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戦
い

の
描
写
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化

『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
か
ら
『
平
家
物
語
』
敦
盛
最
期
」
木
曽
最
期
」
へ

須

藤

敬

現
行
の
国
語
教
科
書
の
教
材
採
用
状
況
を
見
る
と
、
相
当
数
の
生
徒
が

小
学
校
五
年
生
で
『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
を
、
中
学
二
年
生
で
『
平
家

物
語
』
の
「
敦
盛
最
期
」
か
「
那
須
与
一
」
を
、
そ
し
て
高
校
・
国
語
総

合
で
『
平
家
物
語
』「
木
曽
最
期
」
を
学
ん
で
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
ら
の
教
材
（『
平
家
物
語
』
は
教
科
書
に
採
ら
れ
た
本
文
部
分
だ
け
を

読
解
の
対
象
と
し
た
場
合
）
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は

教
室
で
読
む
に
際
し
、

な
ぜ
戦
う
の
か

と
い
う
問
い
よ
り
も
、

い
か

に
戦
う
べ
き
か
・
い
か
に
戦
っ
た
の
か

と
い
う
問
い
の
方
が
優
先
す
る

こ
と
、
ま
た
そ
の
答
え
と
し
て

潔
さ

と
い
う
観
念
が
答
え
と
し
て
用

意
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
の
武
士

１
）

道
観
が
あ
る
こ
と
等
で
あ
る
。

『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
の
残
雪
は
、
隼
と
の
戦
い
に
傷
つ
き
大
造
じ

い
さ
ん
に
生
殺
与
奪
の
権
を
握
ら
れ
る
と
、「
じ
た
ば
た
さ
わ
」
が
ず
、

「
最
期
の
と
き
を
感
じ
て
、
せ
め
て
、
頭
領
と
し
て
の
い
げ
ん
を
き
ず
つ

け
ま
い
と
努
力
し
て
い
る
よ
う
」
だ
と
描
か
れ
る
。『
平
家
物
語
』
の
平

敦
盛
は
、
首
を
掻
く
こ
と
を
躊
躇
す
る
熊
谷
直
実
に
対
し
、「
と
く
と
く

首
を
と
れ
」
と
言
い
切
る
。
那
須
与
一
は
、
扇
の
的
を
射
は
ず
し
た
ら
、

「
弓
き
り
折
り
自
害
し
て
、
人
に
面
を
む
か
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
思
う
。
戦

い
に
敗
れ
た
今
井
兼
平
は
「
日
本
一
の
剛
の
者
の
自
害
す
る
手
本
」
と
言

っ
て
、
太
刀
を
口
に
く
わ
え
馬
か
ら
逆
様
に
落
ち
る
。

結
果
と
し
て
の
生
死
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
い
ず
れ
も
潔
く
死
を
覚
悟
す

る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
小
・
中
・
高
の
各
定
番
教
材
に
そ
う
し
た
場
面

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
教
室
で
は
ど
う
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
べ

き
か
、
特
に
生
徒
の
批
評
性
を
養
う
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み

２
）

た
い
。

一

『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』

教
室
で
の
文
学
作
品
の
読
解
は
、
人
と
、
人
も
し
く
は
自
然
や
社
会
と

い
っ
た
あ
る
状
況
と
の
関
係
性
と
、
そ
の
関
係
性
の
変
化
を
捉
え
さ
せ
る

作
業
に
な
る
場
合
が
多
い
。『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
の
教
材
論
も
多
く

は
大
造
じ
い
さ
ん
と
残
雪
の
関
係
、
そ
し
て
大
造
じ
い
さ
ん
の
変
容
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。
で
は
大
造
じ
い
さ
ん
を
変
え
さ
せ
た
も
の
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。

生
徒
は
ま
ず
大
造
じ
い
さ
ん
に
狡
さ
を
感
じ
、
反
発
す
る
。
指
導
書
の

中
に
は
生
徒
の
大
造
じ
い
さ
ん
に
対
す
る
反
発
を
懸
念
し
て
、
狩
人
と
し

て
、
生
活
者
と
し
て
の
大
造
じ
い
さ
ん
の
人
物
像
に
も
理
解
が
及
ぶ
よ
う

配
慮
す
べ
き
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
も
の
も

３
）

あ
る
。
し
か
し
狩
と
か
漁
で
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道
具
や
仕
掛
け
を
用
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
生
徒
が
実
際
に
そ
う
し

た
生
業
に
従
事
し
て
い
る
人
々
を
狡
猾
な
人
間
だ
と
思
う
こ
と
は
な
い
。

生
徒
が
大
造
じ
い
さ
ん
に
狡
さ
を
感
じ
る
の
は
、
残
雪
が
立
派
な
頭
領
と

し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

４
）

あ
る
。
そ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
そ
の

よ
う
に
擬
人
化
さ
れ
た
残
雪
像
が
、
大
造
じ
い
さ
ん
に
己
の
「
ひ
き
ょ

う
」
さ
を
感
じ
さ
せ
、「
堂
々
と
戦
お
う
」
と
言
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
、

本
作
品
の
読
み
手
が
了
解
で
き
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

戦
い
の
場
面
に
お
い
て
、
卑
怯
と
か
狡
さ
と
は
ど
う
い
う
場
合
に
感
じ

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
る
軍
事
行
動
が
知
略
に
基
づ
く
奇
襲
な

の
か
、
卑
劣
な
騙
し
討
ち
に
な
る
の
か
、
そ
の
解
釈
の
差
は
な
ぜ
生
じ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
佐
伯
真
一
の
、
古

代
の
戦
い
に
お
い
て
敵
が
野
獣
の
よ
う
な
存
在
だ
と
認
識
さ
れ
れ
ば
、
獣

を
罠
に
か
け
る
の
と
同
様
、
騙
し
討
ち
も
肯
定
さ
れ
、
朝
廷
に
よ
る
夷
討

伐
で
も
、
文
化
・
文
明
の
側
の
人
間
が
自
然
・
野
蛮
の
側
に
属
す
る
獣
を

狩
る
よ
う
な
感
覚
が
あ
っ
た
、
と
い
う
指
摘
が
参
考
に

５
）

な
る
。
そ
の
感
覚

は
近
現
代
の
戦
場
に
お
い
て
も
、
人
は
な
ぜ
残
虐
に
な
れ
る
の
か
と
い
う

こ
と
へ
の
一
つ
の
解
答
に
な
っ
て
い
る
。
訓
練
と
宣
伝
に
よ
っ
て
敵
を
徹

底
的
に
非
人
格
化
、
擬
動
物
化
す
る
こ
と
は
、
人
を
殺
す
こ
と
に
対
す
る

心
理
的
抵
抗
感
を
取
り
除
く
有
効
な
方
法
と
し
て
国
家
や
軍
隊
で
採
用
さ

れ
て

６
）

き
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
取
材
し
た
戦
争
小
説
と
、
イ
ラ
ク
戦
争

に
従
軍
し
た
ア
メ
リ
カ
兵
の
言
葉
か
ら
一
例
ず
つ
挙
げ
る
。

○

だ
が
お
れ
た
ち
よ
り
、
も
っ
と
敵
の
ほ
う
が
瞞
さ
れ
て
い
る
ぞ
」

と
僕
は
答
え
た
。「
あ
の
捕
虜
の
持
っ
て
た
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

見
て
み
ね
え
。
あ
の
中
に
ゃ
、
お
れ
た
ち
が
ベ
ル
ギ
ー
で
子
供
を
喰

っ
た
っ
て
出
て
い
る
ぞ
…
。」（
レ
マ
ル
ク
『
西
部
戦
線
異
常
な
し
』

秦
豊
吉
訳
）

○
人
を
非
人
間
化
す
る
た
め
に
「
ハ
ジ
（
米
兵
が
頻
用
し
て
い
た
イ
ラ

ク
人
に
対
す
る
蔑
称
）」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。
…
人
格
も

な
い
、
名
前
も
な
い
、
た
だ
の
ハ
ジ
で
す
。（
ア
ー
ロ
ン
・
グ
ラ
ン

ツ
『
冬
の
兵
士
』
Ｔ
Ｕ
Ｐ
訳
）

生
き
物
に
名
前
を
与
え
、
人
と
の
対
等
な
関
係
を
語
る
文
学
が
あ
る
一

方
で
、
人
か
ら
名
前
を
奪
い
取
り
、
下
等
な
も
の
と
し
て
扱
う
現
実
も
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
敵
も
自
分
と
同
じ
人
間
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く

と
、
敵
兵
を
殺
す
こ
と
へ
の
苦
悩
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る

小
説
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
佐
伯
真
一
が
、
征
夷
と
い
う
枠

組
み
は
保
ち
つ
つ
野
蛮
な
夷
に
も
都
人
と
同
様
の
人
間
性
を
見
出
し
た
と

こ
ろ
に
、『
陸
奥
話
記
』
と
い
う
軍
記
物
語
の
成
立
が
あ

７
）

っ
た
と
す
る
の

と
通
底
す
る
。

大
造
じ
い
さ
ん
に
と
っ
て
、
雁
が
「
鳥
類
の
中
で
、
あ
ま
り
り
こ
う
な

ほ
う
で
な
い
」
存
在
で
あ
る
間
は
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
捕
ら
え

よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
葛
藤
は
生
じ
な
い
し
、「
頭
領

ら
し
い
、
な
か
な
か
り
こ
う
な
や
つ
」、
即
ち
「
た
い
し
た
ち
え
」
を
持

ち
、「
仲
間
を
指
導
し
て
」
い
る
ら
し
い
残
雪
に
し
て
も
、「
が
ん
と
か
、

か
も
と
か
い
う
鳥
」
の
頭
領
に
す
ぎ
な
い
。「
様
子
の
変
わ
っ
た
所
に
は

近
づ
か
ぬ
が
よ
い
ぞ
」
と
、
残
雪
の
心
中
が
文
語
で
大
造
じ
い
さ
ん
に
感

じ
取
ら
れ
る
の
も
、「
り
ょ
う
じ
ゅ
う
」
と
い
う
文
明
の
道
具
を
持
つ
大

造
じ
い
さ
ん
に
す
れ
ば
、
残
雪
が
前
近
代
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
残
雪
に
対
す
る
大
造

じ
い
さ
ん
の
認
識
が
「
た
か
が
鳥
」
以
上
の
も
の
に
な
っ
た
の
は
、
自
ら

― 2―



が
犠
牲
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
仲
間
を
救
お
う
と
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の

結
果
も
た
ら
さ
れ
た
己
の
死
に
対
す
る
覚
悟
を
見
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は

「
い
か
に
も
頭
領
ら
し
い
、
堂
々
た
る
態
度
」
で
あ
っ
た
た
め
、
残
雪
は

大
造
じ
い
さ
ん
に
と
っ
て
語
る
に
足
る
存
在
と
な
っ
た
。
軍
記
物
語
風
に

言
え
ば
、「
合
は
ぬ
敵
」
だ
と
思
っ
て
い
た
相
手
に
対
し
、
な
か
な
か
あ

っ
ぱ
れ
で
あ
る
と
認
識
を
改
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
残
雪
像
と
、
そ
れ
に
対
す
る
大
造
じ
い
さ
ん
の
「
窮
鳥
懐
に

入
る
時
は
、
猟
人
も
こ
れ
を
殺
さ
ず
」
と
い
っ
た
態
度
は
、
近
代
以
降
、

本
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
戦
時
中
ま
で
、
戦
争
の
た
め
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ

た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
武
士
道
観
に
重
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
軍
記
物

語
で
は
名
誉
の
た
め
に
死
を
厭
わ
な
い
武
士
が
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
名
の
あ
る
職
業
戦
士
に
と
っ
て
の
価
値
観
で
あ
っ
た
が
、
近
代
以

降
、
徴
兵
さ
れ
た
無
名
の
素
人
兵
に
も
適
用
さ
れ
た
結
果
、
戦
場
に
多
く

の
悲
惨
な
状
況
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
後
、
軍
国
主
義
に
利
用
さ

れ
た
武
士
道
観
は
否
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
戦
時
色
の
強
い
本

８
）

作
品

が
、
い
ま
だ
に
教
材
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
本
稿
で
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
一

つ
は
仲
間
を
救
う
た
め
の
自
己
犠
牲
の
物
語
と
い
う
も
の
に
対
す
る
抗
し

難
さ
が
あ
る

９
）

こ
と
、
一
つ
は
潔
さ
と
い
う
こ
と
が
持
っ
て
い
る
美
的
イ
メ

ー
ジ
の
強
さ
で
あ
る
。

国
家
に
強
い
ら
れ
た
犠
牲
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
論
理
は
「
生
と
社
会
と

国
家
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ

し
て
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
な
ま
な
か
な
批
判
に
よ
っ
て
は

び
く
と
も
し

10
）

な
い
」
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
国
家
の
言
う
大
義
の
た
め

で
は
な
く
、
故
郷
の
美
し
い
自
然
と
そ
こ
に
生
活
す
る
家
族
を
守
る
と
い

う
こ
と
、
ま
た
苛
酷
な
戦
場
を
共
に
し
て
い
る
戦
友
と
の
信
義
を
守
る
と

い
う
こ
と
に
、
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
理
由
を
見
出
し
、
己

を
犠
牲
に
し
て
い
く
兵
士
の
物
語
と
な
れ
ば
、
人
々
に
感
動
を
も
っ
て
受

け
容
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
や
映
画
の

多
さ
が
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
自
己
犠
牲
と
い
う
行
為
は
、
死
に
対
す
る
潔
さ
を
求
め
る

こ
と
に
な
る
。「
う
な
ぎ
ば
り
」
の
仕
掛
け
で
捕
ま
っ
た
雁
が
「
さ
か
ん

に
ば
た
つ
い
て
」、
辺
り
一
面
に
羽
を
飛
び
散
ら
せ
て
い
た
と
す
る
一
方

で
、
じ
た
ば
た
さ
わ
が
な
い
残
雪
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
の
じ
た
ば
た
し

な
い
と
は
、
生
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
軍
記
物

語
の
用
語
で
言
え
ば
「
思
ひ
切
つ
た
り
」
と
い
う
こ
と
に

11
）

な
る
。
生
に
執

着
す
る
こ
と
に
見
苦
し
さ
を
見
、
潔
さ
に
価
値
を
置
く
感
性
は
世
間
で
共

有
さ
れ
、
武
士
の
振
る
舞
い
に
圧
力
を
か
け
て
き
た
も
の
で
も
あ

12
）

っ
た
。

そ
れ
は
戦
場
で
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
し
て
も
遺
族
に
は
立
派
な
最
期
で

あ
っ
た
と
告
げ
、
遺
族
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
形
で
近

代
に
も

13
）

残
り
、
さ
ら
に
は
東
條
英
機
の
自
殺
未
遂
に
対
す
る
世
間
の
受
け

止
め

14
）

方
や
、
社
会
の
ト
ッ
プ
層
に
い
る
人
々
の
身
の
処
し
方
に
潔
さ
が
感

じ
ら
れ
な
い
時
の
現
代
の
マ
ス
コ
ミ
の
パ
ッ
シ
ン
グ
に
も
見
出
せ
る
も
の

で
あ
る
。
自
己
犠
牲
と
潔
さ
は
、
戦
う
者
や
頭
領
的
立
場
の
者
に
対
し
、

我
々
が
求
め
続
け
て
き
た
姿
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

雁
に
名
を
与
え
頭
領
と
し
て
擬
人
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
読
者
の
読
み

を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
導
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
自
体
を
授
業
で
扱

う
こ
と
が
も
っ
と
考
え
ら
れ
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。
も
し
そ
れ
が
小
学

生
の
段
階
で
は
難
し
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
中
学
ま
た
は
高
校
で

教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
宮
沢
賢
治
の
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
を
扱
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う
際
に
、
小
学
校
の
時
に
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
を

再
度
、
併
せ
読
む
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
狩
猟
者
と
自
然
と

の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
描
か
れ
方
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る

か
を
考
え
る
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
生
徒
は
『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
の

作
品
の
特
性
に
気
付
く
こ
と
に
も
な
る
し
、
批
評
性
を
養
う
こ
と
も
で
き

る
。
ま
た
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
小
・
中
・
高
の
連
携
は
も
っ
と
模
索
さ

れ
て
も
よ
い
と
思
う
。

二

『
平
家
物
語
』「
敦
盛
最
期
」

熊
谷
直
実
は
押
え
付
け
た
武
者
が
自
分
の
息
子
と
同
じ
年
頃
で
か
つ
容

顔
美
麗
で
あ
る
の
を
見
て
、「
助
け
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
と
言
う
。
ま
た
相
手

の
父
親
の
気
持
ち
を
忖
度
し
、「
助
け
た
て
ま
つ
ら
ば
や
」
と
思
う
が
、

味
方
の
軍
勢
が
や
っ
て
き
た
た
め
「
助
け
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
と
は
思
う
も
の

の
、
そ
れ
が
難
し
い
こ
と
を
言
い
、
泣
く
泣
く
首
を
掻
く
。「
助
け
」
と

い
う
単
語
を
三
回
用
い
て
直
実
の
躊
躇
を
表
し
て
い
る
。
教
科
書
の
「
学

習
」
も
そ
う
し
た
直
実
の
気
持
ち
の
変
化
を
問
う
も
の
が
多
い
。

戦
死
し
た
こ
と
を
聞
い
た
ら
悲
し
む
家
族
が
敵
兵
に
も
い
る
だ
ろ
う
と

想
像
し
、
そ
れ
で
も
軍
隊
と
い
う
集
合
体
に
お
い
て
は
個
人
の
感
情
で
事

態
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
葛
藤
は
、
近

現
代
の
戦
争
小
説
で
も
し
ば
し
ば
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
即
ち
、
相
手
が
敦
盛
で
な
く
て
も
起
こ
り
え
る
感
情
で
あ
り
事
態

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
で
は
直
実
の
気
持
ち
を
動
揺
さ
せ
た
も
の
と
し

て
、
ほ
か
に
何
が
あ
る
の
か
。

そ
の
こ
と
を
、
敦
盛
は
な
ぜ
直
実
の
招
き
に
応
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と

か
ら
考
え
た
い
。
一
の
谷
の
戦
場
で
は
忠
度
の
よ
う
に
、
敵
に
対
し
「
こ

れ
は
み
か
た
ぞ
」
と
言
っ
て
相
手
に
し
よ
う
と
し
な
い
、
あ
る
い
は
知
盛

の
よ
う
に
ひ
た
す
ら
逃
げ
る
場
合
も
あ
り
、
平
家
公
達
の
誰
も
が
堂
々
と

戦
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
覚
一
本
以
外
の
諸
本
で

は
「
イ
カ
ヾ
思
給
ケ
ム
、
汀
ヘ
ム
ケ
テ
ゾ
ヲ
ヨ
ガ
セ
ケ
ル
」（
延
慶
本
）

と
、
浜
に
戻
る
敦
盛
の
心
中
を
量
り
か
ね
る
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
も

の
も

15
）

あ
る
。
も
し
敦
盛
の
心
中
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
大
将

軍
と
こ
そ
見
ま
ゐ
ら
せ
候
へ
。
正
な
う
も
敵
に
後
ろ
を
見
せ
さ
せ
た
ま
ふ

も
の
か
な
」
と
い
う
直
実
の
呼
び
か
け
、
即
ち
敵
に
背
中
を
見
せ
る
の
は

「
正
な
し
」、
と
い
う
考
え
に
敦
盛
が
同
意
し
た
か
ら
だ
、
と
読
む
し
か

な
い
。
で
は
「
正
な
し
」
と
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
な
の
か
。

覚
一
本
の
他
の
七
例
を
見
て
み
る
。

①
木
曽
方
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
妹
尾
兼
康
が
逃
走
す
る
。
そ
れ
を
追

う
倉
光
成
澄
の
言
葉
。

「
い
か
に
妹
尾
殿
、
ま
さ
な
う
も
敵
に
う
し
ろ
を
ば
見
す
る
者
か

な
。
返
せ
や
か
へ
せ
」（
巻
八
「
妹
尾
最
期
」）

②
先
陣
争
い
で
成
田
五
郎
に
だ
ま
さ
れ
た
平
山
季
重
が
成
田
に
追
い

つ
い
た
時
の
言
葉
。

「
ま
さ
な
う
も
季
重
ほ
ど
の
物
を
ば
た
ば
か
り
給
ふ
物
か
な
」

（
巻
九
「
一
二
之
懸
」）

③
越
中
前
司
盛
俊
に
首
を
掻
か
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
の
猪
俣
則

綱
の
言
葉
。

「
ま
さ
な
や
、
降
人
の
頸
か
く
や
う
や
候
」（
巻
九
「
越
中
前
司

最
期
」）

④
平
重
衡
の
自
害
を
止
め
よ
う
と
す
る
庄
四
郎
高
家
の
言
葉
。

「
ま
さ
な
う
候
、
い
づ
く
ま
で
も
御
供
仕
ら
ん
」（
巻
九
「
重
衡
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生
捕
」）

⑤
赤
間
関
の
海
戦
の
先
陣
は
自
分
だ
と
言
い
張
る
義
経
に
対
す
る
梶

原
景
時
の
言
葉
。

「
ま
さ
な
う
候
。
殿
は
大
将
軍
に
て
こ
そ
ま
し
ま
し
候
へ
」（
巻

十
一
「
鶏
合

壇
浦
合
戦
」）

⑥
命
が
惜
し
け
れ
ば
助
け
よ
う
と
言
う
義
経
に
対
す
る
土
佐
房
の
言

葉
。

「
ま
さ
な
う
も
御
諚
候
も
の
か
な
。
惜
し
と
申
さ
ば
、
殿
は
助
け

給
は
ん
ず
る
か
。」（
巻
十
二
「
土
佐
房
被
斬
」）

⑦
塗
籠
に
入
ろ
う
と
す
る
十
郎
蔵
人
行
家
に
対
す
る
常
陸
房
正
明
の

言
葉
。

「
ま
さ
な
う
候
。
な
入
ら
せ
給
ひ
候
そ
」（
巻
十
二
「
泊
瀬
六

代
」）

い
ず
れ
も
会
話
文
の
中
で
、
か
つ
敬
語
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
あ
る
者
が
身
分
的
に
同
等
か
上
位
の
者
に
対
し
、
そ
の
言
動
の
不

適
切
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
態
度
変
更
を
迫
る
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
。「
正
な
し
」
と
言
わ
れ
た
者
は
、
そ
の
多
く
が
自
分
に
向
け
ら
れ

た
批
判
を
認
め
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
の
他
本
や
金
刀
比
羅
本
『
平
治

物
語
』
等
に
も
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
は

お
お
む
ね
変
わ
ら
な
い
。「
正
な
し
」
と
は
、
あ
る
身
分
以
上
の
人
の
言

動
を
正
す
た
め
に
発
せ
ら
れ
る
、
強
制
力
の
あ
る
言
葉
だ
と
言
え
る
。

こ
う
し
て
直
実
の
呼
び
掛
け
に
応
じ
た
敦
盛
は
直
実
に
押
え
付
け
ら
れ

る
と
、
敦
盛
を
助
け
た
い
と
い
う
直
実
の
気
持
ち
に
反
応
す
る
こ
と
な

く
、
た
だ
「
首
を
取
れ
」
と
言
う
。
そ
の
敦
盛
の
態
度
は
直
実
の
「
あ
つ

ぱ
れ
、
大
将
軍
や
」
と
い
う
賛
辞
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
も
し
授
業
が
そ

の
こ
と
を
押
さ
え
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
生
徒
に
、
戦
い

か
ら
逃
れ
ず
、
敗
れ
れ
ば
潔
く
死
を
覚
悟
す
る
と
い
う
一
つ
の
あ
り
方
を

教
え
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

で
は
多
様
な
観
点
か
ら
「
敦
盛
最
期
」
を
捉
え
直
す
た
め
に
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
同
じ
『
平
家
物
語
』
の
中
に
あ

っ
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
忠
度
や
知
盛
の
場
合
を
紹
介
し
て
も
よ
い

し
、
敦
盛
と
直
実
の
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
て
い
る
物
語
的

16
）

文
脈
を
説
明
す
る

と
い
う
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
逃
げ
る＝

正
な
し
╱
戦
う＝

潔

い
」
と
い
う
価
値
観
の
枠
組
み
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
視
点
、
例
え
ば

「
敵
の
身
分
の
お
お
よ
そ
を
名
の
り
以
前
に
識
別
し
、
手
強
そ
う
な
ら
危

う
き
に
近
よ
ら
ず
、
さ
っ
さ
と
避
退
す
る
の
が
賢
い
。
卑
怯
で
は
な
く
戦

巧
者
と
は
そ
う
い
う
も
の
で

17
）

あ
る
」
と
い
う
現
実
的
な
「
賢
さ
」「
巧
み

さ
」
と
い
っ
た
評
価
の
観
点
も
あ
る
こ
と
、
軍
記
物
語
の
世
界
に
は
悪
七

兵
衛
景
清
の
よ
う
に
「
逃
上
手
」「
生
上
手
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物

像
も
あ
っ
た

18
）

こ
と
等
を
、
生
徒
に
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
「
敦
盛
最
期
」
が
も
て
は
や
さ
れ
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
い
。

大
造
じ
い
さ
ん
や
直
実
の
気
持
ち
の
変
化
を
捉
え
さ
せ
る
と
い
う
学
習

活
動
は
、
大
造
じ
い
さ
ん
や
直
実
の
気
持
ち
を
変
え
さ
せ
た
も
の
の
持
つ

力
の
強
さ
を
確
認
す
る
こ
と
に
向
か
う
。
そ
の
力
の
由
来
と
、
そ
の
力
が

読
者
の
読
み
に
及
ぼ
す
作
用
ま
で
考
え
る
こ
と
が
伝
統
的
な
言
語
文
化
を

学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

『
平
家
物
語
』「
木
曽
最
期
」

こ
の
教
材
で
も
義
仲
と
兼
平
の
場
面
ご
と
の
気
持
ち
を
問
う
て
い
る
教
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科
書
が
多
い
の
だ
が
、「
義
仲
の
死
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
か
、
兼
平
の
死
と
比
べ
て
考
え
て
み
よ
う
」（
筑
摩
書
房
）
と
い

っ
た
よ
う
に
、
両
者
の
死
の
様
相
を
比
較
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ

る
。
で
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
見
え
て
く
る
の
か
。
そ
れ
は
死
に
は

美
醜
が
あ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

義
仲
は
自
害
す
る
た
め
粟
津
の
松
原
に
向
か
っ
て
駆
け
て
い
た
が
、
深

田
に
は
ま
り
込
み
動
け
な
く
な
る
。
そ
こ
で
「
一
所
」
で
共
に
死
に
た
い

と
思
っ
て
い
た
兼
平
の
こ
と
が
気
に
な
り
振
り
返
っ
た
と
こ
ろ
、
矢
で
射

ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
兼
平
が
恐
れ
て
い
た
「
い
ふ
か
ひ
な
き
人

の
郎
等
」
に
「
う
た
れ
」
る
と
い
う
「
口
惜
し
」
い
最
期
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
。
深
田
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
不
可
抗
力
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
乳
母
子
と
「
一
所
」
で
死
に
た
い
と
思
う
気
持
ち
か

ら
振
り
返
る
の
も
自
然
な
動
作
で

19
）

あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
義
仲
の
死

に
方
は
、「
最
後
の
時
不
覚
し
つ
れ
ば
、
な
が
き
疵
に
て
候
な
り
」
と
い

う
考
え
方
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
生
徒
は
読
む
し
、
そ
の
読
み
は
一
方
の

兼
平
の
「
自
害
す
る
手
本
」
を
よ
り
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

兼
平
の
名
乗
り
に
は
、「
氏
文
読
」（
延
慶
本
）
と
も
呼
ば
れ
る
名
乗
り
の

常
套
句
で
あ
る
家
の
系
譜
や
先
祖
の
栄
誉
を
称
え
る
文
言
が
ま
っ
た
く
な

く
、
ま
た
名
乗
れ
る
官
職
も
持
た
な
い
。
従
っ
て
一
個
の
戦
士
の
壮
烈
な

死
と
い
う
印
象
だ
け
が
読
み
手
に
残
る
。

二
人
の
死
の
描
か
れ
方
を
比
較
す
る
と
い
う
学
習
活
動
は
、
誰
か
を
救

う
た
め
の
死
で
あ
っ
た
と
か
、
犬
死
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
死
の
理
由
や
意

味
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
死
に
方
の
美
醜
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。「
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
ば
美
し
く
死
に
た
い
」

と
は
神
風
特
攻
隊
員
の
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
潔
く
散
る
」
と
い
う

こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
な
ぜ
戦
う
の
か
、
な
ぜ
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

と
い
う
問
い
を
棚
上
げ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
結
果
の
言
葉
で
あ

20
）

っ
た
。

死
を
美
醜
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
に
は
別
の
何
か
を
不
問
に
す
る
と
い
う

側
面
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

で
は
徹
底
的
に
生
き
延
び
る
と
か
、
投
降
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
選
ぶ

こ
と
を
躊
躇
さ
せ
て
き
た
感
覚
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

か
つ
て
生
徒
に
「
義
仲
や
兼
平
が
投
降
す
る
、
ま
た
は
生
け
捕
ら
れ
る
と

い
う
話
だ
っ
た
ら
教
科
書
に
採
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
た
こ
と
が
あ

る
の
だ
が
、
生
徒
は
「
そ
ん
な
無
様
な
話
だ
っ
た
ら
採
用
さ
れ
な
い
と
思

う
し
、
仮
に
読
ん
だ
と
し
て
も
面
白
く
な
い
だ
ろ
う
」
と
答

21
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え
た
。
現
代

の
高
校
生
で
も
そ
う
し
た
感
覚
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
死
を
逃
れ
よ
う

と
す
る
行
為
の
醜
さ
を
言
い
表
す
言
葉
に
は
、
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

一
ノ
瀬
俊
也
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
明
治
以
降
の
軍
隊
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は

「
潔
く
戦
死
す
る
」
と
い
う
類
の
表
現
が
随
所
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で

22
）

き
る
。
た
だ
そ
れ
ら
の
中
に
生
き
延
び
た
場
合
の
挨
拶
文
の
例
文

も
あ
る
。「
お
め
お
め
と
茲
に
生
還
（
凱
旋
将
兵
の
謝
辞
）」
と
題
す
る
も

の
で
、「
戦
友
諸
君
が
、
重
大
な
る
任
務
遂
行
の
為
に
或
は
名
誉
の
戦
死

を
遂
げ
ら
れ
、
或
は
重
軽
傷
を
負
わ
れ
て
、
輝
か
し
き
、
武
勲
功
績
を
樹

て
ら
れ
た
の
に
対
し
、
何
ら
め
ざ
ま
し
き
働
き
も
出
来
ず
、
お
め
お
め
と

茲
に
生
還
し
ま
し
た
私
共
は
、
寔
に
、
こ
れ
ら
幾
多
の
陣
没
勇
士
諸
君
に

対
し
、
汗
顔
慚
愧
の
至
り
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
八
年

の
も
の
で
、
そ
れ
以
降
の
挨
拶
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
「
凱
旋
」
と
い
う
言
葉

は
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、「
生
還
す
る
」
と
い
う
語
を
修
飾
す
る
副
詞
「
お
め
お
め
と
」
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で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
軍
記
物
語
に
そ
の
淵
源
を
辿
れ
そ
う
だ
か
ら
だ
。
そ

れ
も
生
け
捕
ら
れ
る
こ
と
、
投
降
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
の
使
用
例
が
多

い
。ま

ず
金
刀
比
羅
本
『
保
元
物
語
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
例
を
見
出

23
）

せ
る
。①

心
は
た
け
く
お
も
へ
ど
も
、
親
治
を
は
じ
め
と
し
て
、
以
下
の
郎

等
ど
も
、
王
事
も
ろ
き
事
な
け
れ
ば
に
や
、
十
二
人
お
め
お
め
と

い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
け
る
こ
そ
む
ざ
ん
な
れ
。（
上
巻
「
親
治
等

生
捕
ら
る
る
事
」）

②
為
朝
…
「
…
我
等
五
六
人
は
皆
一
方
の
大
将
軍
を
承
べ
き
器
用
の

わ
か
者
共
が
、
を
め
を
め
と
頸
を
の
べ
て
、
降
人
に
い
づ
る
に
も

及
ば
ず
…
」
と
ぞ
申
し
け
る
。（
中
巻
「
為
義
降
参
の
事
」）

③
為
朝
…
暫
こ
そ
拳
に
て
打
除
け
れ
ど
も
、
次
第
に
力
つ
か
れ
に
け

れ
ば
、
心
は
猛
く
思
へ
ど
も
、
を
め
を
め
と
生
捕
れ
け
る
ぞ
無
慚

な
る
。（
下
巻
「
為
朝
生
捕
り
遠
流
に
處
せ
ら
る
る
事
」）

ま
た
『
平
家
物
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

①

投
降
し
よ
う
と
言
う
兼
平
に
対
し
）
義
仲
…
「
…
十
善
帝
王
ニ

テ
オ
ワ
ス
ト
モ
、
甲
ヲ
ヌ
ギ
弓
ヲ
ハ
ヅ
シ
テ
、
ヲ
メ
ヲ
メ
ト
降
人

ニ
成
ル
ベ
シ
ト
ハ
覚
ヘ
ズ
」（
延
慶
本
・
第
四
「
木
曽
可
滅
之
由

法
皇
遠
結
構
事
」）

②
田
内
左
衛
門
き
こ
ゆ
る
兵
な
れ
ど
も
…
わ
づ
か
に
十
六
騎
に
具
せ

ら
れ
て
、
お
め
お
め
と
降
人
に
こ
そ
ま
い
り
け
れ
。（
覚
一
本
・

巻
十
一
「
志
度
合
戦
」）

な
お
「
お
め
お
め
と
」
の
元
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
「
お
む
」
に
は
、

次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

①
為
義
…
よ
に
心
得
ざ
る
夢
想
を
見
た
る
事
候
ふ
。
…
教
長
「
御
辺

程
の
大
将
軍
の
夢
物
語
こ
そ
お
め
た
る
申
し
事
な
れ
」（
金
刀
比

羅
本
『
保
元
物
語
』
上
巻
「
新
院
為
義
を
召
さ
る
る
事
」）

②
難
波
三
郎
ば
か
り
、
夢
見
あ
し
き
事
あ
り
と
て
、
供
せ
ざ
り
し
か

ば
、
傍
輩
ど
も
「
弓
矢
と
る
身
の
、
何
条
夢
見
・
物
忌
な
ど
云
、

さ
る
お
め
た
る
事
や
あ
る
」
と
笑
ひ
け
れ
ば
…
。（
古
活
字
本

『
平
治
物
語
』
巻
下
「
清
盛
出
家
の
事

び
に
瀧
詣
で
付
け
た
り

悪
源
太
雷
電
と
な
る
事
」）

夢
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
吉
な
予
感
に
怖
気
づ
く
武
士
が
批
判
・

嘲
笑
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
戦
い
の
結
果
と
し
て
の
死
を
恐
れ
、
回
避

し
よ
う
と
す
る
姿
を
表
す
言
葉
が
「
お
め
お
め
と
」
な
の
で
あ
る
。
伊
藤

整
は
レ
イ
テ
島
壊
滅
の
報
を
聞
い
た
時
、
自
身
の
『
太
平
洋
戦
争
日
記
』

（
昭
和
二
十
年
二
月
八
日
条
）
に
、

レ
イ
テ
島
の
我
軍
は
、
後
方
へ
迂
回
し
た
敵
の
た
め
食
料
弾
薬
を
悉

く
奪
わ
れ
、
全
滅
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
ま
た
敵
側
の
報
道
で
は
、

同
島
の
日
本
軍
は
餓
死
的
な
状
態
で
三
十
万
も
捕
虜
に
な
っ
た
、
と

敵
は
放
送
し
て
い
る
由
。
た
と
い
餓
死
状
態
に
な
ろ
う
と
数
十
万
も

の
日
本
軍
が
お
め
お
め
と
捕
虜
に
な
る
な
ど
は
、
私
に
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
だ
。

と
記
し
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
兵
の
悲
劇
の
源
と
し

て
、『
戦
陣
訓
』
の
「
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
」
が
し
ば
し
ば
取

り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
伝
統
的
感
性
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
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四

潔
さ

と
い
う
型

『
奥
州
後
三
年
記
』
が
記
す
源
義
家
の
、

降
人
と
い
ふ
は
、
戦
の
場
を
の
が
れ
て
人
の
手
に
か
ゝ
ら
ず
し
て
、

後
に
咎
を
く
ひ
て
首
を
の
べ
て
ま
ゐ
る
な
り
。
…
た
ゝ
か
ひ
の
場
に

い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
み
だ
り
が
は
し
く
片
時
の
い
の
ち
を
お
し

む
。
こ
れ
を
ば
降
人
と
い
ふ
べ
し
や
。

と
い
う
言
葉
や
、『
源
平
盛
衰
記
』
が
記
す
、「
迯
に
は
非
、
己
を
嫌
也
」

と
言
っ
て
戦
い
を
避
け
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
平
経
正
に
対
す
る
城
高
家

の
、

ま
さ
な
き
殿
の
詞
哉
、
軍
の
習
は
不
嫌
上
下
、
向
ふ
敵
に
組
む
は
法

也
、
其
義
な
ら
ば
虜
に
し
て
耻
を
見
せ
よ
。（
巻
三
十
八
）

と
い
っ
た
言
葉
を
見
る
と
、
戦
場
で
命
を
惜
し
む
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
生

け
捕
り
に
な
る
こ
と
は
恥
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
『
玉
葉
』
に
は
宇
治
川
の
戦
い
に
お
け
る
源
頼
政
軍
の
様
子
に

つ
い
て
、

僅
五
十
余
騎
、
皆
以
不
顧
死
、
敢
無
乞
生
之
色
。（
治
承
四
年
五
月

二
十
六
日
条
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
武
士
の
あ
り
方
に
対
す
る
認
識
が
貴
族
社

会
に
も
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
、
源
平
合
戦
後
、
そ
れ
ほ
ど
時
を
置
か
ず

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
松
浦
宮
物
語
』
の
描
写
か
ら
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
唐
で
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
橘
氏
忠
が
「
本
国
で
は

弓
矢
の
向
か
へ
る
か
た
」
も
知
ら
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

た
だ
あ
た
に
向
か
ひ
て
命
を
滅
ぼ
し
て
、
国
の
恩
に
報
ず
べ
き
。

と
唐
の
后
に
言
い
、
実
際
に
戦
場
に
臨
め
ば
、

逃
げ
走
る
と
も
、
逃
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
い
ま
は
同
じ
く
死
な
む
命

な
れ
ば
、
敵
に
向
か
ひ
て
こ
そ
、
身
を
失
は
め
。

と
言
っ
て
、
退
却
し
よ
う
と
す
る
兵
を
集
め
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
ま
た

「
名
を
惜
し
み
、
恥
を
知
る
」
こ
と
の
な
い
者
が
捕
虜
と
な
っ
た
こ
と
も

語
ら
れ
て
い
る
。

日
本
人
の
死
を
恐
れ
な
い
態
度
が
、
外
国
に
対
す
る
優
越
感
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
語
る
説
話
も
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
五
五
「
宗
行
の

郎
等
、
虎
を
射
る
事
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
新
羅
に
渡
っ
た
壱
岐
守
宗
行
の

郎
等
は
、
そ
こ
で
人
喰
い
虎
の
騒
ぎ
に
遭
遇
す
る
。
宗
行
は
新
羅
の
人

に
、

あ
の
虎
に
あ
ひ
て
、
一
矢
を
射
て
死
な
ば
や
。
虎
か
し
こ
く
ば
、
と

も
に
こ
そ
死
な
め
。
た
だ
む
な
し
う
は
、
い
か
で
か
食
は
れ
ん
。
こ

の
国
の
人
は
、
兵
の
道
わ
ろ
き
に
こ
そ
あ
め
れ
。

と
言
い
、
さ
ら
に
新
羅
の
国
の
守
に
、

日
本
の
人
は
、
い
か
に
も
わ
が
身
を
ば
、
な
き
も
の
に
し
て
、
ま
か

り
あ
へ
ば
、
よ
き
こ
と
も
候
ふ
め
り
。
弓
矢
に
携
は
ら
ん
者
、
何
し

か
は
、
わ
が
身
を
思
は
ん
こ
と
は
候
は
ん
。

と
言
っ
て
虎
退
治
に
向
か
う
。
そ
し
て
宗
行
が
虎
を
射
殺
し
た
後
の
新
羅

の
人
の
様
子
は
、

日
本
の
人
は
、
わ
が
命
死
な
ん
を
も
つ
ゆ
惜
し
ま
ず
、
大
き
な
る
矢

に
て
射
れ
ば
、
そ
の
庭
に
殺
し
つ
、
な
ほ
兵
の
道
は
日
本
の
人
に
は

あ
た
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
さ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
い
み
じ
う
恐
ろ
し
く

お
ぼ
ゆ
る
国
な
り
と
て
、
怖
ぢ
け
り
。

と
描
か
れ
る
。
そ
し
て
宗
行
郎
等
を
日
本
の
面
目
を
施
し
た
者
と
し
て
語

り
終
え
る
。
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こ
う
し
た
死
を
恐
れ
な
い
こ
と
に
価
値
を
置
く
伝
統
的
観
念
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の
か
、
諸
説
を
紹
介
し
つ
つ
ま
と
め
て
い
き
た

い
。ま

ず
、
職
業
戦
士
に
は
特
有
の
死
に
対
す
る
自
己
決
定
性
が
あ
っ
た
と

す
る
考
え
方
を
取
り
上
げ
る
。
例
え
ば
、「『
美
し
い
自
決
死
』
と
い
う
概

念
の
背
後
に
あ
る
象
徴
的
意
味
は
、
エ
リ
ー
ト
武
人
と
し
て
の
至
高
の
誇

り
で
あ
っ
た
。
サ
ム
ラ
イ
は
軍
事
技
術
を
持
つ
が
ゆ
え
の
力
に
よ
っ
て
自

己
の
身
体
の
保
有
者
で
あ
り
、
そ
し
て
自
ら
に
死
を
課
す
こ
と
で
自
分
の

運
命
を
決
め
る
自
立
的
能
力

自
ら
の
死
を
支
配
す
る
が
ゆ
え
に
自
ら

の
生
を
も
支
配
す
る

を
示

24
）

し
た
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
戦
い
殺
し

あ
う
こ
と
を
仕
事
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
己
の
死
に
対
し
て
も
自
ら
決
着
を

付
け
る
こ
と
を
課
し
て
い
た
武
士
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
上
位
階
級
で

あ
り
え
た
。
武
士
の
名
誉
観
念
は
社
会
的
に
下
位
の
人
々
と
の
境
界
を
維

持
す
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
も
の
で
も
あ

25
）

っ
た
。
ま
た
上
位
階
級
者
の

自
決
、
即
ち
「
自
己
の
生
の
目
的
と
意
味
の
た
め
に
、
死
を
い
わ
ば
確
実

に
み
ず
か
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
」
は
、「『
エ
リ
ー
ト
』
が
死
を
高
度
に

個
人
化
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
」
て
お
り
、「
大
衆
に
お
け
る
あ
き
ら

め
の
受
容
の
消
極
性
（
受
身
）
は
、『
エ
リ
ー
ト
』
に
お
い
て
、
自
己
制

御
に
よ
る
把
握
の
積
極
性
（
能
動
）
へ
転
化
さ

26
）

れ
た
」
と
い
う
捉
え
方
も

あ
る
。

選
ば
れ
た
者
の
特
質
に
、
己
の
死
を
制
御
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
教
材
は
、
そ
れ
を
規
範
化
す
る
こ

と
に
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
相
対
的
に
下
位
の
者
が
上
位
の
者

に
対
し
要
求
し
、
期
待
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
来
世
的
な
も
の

の
た
め
で
は
な
く
、「
ひ
た
す
ら
こ
ち
ら
の
共
同
体
で
生
き
き
る
と
い
う

こ
と
が
死
ぬ
こ
と
の
実
質
的
意
味
」
で
あ
り
、「
目
線
は
あ
く
ま
で
、
残

さ
れ
た
人
々
、
共
同
体
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
」
る
も
の
で
あ

27
）

っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
「
集
団
秩
序
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
『
責
任
の
遂
行
』」、
そ
の
結
果

と
し
て
の
「
集
団
の
秩
序
の

28
）

強
化
」
と
い
う
性
格
も
あ
っ
た
。
戦
う
者
の

潔
い
死
と
は
、
共
同
体
に
半
ば
儀
式
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
儀
式
を
演
じ
る
戦
士
と
、
そ
れ
を
見
る
（
あ

る
い
は
見
上
げ
る
）
者
の
関
係
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

（「
私
」
が
知
り
合
い
の
「
江
田
中
尉
」
の
居
場
所
を
「
飛
行
長
」

に
尋
ね
た
場
面
）

「
ど
こ
に
い
ま
す
か
、
江
田
中
尉
？
」

「
山
の
飛
行
場
で
す
。
逢
わ
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
い
ま
ご
ろ
は
、

死
ん
で
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

死
の
衝
動
よ
り
も
、
死
と
無
造
作
に
い
っ
て
し
ま
う
飛
行
長
の
口

調
に
び
っ
く
り
し
た
。
…
飛
行
長
の
断
定
は
慰
め
と
か
、
否
定
と

か
、
そ
れ
に
類
し
た
答
え
を
求
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
飛
行
長
の
断

定
は
一
つ
の
い
さ
ぎ
よ
い
自
分
に
向
か
っ
て
の
宣
言
で
あ
り
、
そ
れ

に
応
じ
る
答
え
は
す
で
に
自
分
の
う
ち
に
こ
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
冷
酷
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
戦
場
の
真
実
で
あ
っ
た
。（
丹
羽
文

雄
『
海
戦
』）

こ
う
し
た
戦
い
を
委
ね
ら
れ
た
者
の
「
責
任
の
遂
行
」
の
自
己
完
結
性

の
強
さ
は
、「
南
雲
・
斉
藤
の
自
殺
を
聞
い
た
の
は
、
七
月
六
日
だ
っ
た
。

ど
う
し
て
日
本
の
司
令
官
は
や
す
や
す
と
死
ぬ
の
か
。
ア
メ
リ
カ
の
将
兵

は
納
得
が
で
き
ず
、
議
論
し
た
。
日
本
人
一
般
が
絶
賛
を
贈
る
〞
自
刃
〝

が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
死
へ
の
逃
避
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
責
任
を
文
句
な
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し
に
帳
消
し
に
し
よ
う
と
す
る
卑
劣
な
行
為
と
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ

た
。
し
か
も
そ
の
結
果
は
、
当
然
救
わ
れ
得
る
多
く
の
部
下
に
ま
で
、
死

を
強
い
る
こ
と
に
な

29
）

っ
た
」
と
い
っ
た
批
判
も
拒
ん
で
し
ま
う
。

次
に
、
死
に
方
を
美
醜
の
観
点
で
捉
え
る
こ
と
は
物
事
の
全
体
像
を
曖

昧
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ
た
い
。
戦
争
を
回
顧
す
る

時
、
戦
場
の
兵
士
た
ち
は
職
務
に
全
力
を
尽
く
し
た
、
と
語
る
こ
と
が
一

つ
の
定
式
に
な
っ
て

30
）

お
り
、
反
戦
・
厭
戦
を
主
調
音
と
す
る
小
説
に
も
、

そ
れ
は
し
ば
し
ば
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
駒
尺
喜
美
は
、
夏
目

漱
石
の
『
趣
味
の
遺
伝
』
と
大
岡
昇
平
の
『
レ
イ
テ
戦
記
』
を
並
べ
、
ど

ち
ら
も
戦
争
を
愚
行
と
し
つ
つ
も
、
己
の
死
と
戦
っ
た
一
人
一
人
の
兵
士

た
ち
の
こ
と
は
決
し
て
軽
ん
じ
て
い
な
い
と
指
摘

31
）

す
る
。
そ
れ
は
例
え

ば
、

死
生
の
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
解
決
し
て
、
そ
の
死
の
瞬
間
、

つ
ま
り
機
と
自
己
を
目
標
に
命
中
さ
せ
る
瞬
間
ま
で
操
縦
を
誤
ら
な

か
っ
た
特
攻
士
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
死
を
前
提
と
す
る
思

想
は
不
健
全
で
あ
り
煽
動
で
あ
る
が
、
死
刑
の
宣
告
を
受
け
な
が
ら

最
後
ま
で
目
的
を
失
わ
な
い
人
間
は
や
は
り
偉
い
の
で
あ
る
。（『
レ

イ
テ
戦
記
』）

と
い
っ
た
発
言
で
あ
り
、
こ
れ
は
特
攻
と
同
様
の
絶
望
的
な
突
撃
を
敢
行

し
た
兵
士
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
銃
後
の
人
々
が
家
族
の

戦
死
を
受
け
容
れ
る
際
に
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
頼
る
し
か
な
か
っ

た
。
吉
田
満
の
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
に
は
、
大
和
艦
上
で
戦
死
し
た
二

世
兵
士
の
「
散
華
」
の
様
子
を
、
戦
後
「
異
国
ニ
ア
ル
彼
ガ
母
上
」
に
伝

え
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
返
信
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

邦
夫
が
最
後
ま
で
自
分
の
ポ
ス
ト
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
戦
ひ
、
日

本
人
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
死
を
遂
げ
て
く
れ
た
と
い
ふ
こ
と
、

こ
れ
程
う
れ
し
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
邦
夫
戦
死
の
報
を
聞
い

て
、
悲
し
み
の
余
り
三
月
も
寝
込
ん
だ
私
共
で
し
た
が
、
邦
夫
最
期

の
模
様
を
知
り
、
心
か
ら
勇
気
附
け
ら
れ
ま
し
た
。
家
族
一
同
、
邦

夫
を
尊
ん
で
お
り
ま
す
。

職
務
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
た
と
い
う
そ
の
一
点
で
、
戦
死
の
虚
し
さ
、

割
り
切
れ
な
さ
を
押
し
隠
そ
う
と
し
た
人
々
は
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
同
時
に
「
お
め
お
め
と
捕
虜
に
な
っ
た
人
・
生
き
延
び
た
人
」
た

ち
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
や
は
り
、

こ
れ
か
ら
後
、
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ま
る
で
見
当

が
つ
か
な
か
っ
た
。
醜
さ
や
空
し
さ
だ
け
の
人
生
の
よ
う
な
気
が
す

る
。（
城
山
三
郎
『
一
歩
の
距
離
』）

と
、
生
き
方
を
美
醜
の
観
念
に
よ
っ
て
捉
え
た
結
果
の
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
倫
理
的
美
意
識
に
よ
る
認
識
方
法
の
問
題
点
に
つ
い
て

森
安
理
文
は
、「『
わ
れ
わ
れ
は
真
剣
に
戦
っ
た
』
と
い
う
発
想
の
ア
ク
セ

ン
ト
は
、
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
真
剣
に
と
い
う
形
容

詞
に
あ
る
。
…
真
剣
に
、
真
面
目
に
と
い
う
形
容
詞
に
象
徴
さ
れ
る
行
為

は
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
優
先
し
て
絶
対
不
動
の
位
置
を
確
保
し
て
い
る
。

問
題
は
こ
の
『
真
面
目
さ
』
の
も
つ
強
固
な
無
思
想
性
で
あ
っ
て
、
皮
肉

な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
太
平
洋
戦
争
の
惨
禍
は
一
人
一
人
の

『
真
面
目
さ
』
故
に
、
際
限
な
く
拡
大
さ
れ
た
と
も
い
い
得
る
の
で
は
な

32
）

い
か
」
と
指
摘
す
る
。

戦
場
ル
ポ
タ
イ
タ
ー
の
加
藤
健
二
郎
は
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
、
ア
メ

リ
カ
と
イ
ラ
ク
と
の
戦
闘
が
始
ま
る
三
ヶ
月
前
の
バ
ク
ダ
ッ
ド
を
取
材

し
、
イ
ラ
ク
軍
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
対
し
徹
底
抗
戦
な
ど
し
な
い
だ
ろ
う
と
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い
う
感
触
を
得
た
が
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
は
日
本
の
大
手
メ
デ
ィ
ア
に
取
り

上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
「
お
そ
ら
く
日
本
人
に
と
っ
て
の

戦
争
は
、
た
と
え
負
け
戦
で
も
全
力
で
一
生
懸
命
に
戦
う
も
の
な
の
だ
ろ

う
」
と
述
べ
て

33
）

い
る
。

一
九
四
五
年
を
境
に
『
平
家
物
語
』
の
読
み
は
大
き
く
転
換

34
）

し
た
。
し

か
し
、『
平
家
物
語
』
の
授
業
案
の
指
導
目
標
に
「
戦
乱
と
い
う
状
況
の

中
を
懸
命
に
生
き
た
人
々
の
姿
を
知
る
」
と
い
っ
た
も
の
が
今
で
も
少
な

か
ら
ず
あ
る
し
、『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
の
授
業
で
も
、
残
雪
の
懸
命

さ
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
読
み
の
方

向
性
は
、
戦
後
、
日
本
人
の
戦
争
に
対
す
る
基
本
的
な
関
心
が
、「
自
分

の
戦
友
や
身
内
が
ど
こ
で
い
か
に
『
勇
敢
』
に
死
ん
だ
か
と
い
う

35
）

こ
と
」

に
向
い
て
い
た
こ
と
と
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
も
思
う
。
ま
た
学

校
と
い
う
教
育
の
場
で
は
、
真
面
目
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん
だ
か
と
い
う

こ
と
が
生
徒
を
評
価
す
る
観
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
ど
こ

か
、
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
何
か
に
懸
命
に
取
り
組
む
姿

を
評
価
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。
た
だ
授
業
に
お
い
て
、
懸
命
に

生
き
た
末
の
最
期
の
姿
を
様
式
美
と
し
て
描
く
教
材
を
扱
う
際
は
、
そ
れ

が
ま
さ
に
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
様
式
の
持
つ
特
質
や
効
果

と
と
も
に
押
さ
え
、
同
時
に
、
何
を
除
外
す
る
こ
と
で
様
式
は
成
立
し
得

る
の
か
、
様
式
を
相
対
化
す
る
視
点
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
ま
で
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
一
方
で
国
語
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
批
評
す
る
力
を
育

て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で

36
）

あ
る
。

教
材
部
分
の
本
文
は
、『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
が
東
京
書
籍
、『
平

家
物
語
』「
敦
盛
最
期
」
が
学
校
図
書
、「
義
仲
最
期
」
が
筑
摩
書
房
の

教
科
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
他
は
『
平
家
物
語
』
覚
一
本
（
日
本
古

典
文
学
全
集
）、
延
慶
本
（
勉
誠
社
）、『
保
元
物
語
』
金
刀
比
羅
本
・

『
平
治
物
語
』
古
活
字
本
（
古
典
文
学
大
系
）、『
源
平
盛
衰
記
』（
国

民
文
庫
刊
行
会
）、『
奥
州
後
三
年
記
』（
群
書
類
従
）、『
玉
葉
』（
名
著

刊
行
会
）、『
松
浦
宮
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
）、『
宇
治
拾
遺
物

語
』（
日
本
古
典
集
成
）
で
あ
る
。

注１
）

実
態
と
し
て
の
武
士
道
が
捉
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
佐
伯
真
一

『
戦
場
の
精
神
史

武
士
道
と
い
う
幻
影
』（
二
〇
〇
四
・
五
）
に
詳
し
い
。

２
）
「
那
須
与
一
」
の
教
材
と
し
て
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿

「
学
校
現
場
で

次
世
代
の
平
家
物
語
」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
二
・
一
〇
）

で
触
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
残
る
三
教
材
に
つ
い
て
考
え
る
。

３
）

生
徒
の
読
み
と
、
そ
れ
に
対
す
る
教
師
用
指
導
書
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
福

重
浩
之
「『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
の
何
が
問
題
か
」（『
言
語
文
化
論
叢
』
第

四
号
、
二
〇
〇
七
・
三
）、「
戦
後
か
ら
の
小
学
校
国
語
教
師
用
指
導
書
の
問
題

〜『
大
造
爺
さ
ん
と
雁
』
の
場
合
〜
」（『
こ
と
ば
と
教
育
』
二
〇
〇
七
・
四
）

に
詳
し
い
。

４
）

西
原
千
博
「
文
学
教
材
と
文
学
研
究

２
）

椋
鳩
十
『
大
造
じ
い
さ
ん
と

ガ
ン
』」（『
札
幌
国
語
研
究
』
第
七
号
、
二
〇
〇
二
・
六
）

５
）

注

１
）に
同
じ
。

６
）

デ
ー
ヴ
・
グ
ロ
ス
マ
ン
（
安
原
和
見
訳
）『
戦
場
に
お
け
る
「
人
殺
し
」
の

心
理
学
』（
一
九
九
八
・
七
）、
Ｊ
・
グ
レ
ン
・
グ
レ
イ
（
谷
さ
つ
き
・
吉
田
一

彦
訳
）『
戦
場
の
哲
学
者

戦
争
で
は
な
ぜ
平
気
で
人
が
殺
せ
る
の
か
』（
二
〇

〇
九
・
九
）
等
。

７
）

注

１
）に
同
じ
。

８
）

猪
狩
友
一
「
戦
時
下
の
『
少
年
倶
楽
部
』
と
椋
鳩
十
の
文
学

時
代
の
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〞
読
み
〝
と
作
品
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
の
力
×
教
材
の
力

小
学
校

編

５
年
』
二
〇
〇
一
・
三
）、
吉
原
英
夫
「『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
に
関

す
る
椋
鳩
十
の
発
言
に
つ
い
て
」（『
札
幌
国
語
教
育
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇

〇
・
九
）、
千
田
洋
幸
「
国
語
教
育
研
究
の
歴
史
認
識
｜
忘
却
さ
れ
る
戦
争
、

そ
の
他
」（『
テ
ク
ス
ト
と
教
育
「
読
む
こ
と
」
の
変
革
の
た
め
に
』
二
〇
〇

九
・
六
）
等
。

９
）

畠
山
兆
子
「
相
槌
を
求
め
る
文
学

大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」（『
日
本
児
童

文
学
』
第
三
十
一
巻
四
号
、
一
九
八
五
・
四
）

10
）

高
橋
哲
哉
『
国
家
と
犠
牲
』（
二
〇
〇
五
・
八
）

11
）

軍
記
物
語
に
「
思
ひ
切
つ
」
た
武
士
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
相
良
亨
『
日
本
人
の
死
生
観
』（
一
九
八
四
・
六
）
に
詳
し
い
。

12
）

山
本
博
文
『
武
士
と
世
間

な
ぜ
死
に
急
ぐ
の
か
』（
二
〇
〇
三
・
六
）

13
）

例
え
ば
古
山
高
麗
雄
『
断
作
戦
』
は
、
戦
場
で
の
惨
め
な
死
を
遺
族
に
伝
え

る
こ
と
の
難
し
さ
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
ま
た

郷
土

が
兵
士
に
見
事
な
戦
死

を
期
待
し
、
か
つ
強
い
て
い
た
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
、
一
ノ
瀬
俊
也
『
故
郷
は

な
ぜ
兵
士
を
殺
し
た
か
』（
二
〇
一
〇
・
八
）
に
詳
し
い
。

14
）

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
日
本
人
の
戦
争

作
家
の
日
記
を
読
む
」（『
文
学

界
』
二
〇
〇
九
・
二
）

15
）
『
大
造
じ
い
さ
ん
と
雁
』
に
は
、
大
造
じ
い
さ
ん
が
「
何
と
思
っ
た
か
、
ま

た
、
じ
ゅ
う
を
下
ろ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
こ
の
「
何
と
思
っ
た
か
」
の
部
分
の
気
持
ち
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
（
田
中
実
「
教
材
価
値
論
を
求
め
て

『
大
造

じ
い
さ
ん
と
雁
』
か
ら

」『
日
本
文
学
』
一
九
九
六
・
四
、
石
原
千
秋

『
国
語
教
科
書
の
思
想
』
二
〇
〇
五
・
一
〇
、
等
）、
語
り
の
文
体
に
お
け
る

そ
う
し
た
挿
入
句
の
機
能
面
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

16
）

高
木
信
「
熊
谷
直
実
の

ま
な
ざ
し

死
者
の
魂
を
分
有
す
る
」（『「
死

の
美
学
化
」
に
抗
す
る
『
平
家
物
語
』
の
語
り
方
』
二
〇
〇
九
・
三
）、
菊
野

雅
之
「『
敦
盛
最
期
』
教
材
論

忘
却
さ
れ
る
首
実
検
と
無
視
さ
れ
る
語
り

収
め

」（『
国
語
科
教
育
』
第
六
十
五
集
、
二
〇
〇
九
・
三
）

17
）

高
橋
昌
明
『
武
士
の
成
立

武
士
像
の
創
出
』（
一
九
九
九
・
十
一
）

18
）

北
川
忠
彦
「
景
清
像
の
成
立
」（『
立
命
館
文
学
』
二
七
一
号
、
一
九
六
八
・

一
）

19
）
『
平
家
物
語
』
の
「
一
所
」
へ
の
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
は
注

11
）参
照
。

20
）

大
貫
恵
美
子
『
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
桜

美
意
識
と
軍
国
主
義
』（
二
〇
〇

三
・
四
）、
同
『
学
徒
兵
の
精
神
史
』（
二
〇
〇
六
・
二
）

21
）

や
は
り
教
材
と
し
て
採
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
忠
度
都
落
」
の
忠
度
と
俊
成

と
の
対
面
場
面
も
、
も
し
延
慶
本
の
よ
う
な
描
写
し
か
現
代
に
伝
ら
な
か
っ
た

と
し
た
な
ら
ば
、
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

22
）

一
ノ
瀬
俊
也
『
明
治
・
大
正
・
昭
和
軍
隊
マ
ニ
ュ
ア
ル

人
は
な
ぜ
戦
場
に

行
っ
た
の
か
』（
二
〇
〇
四
・
七
）

23
）

い
ず
れ
も
半
井
本
の
当
該
箇
所
に
は
「
お
め
お
め
と
」
の
語
は
な
い
。
金
刀

比
羅
本
で
多
用
さ
れ
て
い
る
語
が
半
井
本
に
は
な
い
と
い
う
現
象
は
ほ
か
に
も

指
摘
で
き
る
（
拙
稿
「『
首
ね
ぢ
き
ッ
て
』
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て

源

為
朝
・
巴
・
畠
山
重
忠

」『
三
田
国
文
』
47
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別

に
考
え
た
い
。

24
）

池
上
栄
子
（
森
本
醇
訳
）『
名
誉
と
順
応

サ
ム
ラ
イ
精
神
の
歴
史
的
社
会

学
』（
二
〇
〇
〇
・
三
）

25
）

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト
『
武
士
の
精
神
と
そ
の
歩
み

武
士
道
の

社
会
思
想
史
的
考
察

』（
二
〇
〇
九
・
四
）

26
）

加
藤
周
一
『
日
本
人
の
死
生
観
』（
一
九
七
七
・
十
）

27
）

竹
内
整
一
『
日
本
人
は
な
ぜ
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
別
れ
る
の
か
』（
二
〇
〇

九
・
一
）

28
）

注

26
）に
同
じ
。

29
）

オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
『
よ
こ
糸
の
な
い
日
本

天
皇
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

（
一
九
七
六
・
一
）

30
）

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｌ
・
モ
ッ
セ
（
宮
武
実
知
子
訳
）『
英
霊

創
ら
れ
た
世
界
大

戦
の
記
憶
』（
二
〇
〇
二
・
五
）

31
）

駒
尺
喜
美
「
漱
石
に
お
け
る
厭
戦
文
学

『
趣
味
の
遺
伝
』

」（『
日
本

文
学
』
一
九
七
二
・
六
）

32
）

森
安
理
文
「
戦
争
文
学
論

壮
烈
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
倫
理
か

」（『
国
学
院
雑
誌
』
六
十
九
巻
第
八
号
、
一
九
六
八
・
八
）
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33
）

加
藤
健
二
郎
『
戦
場
の
現
在
｜
戦
闘
地
域
の
最
前
線
を
ゆ
く
』（
二
〇
〇

五
・
三
）

34
）

山
下
宏
明
「『
平
家
物
語
』
の
受
容

批
評
の
ゆ
く
え

」（『
文
学
』

二
〇
〇
二
・
七
・
八
）、
大
津
雄
一
「
戦
時
下
の
『
平
家
物
語
』」（『
国
語
と
国

文
学
』
二
〇
〇
八
・
十
一
）

35
）

伊
香
俊
哉
「
雲
南

西
地
区
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
」（『
記
憶
の
比
較
文
化

論

戦
争
・
紛
争
と
国
民
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
二
〇
〇
三
・

二
）

36
）

加
藤
陽
子
は
注

22
）の
一
ノ
瀬
俊
也
の
著
作
の
書
評
に
お
い
て
、「
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
型
に
自
ら
を
没
入
さ
せ
て
善
良
な
国
民
を
演
じ
る
そ
の
時
、
型
か
ら
心

が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
逆
説
は
、
静
か
だ
が
怖
い
」（『
戦
争
を
読
む
』
二
〇
〇

七
・
六
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
授
業
で
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
の
あ
る
型

を
扱
う
際
、
そ
の
型
を
た
だ
踏
襲
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、「
型
か
ら
心
が

生
み
出
さ
れ
て
い
く
逆
説
」
を
知
ら
ず
知
ら
ず
実
践
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を

招
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
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