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は
じ
め
に

戦
前
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、
楠
木
正
成
（「
大
楠
公
」）、
正
行
（「
小
楠
公
」）
が
大

き
く
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
皇
国
史
観
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
天
皇
の
忠
臣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
点
に
あ
る
こ
と
は

論
を
ま
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
正
成
、
正
行
像
が
教
育
の
場
や
、
イ
ベ
ン
ト
の
場
な

ど
様
々
な
所
で
、
ど
の
よ
う
に
喧
伝
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
す
ぐ
れ
た

研
究
が
あ
る①
。

ま
た
、「
楠
公
」
は
武
人
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
人
の
間
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
て
い
る
。
兵
器
に
描
か
れ
た
楠
木
氏
の
菊
水
の
紋
な
ど
、
携
わ
る
様
々
な

場
所
や
も
の
に
「
楠
公
」
を
想
起
さ
せ
る
意
匠
が
用
い
ら
れ
た
。
特
に
日
中
戦
争
、

太
平
洋
戦
争
の
時
期
に
そ
の
傾
向
は
顕
著
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
軍
人
と
「
楠
公
」

の
関
係
を
直
接
取
り
上
げ
た
研
究
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
戦
前
の
軍

国
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
の
文
脈
で
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

だ
が
、
軍
人
た
ち
が
「
楠
公
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
作
業
は
、
彼
ら
が
本
心
か
ら
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
の
か
と
い
う
問
題
を
は
ら

む
も
の
の
、
表
向
き
の
当
時
の
軍
人
の
倫
理
観
、
死
生
観
等
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
分
析
は
、
戦
時
期
を
理
解
す
る
う
え
で
も
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
一
般
の
出
版
物
に
加
え
、
陸
軍
将
校
の
親
睦
団
体
で
あ
る
偕
行
社
が
発
行

し
て
い
た
『
偕
行
社
記
事
』
な
ど
を
史
料
と
し
て
用
い
つ
つ②
、軍
人
に
と
っ
て
の
「
楠

公
」
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
使
用
す
る
史
料
は
陸

軍
の
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
研
究
の
出
発
点
と
し
て
考
察
を

進
め
て
い
き
た
い
。

一　

戦
前
日
本
社
会
に
お
け
る
「
楠
公
」
の
位
置
づ
け

実
在
の
楠
木
正
成
は
、
未
だ
そ
の
実
像
に
関
し
て
明
ら
か
で
な
い
点
が
数
多
く
あ

る
人
物
だ
が
、
同
時
代
に
記
さ
れ
た
『
太
平
記
』
や
敵
方
の
足
利
氏
の
立
場
か
ら
記

さ
れ
た
『
梅
松
論
』
を
通
じ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
構
成
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
、
江

戸
時
代
に
入
る
と
『
太
平
記
』
は
一
般
庶
民
の
間
で
も
広
く
親
し
ま
れ
、
そ
の
人
気

は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
水
戸
学
の
よ
う
な
儒
学
の
文
脈
に
お
い
て

も
南
朝
が
正
統
と
し
て
扱
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
南
朝
に
身
命
を
か
け
て
仕
え
た
楠
木

一
族
は
忠
臣
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
水
戸
学
の
基
礎
を
築
い
た

徳
川
光
圀
は
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
を
命
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
正

成
戦
死
の
地
、
湊
川
に
碑
を
建
立
す
る
な
ど
、
顕
彰
運
動
を
行
っ
て
い
る③
。
ま
た
、

頼
山
陽
の
手
に
よ
る
『
日
本
外
史
』
も
『
大
日
本
史
』
を
受
け
継
ぎ
、
南
朝
正
統
の

立
場
に
立
っ
て
楠
木
氏
を
忠
臣
と
し
て
評
価
し
た④
。

江
戸
期
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
南
朝
、
お
よ
び
そ
の
臣
下
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

眼
差
し
は
、
い
わ
ゆ
る
維
新
の
志
士
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
明
治
維
新

で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
長
州
藩
は
、
諸
藩
の
な
か
で
も
最
初
に
楠
木
正
成
を

日
本
陸
海
軍
の
な
か
の
「
楠
公
」
像

―
昭
和
期
軍
人
の
著
作
分
析
を
中
心
に

―

松　

本　

昂　

也
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追
悼
す
る
楠
公
祭
を
営
み
、
そ
れ
を
名
分
に
し
て
幕
府
側
に
殺
さ
れ
た
同
志
の
追
悼

を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
政
治
的
討
幕
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
も
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
正

成
と
同
じ
く
、
後
の
世
で
評
価
さ
れ
る
と
の
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う⑤
。

明
治
に
入
る
と
、
南
朝
の
顕
彰
は
よ
り
精
力
的
に
国
家
規
模
で
行
わ
れ
て
い
く
。

そ
も
そ
も
、
明
治
維
新
は
天
皇
が
親
政
を
行
っ
た
古
の
時
代
を
理
想
に
掲
げ
進
め
ら

れ
た
。
そ
の
際
に
唱
え
ら
れ
た
の
は
、初
代
の
神
武
天
皇
の
時
代
へ
の
回
帰
で
あ
る⑥
。

ま
た
、
維
新
を
担
い
明
治
政
府
を
形
成
し
た
人
々
は
南
朝
正
統
論
を
支
持
す
る
人
々

で
あ
っ
た⑦
。
ゆ
え
に
、
当
然
、
建
武
の
新
政
に
も
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
天
皇
親

政
を
目
指
し
た
後
醍
醐
天
皇
の
建
武
の
新
政
も
過
去
に
お
け
る
理
想
へ
の
挑
戦
、「
建

武
中
興
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

正
統
で
あ
る
南
朝
、
そ
し
て
「
建
武
中
興
」
の
理
想
を
支
え
た
正
成
ら
「
忠
臣
」

に
対
し
て
も
国
家
規
模
で
の
顕
彰
運
動
が
本
格
化
す
る
。
正
成
戦
死
の
地
で
あ
る
兵

庫
県
湊
川
に
は
、
正
成
ら
を
祭
っ
た
別
格
官
弊
社
湊
川
神
社
が
一
八
七
二
（
明
治
四
）

年
に
整
備
さ
れ
、
息
子
正
行
戦
死
の
地
で
あ
る
大
阪
府
四
条
畷
に
も
一
八
九
〇
（
明

治
二
二
）、
正
行
ら
を
祭
る
別
格
官
弊
社
四
条
畷
神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
加
え
て
官
位

の
昇
進
も
行
わ
れ
、
正
成
に
は
正
一
位
、
正
行
に
は
正
二
位
が
追
贈
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
東
京
皇
居
前
の
広
場
に
は
、
天
皇
を
守
る
形
で
正
成
の
騎
馬
像
の
設
置
が
行
わ

れ
た
。
森
正
人
は
湊
川
神
社
の
整
備
、
騎
馬
像
の
設
置
を
取
り
上
げ
、
天
皇
へ
の
忠

誠
を
可
視
化
し
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
た
め
の
国
民
国
家

化
の
装
置
と
し
て
の
正
成
像
を
論
じ
て
い
る⑧
。
近
代
化
を
進
め
、
国
民
を
創
出
す
る

必
要
の
あ
っ
た
明
治
政
府
は
そ
の
手
段
と
し
て
も
、
正
成
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
顕
彰
運
動
は
他
の
南
朝
関
係
者
に
も
行
わ
れ
た
が
、「
楠
公
」
に

対
す
る
そ
れ
は
最
も
活
発
に
行
わ
れ
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

国
民
化
と
い
う
点
に
お
い
て
、
学
校
で
の
歴
史
教
育
、
道
徳
教
育
の
場
面
に
目
を

向
け
る
と
、
そ
こ
で
も
「
楠
公
」
は
用
い
ら
れ
た
。「
楠
公
」
に
ま
つ
わ
る
歴
史
、
逸

話
を
通
し
て
教
育
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
村
格
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
正
成
と
そ

の
弟
正
季
の
最
期
に
関
し
て
『
太
平
記
』
で
は
怨
念
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、

国
定
教
科
書
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
教
科
書
で
は
、
正
季
の
潔
く
死
を
受
け
入
れ
る
態

度
、
正
成
の
忠
節
と
い
っ
た
具
合
に
美
談
に
直
し
て
掲
載
し
て
い
た⑨
。
こ
の
際
、
重

視
さ
れ
た
の
は
歴
史
的
な
事
実
よ
り
も
教
育
的
効
果
で
あ
っ
た
。
ま
た
相
川
美
恵
子

は
明
治
以
降
歴
史
教
科
書
に
登
場
す
る
正
成
像
を
分
析
し
、
教
育
方
針
や
教
科
書
の

編
集
方
針
な
ど
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
正
成
像
、
正
行
像
が
変
化
し

て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑩
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
史
実
と
し
て
の
正
成
、
正

行
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
の
「
楠
公
」
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が

垣
間
見
え
る
。以
上
の
よ
う
な
教
育
を
通
し
て
、こ
れ
か
ら
軍
人
と
な
っ
て
い
く
人
々

の
間
で
共
有
さ
れ
る
「
楠
公
」
の
人
物
像
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た⑪
。
で
は
、
こ
れ
ら

の
教
育
を
受
け
た
軍
人
は
、
そ
の
後
「
楠
公
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
か
。

二　

軍
人
と
「
楠
公
」
①
軍
事
的
能
力

意
外
な
こ
と
に
、
明
治
、
大
正
期
の
『
偕
行
社
記
事
』
に
お
い
て
「
楠
公
」
が
直

接
的
な
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
は
少
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
軍
人
の
精
神

教
育
を
目
的
と
し
た
テ
キ
ス
ト
や
軍
歌
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
楠
公
」
を
題
材
と
し
た

も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
『
太
平
記
』
の
一
部
を
抜
粋
し

て
紹
介
す
る
の
み
で
あ
る
な
ど⑫
、
道
徳
的
教
育
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
が

中
心
で
あ
っ
て
、
既
に
触
れ
た
教
育
史
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
文
脈
で
理
解
す

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
偕
行
社
記
事
』
で
は
昭
和
期
に
な
る
と
正
成
関
連
の
記
事
が
増
加
す
る
が
、こ
れ

は
当
時
の
社
会
潮
流
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。「
建
武
中
興
」、
正
成
戦
死
か
ら
六

○
○
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
、
三
五
（
同
一
〇
）
年
は
記
念

行
事
が
南
朝
ゆ
か
り
の
近
畿
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
旅
行
と
し
て
史

跡
を
訪
れ
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
り
す
る
な
ど
し
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
単
に
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国
家
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
娯
楽
的
要
素
を
含
ん
だ
国
民
的
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ

た⑬
。
他
方
政
界
で
は
、
中
島
久
万
吉
商
相
が
足
利
尊
氏
を
評
価
す
る
評
論
を
記
し
た

と
し
て
攻
撃
を
受
け
る
筆
禍
事
件
が
起
こ
り
、
南
北
朝
正
閏
問
題
同
様
に
、
南
北
朝

時
代
の
扱
い
が
政
治
問
題
化
し
て
い
っ
た⑭
。『
偕
行
社
記
事
』も
こ
の
よ
う
な
世
情
を

受
け
て
か
、
昭
和
期
に
「
楠
公
」
に
関
す
る
記
事
が
増
加
し
て
い
く⑮
。

軍
人
と
の
関
係
で
「
楠
公
」
が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
性
格
は
軍
事
的
、
戦
史
的

な
も
の
と
、
道
徳
的
、
規
範
的
も
の
の
二
つ
の
要
素
に
大
別
で
き
る
。

正
成
は
『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
千
早
・
赤
坂
の
戦
い
で
遥
か
に
優
勢
な
敵
軍
を

打
ち
破
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
の
軍
事
的
才
覚
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
事
欠

か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
の
軍
記
物
語
で
あ
る
『
太
平
記
』
の
記
述
を
鵜
呑
み
に

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
と
も
か
く
正
成
は
名
将
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
の
よ

う
な
正
成
が
、
軍
人
に
よ
る
戦
史
の
学
習
、
研
究
で
扱
わ
れ
る
こ
と
は
自
然
な
流
れ

で
あ
っ
た
。
活
発
に
正
成
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
陸
軍
中
将
林
弥
三
吉
は
、
正
成
を

「
其
外
に
古
今
東
西
比
類
の
な
い
戦
術
、
戦
術
家
」
と
評
し
、
同
じ
く
陸
軍
中
将
（
最

終
階
級
、記
事
掲
載
時
は
歩
兵
大
佐
）
で
あ
っ
た
藤
堂
高
英
も
「
戦
闘
法
の
研
究
上
竝
に

軍
隊
教
育
上
吾
人
の
教
へ
ら
る
ゝ
所
大
な
る
も
の
」
と
評
し
た⑯
。
林
の
よ
う
に
「
古

今
東
西
比
類
の
な
い
」
と
評
す
る
に
は
、
他
の
時
代
、
地
域
の
武
将
軍
人
と
比
較
し

た
う
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
成
は
様
々
な
世
界
の
戦
史
を
引
き
合
い
に
出
し

な
が
ら
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
林
で
あ
れ
ば
、
自
身
の
著
書
の
中
に
「
西
に

モ
ル
ト
ケ
東
に
大
楠
公
」
と
題
す
る
章
を
設
け
、
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
樹
立
の
立
役
者

た
る
大
モ
ル
ト
ケ
な
ど
の
事
例
を
持
ち
出
し
て
比
較
し
た⑰
。
ま
た
同
じ
く
陸
軍
中
将

の
中
井
良
太
郎
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
大
勝
利
を
収
め
た
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
会
戦

や
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
ド
イ
ツ
軍
が
大
勝
利
を
納
め
た
タ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の
会

戦
な
ど
正
成
よ
り
後
の
時
代
の
戦
闘
を
例
に
引
き
、
正
成
の
軍
略
を
説
明
し
た⑱
。
林

は
敵
軍
の
追
撃
と
い
う
点
か
ら
正
成
の
軍
事
的
判
断
の
優
秀
さ
を
説
き
、中
井
は「
笠

置
と
赤
坂
と
を
連
続
す
る
作
戦
と
考
へ
、
仮
に
之
が
同
一
武
将
に
依
り
行
は
れ
た
と

想
定
し
た
な
ら
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
近
代
的
な
軍
事
概
念
に
よ
っ
て
再
解
釈
を
行

い
、
そ
の
う
え
で
、
理
に
か
な
っ
た
す
ぐ
れ
た
作
戦
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た⑲
。
こ
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
正
成
の
戦
略
、
戦
術
は
、
西
洋
の
そ
れ
に
対
し
て
勝
る
と
も
劣

ら
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
近
代
戦
に
お
い
て
も
有
効
な
作
戦
指
揮
を
行
っ
て
い

た
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
た
。
林
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
象
徴
的
で
あ
る
。

何
も
西
洋
迄
行
つ
て
研
究
す
る
必
要
は
な
か
つ
た
。
日
本
の
古
戦
史
を
研
究
し
て

居
れ
ば
吾
人
に
最
も
適
し
た
る
戦
術
を
見
得
た
の
で
あ
る
。
固
よ
り
戦
場
に
於
け

る
戦
ひ
の
方
式
は
、
弓
矢
刀
槍
の
時
代
よ
り
、
今
日
の
鉄
砲
、
飛
行
機
の
時
代
と

な
つ
て
、
其
の
戦
さ
の
仕
方
は
異
つ
て
居
る
。
然
し
、
之
は
手
先
の
仕
事
が
変
つ

た
の
で
あ
つ
て
、
戦
場
に
軍
を
導
く
所
の
帥
兵
術
と
か
、
戦
場
の
駆
引
に
至
つ
て

は
今
も
昔
も
少
し
も
変
る
所
は
な
い
の
で
あ
る⑳
。

全
て
の
正
成
研
究
が
、
近
代
の
軍
事
概
念
を
そ
の
ま
ま
、
中
世
の
正
成
の
戦
闘
に

当
て
は
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
陸
軍
工
兵
中
佐
の
林
部
與
吉
は「
楠
公
築
城
論
」

の
冒
頭
で
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
定
し
て
い
る
事
項
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
今
日
世
間
に
伝
え
ら
れ
て
居
る
楠
公
の
城
塞
は
、
随
分
広
汎
な
も

の
」
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
れ
に
続
け
て

そ
れ
等
を
我
陸
軍
の
人
々
に
依
り
、
所
謂
金
剛
山
要
塞
と
銘
打
つ
て
、
一
つ
の
統

一
さ
れ
た
城
塞
系
を
成
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
さ
れ
ど
、
此
金
剛
山
要
塞
説

も
、
其
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
見
る
と
随
分
不
審
な
点
が
あ
り
、
未
だ
遽
に
首

肯
し
難
い
も
の
が
あ
る

と
述
べ
、
こ
れ
を
以
て
自
身
の
研
究
の
動
機
と
し
て
い
る㉑
。
ま
た
林
部
の
記
事
に
対

し
応
答
し
た
陸
軍
少
将
原
田
二
郎
も
自
身
の
研
究
の
結
果
を
述
べ
た
の
ち
に
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日
本
の
城
の
発
達
か
ら
考
へ
ま
し
て
楠
公
時
代
の
築
城
を
現
代
式
の
考
察
を
以
て

調
査
致
し
ま
す
こ
と
は
適
切
で
あ
る
か
ら
と
云
ふ
こ
と
も
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
現

代
様
式
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
に
無
理
が
起
こ
り
現
在
地
に
其
の
遺
跡
判
然
せ
ざ
る

と
こ
ろ
に
推
定
の
城
を
設
く
る
様
に
な
り
、
調
査
と
云
ふ
上
に
面
白
く
な
い
結
果

を
生
ず
る
虞
が
あ
り
ま
す
、
此
の
点
林
部
中
佐
の
意
見
に
同
意
で
あ
り
ま
す
。

と
林
部
に
賛
意
を
示
し
た㉒
。
だ
が
、
彼
ら
の
よ
う
に
歴
史
性
を
重
ん
じ
た
意
見
は
少

数
で
あ
り
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
陸
軍
軍
人
の
著
述
か
ら
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
偕
行
社
記
事
』
に
正
成
関
連
の
記
事
が
増
加
す
る
時
期
、
と
く
に
正

成
の
軍
略
が
、
西
洋
の
そ
れ
に
対
し
て
引
け
を
取
ら
な
い
と
評
価
さ
れ
た
時
期
は
、

日
本
の
用
兵
思
想
史
の
観
点
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
は
、
日
清
、
日
露
の
戦
争
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
訓
か
ら
『
統
帥
綱

領
』
や
『
歩
兵
操
典
』、『
戦
闘
綱
要
』
と
い
っ
た
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
改
訂
さ
れ
た

り
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
を
以
て
、
日
本
陸
軍
は
ド
イ
ツ
を
模
範

と
し
た
用
兵
思
想
を
脱
し
、日
本
独
自
の
そ
れ
を
確
立
し
た
と
自
認
し
た
の
で
あ
る㉓
。

林
弥
三
吉
が
、
日
本
古
来
の
戦
術
戦
略
の
優
位
性
を
主
張
し
た
時
期
と
十
年
前
後
の

タ
イ
ム
ラ
グ
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
林
の
よ
う
な
主
張
が
出
現
す
る
前
提
と
し

て
、
こ
の
事
実
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
独
自
、
或
い
は
西
洋
に
優
越

し
た
も
の
が
求
め
ら
れ
た
時
期
に
「
楠
公
」
は
そ
れ
を
示
す
存
在
と
し
て
、
そ
の
卓

越
し
た
軍
事
的
能
力
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

軍
人
と
「
楠
公
」
②
軍
人
の
規
範

軍
人
の
倫
理
観
、
道
徳
性
を
高
め
る
目
的
で
「
楠
公
」
が
用
い
ら
れ
た
点
は
、
一

般
教
育
の
文
脈
で
の
目
的
と
大
差
は
な
い
。
正
成
に
関
す
る
記
事
が『
偕
行
社
記
事
』

上
で
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
な
純
軍
事
的
な
内
容
だ
け
で
な

く
、
精
神
を
扱
っ
た
記
事
も
軍
事
的
な
題
材
と
合
わ
せ
た
か
た
ち
、
あ
る
い
は
そ
れ

単
独
で
増
加
し
て
い
く
。

正
成
討
死
の
地
に
あ
る
神
戸
の
在
郷
軍
人
会
は
「
湊
川
戦
と
楠
木
正
成
の
忠
烈
」

を
『
偕
行
社
記
事
』
上
で
発
表
し
、
湊
川
の
戦
い
に
至
る
過
程
を
示
し
た
う
え
で
天

皇
に
対
す
る
彼
の
忠
節
を
称
賛
し
た㉔
。
ま
た
、
軍
人
の
み
な
ら
ず
、
学
者
も
『
偕
行

社
記
事
』
上
で
記
事
を
発
表
し
た
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
、
南
朝
の
長
慶
天
皇
の

在
位
を
明
ら
か
に
し
た
業
績
で
知
ら
れ
る
黒
板
勝
美
は
「
大
楠
公
と
日
本
精
神
」
を

発
表
し
、
正
成
を
武
人
の
典
型
と
し
て
称
賛
し
た㉕
。

軍
人
の
み
が
置
か
れ
た
特
殊
な
条
件
で
の
文
脈
で
「
楠
公
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
政
治
と
の
関
係
、
統
帥
権
の
独
立
の
問
題
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
九
州
に
落
ち
延
び
た
足
利
尊
氏
が
勢
力
を
盛
り
返
し
、
ま
さ
に
京
都
へ
攻
め
上

ろ
う
と
し
て
い
た
時
、
正
成
は
一
度
京
都
へ
足
利
勢
を
引
き
入
れ
て
兵
糧
攻
め
に
す

る
戦
略
を
献
策
す
る
。
だ
が
、
天
皇
の
動
座
を
良
し
と
し
な
い
坊
門
清
忠
ら
の
公
卿

に
反
対
さ
れ
、
策
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
正
成
は
湊
川
へ
向
か
い
戦
死
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
、
統
帥
権
の
独
立
が
語
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、軍
事
に
精
通
し
て
い
な
い
文
官
が
作
戦
指
導
に
介
入
し
、

そ
の
結
果
、
正
成
は
命
を
落
と
し
後
醍
醐
天
皇
方
の
勝
利
の
機
会
が
失
わ
れ
た
と
主

張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
林
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

茲
に
注
目
す
べ
き
は
、
今
迄
数
回
あ
つ
た
楠
公
の
詮
索
を
常
に
斥
け
て
居
つ
た
の

は
皆
此
清
忠
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
兵
を
知
ら
ざ
る
所
の
公
卿
が
、
唯

〃
体
面
論
で
以
て
軍
司
令
官
の
戦
策
を
斥
け
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
陛
下
は
清
忠

の
意
見
を
是
認
遊
ば
さ
れ
、
茲
に
正
成
に
向
つ
て
、
兵
庫
に
下
向
し
て
義
貞
を
救

援
す
べ
し
と
い
う
大
命
が
下
つ
た
の
で
あ
る㉖
。
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秦
郁
彦
は
正
成
と
統
帥
権
独
立
の
関
係
に
つ
い
て
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
に
参

謀
本
部
が
ま
と
め
た
「
統
帥
権
の
独
立
に
つ
い
て
」
の
記
述
を
引
き
、
充
分
説
得
力

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る㉗
。
中
世
に
統
帥
権
の
概
念

が
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
だ
が
「
統
帥
権
の
独
立
等
は
既
に
大
楠
公
に
於
い
て

昌
道
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
公
自
身
に
於
い
て
も
守
ら
れ
た
」
と
い
う
言
い
方
で㉘
、

歴
史
的
な
事
象
、「
楠
公
」
の
物
語
に
仮
託
さ
れ
、
統
帥
権
の
独
立
の
正
当
化
や
権
威

化
が
図
ら
れ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、「
楠
公
」
を
巡
る
統
帥
権
の
物
語
は
歴
史
的
な

神
話
の
創
造
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
公
自
身
に
於
い
て
も
守
ら
れ
た
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
今
日
の
イ
メ
ー
ジ
で
言
え
ば
、
軍
人
が
統
帥
権
の
独
立
を
盾
に
文
官
の
政
治
家

を
軍
事
的
な
政
策
の
決
定
か
ら
排
除
し
た
印
象
が
強
い㉙
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
側
面

も
否
定
で
き
な
い㉚
。
し
か
し
一
方
で
、
統
帥
権
の
内
側
に
あ
る
軍
人
は
、
外
側
の
政

治
に
不
干
渉
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
政
治
上
の
、
し
か
も
天

皇
の
裁
可
を
以
て
決
定
さ
れ
た
事
項
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
林
は
先
ほ
ど
の
引
用
の
後
の
部
分
に

軍
紀
に
習
熟
し
な
い
者
か
ら
云
え
ば
、
そ
れ
は
統
帥
権
を
冒
し
た
と
か
云
つ
て
、

政
治
的
行
動
に
出
る
所
で
あ
ら
う
が
、
純
粋
武
人
の
信
条
か
ら
云
へ
ば
、
未
だ
大

命
の
降
ら
ぬ
中
は
滔
々
所
見
も
陳
べ
や
う
が
、
一
旦
議
決
し
た
る
時
に
は
、
唯
々

と
し
て
大
命
に
服
し
て
、
之
を
実
行
す
る
、
と
い
ふ
実
に
水
際
だ
つ
た
立
派
な
処

置
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る

と
続
け
て
い
る㉛
。
こ
の
ほ
か
陸
軍
歩
兵
中
佐
松
山
季
友
も
「「
綸
言
汗
の
如
し
」
勅
命

の
二
字
に
は
絶
対
服
従
し
て
、
既
に
此
の
時
死
を
決
し
「
世
の
中
の
事
今
は
是
ま
で

な
り
」
と
思
ひ
諦
め
、
湊
川
に
向
は
れ
た
の
で
あ
る
」
と
決
定
に
従
い
、
粛
々
と
出

陣
す
る
正
成
の
姿
を
「
嗚
呼
神
厳
な
る
哉
、嗚
呼
偉
大
な
る
哉
」
と
称
賛
し
て
い
る32
。

軍
事
に
精
通
し
て
い
な
い
者
が
軍
事
に
介
入
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
軍
人
は
政
治
的
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
元
帥
た

る
天
皇
の
名
で
一
度
決
定
さ
れ
た
事
項
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
、「
天
皇
の
軍
隊
」

の
軍
人
と
し
て
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
統
帥
権
の
独
立
に
よ
っ

て
、
政
治
が
軍
事
的
事
象
へ
関
与
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
り
、
そ
れ
は
戦
時
期
に
は
、

戦
争
指
導
上
の
障
害
と
も
な
っ
た33
。
だ
が
一
方
で
、
統
帥
権
は
、
そ
の
内
側
に
あ
っ

た
軍
人
に
と
っ
て
、
正
成
の
故
事
を
通
し
て
自
ら
の
生
命
に
直
結
す
る
問
題
と
し
て

も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
強
烈
に
意
識
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
看
做
す
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

前
節
、
及
び
当
節
で
見
て
き
た
「
楠
公
」
像
は
、
天
皇
に
対
す
る
忠
節
、
軍
事
的

才
覚
、
統
帥
権
の
独
立
と
い
っ
た
要
素
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
要
素

は
天
皇
の
軍
隊
す
な
わ
ち
「
皇
軍
」
の
軍
人
に
こ
そ
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

軍
人
の
模
範
と
し
て
の
具
体
的
性
格
を
備
え
た
「
楠
公
」
像
が
描
か
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

四　

軍
人
の
死
生
観
と
「
七
生
報
国
」

片
山
杜
秀
は
『
未
完
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
に
お
い
て
、日
本
軍
が
玉
砕
や
特
攻
と
い
っ

た
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
と
も
言
え
る
よ
う
な
戦
術
を
と
る
に
至
っ
た
思
想
的
な
背
景
を

明
ら
か
に
し
た
。
同
書
の
第
八
章
で
は
、
予
備
役
陸
軍
少
将
の
中
柴
末
純
の
思
想
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
国
と
の
間
で
総
力
戦
と
な
っ
た
場
合
、
日
本
に
勝
ち
目

は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
中
柴
は
、
合
理
的
に
思
考
を
突
き
詰
め
た
結

果
、日
本
が
武
器
と
で
き
る
の
は
精
神
力
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、中
柴
は
個
々

人
と
い
う
特
殊
な
存
在
の
中
か
ら
「
ま
こ
と
」、「
み
こ
と
」
と
い
う
普
遍
性
を
見
出

し
、
そ
の
最
上
の
存
在
を
「
す
め
ら
み
こ
と
」
＝
天
皇
と
位
置
付
け
た
。「
ま
こ
と
」

を
求
め
る
心
、「
ま
ご
こ
ろ
」
は
す
べ
て
の
日
本
人
に
備
わ
っ
て
お
り
、
無
限
に
展
開
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し
、「
す
め
ら
み
こ
と
」
と
一
体
化
す
る
。
中
柴
の
唱
え
た
思
想
は
、
端
的
に
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
個
々
人
の
肉
体
が
死
の
う
と
も
、
そ
の
精
神
は
天
皇
と
い
う
存
在
が
あ

る
限
り
そ
の
な
か
で
永
遠
に
生
き
続
け
る
、
す
な
わ
ち
「
悠
久
の
大
義
に
生
き
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
思
想
は
、中
柴
も
携
わ
っ
た
と
さ
れ
る
『
戦
陣
訓
』
に
も
反
映
さ
れ
た
。「
第

七
死
生
観
」
に
は
「
生
死
を
超
越
し
一
意
任
務
の
完
遂
に
邁
進
す
べ
し
。
身
心
一
切

の
力
を
尽
く
し
、
従
容
と
し
て
悠
久
の
大
義
に
生
く
る
こ
と
を
悦
び
と
す
べ
し
」
と

文
字
通
り
「
悠
久
の
大
義
」
の
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
、「
第
八
名
を
惜
し
む
」
に
は
あ

ま
り
に
も
有
名
な
「
生
き
て
虜
囚
の
辱
め
を
受
け
ず
、
死
し
て
罪
禍
の
汚
名
を
残
す

こ
と
勿
れ
」
の
一
文
が
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
の
思
想

は
戦
時
期
の
死
生
観
に
影
響
を
与
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る34
。

中
柴
の
思
想
は
あ
る
意
味
で
、
個
人
を
全
体
へ
と
吸
収
さ
せ
一
体
化
す
る
も
の
と

言
え
る
。
社
会
心
理
学
な
ど
の
分
野
で
活
躍
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
E
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト

は
、
東
洋
的
な
自
己
と
は
西
洋
的
な
そ
れ
と
比
較
し
て
、
自
ら
が
所
属
す
る
グ
ル
ー

プ
＝
内
集
団
に
埋
め
込
ま
れ
る
、
或
い
は
自
己
の
存
在
が
他
者
と
共
有
す
る
か
た
ち

で
認
識
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る35
。
こ
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
日
本
に
は
、

中
柴
が
唱
え
た
よ
う
な
思
想
が
生
ま
れ
、
広
ま
る
よ
う
な
土
壌
が
あ
っ
た
と
看
做
せ

る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、『
太
平
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
楠
木
正
成
の
最
期
の
シ
ー
ン
を
確
認
し
て

み
た
い
。
一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
国
体
明
徴
国
民
読
本
』
の
一

節
、「
楠
正
成
の
誠
忠
」
に
引
用
さ
れ
た
『
太
平
記
』
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

正
成
座
上
に
居
つ
ゝ
、
舎
弟
の
正
季
に
向
ひ
て
、
抑
最
期
の
一
念
に
依
り
て
、
善

悪
の
生
を
引
く
と
い
へ
り
。
九
界
の
間
に
、何
か
御
辺
の
願
な
る
と
問
ひ
け
れ
ば
、

正
季
か
ら
〳
〵
と
打
ち
笑
ひ
て
、
七
生
ま
で
も
只
同
じ
人
間
に
生
れ
て
、
朝
敵
を

滅
ぼ
さ
ば
や
と
こ
そ
存
じ
候
へ
と
申
し
け
れ
ば
、
正
成
よ
に
嬉
し
げ
な
る
気
色
に

て
、
罪
業
深
き
悪
念
な
れ
ど
も
、
我
も
か
や
う
に
思
ふ
な
り
。
い
ざ
ゝ
ら
ば
同
じ

く
生
を
替
へ
て
、
此
本
懐
を
達
せ
ん
と
契
り
て
、
兄
弟
共
に
差
し
違
ひ
て
、
同
じ

枕
に
臥
し
に
け
り36
。

国
民
教
育
の
場
で
は
、
正
成
の
最
期
は
意
図
的
に
描
写
が
変
更
さ
れ
て
い
る
と
の

指
摘
が
あ
る
。
こ
の
点
に
は
す
で
に
触
れ
た
。
と
は
い
え
、
よ
り
古
い
形
態
と
さ
れ

て
い
る
西
院
本
を
底
本
と
し
た
岩
波
文
庫
版
の
『
太
平
記
』
の
記
述
と
比
較
し
た
場

合
で
も
、
文
章
の
表
現
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
七
回
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
、

つ
ま
り
六
道
輪
廻
を
超
え
て
未
来
永
劫
、同
じ
人
間
界
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
（
朝
）
敵

を
滅
ぼ
し
た
い
、
す
な
わ
ち
「
七
生
滅
敵
」
の
希
望
を
述
べ
る
正
季
に
対
し
て
、
正

成
が
そ
れ
は
罪
深
い
こ
と
だ
が
同
意
で
あ
る
と
告
げ
て
差
し
違
え
る
と
い
う
大
略
は

同
様
で
あ
る37
。

こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
正
成
の
死
生
観
は
、
昭
和
戦
前
期
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
帝
国
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
哲
学
者
、
井
上
哲
次
郎

は
「
楠
公
と
同
じ
信
念
を
有
す
る
者
が
其
の
精
神
的
影
響
を
受
け
て
幾
ら
で
も
世
に

出
て
来
て
い
る
の
は
其
の
生
ま
れ
更
り
と
言
つ
て
差
支
無
い
。
七
度
ど
こ
ろ
で
は
な

い
、
今
後
無
際
限
に
楠
公
が
生
れ
更
つ
て
来
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
明

し
た38
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
軍
人
の
側
か
ら
も
示
さ
れ
た
。
退
役
し
作
家
と
し
て
も

活
動
し
た
元
陸
軍
少
将
桜
井
忠
温
は
「
正
成
公
は
死
し
て
死
せ
ず
、
不
朽
永
遠
の
生

命
と
な
っ
て
常
に
蘇
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
る39
。
彼
ら
の
述
べ
る
と
こ

ろ
で
は
、
正
成
の
肉
体
そ
の
も
の
は
事
実
と
し
て
死
を
迎
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
精
神
は
決
し
て
滅
び
る
も
の
で
は
な
い
。

湊
川
の
戦
い
自
体
は
事
実
と
し
て
、
正
成
が
敗
北
し
、
結
果
と
し
て
足
利
氏
の
天

下
と
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
か
ら
五
○
○
年
以
上
の
時
を
経
て
「
建
武
中
興
」
の
理

想
は
、「
明
治
維
新
」
と
い
う
形
で
実
現
し
た
。
そ
し
て
、「
建
武
中
興
」
か
ら
六
○
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○
年
を
経
て
、「
楠
公
」
の
精
神
は
自
分
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
困
難
な
戦
い

で
あ
っ
て
も
戦
い
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
上
述
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
た
「
七
生
滅
敵
」
は
、
や
が
て
生
ま
れ
変
わ
る
か
ぎ
り
国
に
報
い
続

け
る
、
つ
ま
り
「
七
生
報
国
」
の
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る40
。
そ

し
て
幕
末
の
楠
公
祭
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
幕
末
の
時
点
で
昭
和
期
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
死
生
観
の
萌
芽
は
す
で
に
あ
っ
た
。

中
柴
が
示
し
た
軍
人
の
死
生
観
、
そ
し
て
古
典
を
も
と
に
示
さ
れ
た
楠
木
正
成
の

死
に
臨
む
態
度
の
両
者
は
、
改
め
て
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
類
似
し
て
い
る
。
戦
死

し
た
正
成
の
強
い
意
志
は
、肉
体
の
死
を
超
越
し
て
残
っ
た
。そ
し
て
戦
死
す
る
個
々

の
兵
士
の
意
志
も
、
天
皇
の
中
で
永
遠
に
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
正

成
の
死
に
臨
む
態
度
に
関
し
て
は
、
戦
前
の
人
間
の
目
か
ら
見
て
解
釈
し
た
も
の
で

あ
る
以
上
、
似
通
う
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
同
時
代
の
人
間
に
と
っ
て

は
、
そ
の
区
別
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
死
生
観
は
今
、
に
わ

か
作
り
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
昔
か
ら
理
想
的
日
本
人
、
か
く
あ
る
べ
き

日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
す
べ
て
の
日
本
人
が
心
か
ら
そ
の
よ
う
に
考

え
ず
と
も
、
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て
は
成
立
し
得
る
。
か
く
し
て
、
戦
時
期
の
死

生
観
は
中
世
の
忠
臣
と
同
様
の
か
た
ち
で
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に
か
え
て
‐
特
攻
隊
と
「
楠
公
」

太
平
洋
戦
争
の
開
戦
後
、
日
本
の
優
勢
は
決
し
て
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
ガ
ダ

ル
カ
ナ
ル
を
は
じ
め
、
各
地
で
苦
戦
を
強
い
ら
れ
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
七
月

の
マ
リ
ア
ナ
諸
島
陥
落
を
以
て
、
日
本
本
土
が
米
軍
の
爆
撃
に
曝
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
戦
局
は
決
定
的
に
挽
回
し
難
い
も
の
と
な
る
。
続
く
フ
ィ
リ
ピ
ン
決
戦
で
、
海

軍
は
神
風
特
別
攻
撃
隊
を
編
成
し
、
戦
場
に
投
入
し
た
。
陸
軍
も
こ
れ
に
続
い
た
。

航
空
特
攻
の
み
な
ら
ず
、
海
上
、
海
中
で
も
特
攻
が
実
施
さ
れ
、
終
戦
ま
で
に
多
く

の
若
者
が
、こ
の
「
統
率
の
外
道
」
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
た41
。
人
間
魚
雷
「
回
天
」

に
は
楠
木
氏
が
用
い
た
と
さ
れ
る
菊
水
の
紋
が
描
か
れ
て
い
る
。あ
る
特
攻
隊
員
は
、

「
小
楠
公
」
正
行
の
故
事
に
習
い
遺
詠
を
残
し
て
出
撃
し
て
い
っ
た42
。
ま
た
、海
軍
の

ロ
ケ
ッ
ト
特
攻
機
「
桜
花
」
を
戦
場
ま
で
運
搬
す
る
一
式
陸
上
攻
撃
機
の
指
揮
官
は
、

あ
ま
り
の
攻
撃
成
功
の
見
込
み
の
低
さ
か
ら
出
撃
に
際
し
て
「
湊
川
だ
よ
」
と
発
言

し
、
帰
還
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た43
。
こ
の
よ
う
に
特
攻
の
現
場
に
は
、「
楠
公
」
の
モ

チ
ー
フ
が
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ウ
ォ
ー
ナ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
楠
公
」

は
ま
さ
し
く
特
攻
隊
員
の
手
本
と
な
っ
た
の
で
あ
る44
。

戦
前
の
日
本
社
会
に
お
い
て
、「
楠
公
」
は
模
範
と
す
べ
き
偉
人
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
軍
人
と
い
う
立
場
に
限
定
し
て
見
た
場
合
、
そ
の
軍
事
的
才
覚
は
当
時
の
軍
事
に

携
わ
る
者
と
し
て
有
益
で
学
ぶ
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
軍
人
と
し
て
の
規
範

と
い
う
点
で
は
、
統
帥
権
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
民
教
育
の
過
程
で
示

さ
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
軍
人
の
お
か
れ
た
立
場
に
則
し
て
解
釈
が
く
わ
え
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
軍
人
に
と
っ
て
の
「
楠
公
」
像
は
、
単
に
観
念
的
な
だ
け
で
は

な
く
、
具
体
性
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
楠
公
」
は
、
上

級
か
ら
下
級
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
者
が
自
己
投
影
で
き
る
、
換
言
す
れ
ば
「
な

る
こ
と
が
で
き
る
」
あ
る
い
は
「
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
る

英
雄
像
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
歴
史
像
と
軍
人
の
死
生
観
が
示

し
た
近
似
性
は
、
特
攻
や
玉
砕
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
軍
人
た
ち
を
「
楠
公
」
と
し

て
死
に
追
い
や
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

注①　

本
文
中
で
言
及
し
た
も
の
の
ほ
か
に
は
、海
津
一
朗
「
楠
木
正
成
と
日
本
人
‐
教
科

書
に
み
る
正
成
像
の
変
遷
」（
佐
藤
和
彦
編
『
楠
木
正
成
の
す
べ
て
』
新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
九
年
、一
七
五
‐
二
○
四
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
本
稿
脱
稿
後
に
刊
行
さ
れ
た
関

連
す
る
研
究
と
し
て
、住
友
元
美
「
大
正
期
に
お
け
る
楠
公
夫
人
顕
彰
と
女
子
教
育
」、

羽
賀
祥
二
「
南
朝
へ
の
視
線
―
王
政
復
古
の
歴
史
意
識
」（
と
も
に
羽
賀
祥
二
編
『
近
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代
日
本
の
歴
史
意
識
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
二
二
七
‐
二
五
五
頁
、
二
七
九

‐
三
〇
六
頁
、
に
収
録
）
が
あ
る
。

②　

偕
行
社
に
関
し
て
は
、
秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
事
典
』（
第
二
版
）
東
京
大

学
出
版
会
、
二
○
○
五
年
、
七
一
三
頁
を
参
照
。

③　

光
圀
は
「
南
朝
の
事
に
な
る
と
、感
激
の
餘
り
理
性
批
判
を
超
越
し
て
し
ま
う
」
ほ

ど
で
あ
っ
た
と
い
う
（
村
田
正
志
『
続
南
北
朝
史
論
』（
村
田
正
志
著
作
集
二
）
思
文

閣
、
一
九
八
三
年
、
四
頁
。

④　

頼
山
陽
に
つ
い
て
は
、
村
田
正
志
（
前
掲
書
）、
四
頁
を
参
照
。
ま
た
、
江
戸
か
ら

明
治
に
か
け
て
の
南
北
朝
の
扱
い
、
な
ら
び
に
『
太
平
記
』
の
位
置
に
関
し
て
は
、
兵

藤
裕
己
『
太
平
記
読
〈
よ
み
〉
の
可
能
性
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、一
九
九
五
年
（
講

談
社
学
術
文
庫
、
二
○
○
五
年
）
に
詳
し
い
。

⑤　

大
濱
徹
也
『
天
皇
と
日
本
の
近
代
』
同
成
社
、
二
○
一
○
年
、
三
六
頁
。

⑥　

神
武
天
皇
へ
の
回
帰
は
「
天
皇
親
政
と
い
う
観
念
を
除
け
ば
、何
の
内
容
も
持
た
な

い
も
の
」
で
あ
り
、「
全
く
新
し
い
政
治
の
出
発
」
で
あ
っ
た
（
坂
田
吉
雄
『
天
皇
親

政
明
治
期
の
天
皇
観
』
思
文
閣
、
一
九
八
四
年
、
一
四
頁
）。

⑦　

村
田
正
志
（
前
掲
書
）、
五
頁
。

⑧　

森
正
人「
近
代
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
国
民
的
偉
人
‐
楠
木
正
成
を
め

ぐ
る
明
治
期
の
ふ
た
つ
の
出
来
事
‐
」『
人
文
論
叢
』（
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科

研
究
紀
要
）（
二
四
）、
二
○
○
七
年
、
一
六
五
‐
一
七
五
頁
、
中
村
格
「
天
皇
制
下
に

お
け
る
歴
史
教
育
と
太
平
記
―
正
成
・
正
行
像
の
変
容
―
」『
聖
徳
大
学
研
究
紀
要
』

（
人
文
学
部
第
九
号
）、
一
九
九
八
年
、
一
三
二
‐
一
四
○
頁
。

⑨　

中
村
格
（
前
掲
論
文
）、
一
三
四
頁
。

⑩　

相
川
美
恵
子
「
明
治
以
降
の
歴
史
教
科
書
に
み
る
楠
木
正
成
像
の
変
容
過
程
」『
文

学
と
教
育
』（
文
学
と
教
育
の
会
）（
三
五
）、
一
九
九
八
年
、
四
五
‐
五
八
頁
。

⑪　

戦
史
家
の
ウ
ォ
ー
ナ
ー
夫
妻
は
「
生
徒
や
学
生
た
ち
は
誰
で
も
、楠
木
正
成
の
話
や

彼
が
自
決
す
る
ま
え
に
そ
の
子
、正
行
に
あ
た
え
た
教
訓
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
」
と

指
摘
し
て
い
る
（
デ
ニ
ス
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
、
ペ
ギ
ー
・
ウ
ォ
ー
ナ
ー
、
妹
尾
作
太
男
訳

『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
神
風
特
攻
作
戦
の
全
貌
（
上
）』
時
事
通
信
社
、一
九
七
二
年
、一
七
五

頁
）。

⑫　

内
藤
燦
聚
編
『
忠
君
愛
国
軍
人
読
本
』
博
文
館
、
一
八
九
二
年
な
ど
。

⑬　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、森
正
人
氏
の
研
究
（
森
正
人
「
１
９
３
５
年
の
楠
木
正
成

を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
出
来
事
‐
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ー
カ
ル
・
資
本
‐
」『
人
文
論
叢
』

（
三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
研
究
紀
要
）（
二
五
）、
二
○
○
八
年
、
一
一
五
‐

一
二
八
頁
、「
１
９
３
０
年
代
に
発
見
さ
れ
る
楠
木
的
な
る
も
の
」『
人
文
論
叢
』

（
二
六
）、
二
○
○
九
年
、
一
四
七
‐
一
五
九
頁
）
を
参
照
。

⑭　

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宇
野
俊
一
「
南
北
朝
正
閏
問
題
」（
国
史

大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』（
第
十
巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、

五
九
一
頁
）、
鳥
海
靖
「
中
島
商
相
失
脚
問
題
」（
同
、
八
○
七
頁
）
を
参
照
。

⑮　
『
偕
行
社
記
事
』
に
お
け
る
「
楠
公
」
を
取
り
上
げ
た
記
事
は
、
明
治
期
○
本
、
大

正
期
二
本
、昭
和
期
七
本
（
連
載
の
も
の
は
一
本
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
）
で
あ
る
。
こ
の

本
数
は
記
事
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
「
楠
公
」
と
わ
か
る
も
の
で
あ
る
が
、お
お
よ
そ
の
傾

向
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
る
。
な
お
、
ほ
か
に
も
、「
楠
公
」
ゆ
か
り
の
史
料
等
の
掲

載
が
み
ら
れ
る
。

⑯　

林
弥
三
吉
「
楠
公
の
戦
術
上
及
精
神
上
の
教
訓
（
一
）」『
偕
行
社
記
事
』
七
四
二

号
、
一
九
三
六
年
、
一
頁
、
藤
堂
高
英
「
大
楠
公
戦
史
の
研
究
と
吉
野
朝
遺
跡
の
調
査

（
其
四
・
完
）」『
偕
行
社
記
事
』
七
四
七
号
、
一
九
三
六
年
、
一
三
二
頁
。

⑰　

林
弥
三
吉
『
楠
公
ヲ
語
ル
』
文
友
堂
書
店
、
一
九
三
八
年
、
一
六
六
‐
一
六
九
頁
。

⑱　

中
井
良
太
郎
『
日
本
古
戦
史
の
真
価
』
洛
陽
書
院
、
一
九
四
一
年
、
一
五
七
‐
八

頁
。

⑲　

中
井
良
太
郎
（
前
掲
書
）、
一
五
七
頁
。

⑳　

林
弥
三
吉
（
前
掲
書
）
一
九
三
六
年
、
五
頁
。

㉑　

林
部
與
吉
「
楠
公
築
城
論
」『
偕
行
社
記
事
』
七
○
四
号
（
付
録
）、
一
九
三
三
年
、

四
頁
。
な
お
、林
部
に
関
し
て
は
筆
者
が
陸
軍
省
編
『
陸
軍
現
役
将
校
同
相
当
官
実
役

停
年
名
簿
』（
偕
行
社
、
一
九
三
二
年
、
同
三
三
年
）
を
確
認
し
た
が
、
該
当
す
る
人

物
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
林
部
與
吉
」
と
い
う
名
前
は

ペ
ン
ネ
ー
ム
の
可
能
性
も
あ
り
、
今
後
の
調
査
を
待
ち
た
い
。

㉒　

原
田
二
郎
「
楠
公
築
城
論
を
読
み
て
」『
偕
行
社
記
事
』
七
○
七
号
、一
九
三
三
年
、

一
六
○
頁
。

㉓　

前
原
透
「
昭
和
陸
軍
の
軍
事
思
想-

我
が
国
独
特
の
用
兵
思
想
の
形
成
経
緯
」『
軍

事
史
学
』
二
六
（
一
）、
一
九
九
○
年
、
四
‐
二
三
頁
。

㉔　

帝
国
在
郷
軍
人
会
「
湊
川
戦
と
楠
木
正
成
の
忠
烈
」『
偕
行
社
記
事
』
五
四
五
号
、

一
九
二
○
年
、
一
三
一
‐
一
四
二
頁
。
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㉕　

黒
板
勝
美
「
大
楠
公
と
日
本
精
神
」『
偕
行
社
記
事
』
七
二
八
号
、
一
九
三
五
年
、

三
七
‐
四
四
頁
。

㉖　

林
弥
三
吉
「
楠
公
の
戦
術
上
及
精
神
上
の
教
訓
（
六
）
‐
典
型
的
遭
遇
戦
と
大
遺
訓

‐
」『
偕
行
社
記
事
』
七
四
九
号
、
一
九
三
七
年
、
三
六
頁
。

㉗　

秦
郁
彦
『
統
帥
権
と
帝
国
陸
海
軍
の
時
代
』
平
凡
社
新
書
、
二
○
○
六
年
、
八
六
‐

七
頁
。

㉘　

藤
堂
（
前
掲
書
）、
一
三
三
頁
。

㉙　

森
靖
夫
は
陸
軍
省
（
陸
相
）
に
よ
る
陸
軍
の
統
制
の
問
題
に
つ
い
て
、「
実
は
、
統

帥
権
干
犯
と
い
う
言
葉
は
、
軍
事
に
介
入
し
た
文
官
に
対
し
て
よ
り
も
、
軍
人
が
軍
人

に
対
し
て
頻
繁
に
使
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
森
靖
夫
『
永
田
鉄

山
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
一
一
年
、
二
七
四
頁
）。

㉚　

統
帥
権
独
立
に
関
す
る
文
官
と
武
官
の
対
立
の
事
例
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮

条
約
締
結
を
め
ぐ
る
、
統
帥
権
干
犯
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
同
問
題
に
関
し
て

は
、
伊
藤
隆
「
統
帥
権
干
犯
問
題
」（
国
史
編
纂
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』（
第
十

巻
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
一
二
八
‐
九
頁
）
を
参
照
。

㉛　

林
（
前
掲
書
、
一
九
三
七
年
）、
三
六
頁
。

32　

松
山
季
友
「
軍
神
大
楠
公
を
憶
ふ
」『
偕
行
社
記
事
』
七
二
九
号
、
一
九
三
五
年
、

一
○
三
頁
。

33　

東
條
英
機
は
首
相
に
加
え
陸
相
な
ど
を
兼
任
し
、一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
三
月

か
ら
は
異
例
の
参
謀
総
長
兼
任
を
も
断
行
し
戦
争
指
導
を
お
こ
な
っ
た
が
、そ
の
遺
書

に
は
「
日
本
に
お
け
る
統
帥
権
独
立
の
問
題
は
、近
代
戦
に
お
い
て
は
間
違
い
だ
っ
た

と
思
考
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（「
遺
書
（
全
文
）」
東
條
英
機
刊
行
会
、上
法
快
男

編
『
東
條
英
機
』
芙
蓉
書
房
、
一
九
七
四
年
、
七
四
三
頁
）。

34　

片
山
杜
秀
『
未
完
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
新
潮
選
書
、
二
○
一
二
年
、
二
二
九
‐
二
九
五

頁
。

35　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｅ
・
ニ
ス
ベ
ッ
ト
『
木
を
見
る
西
洋
人 

森
を
見
る
東
洋
人
‐
思
考

の
違
い
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
○
○
四
年
、
六
二
‐

六
六
頁
。

36　

日
本
弘
道
会
有
志
青
年
部
編
『
国
体
明
徴
国
民
読
本
』
文
英
社
、
一
九
三
六
年
、

八
二
‐
三
頁
。

37　

兵
頭
裕
己
校
注
『
太
平
記
（
三
）』（
岩
波
文
庫
、
二
○
一
五
年
、
八
○
‐
一
頁
）
に

お
け
る
該
当
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

正
氏
、
打
ち
笑
う
て
、『
七
生
（
し
ち
し
ょ
う
）
ま
で
も
、
た
だ
同
じ
人
界
（
に
ん
が
い
）

同
所
（
ど
う
し
ょ
）
に
托
（
た
く
）
生
（
し
ょ
う
）
し
て
、つ
ひ
に
朝
敵
を
わ
が
手
に

懸
け
て
亡
ぼ
さ
ば
や
と
こ
そ
存
じ
候
へ
』
と
申
し
け
れ
ば
、
正
成
、
よ
に
も
快
（
こ
こ

ろ
よ
）
げ
な
る
顔
色
（
が
ん
し
ょ
く
）
に
て
、『
罪
障
（
ざ
い
し
ょ
う
）
は
も
と
よ
り

膚
（
は
だ
え
）
に
受
く
。
悪
念
（
あ
く
ね
ん
）
も
機
縁
（
き
え
ん
）
の
催
（
も
よ
お
）

す
に
よ
る
。
生
死
（
し
ょ
う
じ
）
は
念
力
（
ね
ん
り
き
）
の
曳
（
ひ
）
く
に
順
（
し
た

が
）
ふ
。
尤
（
も
っ
と
）
も
欣
（
よ
ろ
こ
）
ぶ
処
（
と
こ
ろ
）
な
り
。
い
ざ
さ
ら
ば
、

須
臾
（
し
ゅ
ゆ
）
の
一
生
を
替
へ
、
忽
（
た
ち
ま
）
ち
に
同
じ
き
生
に
帰
つ
て
、
こ
の

本
分
（
ほ
ん
ぶ
ん
）
を
達
せ
ん
』
と
契
（
ち
ぎ
）
つ
て
、
兄
弟
手
に
手
を
取
り
組
み
、

差
し
違
え
て
同
じ
枕
に
臥
し
に
け
り
。

38　

井
上
哲
次
郎
『
武
士
道
の
本
質
』
八
光
社
、
一
九
四
二
年
、
一
八
一
頁
。

39　

桜
井
忠
温
『
大
砲
の
秋
』
新
紀
元
社
、
一
九
四
一
年
、
七
二
頁
。

40　
「
七
生
滅
敵
」
か
ら
「
七
生
報
国
」
へ
の
変
化
に
つ
い
て
、
上
横
手
雅
敬
は
「
平
泉

澄
が
昭
和
四
年
一
月
に
発
表
し
た
「
中
世
文
化
の
基
調
」（『
史
林
』
一
四
‐
一
）
と
い

う
論
文
に
、
す
で
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。（
上
横
手
雅

敬
『
日
本
史
の
快
楽 

中
世
に
遊
び
現
代
を
眺
め
る
』
角
川
文
庫
、
二
○
○
三
年
（
初

出
は
一
九
九
六
年
）、
一
五
三
頁
）。

41　

特
攻
に
対
す
る
「
統
率
の
外
道
」
と
い
う
表
現
は
、海
軍
側
の
航
空
特
攻
の
創
始
者

と
位
置
付
け
ら
れ
る
大
西
瀧
次
郎
中
将
の
も
の
で
あ
る
。

42　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
（
前
掲
書
）、
一
六
五
頁
。

43　

森
本
忠
夫
『
特
攻 

外
道
の
統
率
と
人
間
の
条
件
』
光
人
社
Ｎ
Ｆ
文
庫
、
二
○
○
五

年
（
初
出
は
一
九
九
四
年
）、
二
三
七
頁
。

44　

ウ
ォ
ー
ナ
ー
（
前
掲
書
）、
三
四
七
頁
。

（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）


