
1　はじめに

　
　
　
は
じ
め
に

　
日
本
史
や
戦
国
時
代
は
好
き
だ
け
ど
、
史
料
を
ど
う
読
ん
で
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
史
料
を
読
ん
で
も
苦
痛
な
だ

け
で
、
ち
っ
と
も
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
残
念
な
悩
み
を
か
か
え
る
人
た
ち
は
案
外
少
な
く
な
い
よ
う

だ
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
方
々
に
、
歴
史
の
研
究
は
お
も
し
ろ
い
よ
、
き
っ
と
ま
だ
ま
だ
お
も
し
ろ
く
な
る
よ
、
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
書
や
論
文
を
読
ん
で
自
分
な
り
に
理
解
し
た
り
、
疑
問
を
抱
い
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
る
て
い
ど
の
基
礎
知

識
と
好
奇
心
さ
え
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
が
自
由
に
で
き
る
。
た
だ
、
専
門
的
に
歴
史
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
と
、
や
は

り
、
そ
れ
は
そ
う
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
史
料
を
正
確
に
解
釈
し
て
、
な
お
か
つ
そ
こ
か
ら
独
自
性

の
あ
る
見
解
を
導
き
だ
す
に
は
、
相
応
の
訓
練
が
求
め
ら
れ
る
し
、
セ
ン
ス
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
し

て
、
同
じ
よ
う
な
関
心
を
も
っ
た
先
行
研
究
が
ご
ま
ん
と
あ
れ
ば
、
そ
の
困
難
さ
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
し
ま
う
。
い

き
お
い
、
せ
っ
か
く
の
大
志
を
抱
い
て
歴
史
研
究
の
門
を
た
た
い
て
も
、
心
折
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
戦
線
を
思
い
っ
き

り
縮
小
し
て
、
狭
い
自
分
だ
け
の
「
専
門
分
野
」
に
立
て
こ
も
っ
て
し
ま
う
人
が
跡
を
絶
た
な
い
。

　
で
も
、
じ
つ
は
歴
史
研
究
の
い
ち
ば
ん
の
醍
醐
味
は
、「
史
料
読
み
」
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
。
著
者
の
桜
井
さ
ん
も

私
も
、
一
連
の
研
究
活
動
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
楽
し
い
の
は
、
机
に
む
か
っ
て
、
と
き
に
は
布
団
に
寝
っ
転
が
っ
て
、
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史
料
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
一
字
一
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
、
無
責
任
な
妄
想

を
め
ぐ
ら
す
ひ
と
と
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　
と
き
に
は
「
お
ッ
！
　
こ
れ
は
新
解
釈
だ
！
」
と
小
躍
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
い
ざ
論
文
に
し
よ
う
と
す
る

と
自
分
の
解
釈
の
無
理
に
気
づ
い
て
、
ガ
ッ
ク
リ
す
る
と
い
う
経
験
も
数
し
れ
な
い
。
で
も
、
た
っ
た
一
〜
二
行
の
記

述
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
の
解
釈
の
可
能
性
を
導
き
だ
し
、
そ
れ
を
も
う
い
ち
ど
冷
静
な
頭
で
点
検
し
て
、
取
捨
選
択
し

て
い
く
作
業
と
い
う
の
は
、
ほ
か
で
は
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
知
的
な
愉た
の

し
み
に
満
ち
た
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
私

た
ち
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
き
っ
と
多
く
の
研
究
者
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
喜
び
だ
と
思
う
。
た
だ
、
残
念
な

が
ら
、
で
き
あ
が
っ
た
論
文
や
著
書
の
な
か
に
は
、（
そ
れ
が
良
質
な
研
究
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
）変
に
高
揚
し
た
妄
想
の

片
鱗
や
知
的
格
闘
の
痕
跡
は
、
き
れ
い
に
除
去
さ
れ
て
い
て
、
読
者
が
そ
の
「
舞
台
裏
」
に
ま
で
想
像
を
お
よ
ぼ
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
で
も
、
も
し
、
そ
ん
な
研
究
者
の
史
料
を
め
ぐ
る
試
行
錯
誤
の
生
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
難
解
そ
う
な

顔
を
し
た
史
料
の
ま
え
で
立
ち
す
く
ん
で
い
る
多
く
の
人
た
ち
を
勇
気
づ
け
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ

で
思
い
立
っ
た
の
が
、
桜
井
さ
ん
と
私
の
二
人
で
ひ
と
つ
の
史
料
を
ネ
タ
に
し
て
自
由
に
語
り
あ
う
と
い
う
対
談
の
形

式
で
、
お
互
い
の
史
料
解
釈
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
披
露
し
あ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。
な
か
に
は
、
ち
ょ
っ
と
恥
ず

か
し
い
脱
線
や
混
線
も
ま
ま
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
含
め
て
「
舞
台
裏
」
を
の
ぞ
く
お
も
し
ろ
さ
と
思
っ
て
も
ら
い
た

い
。
そ
し
て
解
釈
の
当
否
よ
り
も
な
に
よ
り
も
、
い
い
大
人
が
泊
ま
り
が
け
で
三
日
間
も
ひ
と
つ
の
史
料
と
格
闘
し
て

い
る
、
そ
の
様
子
か
ら
「
史
料
読
み
」
の
楽
し
さ
を
感
じ
と
っ
て
も
ら
え
た
な
ら
、
本
書
の
目
的
は
ほ
ぼ
達
せ
ら
れ
た
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こ
と
に
な
る
。

　
歴
史
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
の
は
、
楽
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
史
料
を
読
む
の
は
、
も
っ

と
楽
し
い
。
本
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
核
心
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
で
は
、
歴
史
を
語
る
魅
力
的
な
史
料
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
い
っ
た
い
何
を
素
材
に
し
よ
う
か
？
　
そ

こ
で
私
た
ち
が
熟
慮
の
す
え
に
選
ん
だ
の
は
、
戦
国
大
名
が
国
ご
と
に
定
め
た
分
国
法
。
そ
の
な
か
で
も
、
あ
え
て
陸

奥
の
伊だ

て達
稙た
ね
む
ね宗

が
定
め
た
分
国
法
「
塵じ
ん
か
い
し
ゅ
う

芥
集
」
で
あ
る
。

　
伊
達
稙
宗（
一
四
八
八
〜
一
五
六
五
）は
、
著
名
な 〝
独ど
く
が
ん眼

竜り
ゅ
う〞 

伊
達
政ま
さ
む
ね宗

の
曽
祖
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。
彼
が
当

主
だ
っ
た
時
期
に
、
伊
達
家
で
は
徴
税
台
帳
と
し
て
の
「
棟む
な
や
く役

日に
っ
き記

」
や
「
段た
ん
せ
ん銭

帳ち
ょ
う」

の
作
成
、
陸
奥
国
守し
ゅ

護ご

職し
き

の
獲

得
、
近
隣
諸
大
名
と
の
幅
広
い
婚
姻
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
積
極
的
な
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
自
身
は
、
皮
肉

な
こ
と
に
伊
達
天て
ん
ぶ
ん文
の
乱
で
嫡
子
晴は
る
む
ね宗
に
よ
っ
て
失
脚
さ
せ
ら
れ
、
失
意
の
う
ち
に
長
い
晩
年
を
す
ご
す
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
彼
の
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
た
一
連
の
積
極
的
な
施
策
は
、
そ
の
後
の
伊
達
家
が
東
北
随
一
の
大
名
に
飛
躍
す
る

基
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
な
か
で
も
、
彼
が
天
文
五
年（
一
五
三
六
）に
制
定
し
た
分
国
法
「
塵
芥
集
」
は
、
一
七
一
条
と
い
う
、
戦
国
大
名
の

分
国
法
中
最
大
の
条
文
数
を
誇
る
も
の
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
対
談
の
素
材
と
し
て
、
数
あ
る
中

世
史
料
の
な
か
か
ら
分
国
法
、
と
く
に
、
そ
の
「
塵
芥
集
」
を
選
ん
だ
の
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

　
ひ
と
つ
は
、「
塵
芥
集
」
が
条
文
数
が
多
く
、
ま
た
内
容
が
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
法
制
史
料
と
し
て
は



4

異
常
な
ま
で
に
具
体
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
対
談
中
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
「
む
て
人
」
や
「
生い
け

口く
ち

」

な
ど
、「
塵
芥
集
」
に
は
ほ
か
の
法
制
史
料
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
独
特
な
語
彙
や
習
俗
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
塵
芥
集
」
に
は
同
時
代
史
料
と
し
て
は
稀
有
な
ほ
ど
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
や
ト
ラ
ブ
ル
が
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
記
述
か
ら
逆
に
中
世
社
会
の
実
態
や
中
世
人
の
考
え
方
に
せ
ま
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。「
戦
国
法
」

と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
お
堅
い
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
、
中
世
人
の
リ
ア
ル
な
生
き
ざ
ま
に
せ
ま
り
、
豊
か
な

社
会
像
を
導
き
だ
す
よ
う
な
「
読
み
方
」
を
追
究
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
「
塵
芥
集
」
を
素
材
に
選
ん
だ
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
こ
の
法
典
の
制
定
事
情
や
施
行
実
態
を
物
語
る

関
連
史
料
が
い
っ
さ
い
残
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
自
体
、
孤
立
し
た
史
料
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
、

見
方
に
よ
っ
て
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
「
塵
芥
集
」
の
欠
点
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
に
、
近
年
「
塵

芥
集
」
を
活
用
し
た
研
究
論
文
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
史
料
状
況
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
に
せ
「
塵
芥
集
」
し
か
残
っ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
に
解
釈
を
加
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
解
釈
を
裏
づ
け
た
り
、

応
用
し
た
り
で
き
る
具
体
例
が
な
に
ひ
と
つ
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
だ
か
ら
こ
そ
「
塵
芥
集
」
の
記
述
だ
け
を
徹
底
的
に
読
み
こ
む
こ
と
で
、
新
し

い
発
見
が
得
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
一
部
の
研
究
者
の
書
く
論
文
の
な
か
に

は
、「
研
究
論
文
を
書
く
」
と
い
う
こ
と
を
「
デ
ー
タ
を
並
べ
る
」
と
い
う
こ
と
と
勘
ち
が
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
え
る
ほ
ど
、
十
分
な
解
釈
を
施
さ
な
い
ま
ま
の
生
煮
え
の
史
料
を
羅
列
し
て
、
事こ
と

足た

れ
り
と
し
て
し
ま
っ
て
い

る
も
の
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
で
史
料
検
索
や
閲
覧
が
容
易
に
な
っ
た
時
代
な
ら
で
は
の
こ
と
、
と
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い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
限
定
さ
れ
た
史
料
を
じ
っ
く
り
読
む
力
を
身

に
つ
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ほ
か
に
逃
げ
場
の
な
い
「
塵
芥
集
」
と
い
う
史
料
は
、「
史
料
読
み
」
の
楽

し
さ
と
難
し
さ
を
同
時
に
味
わ
え
る
格
好
の
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
か
ぎ
ら
れ
た
記
述
の
な
か
か
ら
、
ど
れ
だ

け
豊
か
な
世
界
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
を
「
制
約
」
と
は
考
え
ず
、
一
種
の
知
的
ゲ
ー
ム
の
「
お
約

束
ご
と
」
ぐ
ら
い
に
考
え
て
、
ぜ
ひ
読
者
に
は
、
そ
の
ゲ
ー
ム
の
「
も
う
一
人
の
参
加
者
」
に
な
っ
た
つ
も
り
で
本
書

を
紐ひ
も

解と

い
て
も
ら
い
た
い
。

　「
塵
芥
集
」
の
引
用
は
、『
日
本
思
想
大
系
　
中
世
政
治
社
会
思
想
　
上
』（
岩
波
書
店
・
一
九
七
二
年
）の
漢
字
混
じ

り
文（
勝
俣
鎮
夫
氏
執
筆
）に
依
拠
し
た
。
原
文
は
ほ
と
ん
ど
平
仮
名
で
書
か
れ
、
漢
字
の
使
用
は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。

引
用
史
料
中
の
ル
ビ
の
つ
け
ら
れ
て
い
る
漢
字
は
、
史
料
原
文
で
は
平
仮
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
逆
に
ル
ビ
の

な
い
漢
字
、
お
よ
び
ル
ビ
が
括
弧
に
入
っ
て
い
る
漢
字
は
、
と
も
に
原
文
で
も
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
箇
所
で
あ
る
。

対
談
中
で
「
勝
俣
注
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
該
書
に
つ
け
ら
れ
た
勝
俣
氏
執
筆
の
校
注
お
よ
び
補
注
を
さ
す
。

　
な
お
、
本
書
の
も
と
に
な
っ
た
対
談
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
一
九
〜
二
一
日
、
稙
宗
の
居
城
に
近
い
福
島
県
福
島
市

の
土つ
ち

湯ゆ

温
泉
「
山
水
荘
」
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
参
加
者
は
桜
井
・
清
水
・
濱
久
年（
高
志
書
院
）の
三
人
。
桑
折
西
山
城

の
遺
構
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
文
化
振
興
財
団
の
飯
村
均
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

清
水 

克
行
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1  

山
の
世
界
は
無
法
地
帯
？ 

～
ア
ジ
ー
ル
へ
の
挑
戦
1
～

　
第
Ⅰ
章
で
は
、
検け
ん
だ
ん断（

刑
事
裁
判
関
係
）を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
う
。

　
山
の
奥
に
は
伊
達
氏
の
支
配
も
お
よ
ば
な
い
独
特
の
ル
ー
ル
が
生
き
て
い
た
。
狩
人
と
山
賊
と
村
人

―
。

生
業
こ
そ
異
な
る
が
、
彼
ら
の
実
態
は
意
外
な
重
な
り
あ
い
を
示
し
て
い
る
。「
塵
芥
集
」
を
読
み
解
く
こ

と
で
、
侍
や
農
民
だ
け
で
な
い
、
中
世
社
会
の
も
う
ひ
と
つ
の
姿
も
み
え
て
く
る
。
ま
ず
最
初
は
、
ほ
か
の

中
世
史
料
で
は
な
か
な
か
み
え
て
こ
な
い
中
世
の 

〝
山
〟 

の
世
界
と
、
そ
こ
に
う
ご
め
く
人
び
と
の
生
態
に

「
塵
芥
集
」
の
条
文
か
ら
せ
ま
っ
て
み
た
い
。
は
た
し
て
伊
達
稙
宗
は
、
そ
う
し
た
独
自
の
世
界
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
支
配
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

狩
人
と
は
何
者
か

清
水
　
そ
ろ
そ
ろ
具
体
的
に
「
塵
芥
集
」
の
内
容
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
っ
と
風
変
わ
り
な
内
容
で
す
が
、
中
世
社
会

の
な
ん
た
る
か
を
知
っ
て
も
ら
う
う
え
で
、
格
好
の
条
文
が
僕
は
65
条
だ
と
思
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
読
み
ま
し
ょ
う
。

65
一
　
山
中
行ゆ

き
帰か
へ

り
の
人
を
、
盗ぬ
す

人
、
狩か
り

人
と
な
ず
ら
へ
、
人
の
財ざ
い
ほ
う宝

を
奪う
ば

い
と
る
事
、
そ
の
例れ
い

多お
ほ

し
。
し
か
る
う
へ
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は
、
い
ま
よ
り
後の
ち

、
狩か
り

人
路
次
中
よ
り
三
里り

の
外ほ
か

に
し
て
こ
れ
を
な
す
べ
し
。
三
里り

の
内う
ち

に
て
狩か
り

を
い
た
し
候
は
ゞ
、

盗ぬ
す

人
の
罪ざ
い
く
は科

た
る
べ
し
。
た
ゞ
し
狩か
り

人
鹿し
ゝ

に
目め

を
か
け
、
追を

ひ
来き
た

ら
ば
、
是
非
に
を
よ
ば
ざ
る
な
り
。
又
山（
や
ま
び
と
）

人
た
き

木
を
も
と
め
深み

山や
ま

へ
わ
け
入
（
い
る
）の
と
き
、
山
立た
ち

狩か
り

人
と
な
ず
ら
へ
、
山
人
を
取と

る
。
し
か
る
に
山
人
不ふ

慮り
ょ

に
の
が
れ
き

た
り
、
狩か
り

人
を
見
知し

る
の
よ
し
申
出い

で
ば
、
く
だ
ん
の
盗ぬ
す

人
、
た
と
ひ
真ま
こ
との
狩か
り

人
な
り
と
も
、
山
人
の
口く
ち

に
ま
か
せ

盗た
う
ぞ
く賊
の
罪ざ
い
く
わ科
に
処し
よ

す
べ
き
也
。

　
　
ま
ず
最
初
の
文
で
、
盗
人
が
「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
」
て
、
山
中
に
出
入
り
し
て
い
る
人
の
財
宝
を
奪
い
と
る
例
が
ひ

じ
ょ
う
に
多
い
、
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
な
ず
ら
へ
」
で
す
が
、
僕
た
ち
が
底
本
に
し
て
い
る
『
日
本
思
想
大
系
　
中

世
政
治
社
会
思
想
上
』
で
勝
俣
鎮
夫
さ
ん
が
つ
け
た
頭
注（
以
下
、
勝
俣
注
と
よ
ぶ
）で
は
「
よ
そ
お
い
。
か
こ
つ
け
て
」

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
盗
人
が
狩
人
に
扮ふ
ん

し
て
強
盗
を
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
ひ

っ
か
か
る
の
で
す
。
む
し
ろ
、
あ
と
の
ほ
う
を
読
ん
で
い
く
と
「
狩
人
だ
と
称
し
て
財
宝
を
奪
い
と
る
」
で
は
な
い
か

な
と
思
う
の
で
す
。

　
　
そ
の
あ
と
の
文
で
は
、
し
た
が
っ
て
今
後
は
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
ま
っ
と
う
な
狩
人
は
道
路
か
ら
三

里
離
れ
た
と
こ
ろ
で
狩
猟
活
動
を
し
ろ
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。「
盗
人
と
紛
ら
わ
し
い
か
ら
狩
人
は
狩
り
を
す
る
な
ら

山
奥
で
し
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
も
し
道
路
か
ら
三
里
以
内
の
土
地
で
狩
猟
活
動
を
し
た

な
ら
ば
、
ま
っ
と
う
な
狩
人
と
は
い
え
、
盗
人
と
同
罪
だ
。
た
だ
し
、
狩
人
の
見
つ
け
た
鹿
が
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
を
追
い
か
け
て
道
の
ほ
う
に
近
づ
い
て
も
問
題
は
な
い
、
と
あ
り
ま
す
。
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後
半
に
行
き
ま
す
ね
。
ま
た
、
山
で
採
集
活
動
を
し
て
い
る
山や
ま
び
と人
が
た
き
木
を
拾
っ
て
い
て
、
思
わ
ぬ
山
奥
に
迷

い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
山や
ま

立だ
ち（

山
賊
の
こ
と
）が
ま
た
「
狩
人
と
な
ら
ず
ら
へ
」
て
山
人
を
「
取
る
」
こ
と
が
あ
る
。

「
取
る
」
と
い
う
の
は
、
山
賊
が
山
人
を
拉
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
こ
こ
で
も
ま
た
「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
」

が
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
山
人
が
山
賊
に
拉
致
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
、
あ
や
う
く
逃
げ
て
き
て
、
狩
人
と

名
乗
る
者
に
襲
わ
れ
た
の
だ
と
伊
達
家
に
通
報
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
盗
人
は
、
た
と
え
真
の
狩
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

山
人
の
証
言
に
も
と
づ
き
処
罰
す
る
、
と
い
う
内
容
で
す
。

　
　
こ
こ
で
「
た
と
ひ
真
の
狩
人
な
り
と
も
…
罪
科
に
処
す
べ
き
也
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
？
　
こ
れ
だ
と
「
真
の
狩
人
」
だ
っ
た
ら
ば
、
本
来
は
「
深
山
に
分
け
入
っ
て
き
た
山
人
を
拉

致
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
前
半
は
「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
」
て
、
山
に
入
っ
て
き
た
人
か
ら
強

盗
行
為
を
は
た
ら
く
。
後
半
は
「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
」
て
、
た
き
木
を
求
め
て
山
奥
に
入
っ
て
き
た
人
を
拉
致
し
て
し

ま
う
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
る
」
と
い
う
の
は
、
た
ん
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
、
狩
人
の
扮

装
を
し
て
安
心
さ
せ
て
、
強
盗
な
り
拉
致
を
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。

桜
井
　
な
る
ほ
ど
ね
。

清
水
　
狩
人
に
は
一
種
の
テ
リ
ト
リ
ー
が
あ
っ
て
、
そ
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
な
か
に
関
係
の
な
い
人
が
入
っ
て
く
る
と
、
財

産
で
あ
れ
身
柄
で
あ
れ
、
拘
束
さ
れ
て
も
文
句
は
い
え
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。「
塵

芥
集
」
の
な
か
の
言
葉
で
い
え
ば
「
深
山
」
が
、
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
ね
。

桜
井
　
勝
俣
注
の
「
よ
そ
お
い
」
と
い
う
訳
を
み
て
、
そ
の
解
釈
で
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
ね
。
で
も
、
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清
水
君
の
解
釈
で
は
、「
狩
人
の
ふ
り
を
し
て
獲
物
に
近
づ
く
」
の
で
は
な
く
て
、「
狩
人
な
ん
だ
か
ら
襲
っ
て
も
い
い

ぞ
」
と
い
う
こ
と
だ
ね
。
た
し
か
に
「
狩
人
と
な
ず
ら
へ
」
の
あ
と
に
、「
そ
の
人
に
近
づ
き
」
に
あ
た
る
部
分
が
な

い
よ
ね
。「
狩
人
に
な
ず
ら
へ
」
の
あ
と
、
い
き
な
り
「
人
の
財
宝
を
奪
い
と
る
」
が
来
て
、
あ
い
だ
に
も
う
一
言
あ

れ
ば
、「
ふ
り
を
し
て
」
み
た
い
な
解
釈
も
で
き
る
け
ど
、
前
半
も
後
半
も
「
な
ず
ら
へ
〜
と
る
」
に
な
っ
て
い
る
か

ら
ね
。
そ
こ
は
た
し
か
に
い
わ
れ
る
と
お
り
だ
な
。

清
水
　
狩
人
の
エ
リ
ア
に
来
た
の
だ
か
ら
、
襲
わ
れ
て
も
文
句
は
い
え
な
い
。

桜
井
　
ナ
ワ
バ
リ
論
か
ら
解
釈
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ね
。

清
水
　
こ
の
ば
あ
い
は
、
山
賊
の
正
統
性
の
根
拠
に
「
狩
人
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

桜
井
　
た
し
か
に
「
狩
人
の
ふ
り
を
し
て
」
と
訳
し
て
も
、「
よ
そ
お
い
」
と
訳
し
て
も
、
解
決
し
な
い
ね
。
狩
人
と
称

す
れ
ば
、
相
手
は
油
断
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
ね
。

清
水
　「
ち
ょ
っ
と
道
を
聞
き
た
い
の
で
す
け
ど
」
っ
て
、
近
づ
い
て
い
っ
て
…
。

桜
井
　「
山
賊
か
と
思
っ
た
ら
、
狩
人
さ
ん
で
す
か
。
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
よ
」
っ
て
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ね
。
そ
れ
は

お
か
し
い
っ
て
こ
と
だ
ね
。

清
水
　
そ
う
で
す
。

桜
井
　
な
ん
で
狩
人
の
ふ
り
を
す
る
と
、
襲
い
や
す
く
な
る
の
か
と
い
う
理
屈
は
た
し
か
に
不
自
然
だ
ね
。
そ
の
不
自
然

さ
を
嫌
っ
た
解
釈
だ
ね
。

清
水
　「
塵
芥
集
」
の
魅
力
で
も
あ
る
の
で
す
け
ど
、
狩
人
の
生
態
を
描
い
て
い
る
中
世
史
料
は
ほ
か
に
な
い
で
す
よ
ね
。


