之
兵
粮
」
は
、「
地
下
」
や
「
用
意
」
の
具
体
的

内
容
を
含
め
、
計
画
的
・
作
戦
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
36
） 

久
保
Ｄ
論
文
。

（
37
） 

「
秋
田
藩
家
蔵
文
書
七
」（『
茨
城
県
史
料
』
中
世
編
Ⅳ
、
二
三
〇
頁
）。

（
38
） 

「
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
駒
井
治
左
衛
門
文
書
所
収
文
書
」（『
山
梨
県
史
』
資
料
編
５

中
世
２
上
、
一
〇
二
七
号
文
書
、
な
お
、
以
下
『
山
』
５
―
一
〇
二
七
の
よ
う
に
略
す
）。

（
39
） 

「
志
賀
槙
太
郎
氏
所
蔵
文
書
」（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
７
中
世
３
、
二
七
六
五
号
文
書
）。

（
40
） 
「
歴
代
古
案
」（『
群
馬
県
史
』
資
料
編
７
中
世
３
、
二
八
六
五
号
文
書
）。

（
41
） 
「
常
安
寺
文
書
」（『
山
』
５
―
五
三
）。

（
4（
） 

ⓑ
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
戦
時
・
平
時
入
り
混
じ
っ
た
規
定
な
の
だ
が
、
武
具

や
着
替
え
の
衣
装
と
と
も
に
兵
粮
を
運
ぶ
事
態
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
無
用
の
荷
物
が
問

題
と
な
る
事
態
は
、
戦
時
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
い
。
ま
た
、
ⓔ
に
つ
い
て
は
、
戦
争



一
六

は
起
き
て
い
な
い
が
、「
来
春
之
備
」
と
あ
り
、
近
い
将
来
の
戦
争
に
備
え
る
た
め
と

み
な
せ
る
の
で
、
戦
争
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

（
43
） 
「
葛
田
昌
也
家
文
書
」（『
千
葉
県
の
歴
史
』
資
料
編
中
世
３
、
七
七
六
頁
）。

（
44
） 
久
保
Ａ
論
文
。

（
45
） 

「
矢
沢
家
文
書
」（『
山
』
５
―
一
五
九
〇
）。

（
46
） 

「
武
州
文
書
所
収
豊
島
郡
千
駄
木
御
林
蹟
地
民
所
蔵
文
書
」（『
山
』
５
―
九
一
一
）。

（
47
） 

「
西
光
寺
文
書
」（『
山
』
５
―
一
五
七
一
）。

（
48
） 

こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
久
保
Ｃ
論
文
で
も
触
れ
、
兵
粮
調
達
の
視
点
か
ら
、

「
兵
粮
を
組
織
的
に
搬
送
す
る
仕
組
み
が
相
当
程
度
整
え
ら
れ
て
い
た
」
と
評
価
し
た
。

本
稿
で
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
兵
粮
と
戦
争
と
の
関
わ
り
の
視
点
か
ら
、
以
下
述
べ
る
よ

う
に
、
よ
り
踏
み
こ
ん
だ
評
価
と
な
っ
た
。

（
49
） 

「
並
木
淳
氏
所
蔵
文
書
」（『
戦
国
遺
文　

後
北
条
氏
編
』
一
七
〇
二
号
文
書
、
な
お
以

下
『
戦
』
一
七
〇
二
の
よ
う
に
略
す
）。

（
50
） 

こ
の
史
料
お
よ
び
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
久
保
Ｃ
論
文
で
言
及
し
た
。

（
51
） 

久
保
Ｃ
論
文
。
な
お
、
こ
の
論
点
に
お
け
る
兵
粮
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
も
、
同

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5（
） 

「
矢
部
文
書
」（『
戦
』
一
一
四
六
）。

（
53
） 

「
伊
藤
賢
之
丞
氏
所
蔵
文
書
」（『
戦
』
一
八
〇
〇
）。

（
54
） 

「
相
州
文
書
所
収
足
柄
下
郡
音
曲
舞
大
夫
所
蔵
文
書
」（『
戦
』
一
七
九
九
）。

（
55
） 

「
清
水
宏
之
氏
所
蔵
文
書
」（『
戦
』
一
八
〇
一
）。

（
56
） 

「
静
嘉
堂
本
集
古
文
書
ワ
」（『
戦
』
二
六
八
一
）。

（
57
） 

「
楓
軒
文
書
纂
六
十
六
」（『
戦
』
二
七
四
二
）。

（
58
） 

た
だ
し
、
こ
う
し
た
大
名
に
よ
る
兵
粮
の
移
動
・
流
通
統
制
は
、
大
き
な
限
界
を
有

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
久
保
Ｃ
論
文
を
参
照
。

（
59
） 

こ
の
点
、
則
竹
雄
一
氏
か
ら
は
北
条
氏
に
お
い
て
は
陣
夫
役
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で

は
な
い
か
と
の
ご
教
示
を
受
け
た
。
後
考
を
期
し
た
い
。

（
60
） 

久
保
Ｃ
論
文
。

（
61
） 

高
木
昭
作
「﹁
公
儀
﹂
権
力
の
確
立
」（『
講
座
日
本
近
世
史
一　

幕
藩
制
国
家
の
成
立
』、

有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
所
収
、
の
ち
高
木
『
日
本
近
世
国
家
史
の
研
究
』、
岩
波
書

店
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）。

（
6（
） 

（
永
禄
七
年
）
正
月
四
日
付
秩
父
・
西
原
充
て
北
条
氏
康
書
状
（「
西
原
文
書
」、『
戦
』

八
三
六
）。

（
63
） 

山
本
①
「
放
火
・
稲
薙
・
麦
薙
と
戦
国
社
会
」（『
日
本
歴
史
』
五
二
一
、
一
九
九
一

年
）、
②
「
戦
国
大
名
領
国
「
境
目
」
地
域
に
お
け
る
合
戦
と
民
衆
」（『
年
報
中
世
史

研
究
』
一
九
、
一
九
九
四
年
）。

（
64
） 

久
保
Ｃ
論
文
。

（
65
） 

こ
の
点
、
山
本
注
（
63
）
①
論
文
で
は
、
稲
薙
・
麦
薙
＝
作
薙
を
、
敵
方
の
生
活
基

盤
を
殲
滅
す
る
こ
と
に
向
か
う
戦
国
合
戦
の
あ
り
方
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
い
る
。

（
66
） 

こ
れ
ら
は
、
久
保
Ａ
論
文
を
参
照
。

（
67
） 

天
正
三
年
霜
月
十
四
日
付
岩
本
坊
充
て
蜷
川
帯
刀
左
衛
門
尉
証
文
（「
岩
本
院
文
書
」、

『
戦
』
一
八
一
三
）。

（
68
） 

（
天
正
十
五
年
）
六
月
二
日
付
伝
肇
寺
充
て
朝
倉
政
元
証
文
写
（「
相
州
文
書
所
収
足

柄
下
郡
伝
肇
寺
文
書
」、『
戦
』
三
一
一
〇
）。

（
69
） 

「
雲
頂
庵
文
書
」（『
戦
』
三
三
九
〇
）。

（
70
） 

い
ず
れ
も
「
鵜
沢
文
書
」（『
戦
』
四
一
三
一
、
四
一
三
三
、
四
一
三
五
、
四
一
三
六
）。

（
71
） 

「
武
州
文
書
所
収
比
企
郡
助
太
郎
所
蔵
文
書
」（『
戦
』
一
三
七
五
）。

（
7（
） 

「
武
州
文
書
所
収
葛
飾
郡
孫
六
所
蔵
文
書
」（『
戦
』
二
〇
八
九
）。
一
部
写
真
版
に
よ

り
校
訂
し
、
読
点
の
位
置
も
付
け
替
え
た
。

（
73
） 

久
保
Ｂ
論
文
。

【
追
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
Ｂ
（
研
究
課
題
名

「
中
世
兵
糧
の
基
礎
的
研
究
」、
課
題
番
号
２
０
１
０
Ｂ
―
０
３
６
）、
お
よ
び
平
成
二

三
～
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
研
究
課
題
名
「
中
世
兵
糧
の

基
礎
的
研
究
」、
課
題
番
号
２
３
５
２
０
８
３
６
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




