
海
國
兵
談
第
六
巻 

(
現
代
語
訳
) 

撰
士
及
び
一
騎
前 

人
は
凡
人
で
あ
る
こ
と
が
一
番
良
い
と
思
い
が
ち
で
あ
り
、
し
か
も
人
々
が
万
芸
に
⾧
ず
る
と
い

う
の
も
実
現
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
一
芸
ず
つ
は
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の

得
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
選
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
を
授
け
る
よ
う
に
せ
よ
。
孝
に
五
段
階
が
あ
り
、

武
に
も
ま
た
五
段
階
が
あ
る
と
い
う
心
得
で
選
ぶ
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
こ
そ
主
将
が
第
一
に
思
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
無
学
で
あ

て
は
そ
の
器
量
に
応
じ
て
選
ぶ
こ
と
も
、
上
手

く
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
上
手
く
や
る
に
は
、
多
く
の
書
を
読
ん
で
日
本
や
シ
ナ
の
才
智

あ
る
君
主
が
、
人
の
器
を
選
ん
で
き
た
事
例
を
考
察
す
れ
ば
、
誰
が
教
え
る
と
も
な
く
、
人
の
器
を

選
ぶ
こ
と
が
上
手
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
君
主
た
る
者
の
第
一
の
勤
め
は
、
多
く
の
書
を

読
ん
で
君
主
の
武
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
人
を
選
ぶ
方
法
の
大
略
を
左

に
記
す
。
な
お
工
夫
を
加
え
よ
。 

〇
様
々
な
こ
と
を
読
み
知

て
お
り
、
そ
の
内
容
を
し

か
り
覚
え
て
い
て
才
智
が
逞
し
く
、
経
済

に
達
し
、
弁
舌
の
才
に
優
れ
、
気
骨
の
あ
る
者
は
、
家
老
の
職
を
任
せ
よ
。 

〇
武
勇
を
第
一
と
し
て
、
兵
道
に
達
し
、
才
智
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
番
頭
に
用
い
よ
。 

〇
勇
壮
に
し
て
、
お
と
な
し
く
、
か
つ
物
に
動
じ
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
武
頭
に
用
い
よ
。 

〇
士
卒
の
中
で
、
日
本
や
シ
ナ
の
書
を
読
ん
で
多
く
の
物
事
を
知

て
い
る
者
を
選
ん
で
、
一
組
と

な
し
て
お
け
。 

〇
頓
智
頓
才
に
し
て
弁
舌
に
優
れ
る
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

〇
兵
道
を
心
得
て
お
り
、
物
見
等
で
機
転
が
利
く
よ
う
な
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

〇
力
が
強
く
て
勇
気
の
あ
る
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

君
主
の
武
は
平
士
の

武
と
同
じ
で
は
な
い 



〇
弓
、
鉄
砲
、
弩
弓
等
の
上
手
な
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

〇
早
道
、
早
業

は
や
わ
ざ

の
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

〇
天
文
、
算
数
等
の
得
意
な
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

〇
水
泳
、
水
馬
等
の
上
手
な
者
を
選
ん
で
、
一
組
と
な
し
て
お
け
。 

右
の
他
に
も
、
人
を
選
ぶ
基
準
に
は
幾
と
お
り
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
類
の
者
を
全
て
平
素

か
ら
充
実
し
て
お
き
、
戦
時
に
は
旗
本
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
番
頭
に
も
配
置
し
て
、
肝
要

な
用
事
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
総
じ
て
軍
兵
を
選
ぶ
方
法
は
、
体
格
が
逞
し
く
一
芸
に
⾧
じ
、
意
気
盛
ん
な
者
を
上
と
す
る
。
技

芸
は
な
く
て
も
体
格
が
逞
し
く
意
気
盛
ん
な
者
を
中
と
す
る
。
技
芸
な
く
、
体
格
も
逞
し
く
な
い
け

れ
ど
も
、
意
気
勇
壮
な
者
は
下
の
選
別
に
充
て
よ
。
技
芸
な
く
、
体
格
も
す
ぐ
れ
ず
、
意
気
も
し
ぼ

ん
で
い
る
者
は
取
る
に
足
ら
な
い
。
も
し
や
む
を
得
ず
に
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
火
の
番
か
飯
炊
き

の
類
と
な
る
だ
ろ
う
。 

右
は
全
て
、
兵
を
選
ぶ
こ
と
の
概
要
で
あ
る
。 

一
騎
前 

〇
一
騎
前
(

各
個
の
戦
闘
)
の
趣
旨
は
、
敵
に
当
た

て
勇
壮
で
あ
る
の
を
専
ら
と
す
る
。『
呉
子
』

に
「
進
ん
で
死
す
る
を
以
て
栄
と
為
し
、
退
き
生
き
る
を
辱
と
為
す
矣
」
と
あ
る
。
又
、
上
杉
謙
信

の
書
に
「
真
精
の
鉾 ほ

先 さ
き

は
、
鳴
動
の
中
に
章
疾

あ
や
と
し

」
と
あ
る
。
又
、
同
書
に
遮
神
剣
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
こ
れ
は
接
戦
の
時
は
前
懸
り
な

て
、
自
分
の
冑
を
敵
の
剣
に
ま
か
せ
て
飛
び
込
め
。
そ
う
す

れ
ば
、
軍
神
が
敵
の
剣
を
遮

て
、
我
が
身
は
無
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
真
一
文
字
に
敵

陣
に
飛
び
込
む
こ
と
を
主
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
騎
武
者
の
接
戦
に
お
け
る
大
主
意

と
心
得
よ
。
さ
て
、
馬
の
乗
形
、
物
見
の
礼
儀
、
武
者
詞
、
隠
し
字
等
の
こ
と
は
、
一
騎
前
の
奥
の



手
に
し
て
枝
葉
末
節
な
こ
と
な
の
で
、
大
略
を
知
る
だ
け
で
足
り
る
だ
ろ
う
。
左
に
基
本
と
な
る
要

領
に
つ
い
て
二

三
を
挙
げ
る
の
で
、
さ
ら
に
考
察
せ
よ
。 

〇
六
具
と
云
う
も
の
に
色
々
あ
る
が
、
先
ず
一
騎
前
の
六
具
は
、
胴
、
冑

か
ぶ
と

、
籠
手

こ

て

、
臑 す

ね

当 あ
て

、
太
刀
、

草
鞋

わ
ら
じ

で
あ
る
。
こ
の
他
、
大
将
の
六
具
、
身 み

堅
か
た
め

の
六
具
、
備
の
六
具
、
番
所
の
六
具
等
が
あ
る
。

閑
暇

ひ

ま

な
時
に
学
ん
で
お
く
こ
と
。 

上
述
し
た
よ
う
に
、六
具
に
様
々
な
も
の
が
あ
り
、こ
と
ご
と
く
六
の
数
を
用
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
亀 き

蔵 ぞ
う

六 ろ
く

(

足
と
頭
と
尾
の
六
つ
を
甲
羅
に
隠
す
亀
)」
か
ら
出
た
こ
じ
つ
け
に
過
ぎ
な

い
の
で
、
厳
格
に
六
に
限
ら
れ
た
こ
と
の
様
に
思
う
の
は
「
柱
に
膠

に
か
わ

(

規
則
な
ど
に
と
ら
わ

れ
て
融
通
が
利
か
な
い
こ
と
の
例
え
)」
の
類
で
あ
る
。
よ

て
、
私
は
一
騎
の
六
具
に
糒

ほ
し
い

を
加

え
て
七
具
と
教
え
る
の
で
あ
る
。 

〇
身
の
廻
り
を
具
足
で
堅
め
る
手
順
は
、
下
か
ら
始
め
、
左
を
先
、
右
を
後
と
す
る
。
脱
ぐ
と
き
は

上
か
ら
始
め
、
右
を
先
に
す
る
。 

〇
鎧
の
縅

お
ど
し

毛
、
甲
冑
の
名
称
な
ど
は
詳
し
い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
大
略
を
広
く
知

て

い
れ
ば
よ
い
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
事
に
拘
泥
す
る
と
、
重
要
な
方
法
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
敵
の
容
体
を
見
覚
え
て
、
大
将
に
報
告
す
る
た
め
、
あ
る

い
は
矢
を
射
当
て
、
又
は
負
傷
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
こ
と
を
全
く
心
得

て
い
な
い
の
は
、
第
一
の
不
覚
で
あ
る
と
知
れ
。 

〇
組
討
の
た
め
に
、
時
々
相
撲
を
取
る
の
が
よ
い
。
古
代
は
角
力
と
云

て
武
芸
の
一
つ
で
あ
り
、

武
士
の
技
芸
を
吟
味
す
る
条
件
の
中
に
相
撲
も
含
ま
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
諸
国
か
ら
相
撲
人
と

し
て
力
持
ち
の
人
を
進
め
さ
せ
た
事
も
、
諸
史
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
世
は
歌
舞
伎
と
同
じ

よ
う
な
も
の
に
な

た
こ
と
か
ら
、
相
撲
は
武
士
の
芸
で
は
な
い
と
思
う
の
は
不
覚
で
あ
る
。
全
て



組
討
は
、
高
く
組
む
の
は
弱
く
、
低
く
組
む
の
が
良
い
と
心
得
よ
。 

〇
組
討
で
は
常
に
、
素
早
く
右
手
指
を
抜
い
て
、
組
み
な
が
ら
突
け
。
平
忠
度

た
い
ら
の
た
だ
の
り

や
山
中
鹿
之
助
等

の
組
み
様
を
手
本
と
せ
よ
。 

附 

異
国
人
と
組
討
す
る
の
に
い
く
つ
か
の
心
得
が
あ
る
。
先
ず
異
国
人
に
国
々
の
差
異
が
あ

り
、
人
の
大
小
、
力
の
強
弱
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
琉
球
、
タ
イ
等
の
南
人
は
皆
、
体
格
が

短
小
で
気
力
も
弱
い
。
支
那
も
浙
江
、
南
京
以
外
の
人
は
琉
球
、
タ
イ
等
の
人
に
準
ず
る
。

又
、
山
西
、
北
京
及
び
韃
靻
、
朝
鮮
等
の
北
地
の
人
は
、
体
格
も
大
き
く
て
、
力
も
日
本
人

よ
り
強
い
。
た
だ
気
性
が
鈍
い
だ
け
で
あ
る
。
ヨ

ロ

パ
人
は
た
だ
身
⾧
が
高
い
だ
け
で

あ
り
、
さ
ほ
ど
力
も
な
く
、
気
性
も
鈍
い
。
さ
て
、
日
本
人
と
北
地
の
異
人
等
が
角
力
す
る

の
を
度
々
見
た
の
で
あ
る
が
、
四
つ
に
組
ん
だ
な
ら
ば
北
人
は
、
後
に
も
退
か
ず
、
脇
へ
も

倒
れ
ず
、
た
だ
前
に
す
か
し
て
な
で
落
と
せ
ば
、
う
つ
伏
せ
に
倒
れ
て
し
ま
う
。
又
、
一
つ

の
心
得
が
あ
る
。
支
那
人
の
武
芸
は
蹴
る
こ
と
を
第
一
に
習

て
、
胸
と
膝
と
を
蹴
る
。
又
、

後
跳
ね
を
頻
繁
に
行
な
う
。
又
、
拳
法
と
云

て
握
り
拳

こ
ぶ
し

で
目
を
突
く
の
で
あ
る
。
こ
の
三

つ
を
心
得
て
い
て
、
蹴
ら
れ
ず
、
跳
ね
ら
れ
ず
、
突
か
れ
な
い
よ
う
に
、
素
早
く
身
を
寄
せ

付
け
る
の
を
第
一
と
せ
よ
。
こ
れ
が
支
那
人
と
組
む
と
き
の
心
得
で
あ
る
。 

〇
武
芸
は
定
ま
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
で
あ
れ
一
芸
に
熟
達
せ
よ
。
多
芸
に
越
し
た
こ
と

は
な
い
が
、
多
芸
を
心
掛
け
る
と
、
熟
達
し
難
い
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
刀
は
人
々

が
帯 は

か
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
太
刀
打
ち
だ
け
は
誰
も
が
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
中
で
も
抜
打

ぬ
き
う
ち

に
強
く
な
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
れ
が
太
刀
を
学
ぶ
上
で
の
要
法
で
あ
る
。 

〇
太
刀
帯

た
て
は
き

に
よ
り
着
け
て
い
る
太
刀
は
抜
き
難
い
も
の
で
あ
る
。
直
に
帯
に
挿 さ

す
ほ
う
が
良
い
。
こ

の
類
の
こ
と
は
仕
来
り
の
式
法
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
自
ら
試
み
て
便
利
な
も
の
を
取
れ
ば
よ
い
。 



〇
弓
は
半
弓
が
便
利
で
あ
り
、
用
い
る
の
に
勝
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
馬
上
で
有
利
で
あ
る
。
も

と
も
突
き
通
す
力
も
強
い
も
の
で
あ
る
。 

〇
矢 し

籠 こ

に
三
種
類
あ
る
。
一
つ
は
平
素
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
物
で
あ
る
。
一
つ
は
大
竹
を
用
い
て

図
の
よ
う
に
こ
し
ら
え
よ
。
一
つ
は
小
竹
に
て
作
成
す
る
。 

 

 

 



〇
今
の
世
の
習
い
と
し
て
、
足
軽
は
皆
、
空 う

つ

穂 ぼ

(
靫

う
つ
ぼ

)
を
用
い
て
い
る
が
、
空
穂
を
腰
に
付
け
る

と
重
く
て
動
き
難
い
。
特
に
行
軍
す
る
時
な
ど
は
大
変
疲
れ
る
も
の
で
あ
る
。
足
軽
が
矢 し

籠 こ

を
用
い

て
、
戦

い
く
さ

に
不
便
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
動
き
易
い
よ
う
に
空
穂
に
代
え
て
矢
籠
を
足

軽
に
用
い
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
た
な
制
度
の
よ
う
で
あ
る
が
、
戦
に
便
利
な
ら
ば
、
ど

う
し
て
新
た
な
方
法
を
は
ば
か
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
桐
油
紙
で
⾧
さ
二
尺
(
約
六
〇
・
六
㎝
)
程
の
袋
を
こ
し
ら
え
て
、
雨
天
時
に
矢 し

籠 こ

に
か
け
よ
。

も

と
も
、
普
段
か
ら
か
け
て
お
い
て
も
問
題
な
い
。 

〇
重
い
鎧
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
。
美
し
く
飾

て
い
る
鎧
は
必
ず
重
い
も
の
で
あ
る
。
全
て
一
騎

(
各
兵
士
)
の
出
で
立
ち
は
、
軽
量
化
に
努
め
よ
。
極
端
に
略
す
れ
ば
胴
と
冑

か
ぶ
と

だ
け
で
も
事
足
り

る
も
の
と
思
え
。
も
ち
ろ
ん
、
冑
も
軽
い
も
の
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
鎖
、
鉢
巻
、
あ
る
い
は
半
首

は
つ
む
り

の
類
で
錣

し
こ
ろ

様
の
物
は
、
後
ろ
を
覆
え
ば
事
足
り
る
も
の
で
あ
る
。
大
立
て
物
等
を
用
い
る
の
は
、

ほ
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。 

〇
太
刀
は
古
く
に
作
ら
れ
た
も
の
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
丈
夫
な
も
の
を
重
視
す
る
の
で

あ
る
。
戦
時
に
は
、
大
平
の
世
の
よ
う
に
太
刀
、
刀
を
玉
の
よ
う
に
、
玩
具
同
様
に
大
切
に
取
り
扱

う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
敵
を
た
た
き
ひ
し
ぐ
鉄
棒
で
あ
る
と
心
得
よ
。 

〇
帯 は

き

太
刀

た

ち

は
⾧
さ
を
伸
ば
し
た
も
の
を
好
ま
な
い
こ
と
。
大
体
一
尺
八

九
寸
(
約
五
四
・
五

五

七
・
六
㎝
)
か
ら
二
尺
(
六
〇
・
六
㎝
)
内
外
が
良
い
。
脇
差
も
八

九
寸
(
約
二
四
・
二

二
七
・

三
㎝
)
か
ら
一
尺
(
三
〇
・
三
㎝
)
を
用
い
よ
。
全
て
の
太
刀
、
刀
は
皆
蛤
刃
(

切
れ
刃
が
蛤
の
貝

殻
の
よ
う
な
ふ
く
ら
み
を
持
た
せ
て
磨
い
で
あ
る
)
に
磨
ぐ
こ
と
。
刃
肉
を
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
力
量
の
あ
る
者
は
大
太
刀
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
帯 は

く
の
が
難
し
い
程
大
き
な
物
は
下
人
に

持
た
せ
、又
は
背
負
う
こ
と
も
あ
る
。大
太
刀
は
力
に
ま
か
せ
て
、い
く
ら
大
き
な
物
で
も
用
い
よ
。 



〇
槍
は
穂
先
が
三
寸
(
約
九
・
一
㎝
)
に
し
て
、
柄 え

は
丈
夫
で
短
い
の
が
良
い
。
こ
れ
又
、
敵
を
た

た
き
倒
す
棒
で
あ
る
と
心
得
よ
。現
今
、多
く
の
流
儀
を
立
て
、華
麗
に
製
作
し
て
い
る
槍
な
ど
は
、

戦
場
で
用
い
れ
ば
た
だ
一
打
ち
に
打
折

て
し
ま
え
。
武
士
た
る
者
、
本
質
を
見
失
う
な
。 

〇
全
て
の
武
器
に
自
分
の
住
国
と
姓
名
を
漆
で
書
き
付
け
る
こ
と
。
又
、
事
が
急
で
あ
れ
ば
漆
に
代

え
て
墨
で
も
良
く
、
又
小
刀
で
彫
り
付
け
て
も
よ
い
。 

〇
馬
は
た
だ
脚
と
爪
の
強
さ
を
重
視
す
る
。
五
姓
十
毛
の
説
、
あ
る
い
は
相
生
相
剋
の
吟
味
、
あ
る

い
は
旋 つ

じ

毛 げ

、
馬
形
等
の
こ
と
な
ど
は
、
少
し
も
拘

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
に
余
る

暴
れ
馬
は
、
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
心
得
よ
。 

木
火
土
金
水
の
五
行
を
立
て
、
相
生
相
剋
を
論
ず
る
の
は
、
支
那
を
本
家
と
し
て
、
そ
の
他

は
支
那
の
弟
子
分
で
あ
る
日
本
、
朝
鮮
、
タ
イ
、
琉
球
等
の
国
々
の
み
で
あ
る
。
ム
ガ

ル
、

ペ
ル
シ
ア
、
イ
ン
ド
等
の
諸
国
は
、
地
水
火
風
の
四
行
を
立
て
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ヨ

ロ

パ
諸
国
は
水
火
気
土
で
四
行
を
立
て
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
は
四
元
行
の
説
が

あ

て
、
五
行
の
相
剋
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
論
じ
て
も
さ
ほ
ど
害
も
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
我
々
も
表
立

た
議
論
に
は
五
行
の
説
に
よ
れ
ば
よ
い
。
荒
気
な
る

武
用
は
、
そ
の
説
に
よ
ら
な
く
て
も
全
く
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
。 

〇
気
の
弱
い
馬
で
水
を
渡
る
に
は
、
水
際
で
早
駆
け
四

五
回
乗

て
、
そ
の
気
が
衰
え
な
い
う
ち

に
渡
ら
せ
れ
ば
よ
い
。 

○
歩
い
て
急
流
を
渡
る
に
は
、
三

四
十
人
が
手
に
手
を
取
り
、
組
で
渡
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
歩
い
て
一
人
で
渡
る
に
は
、
六

七
貫
目
(
約
二
三

二
六
㎏
)
の
石
を
片
に
担
い
で
渡
れ
。 

〇
沼
を
渡
る
に
は
、
葦
簀

よ
し
ず

、
竹
簀
の
類
を
段
々
に
打
ち
敷
き
、
そ
の
上
に
物
を
置
い
て
踏
み
渡
れ
。

さ
ら
に
渡
る
に
従

て
段
々
に
先
に
繰
り
だ
す
の
で
あ
る
。 



〇
草
鞋

わ
ら
じ

、
馬 ま

沓 く
つ

等
の
作
り
方
も
、
人
々
が
心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
ら
な
い
の
は

落
ち
度
で
あ
る
。 

  

〇
飯
を
炊
く
に
は
、
水
一
斗
五
升
(
約
二
七

)
を
沸
か
し
、
そ
の
中
に
米
一
斗
(
約
一
八

)
を

入
れ
れ
ば
飯
に
な
る
。
又
、
鍋
や
釜
が
な
い
時
は
芝
の
上
に
米
を
置
き
、
水
を
注
ぎ
か
け
て
、
再
び

上
か
ら
芝
く
れ
を
逆
に
打
ち
か
け
て
、
そ
の
上
に
て
火
を
焚
け
ば
飯
に
な
る
。
又
、
米
を
水
に
浸
し

て
菰 こ

も

莚
む
し
ろ

の
類
に
包
み
、
浅
く
土
中
に
埋
め
て
、
そ
の
上
に
て
火
を
焚
け
ば
飯
に
な
る
。
又
、
米
を

水
に
浸
し
て
桶
に
入
れ
、
ほ
ど
よ
い
大
き
さ
の
石
を
焼
い
て
米
の
中
に
入
れ
れ
ば
飯
に
な
る
。 

又
、
洗
米
を
布
袋
に
入
れ
、
青
葉
で
厚
く
包
み
、
焚
き
火
の
中
に
投
げ
入
れ
て
蒸
せ
ば
飯
に
な
る
。

又
、海
水
で
飯
を
炊
く
に
は
、釜
の
底
に
茶
碗
を
伏
せ
て
置
き
、そ
の
上
に
米
を
入
れ
て
炊
く
べ
し
。

塩
分
は
茶
碗
の
中
に
凝
る
の
で
あ
る
。 

〇
水
練
の
術
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
ら
な
い
者
は
落
ち
度
で
あ
る
。 

〇
野
陣
、
宿
陣
と
も
に
自
己
の
小
屋
に
入
る
と
き
は
、
四
方
を
目
で
見
え
る
限
り
よ
く
見
て
お
く
こ

と
。
そ
し
て
寝
る
と
き
は
、
ど
の
方
向
を
枕
に
し
て
、
ど
の
方
向
を
足
に
し
て
い
る
か
を
は

き
り

と
心
に
覚
え
て
か
ら
横
臥
す
れ
ば
、
不
意
の
出
来
事
に
際
し
て
狼
狽
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
つ

又
、
宿
陣
の
と
き
は
、
宿
は
ず
れ
と
宿
裏
の
方
を
も
十
分
に
見
て
お
く
こ
と
。 

〇
馬
を
縛
り
繋
ぐ
や
り
方
に
い
く
つ
か
あ
る
。
一
つ
は
手
綱
で
前
足
を
縛

て
お
く
。
一
つ
は
面
繋

お
も
が
い

(

轡
く
つ
わ

を
固
定
す
る
た
め
に
、
馬
の
頭
に
か
け
る
緒
)
を
髪
中
に
引
き
寄
せ
て
お
く
の
で
あ
る
。 

〇
面
や
頬
当
て
が
無
い
と
き
、
平
素
の
よ
う
に
冑
の
緒
を
結
べ
ば
、
頤

お
と
が
い

(

下
あ
ご
の
先
端
部
)
が

痛
く
な
る
。
そ
の
時
は
下
あ
ご
の
適
切
な
部
位
に
真
結
び
に
結
び
止
め
て
、
そ
の
余
り
は
常
の
よ
う

 

(
頭
注
)
諸
外
国
に
は
草
鞋
が
な
い
。
も
し
も
外
国
で
行
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
草
鞋
を
多
く
貯
え
ね
ば
な
ら
な

い
。 

○
外
国
に
は
藁
は
あ
る
が
、
草
鞋
は
な
い
。
自
ら
の
手
で
作
る
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
草
鞋
、
馬
沓

の
作
り
方
を
知
る
こ
と
が
武
人
の
た
し
な
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
蝦
夷
国
に
は
藁
も
な
い
。
心
得
て
お
く
こ
と
。 



に
結
べ
ば
よ
い
。 

〇
板
障
泥

あ
お
り

を
二
枚
合
せ
に
こ
し
ら
え
て
、
水
汲
み
の
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。 

※
障
泥

馬
具
の
付
属
品
、
鞍 く

ら

橋 ぼ
ね

の
四 し

緒
手

お

で

に
結
び
垂
ら
し
て
、
馬
の
蹴
り
上
げ
る
泥
を
防
ぐ
も
の
。 

〇
鉄
砲
を
脇
側
に
懸
け
る
に
は
、
筒
先
を
下
に
し
て
、
左
の
肩
か
ら
右
の
脇
へ
袈
裟

け

さ

が
け
に
掛
け

よ
。
突
入
時
に
肩
の
上
か
ら
筒
先
を
前
に
引
き
廻
し
て
敵
陣
に
一
発
射
放

て
、
そ
の
煙
の
下
か
ら

斬
り
込
ん
だ
な
ら
ば
、
一
段
と
制
圧
効
果
の
あ
る
突
破
口
と
な
る
だ
ろ
う
。
半
弓
を
脇
側
に
掛
け
る

の
で
あ
れ
ば
、
直
に
弦
に
よ

て
掛
け
る
よ
う
に
せ
よ
。
た
だ
し
、
弦
の
方
を
前
に
せ
よ
。 

○
戦
場
へ
は
竹
筒
に
水
を
入
れ
て
胴
脇
や
腰
間
に
帯
び
る
よ
う
に
せ
よ
。 

○
草
鞋

わ
ら
じ

は
鷹
野
懸
け
で
装
着
せ
よ
。 

 

〇
足
が
深
く
入

て
し
ま
う
泥
ね
い
地
か
、
又
は
大
雪
な
ど
を
渡
る
の
で
あ
れ
ば
、
橇

か
ん
じ
き

に
乗
れ
。

そ
の
形
式
に
二
つ
あ
る
。
左
図
の
と
お
り
。 

 

こ
れ
は
板
カ
ン
ジ
キ
で
あ
る
。
板
に
緒
を
付
け
て
、 

木 き

履 ぐ
つ

を
は
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。 

 

輪
カ
ン
ジ
キ
で
あ
る
。
木
枝
を
図
の
よ
う
に
曲
げ
て 

真
中
に
縄
を
懸
け
、
こ
れ
を
足
に
着
け
る
の
で
あ
る
。 

 

〇
水
を
渡
る
に
は
、
脛 す

ね

当 あ
て

、
佩 は

い

楯 だ
て

等
を
脱
ぐ
こ
と
が
あ
る
。 

〇
接
戦
の
場
で
は
な
く
て
も
、
草
鞋
に
中
結
び
を
せ
よ
。 

〇
松
明

た
い
ま
つ

は
楢 な

ら

の
木
が
最
も
良
い
。
又
、
乾
い
た
細
竹
三

四
十
本
を
束
ね
結
ん
で
用
い
る
の
も
良



い
。
麻
柄
三

四
十
本
を
束
ね
結
ぶ
の
も
良
い
。 

〇
物
見
に
つ
い
て
も
大
略
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
見
に
つ
い
て
は
別
の
所
に
記
し

て
あ
る
の
で
、
考
え
合
わ
せ
て
み
よ
。 

戦
場
へ
出
る
者
の
所
持
す
べ
き
品
々 

〇
胴
服
と
云
う
も
の
が
あ
る
。
厚
綿
の
広
袖
羽
織
で
、
裏
表
と
も
に
桐
油
布
を
用
い
よ
。
又
、
紙
で

も
よ
い
。
こ
れ
を
鎧
の
上
か
ら
着
用
す
れ
ば
、
寒
さ
を
防
ぎ
、
雨
を
も
し
の
ぎ
、
又
夜
具
の
代
わ
り

に
も
す
れ
ば
、重
宝
な
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
、戦
に
臨
ん
で
急
に
は
製
作
し
難
い
。

平
素
の
心
掛
け
と
し
て
作

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。 

〇
雨
具
は
蓑
笠
と
せ
よ
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
定
め
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
、
戦
場
で
は
ど
ん
な
物

で
も
手
当
た
り
次
第
、
引

被

て
雨
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雨
を
防
ぐ
と
い
う
の
も
行
軍

時
の
こ
と
で
あ
る
。
接
戦
に
至

て
は
、
大
将
士
卒
と
も
に
ず
ぶ
濡
れ
が
常
だ
と
思
え
。 

〇
弦
巻
は
指
添
え
の
鞘
に
貫
い
て
帯
に
結
わ
え
付
け
よ
。 

〇
打
替
袋
に
糒

ほ
し
い
い

五

六
合
、
乾
味
噌
を
少
し
入
れ
て
、
常
に
腰
間
に
帯
び
、
肝
要
の
時
で
な
け
れ

ば
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。(
非
常
用
糧
食
) 

〇
二
重
廻
り
の
手
拭
を
腰
に
纏
う
こ
と
。 

○
細
引
き
一
筋
を
腰
に
帯
び
よ
。 

○
紙
類
は
ど
こ
へ
行
く
に
せ
よ
少
々
用
意
せ
よ
。 

〇
燧

ひ
う
ち

袋
ふ
く
ろ

、
こ
の
中
に
気
付
け
、
血
止
め
、
艾

よ
も
ぎ

、
虫
薬
、
並
び
に
馬
薬
等
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
。

こ
の
袋
は
刀
、
脇
差
の
栗
形
の
所
に
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。
さ
て
又
、
甲
冑
を
着
け
て
大
い
に
動

く
と
き
は
、
蒸
気
が
逆
上
し
て
目
眩

め
ま
い

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
は
、
辰
砂
益
元
散
が
甚
だ

良
い
。
そ
の
製
法
は
、
滑
石

な
め
し

六
匁
(
二
二
・
五
ｇ
)、
甘
草
、
辰
砂
を
各
一
匁

も
ん
め

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を



よ
く
摺

て
細
か
い
粉
末
に
し
た
も
の
を
、
水
で
飲
む
。
こ
の
他
、
昔
の
武
士
の
様
子
を
見
る
と
、

負
傷
し
た
時
は
、あ
る
い
は
塩
を
摺
り
込
み
、又
は
直
に
灸
を
し
た
事
も
あ

た
そ
う
だ
。こ
れ
又
、

戦
場
で
の
意
気
に
よ
る
一
つ
の
治
療
法
な
の
で
あ
る
。 

〇
軍
中
で
は
時
々
大
蒜

に
ん
に
く

を
食
べ
、
あ
る
い
は
腰
間
に
帯
び
て
お
け
。
よ
く
寒
さ
、
暑
さ
や
癘 れ

い

気 き

(

熱
病
な
ど
を
起
こ
す
悪
気
)
を
取
り
去
る
効
果
が
あ
る
。 

〇
扇
子
も
必
要
と
思
え
ば
用
意
せ
よ
。 

〇
麻
紐
に
て
⾧
さ
一
尺
二

三
寸
(
約
三
六
・
四

約
三
九
・
三
㎝
)
の
網
を
こ
し
ら
え
、
前
後
に

緒
を
付
け
て
腰
間
に
帯
び
る
。
こ
れ
を
飯
入
れ
と
し
て
用
い
よ
。 

〇
銭
百
文
ば
か
り
を
緒
で
貫
き
、
腰
間
に
帯
び
よ
。 

右
が
用
具
の
大
略
で
あ
る
。
さ
ら
に
所
持
し
た
い
物
品
が
あ
れ
ば
、
鞍
の
四
方
手

し

お

で

※
、
あ
る
い

は
鐙

あ
ぶ
み

(

馬
具
の
一
種
)
の
下
な
ど
を
取
付
け
て
携
行
せ
よ
。 

 

※
四
方
手
と
は
、
鞍
の
前
輪
と
後 し

ず

輪 わ

の
左
右
の
四
箇
所
に
つ
け
た
金
物
の
輪
を
入
れ
た
紐
。
胸
繋

む
な
が
い

と
尻
繋

し
り
が
い

を
留
め
る
た
め
の
も
の
。 

〇
全
て
の
士
卒
等
が
心
得
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
万
一
味
方
の
大
将
が
討
死
し
た
時
は
、
素
早
く
死

骸
を
背
負

て
味
方
に
引
取
ら
せ
て
、
そ
の
首
を
敵
に
渡
さ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
も
し
も
事
が
急
で

あ
り
、
背
負

て
味
方
に
引
取
ら
せ
る
の
が
難
し
い
時
は
、
た
め
に
忍
ば
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
素

早
く
そ
の
首
を
討

て
、
面
の
皮
を
剥
ぎ
、
又
は
頭
を
微
塵
に
切
り
砕
く
な
ど
し
て
、
敵
に
得
ら
れ

て
梟
首

ご
く
も
ん

に
さ
れ
な
い
よ
う
に
心
掛
け
よ
。
昔
か
ら
大
将
が
討
死
し
た
時
、
付
き
従
う
郎
党
共
は
こ
と

ご
と
く
討
死
す
る
だ
け
で
あ
り
、
首
を
隠
す
こ
と
を
し
な
か

た
の
で
、
首
を
敵
に
得
ら
れ
て
梟
首

さ
れ
た
の
で
あ

た
。
義
貞
が
討
死
し
た
時
も
、
そ
の
首
を
深
田
の
中
に
隠
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

隠
し
た
者
も
ま
た
立
ち
帰

て
義
貞
の
死
骸
の
側
で
切
腹
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
足
跡
を
辿

て



終
に
首
を
得
ら
れ
て
梟
首
さ
れ
て
し
ま

た
。
た
と
い
討
死
し
て
も
、
梟
首
さ
え
さ
れ
な
け
れ
ば
、

討
死
の
上
の
大
慶
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
こ
の
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、 

士
卒
郎
党
等
の
心
得
が
あ
る
。
義
貞
が
討
死
し
た
時
の
軍
の
よ
う
に
、
無
理
な
戦
い
や
無
謀
な
戦
い

に
な
り
そ
う
で
あ
れ
ば
、
強
い
て
馬
を
牽
き
返
し
て
、
詮
無
き
討
死
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
も

士
卒
郎
党
等
の
た
し
な
む
べ
き
心
得
と
せ
よ
。 

 

(
頭
註
)
万
一
大
将
が
討
死
し
た
な
ら
ば
、
近
習
の
者
が
た
だ
十
人
で
死
骸
を
取
納
め
に
か
か

て
、
じ
余
の
人
々

は
大
将
の
復
讐
を
報
じ
よ
う
と
愈
々
励
ん
で
斬
り
こ
め
。決
し
て
う
ろ
た
え
て
敗
軍
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

せ
よ
。
こ
の
趣
意
を
全
軍
に
し

か
り
と
示
し
て
お
く
こ
と
。
た
だ
し
、
取
納
め
役
の
十
人
は
兼
ね
て
か
ら
役

を
定
め
て
申
合
わ
せ
て
お
け
。 

            

第
六
巻
終 


