
異
賊
防
禦
の
策 

日
本
の
名
著
３
１
、
吉
田
松
陰
、
中
央
公
論
社 

《
解
説
》
「
異
賊
防
禦
の
策
」
は
、
『
未
忍
焚
稿
』
に
収
め
ら
れ
た
一
文
で
、
弘
化
三
年
閏
五

月
十
七
日
の
作
で
あ
る
。
『
未
忍
焚
稿
』
（
い
ま
だ
焚
く
に
忍
び
な
い
文
稿
の
意
）
は
、
松
陰

が
十
六
歳
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
二
十
一
歳
の
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
ま
で
の
文

章
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
松
陰
は
、
杉
家
・
玉
木
家
に
あ
っ
て
、
兵
学
師
範
た

る
べ
く
修
行
中
で
あ
っ
た
。

『
孫
子
』
の
兵
法
に
い
う
、
「
戦
争
の
原
則
は
、
敵
が
行
動
を
起
こ
し
て
こ
な
い
こ
と
を
頼
り

に
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
方
の
備
え
が
万
全
で
あ
る
こ
と
を
頼
り
に
す
る
。
ま
た
敵
が
攻
撃

し
て
こ
な
い
こ
と
を
頼
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
方
の
敵
か
ら
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

態
勢
が
万
全
で
あ
る
こ
と
を
頼
り
に
す
る
の
で
あ
る
」
（
九
変
篇
）
と
。

今
日
の
状
勢
を
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
勢
い
が
さ
か
ん
で
、
は
げ
し
く
あ
ば
れ
ま
わ
っ

て
い
る
。
わ
が
方
に
、
ど
の
よ
う
な
準
備
が
あ
れ
ば
、
安
心
し
て
わ
が
国
の
防
衛
を
託
す
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
る
に
、
四
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
一
は
能
力
の
あ
る
人
物
を
抜
擢

し
適
所
に
配
置
す
る
こ
と
。
二
は
優
秀
で
鋭
利
な
武
器
を
整
え
て
お
く
こ
と
、
三
は
兵
士
の
訓

練
を
適
切
な
方
法
で
実
施
す
る
こ
と
、
四
は
戦
闘
の
攻
撃
や
防
禦
の
計
略
を
た
て
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
四
つ
の
こ
と
は
、
国
家
の
急
務
で
あ
っ
て
、
一
日
と
し
て
欠
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

能
力
の
あ
る
人
物
を
抜
擢
し
適
所
に
配
置
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
答
え

よ
う
。
人
に
は
各
自
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
長
所
と
す
る
と
こ
ろ
を
み

て
、
そ
れ
を
活
用
す
る
よ
う
な
職
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
温
公
（
司
馬
光
の
こ
と
。
宋
の
政

治
家
。
『
資
産
通
鑑
』
二
九
四
を
著
わ
す
）
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
徳
行
の
あ
る
者
は
教
育
を
つ

か
さ
ど
り
、
学
問
に
す
ぐ
れ
て
い
る
者
は
君
主
の
相
談
に
あ
ず
か
り
、
政
治
力
が
あ
る
者
は
地

方
長
官
と
な
り
、
勇
気
が
あ
り
計
略
に
富
む
者
は
軍
隊
を
統
率
す
る
将
軍
と
な
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
、
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
人
物
が
な
に
に
長
じ
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
、
士
に
対
し
出
題
し
て
論
策
を
書

か
せ
、
そ
れ
に
よ
り
人
材
を
登
用
す
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
方
法
で
あ
る
。
論
策
は
、
た
だ
議

論
の
内
容
が
純
粋
で
優
秀
で
あ
る
の
を
採
り
、
言
葉
の
つ
く
り
方
や
修
飾
の
上
手
下
手
に
は
こ

だ
わ
ら
な
い
。

あ
る
人
が
、
「
論
策
を
も
っ
て
士
を
登
用
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
現
在
の
世
の
中
で
は
、
人
物

自
体
が
不
足
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
、
上
に
立
つ
者
が
、
賢
材
を
重
ん
じ
る
こ
と
を



実
際
に
示
せ
ば
、
人
材
は
か
な
ら
ず
あ
ら
わ
れ
、
人
物
に
不
足
す
る
こ
と
を
嘆
く
よ
う
な
こ
と

は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

昔
、

し
ん秦

が
亡
び
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
だ
れ
も
か
れ
も
権
力
者
に
こ
び
へ
つ
ら
っ
て
、
人
材

が
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
と
き
、
高
祖
（
漢
の
初
代
皇
帝
、
劉
邦
）
が
、
赤
い
の
ぼ

り
（
漢
の
標
識
）
を
た
て
て
挙
兵
す
る
や
、
張
良
（
韓
の
人
。
秦
の
始
皇
帝
の
暗
殺
に
失
敗
し

た
あ
と
黄
石
公
か
ら
太
公
望
の
兵
書
を
授
け
ら
れ
、
劉
邦
に
協
力
し
て
秦
を
滅
ぼ
し
天
下
を
統

一
さ
せ
留
侯
に
封
じ
ら
れ
た
）
、

し
ょ
う
か

蕭
何
（
江
蘇

は
い沛

県
の
人
。
高
祖
の
天
下
統
一
に
協
力
し

て
い鄭

候
に
封
ぜ
ら
れ
る
）
・
韓
信
（
江
蘇

わ
い
い
ん

淮
陰
の
人
。
高
祖
に
協
力
し
楚
王
・
淮
陰
候
に
封
じ
ら

れ
た
。
の
ち
謀
反
の
嫌
疑
で
呂
后
に
殺
さ
れ
た
）
の
三
傑
ら
が
続
い
て
起
こ
り
、
高
祖
を
助
け

た
。
西
漢
が
衰
え
る
と
、
だ
れ
も
か
れ
も

お
う
も
う

王
莽
の

し
ん新

に
な
び
き
従
属
し
た
。
こ
の
と
き
、
光

武
帝
が
正
義
を
唱
え
て
挙
兵
す
る
や
、
二
十
八
人
の
将
軍
（
後
漢
の
光
武
帝
を
助
け
た
功
臣
で
、

明
帝
の
と
き
雲
台
に
画
か
れ
た
二
十
八
人
の
こ
と
）
が
こ
れ
に
続
い
て
起
こ
り
、
光
武
帝
を
助

け
た
。
こ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
高
祖
や
光
武
帝
の
賢
者
を
重
ん
ず
る
精
神
が
誠
実
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
人
材
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を
育
成
す
る
道
理
と
適
切
な
方
法
が
あ
れ
ば
、

か
な
ら
ず
育
つ
も
の
で
あ
る
。

あ
る
人
が
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
論
策
を
も
っ
て
士
を
登
用
す
れ
ば
、
そ
の
弊
害
が
多

く
て
、
い
ち
い
ち
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
漢
の
武
帝
は
、

そ
う
こ
う
よ
う

桑
弘
羊
（
前

漢
の
政
治
家
。
武
帝
に
仕
え
塩
鉄
の
専
売
制
や
平
準
・
均
輪
の
法
を
立
て
た
。
昭
帝
の
と
き
謀

反
を
企
て
殺
さ
れ
た
）
の
興
利
の
説
を
採
用
し
た
が
、
そ
の
た
め
天
下
は
さ
わ
が
し
く
な
り
、

末
年
に
は
賊
が
起
こ
っ
た
。
ま
た

そ
う宋

の
神
宗
は
、
王
安
石
の
新
法
の
提
議
を
採
用
し
た
が
、
そ

の
結
果
天
下
は
さ
わ
が
し
く
な
り
、
国
家
も
決
し
て
富
強
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
論

策
を
も
っ
て
人
材
を
登
用
す
る
弊
害
で
あ
る
」
と
。
こ
の
人
の
考
え
も
ま
た
思
慮
が
足
ら
な
い

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

い
や
し
く
も
君
主
に
仁
義
の
心
が
あ
れ
ば
、
邪
説
が
お
こ
っ
て
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。
武

帝
・
神
宗
の
二
君
は
、
英
明
の
資
質
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
外
に
対
し
て
は
侵
略
の
意
図
が
あ

り
、
内
に
対
し
て
は
富
強
に
し
よ
う
と
の
欲
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
説
に
惑
わ
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
も
し
君
主
が
仁
政
を
行
な
お
う
と
す
れ
ば
、
人
民
に
課
す
る
税

を
重
く
し
、
人
民
に
対
す
る

よ
う
え
き

徭
役
を
き
び
し
く
す
る
こ
と
は
忍
び
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
君

主
が
義
（
道
理
）
を
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、
資
産
の
な
い
者
か
ら
税
を
取
る
よ
う
な
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
昔
よ
り
、
国
家
の
害
は
、
租
税
を
き
び
し
く
取
り
た
て
る
こ
と
を
も
っ
て

最
悪
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
に
仁
義
の
心
が
あ
れ
ば
、
邪
説
が
お
こ
っ
て
も
心
配

す
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。



優
秀
で
鋭
利
な
武
器
を
整
え
て
お
く
こ
と
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
答
え
よ
う
。
武
器
は

軍
事
上
の
一
大
威
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
優
秀
で
鋭
利
な
武
器
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

戦
い
に
敗
れ
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
む
ざ
む
ざ
兵
卒
を
敵
に
与
え
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
わ

れ
る
。
現
在
は
太
平
が
長
く
続
い
て
い
て
、
人
々
は
戦
乱
を
忘
れ
、
武
器
を
製
造
す
る
の
も
、

だ
い
た
い
が
商
人
に
ま
か
せ
て
お
り
、
武
器
の
飾
り
の
方
を
大
事
に
し
、
精
巧
さ
鋭
利
さ
は
重

視
し
な
い
。
も
し
い
っ
た
ん
戦
乱
に
ぶ
つ
か
る
と
、
武
器
が
鈍
重
な
の
で
、
結
局
は
兵
卒
を
む

ざ
む
ざ
敵
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

趙
常
吉
が
、
「
武
器
を
製
造
す
る
の
は
、
そ
の
武
器
を
実
際
に
使
う
人
が
造
ら
な
け
れ
ば
、
精

緻
堅
固
な
武
器
と
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
こ
と
が
今
日
の
弊
害
で

あ
る
。
役
所
の
武
器
に
つ
い
て
は
、
憂
慮
す
べ
き
は
、
ほ
と
ん
ど
の
役
人
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い

て
武
器
の
製
造
や
使
用
の
方
法
を
知
ら
ず
、
で
き
る
だ
け
武
器
の
使
用
を
ひ
か
え
、
自
由
に
使

わ
せ
な
い
の
で
、
武
器
は
か
え
っ
て
鋭
利
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
役
人
と

し
て
は
、
適
切
に
処
置
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

お
よ
そ
武
器
の
鋭
利
さ
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
防
禦
用
の
武
器
は
、
ま
す
ま
す
重
厚
で
あ
っ
て
こ

そ
い
よ
い
よ
精
妙
と
い
え
、
戦
闘
用
の
武
器
は
、
ま
す
ま
す
軽
快
で
あ
っ
て
こ
そ
、
い
よ
い
よ

精
妙
と
い
え
よ
う
。
思
う
に
、
守
備
は
、
不
敗
の
地
に
立
っ
て
動
揺
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
主

要
と
し
、
戦
い
は
、
敵
の
敗
退
を
の
が
さ
ず
、
自
軍
の
変
化
を
予
測
さ
せ
な
い
こ
と
を
も
っ
て

主
眼
と
す
べ
き
だ
。
し
た
が
っ
て
、
敵
の
侵
攻
を
防
衛
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
鉄
砲
の
利
点
は
、

重
く
大
き
く
遠
く
ま
で
弾
丸
が
飛
ぶ
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
く
わ
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

兵
士
の
操
練
を
適
切
な
方
法
で
実
施
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
答
え
よ
う
。
温
公
が
、

「
兵
士
を
養
成
す
る
方
法
は
、
兵
士
が
精
鋭
と
な
る
こ
と
に
つ
と
め
、
兵
士
が
い
た
ず
ら
に
多

く
な
る
こ
と
を
か
な
ら
ず
し
も
も
と
め
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
精
鋭
な
兵
を
つ
く
る
た
め

に
は
、
操
練
が
も
っ
と
も
よ
い
方
法
で
あ
る
。
さ
て
操
練
の
方
法
は
、
火
器
に
長
じ
て
い
る
者

を
も
っ
て
一
隊
と
し
、
長
槍
や
刀
剣
に
長
じ
て
い
る
者
を
も
っ
て
一
隊
と
し
、
弓
馬
に
長
じ
て

い
る
者
を
も
っ
て
一
隊
と
し
、
騎
馬
に
乗
っ
て
弓
を
射
る
方
法
を
訓
練
す
る
。
兵
士
は
幾
千
万

人
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
上
記
三
隊
に
分
け
、
一
人
と
て
精
鋭
で
な
い
兵
士
は
い
な
い
よ
う
に

す
る
。
春
と
秋
に
は
、
大
将
の
狩
猟
や

ぎ
ょ
ろ
う

漁
撈
に
託
し
て
兵
士
を
率
い
て
操
練
を
実
施
し
、
金
鼓

を
打
っ
て
進
軍
・
退
却
を
統
制
し
、
旗
の
動
き
に
よ
っ
て
、
隊
の
合
体
や
分
離
を
練
習
し
、
数

百
の
部
隊
を
、
あ
た
か
も
一
人
の
人
間
を
使
う
よ
う
に
自
由
自
在
に
動
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。

戦
闘
の
攻
撃
や
防
禦
の
計
略
を
た
て
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
答
え
よ
う
。
人
材
を
登

用
し
、
操
練
に
習
熟
し
、
武
器
が
優
秀
で
鋭
利
で
あ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
こ
れ
を
実
際
の
戦
闘
に



活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
践
の
方
法
は
、
敵
が
海
上
に
あ
っ
て
陸
か
ら
十
七
、
八
町
（
約
二

千
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
離
れ
て
い
る
く
ら
い
な
ら
ば
、
大
砲
数
筒
で
も
っ
て
、
こ
の
敵
を
防
ぐ
。

十
町
以
内
に
接
近
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

か
ず
だ
ま

数
丸
な
る
も
の
を
は
げ
し
く
う
ち
放
っ
て
、
敵
が
上
陸

で
き
な
い
よ
う
に
す
る
。

む
ら
だ
ま

屯
丸
と
い
う
の
は
、
数
丸
を
一
つ
の
筒
に
装
填
す
る
の
を
い
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
着
弾
の
範
囲
、
射
程
距
離
は
、
広
狭
長
短
、
意
の
ま
ま
に
で
き
る
。

戚
子
（
戚
継
光
。
明
の
武
将
で
、
倭
寇
や
北
辺
の
防
備
に
功
績
が
あ
っ
た
。
兵
書
『
紀
効
新

書
』
十
八
巻
な
ど
が
あ
る
）
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
弓
矢
や
火
器
の
よ
う
な
類
の
も

の
は
、
み
な
飛
道
具
で
あ
る
。
そ
の
威
力
が
百
歩
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
五
十
歩

で
発
射
し
、
威
力
が
五
十
歩
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
二
十
歩
で
発
射
す
る
。
こ
れ

も
飛
道
具
を
短
く
使
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
使
用
す
る
武
器
が
飛
道
具

で
あ
る
か
ら
『
勢
い
が
激
し
く
』
、
短
い
距
離
に
用
い
る
の
で
あ
る
か
ら
『
瞬
時
の
機
を
は
ず

さ
ず
』
、
孫
子
の
勢
険
・
節
短
の
説
に
か
な
う
も
の
と
い
え
る
。
」

こ
の
言
葉
は
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
陸
戦
に
お
い
て
は
、
海
戦
の
方
法
を
参
考

に
し
て
発
砲
す
る
。
し
か
し
二
、
三
間
（
四
、
五
メ
ー
ト
ル
）
の
近
く
ま
で
迫
れ
ば
、
長
槍
や

刀
剣
を
も
っ
て
は
げ
し
く
刺
し
撃
ち
、
馬
上
か
ら
弓
を
放
っ
て
敵
陣
の
背
後
や
横
を
攻
撃
す
る

の
で
あ
る
。
私
が
考
え
る
の
に
、
上
古
の
制
で
は
、
だ
い
た
い
馬
に
乗
っ
て
弓
を
射
る
方
法
を

用
い
た
。
中
古
は
馬
を
廃
止
し
て
歩
兵
を
用
い
、
馬
は
た
だ
行
軍
の
用
と
大
将
や
指
揮
官
の
愛

用
と
に
あ
て
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
古
い
習
慣
が
今
日
ま
で
続
き
、
騎
戦
に
復
帰
す
る
こ
と

を
論
ず
る
者
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
武
士
や
馬
が
日
に
日
に
弱
く
な
っ
て
い
き
、
い
ま
や
戦

闘
に
堪
え
な
い
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
射
術
も
衰
え
、
武
術
の
礼
儀
作
法

に
こ
だ
わ
っ
て
、
実
用
に
は
う
と
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
操
練
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
古
い
時
代
の
武
術
に
復
帰
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

四
者
（
人
材
登
用
、
武
器
鋭
利
、
操
練
の
実
施
、
戦
い
の
計
略
を
た
て
る
こ
と
）
が
す
で
に
備

わ
っ
て
の
ち
、
軍
備
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
続
い
て
、
防
塁
を
設
置
し
、

兵
糧
を
蓄
え
支
給
し
、
軍
馬
を
飼
育
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

防
塁
を
設
置
す
る
と
は
、
や
は
り
古
代
の
軍
団
の
よ
う
に
す
る
。
つ
ま
り
、
兵
士
が
そ
れ
ぞ
れ

組
を
つ
く
り
組
の
長
を
置
き
、
辺
境
や
要
衝
の
地
に
は
と
り
で
を
つ
く
り
、
こ
こ
に
た
て
こ

も
っ
て
守
り
、
敵
に
対
す
る
防
備
が
空
白
で
敵
か
ら
攻
撃
さ
れ
や
す
い
地
点
の
な
い
よ
う
に
す

る
の
で
あ
る
。
兵
士
の
組
編
成
の
制
度
は
、
現
在
で
は
、
五
人
で

ご伍
を
編
成
し
、
十
人
で

か火
を

編
成
し
、
五
十
人
で
隊
を
編
成
す
る
。
百
人
で
旅
帥
（
旅
団
の
指
揮
者
）
を
お
き
、
二
百
人
で

校
尉
（
軍
団
の
指
揮
者
）
を
お
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
は
、
民
兵
を
団
結
さ
せ
る
制
度
で

あ
る
。
兵
士
を
団
結
さ
せ
る
制
度
は
参
考
と
す
る
も
の
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
意
味
を



と
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
陪
臣
が
多
い
者
は
隊
長
で
あ
り
、
少
な
い
者
は
伍
長
で
あ
る
。

威
元
敬
が
、
隊
の
仲
間
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
「
か
な
ら
ず
、
た
が
い
に
よ
く
知
っ
て
い

る
者
を
選
べ
、
昼
の
戦
闘
に
は
顔
を
見
て
友
軍
だ
と
判
断
し
、
夜
の
戦
闘
で
は
声
を
聞
く
だ
け

で
友
軍
だ
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。
隊
の
仲
間
を
明
確
に
し
て
お
く
の
は
、
人

数
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
が
い
に
親
睦
し
て
、
危
急
の
場
合
の
救
援
に
都
合
が
よ
い
よ
う

に
す
る
た
め
で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
兵
士
が
防
塁
に
滞
在
す
る
以
上
、
事
件
が
な
い
と
き
は
兵

法
を
講
じ
武
芸
を
習
う
こ
と
を
業
務
と
し
、
病
気
や
事
故
の
場
合
の
ほ
か
に
は
、
た
や
す
く
そ

の
任
務
を
放
棄
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
防
塁
に
滞
在
す
る
の
は
一
年
を
期
限
と
す
る
。
滞
在

期
間
が
非
常
に
長
い
と
倦
怠
の
心
配
が
あ
り
、
非
常
に
短
け
れ
ば
、
防
塁
へ
の
往
復
が
頻
繁
と

な
り
煩
わ
し
い
。
一
年
を
期
限
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
間
の
適
当
な
交
代
に
近
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
軍
隊
が
数
隊
に
分
か
れ
、
数
方
面
か
ら
侵
入
し
て
く
る
場
合
が
、
も
っ
と
も
防
ぎ
に
く
い

の
で
あ
る
。
新
田
義
貞
が
鎌
倉
を
攻
撃
し
た
と
き
、
大
館
宗
氏
・
沢
田
行
義
は
極
楽
寺
よ
り
、

堀
口
貞
満
・
大
島
守
之
は

こ
ぶ
く
ろ

児
嚢
坂
よ
り
、
義
貞
・
義
助
は

け
は
い

仮
粧
坂
よ
り
、
兵
を
三
方
面
に
分
け

て
侵
入
さ
せ
、
鎌
倉
は
陥
落
し
、
北
条
氏
一
族
を
こ
と
ご
と
く
討
伐
し
た
。

げ
ん元

は
宋
と
同
盟
し
、

き
ん金

を
は
さ
み
討
ち
に
し
た
。
宋
は
金
の
東
南
部
を
囲
み
、
元
は
金
の
西
北
部
を
囲
み
、
金
の
君

主
を
捕
え
て
殺
し
、
金
は
亡
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
軍
隊
が
数
方
面
に
分
か
れ
て
侵
入

し
て
く
る
の
を
防
ぐ
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
防
備
が

空
白
で
敵
が
攻
撃
し
や
す
い
地
点
を
な
く
す
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

兵
糧
を
蓄
え
支
給
す
る
と
は
、
辺
境
の
防
塁
に
い
る
兵
士
に
、
食
料
を
を
支
給
す
る
こ
と
を
い

う
の
で
あ
る
。
『
孫
子
』
に
い
う
、
「
戦
争
の
た
め
に
国
が
貧
し
く
な
る
の
は
、
遠
方
ま
で
食

料
や
武
器
を
輸
送
す
る
か
ら
で
あ
る
。
遠
方
ま
で
食
料
や
武
器
を
輸
送
す
れ
ば
、
そ
の
任
に
は

人
民
が
あ
た
り
、
ま
た
物
資
が
そ
れ
だ
け
欠
乏
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
民
は
貧
困
と
な
る
」

（
作
戦
篇
）
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
兵
糧
を
支
給
す
る
に
は
な
に
よ
り
も
便
利
さ
を
選
ぶ
べ
き
で
あ

る
。
ま
ず
兵
士
幾
人
に
、
も
み
米
が
何
石
必
要
か
を
量
り
、
本
禄
の
も
み
米
を
控
除
し
、
防
塁

の
近
辺
か
ら
そ
の
分
の
も
み
米
を
支
給
す
れ
ば
、
遠
方
に
輸
送
す
る
弊
害
を
ほ
ぼ
免
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
い
た
い
兵
士
一
人
の
食
糧
は
、
一
日
に
も
み
米
一
升
と
い
う
計

算
を
す
れ
ば
、
百
人
で
一
石
で
あ
る
。
百
人
が
一
日
に
一
石
を
食
べ
れ
ば
、
一
年
に
三
百
六
十

石
と
な
り
、
禄
の
も
み
米
百
四
十
四
石
に
相
当
す
る
。
そ
の
他
は
類
推
し
た
ら
よ
い
。
ま
た
考

え
て
み
る
と
、
防
塁
の
貯
蔵
の
も
み
米
が
二
、
三
年
分
を
支
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
守
備
の

任
務
に
安
心
し
て
あ
た
る
の
に
十
分
と
は
い
え
な
い
。

宋
の
趙
徳
明
が
、
人
民
が
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
、
君
主
に
文
書
を
奉
じ
て
、
食
糧
を
乞

う
た
。
そ
の
と
き
、
王
旦
が
い
う
に
は
、
「
徳
明
に
詔
し
て
、
臣
（
王
旦
）
が
述
べ
た
い
と
思



う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
防
塁
に
あ
る
貯
蔵
用
の
も
み
米
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
し
か
し

都
に
は
す
で
に
百
万
石
を
用
意
し
て
い
る
、
自
分
で
人
民
た
ち
を
都
に
来
さ
せ
用
意
の
も
み
米

を
持
ち
帰
る
よ
う
に
さ
せ
る
が
よ
い
、
と
伝
え
た
い
の
で
す
」
徳
明
は
こ
の
詔
を
あ
り
が
た
く

受
け
て
い
う
に
は
、
「
朝
廷
に
は
す
ぐ
れ
た
人
物
が
い
る
」
と
。
こ
れ
を
み
て
も
、
貯
蔵
の
も

み
米
が
多
く
な
け
れ
ば
、
安
心
し
て
守
備
の
任
務
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る

の
で
あ
る
。

軍
馬
を
飼
育
す
る
と
い
う
の
は
、
防
塁
の
近
辺
に
お
い
て
、
民
間
に
馬
を
飼
育
し
た
い
と
願
う

者
に
は
、
馬
と
飼
育
の
費
用
を
与
え
て
飼
育
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
兵
士

が
飼
育
し
て
い
る
馬
だ
け
で
戦
争
に
は
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
闘
や
防
衛
の
さ
い

死
ん
だ
り
傷
つ
い
た
り
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
軍
馬
を
民
間
に
飼
育
さ
せ
、

そ
の
不
足
分
を
補
充
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
た
く
さ
ん
飼
育
す
れ
ば
農
耕
に
害
が
あ

る
。
兵
士
百
人
に
二
、
三
十
匹
を
飼
え
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
防
塁
に
い
る
兵
士
に
こ
の
馬
を

調
練
さ
せ
、
兵
士
が
任
務
を
完
了
し
て
去
る
と
き
、
監
督
官
を
し
て
、
そ
の
馬
の
肥
え
具
合
や

調
練
の
具
合
を
検
査
さ
せ
る
。

軍
馬
の
飼
育
・
調
練
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
『
呉
子
』
に
く
わ
し
く
論
じ
て
あ
る
（
『
呉
子
』

は
「
魯
で
曽
子
に
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
呉
起
が
、
魏
の
文
候
や
武
候
（
文
候
の
子
）
の
問
い
に

対
し
て
攻
防
の
法
を
説
く
と
い
う
形
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
。
『
孫
子
』
に
較
べ
る
と
格
調
が
落

ち
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
は
治
兵
篇
に
あ
り
、
武
候
の
問
い
に
答

え
た
形
を
と
っ
て
い
る
）
。
飼
育
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
飲
食
の
適
度
を
ま
ち
が
っ

て
は
な
ら
な
い
」
、
ま
た
い
う
、
「
飲
食
の
水
と
草
と
を
適
度
に
し
、
食
の
過
不
足
を
調
節
す

る
」
、
ま
た
い
う
、
「
飢
え
の
た
め
に
身
体
を
こ
わ
す
こ
と
は
な
い
、
か
な
ら
ず
飽
食
に
よ
り

身
体
を
こ
わ
す
の
だ
」
、
ま
た
い
う
、
「
冬
は

き
ゅ
う
し
ゃ

厩
舎

を
温
暖
に
し
、
夏
は
涼
し
く
す
る
」
と
。

調
練
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
調
練
で
は
最
後
の
困
難
な
段
階
で
は
身
体
を
こ
わ
す
こ

と
は
な
い
が
、
か
な
ら
ず
最
初
の
や
さ
し
い
段
階
で
身
体
を
こ
わ
す
」
、
ま
た
い
う
、
「
馬
の

目
が
前
方
だ
け
し
か
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
耳
は
物
音
で
驚
く
こ
と
の
な
い
よ
う

に
し
、
速
く
走
る
こ
と
や
前
進
・
停
止
な
ど
を
よ
く
訓
練
し
、
人
と
馬
と
が
た
が
い
に
親
し
ん

だ
の
ち
、
そ
の
馬
は
戦
場
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
。
反
復
し
て
よ
く
考
え
れ
ば
、
馬

の
飼
育
・
訓
練
の
方
法
は
、
上
記
の
数
言
に
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
っ
た
い
馬
の
習
性
と
い
う
も
の
は
、
豆
と
も
み
米
の
よ
う
な
ぜ
い
た
く
な
食
事
を
与
え
れ
ば
、

肥
大
と
な
っ
て
軽
快
で
は
な
く
な
り
、
は
だ
は
あ
ざ
や
か
で
美
し
い
が
弱
体
で
力
が
な
く
な
り

や
す
く
、
遠
く
ま
で
行
け
ば
、
食
欲
が
減
退
し
、
急
疾
走
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
汗
が
流
れ
る
。

う
つ
り
ょ
う
し

尉
繚
子
は
、
よ
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
在
で
は
、
金
属
や
木
の
本
性
は



寒
く
は
な
い
の
に
、
錦
で
飾
っ
た
布
を
着
せ
、
馬
や
牛
の
本
性
は
草
を
食
い
水
を
飲
む
の
に
適

し
て
い
る
の
に
、
豆
や
も
み
米
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
政
治
が
そ
の
根
本
を
失
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
ぜ
い
た
く
は
規
制
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。

か
つ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
馬
を
調
練
す
る
た
め
に
は
、
春
は
遠
く

ま
で
走
ら
せ
、
夏
は
水
を
渡
り
、
秋
は
狩
猟
を
し
、
冬
は
馬
を
乗
り
こ
な
す
。
あ
る
一
日
は
徐

行
し
、
他
の
一
日
は
速
足
で
走
り
、
あ
る
い
は
お
お
い
に
走
り
、
あ
る
い
は
左
右
に
屈
折
し
て

走
り
、
ひ
と
走
り
す
れ
ば
止
ま
り
、
一
度
緊
張
す
れ
ば
つ
ぎ
は
ゆ
っ
た
り
と
さ
せ
、
あ
る
と
き

は
夜
間
に
乗
馬
し
、
あ
る
と
き
は
雪
の
上
を
騎
乗
し
、
あ
る
い
は
風
雨
の
な
か
を
走
ら
せ
、
あ

る
い
は
険
し
い
と
こ
ろ
を
通
行
さ
せ
る
、
こ
の
よ
う
に
調
練
し
て
一
日
と
て
休
ま
な
け
れ
ば
、

馬
は
お
の
ず
か
ら
壮
健
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
人
は
馬
の
癖
を
よ
く
知
り
、
馬
も
ま
た
乗
る
人

の
気
持
ち
を
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
軍
馬
の
用
に
役
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
者
（
防
塁
を
設
置
し
、
兵
糧
を
蓄
積
、
支
給
し
、
軍
馬
を
飼
育
す
る
こ
と
）
が
十
分
備
わ
っ

て
、
辺
地
の
防
衛
が
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。
七
者
（
上
記
の
三
者
と
最
初
に
記
し
た
人
材
登
用
、

武
器
鋭
利
、
操
練
の
実
施
、
戦
争
の
計
略
の
四
者
を
合
わ
せ
た
も
の
）
は
一
つ
も
欠
け
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
根
本
を
た
ず
ね
れ
ば
、
肝
心
な
の
は
人
材
登
用
、
適
材
適
所

に
あ
る
と
も
い
え
る
。
人
材
が
登
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
六
つ
の
事
柄
も
ま
た
成
功
す
る
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
そ
の
根
本
を
た
ず
ね
れ
ば
、
君
主
の
仁
義
の
心
が
す
べ
て
で
あ
る
。

『
孟
子
』
（
離
婁
上
篇
第
二
十
章
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
君
主
が
仁
愛
が
深
け
れ
ば
、
国

中
み
な
仁
愛
に
あ
ふ
れ
、
君
主
が
義
を
重
ん
ず
れ
ば
、
国
中
の
人
も
ま
た
義
を
重
ん
ず
る
よ
う

に
な
る
」
と
。
私
は
、
こ
の
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。


