
1　　　はじめに

は
じ
め
に

　
日
本
人
は
「
戦
国
時
代
」
が
大
好
き
で
す
。

　
書
店
の
日
本
史
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
多
く
の
戦
国
時
代
の
本
が
並
ん
で
い
ま
す
。
ひ
と
昔
前
は
信
長
・
秀
吉
・
家
康
と

い
っ
た
お
馴
染
み
の
戦
国
大
名
が
登
場
す
る
、
作
家
が
書
い
た
一
般
向
け
の
本
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
最
近

は
応
仁
の
乱
や
享
徳
の
乱
と
い
っ
た
決
し
て
メ
ジ
ャ
ー
と
は
言
え
な
い
戦
乱
（
と
は
い
え
、
歴
史
学
的
に
は
か
な
り
重
要
な

の
で
す
が
）
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
本
も
売
上
を
伸
ば
し
て
お
り
、
さ
ら
に
城
郭
や
戦
国
時
代
の
公
家
や
天
皇
、
連
歌
師

と
い
っ
た
以
前
の
戦
国
本
で
は
扱
え
な
か
っ
た
内
容
の
も
の
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
最
近
は
、
専
門
の
歴
史
学
者
が
一
般
向
け
に
多
く
の
歴
史
書
を
書
き
下
ろ
し
て
い
る
の
も
、
以
前
と
異
な
る
点

で
す
。
一
次
史
料
に
基
づ
い
た
き
ち
ん
と
し
た
内
容
が
多
い
の
で
す
が
、
作
家
の
よ
う
に
「
お
も
し
ろ
く
」
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
こ
う
い
っ
た
本
が
売
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
一
般
の
方
の
目
が
肥
え
て
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
一
方
で
奇
矯
な
説
を
「
ウ
リ
」
に
し
た
ト
ン
デ
モ
歴
史
本
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
二
極
化
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
も
日
本
史
研
究
者
の
末
席
に
い
る
者
で
す
が
、
ト
ン
デ
モ
本
の
蔓
延
に
は
あ
ま
り
感
心
し
ま
せ

ん
。
も
っ
と
も
、
歴
史
作
家
の
八や

切ぎ
り

止と
め

夫お

の
よ
う
に
、
今
で
は
「
研
究
対
象
」
に
す
ら
な
っ
て
い
る
ト
ン
デ
モ
作
家
も

い
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
の
レ
ベ
ル
に
達
す
れ
ば
大
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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閑
話
休
題
。

　
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
戦
国
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
近
年
の
戦
国
史
研
究
の
進
展
が
あ
り
ま
す
。
特
に
鎌
倉

公
方
足
利
氏
、
関
東
管
領
上
杉
氏
や
関
東
の
国
人
領
主
層
（
国
衆
）
の
個
別
実
証
的
研
究
の
進
展
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
り
ま
す
し
、
本
能
寺
の
変
や
関
ヶ
原
合
戦
の
再
検
討
な
ど
、
戦
後
の
研
究
で
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
、
合
戦
の
研
究

が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
私
の
も
と
も
と
の
専
門
は
近
世
史
（
江
戸
時
代
）
で
す
の
で
、
書
店
に
行
け
ば
必
ず
新
刊
が
平
積
み
さ
れ
て
い
る
戦

国
史
を
羨
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
の
次
の
近
代
は
、
ま
た
多
く
の
本
が
出
て
い
ま
す
の
で
、
戦
国
と
近
代
に
挟

ま
れ
た
近
世
史
の
本
は
窮
屈
そ
う
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
私
の
も
う
一
つ
の
専
門
は
図
書
館
情
報
学
と
い
う
、
図
書
館
を
研
究
す
る
学
問
な
の
で
す
が
、
最
近
は
図
書
館
の
本

も
静
か
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　
図
書
館
本
と
い
え
ば
、
以
前
は
関
係
者
を
対
象
と
し
た
業
界
向
け
の
内
容
か
、
大
学
で
開
講
さ
れ
て
い
る
図
書
館
司

書
課
程
用
の
教
科
書
類
し
か
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
は
「
図
書
館
活
用
術
」
な
ど
、

利
用
法
を
教
え
る
ビ
ジ
ネ
ス
書
、
図
書
館
の
写
真
集
、
司
書
が
執
筆
し
た
図
書
館
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
実
に
多
様
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
戦
国
本
と
は
比
べ
よ
う
も
な
く
出
版
点
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
以

前
と
比
較
す
る
と
、
図
書
館
の
本
が
こ
ん
な
に
出
て
い
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
ブ
ー
ム
の
「
戦
国
」
と
「
図
書
館
」
と
い
う
相
容
れ
な
い
も
の
を
合
体
し
た
本
は
面
白
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
、
本
書
を
著
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
単
な
る
私
の
思
い
付
き
で
は
な
く
、
実
は
最
近
の
研
究
成
果
か
ら
書
籍
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と
戦
国
大
名
（
武
将
）
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
関
係
性
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

①
戦
国
大
名
（
武
将
）
は
和
歌
や
連
歌
が
好
き
な
者
が
多
く
、
本
を
大
量
に
蒐
め
て
文
庫
を
形
成
し
て
い
る
者
も
結

構
い
た
。

②
応
仁
の
乱
以
降
、
京
都
も
戦
乱
が
常
態
化
し
て
い
た
の
で
、
公
家
た
ち
が
地
方
の
戦
国
大
名
を
頼
っ
て
下
向
し
て

い
っ
た
。
彼
ら
が
果
た
し
た
役
割
は
和
歌
や
連
歌
を
教
授
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
籍
の
貸
借
や
そ
の
仲
介
も
行

っ
て
い
た
。

　
①
も
②
も
現
代
で
は
図
書
館
が
担
っ
て
い
る
仕
事
で
す
（
和
歌
や
連
歌
の
教
授
は
し
な
い
で
す
が
、
書
籍
の
貸
借
や
仲
介

は
行
っ
て
い
ま
す
）。
公
共
図
書
館
を
規
定
す
る
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
三
十
日
法
律
第
一
一
八
号
）
第
二
条
に
は
、

次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
り
ま
す
（
傍
線
引
用
者
）。

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
図
書
館
」
と
は
、
図
書
、
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
保

存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設
で
、
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
設
置
す
る

も
の
（
学
校
に
附
属
す
る
図
書
館
又
は
図
書
室
を
除
く
。）
を
い
う
。
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図
書
館
の
目
的
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
条
文
で
す
。
つ
ま
り
、
図
書
館
と
は
図
書
や
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料

を
「
収
集
」
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
整
理
」
と
「
保
存
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
目
的
は
一
般
公
衆
の
「
利

用
」
に
供
す
る
た
め
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
翻
っ
て
、
戦
国
時
代
に
大
名
（
武
将
）
や
公
家
が
行
っ
て
い
た
こ
と
も
、
本
を
「
収
集
」
し
て
「
整
理
」
し
「
保
存
」

す
る
こ
と
で
し
た
。
最
後
の
「
利
用
」
は
、
和
歌
や
連
歌
な
ど
を
介
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
を
許
さ
れ
た
者
の
み

が
利
用
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
現
代
の
図
書
館
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
最
近
、
図
書
館
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
な
っ
て
人
と
人
と
の
繫
が
り
を
構
築
す
る
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
戦
国
大
名
（
武
将
）
が
設
置
し
た
文
庫
や
、
公
家
も
似
た
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
彼
ら
が
行
っ
て
い
た
活
動
を
「
図
書
館
」
と
い
う
視
点
で
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　「
戦
国
の
図
書
館
」
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
。
本
書
で
そ
れ
を
解
き
明
か
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
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家
・
公
家
の
文
庫
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西
洋
図
書
館
の

日
本
伝
来

第
一
編
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S
 「

戦
国
時
代
」の
由
来

　「
戦
国
の
図
書
館
」
の
話
を
始
め
る
前
に
「
戦
国
時
代
」
と
い
う
名
称
と
、
そ
も
そ
も
範
囲
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で

な
の
か
、
基
本
的
な
二
点
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
「
戦
国
時
代
」
と
い
う
名
称
で
す
が
、
こ
れ
は
同
時
代
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
戦
国
時
代
と
い
う
言
葉
の
出
典
は
、
古
代
中
国
の
戦
国
時
代
（
紀
元
前
五
世
紀
〜
前
二
二
一
年
）
の
国
々
の
逸
話
な
ど

を
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る
『
戦
国
策
』
に
由
来
し
て
い
ま
す
。『
戦
国
策
』
は
前
漢
王
朝
の
学
者
劉り

ゅ
う

向き
ょ
う（

紀
元
前
七
七

年
〜
前
六
年
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

　『
戦
国
策
』
は
早
く
か
ら
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
よ
う
で
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
に
藤ふ
じ

原わ
ら
の

佐す
け

世よ

が
編
ん
だ
『
日に

本ほ
ん

戦
国
時
代
と
は

第
一
章
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国こ
く

見げ
ん

在ざ
い

書し
ょ

目も
く

録ろ
く

』
に
そ
の
名
が
見
え
ま
す
。

　『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
は
、
日
本
最
古
の
漢
籍
目
録
で
す
。
平
安
時
代
初
期
に
、
日
本
国
内
に
ど
の
よ
う
な
漢
籍

が
存
在
し
て
い
た
の
か
が
う
か
が
え
る
非
常
に
有
名
な
目
録
で
す
。
し
か
も
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
分
類
さ
れ
て
漢
籍
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
目
録
か
ら
少
な
く
と
も
、『
戦
国
策
』
は
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
時
点
で
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き

り
し
ま
し
た
。

　
で
は
こ
の
『
戦
国
策
』
が
、
い
つ
か
ら
我
々
が
よ
く
知
っ
て
い
る
日
本
の
十
六
世
紀
に
起
こ
っ
た
戦
乱
の
時
代
の
こ

と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
誰
が
名
づ
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
七
月
、
室
町
幕
府
九
代
将
軍
足あ
し

利か
が

義よ
し

尚ひ
さ

の
た
め
に
、
稀
代
の
大
学
者
一い
ち

条じ
ょ
う

兼か
ね

良よ
し

が
著
し

た
政
治
意
見
書
『
樵

し
ょ
う

談だ
ん

治ち

要よ
う

』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
（
傍
線
引
用
者
）。

諸
国
の
国
司
は
一
任
四
ケ
年
に
過
ず
。
当
時
の
守
護
職
は
昔
の
国
司
に
お
な
じ
と
い
へ
ど
も
。
子
々
孫
々
に
伝
て

知
行
を
い
た
す
こ
と
は
。
春
秋
の
時
の
十
二
諸
侯
。
戦
国
の
世
の
七
雄
に
こ
と
な
ら
ず
。

�

（
一
条
兼
良
「
樵
談
治
要
」『
群
書
類
従
　
訂
正
三
版
』
第
二
十
七
輯
、
一
九
六
頁
）

　
昔
の
国こ
く

司し

の
任
期
は
四
年
で
あ
っ
た
が
、
現
代
の
守
護
は
国
司
と
同
等
の
権
限
を
有
し
て
い
る
の
に
、
一
代
限
り
で

は
な
く
子
々
孫
々
に
わ
た
っ
て
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
古
代
中
国
の
春
秋
時
代
の
「
十
二
諸
侯
」、
戦
国
時
代
の
「
七
雄
」
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と
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。
た
だ
し
兼
良
は
、
守
護
を
古
代
中
国
の
戦
国
時
代
の
「
七
雄
」
に
な
ぞ
ら

え
て
は
い
ま
す
が
、
時
代
の
こ
と
を
「
戦
国
」
と
形
容
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
も
う
少
し
時
代
が
下
っ
て
、
関
白
近こ

の

衛え

尚ひ
さ

通み
ち

の
日
記
『
後ご

法ほ
う

成じ
ょ
う

寺じ

関か
ん

白ぱ
く

記き

』
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
四
月
十
六
日

の
記
述
に
、「
戦
国
の
時
の
如
し
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
古
代
中
国
の
戦
国
時
代
と
比
べ
て
現

代
も
そ
の
よ
う
な
時
代
だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。
尚
通
は
今
の
世
の
中
の
こ
と
を
古
代
中
国
の
戦
国
時
代
の
よ
う
だ
と

喩
え
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
が
守
護
を
「
戦
国
の
七
雄
」
に
な
ぞ
ら
え
た
兼
良
と
は
少
し
違
う
と
思
い
ま
す
。

　
同
時
代
の
人
の
感
覚
で
は
、
九
代
将
軍
足
利
義
尚
在
職
中
よ
り
も
十
六
世
紀
に
入
っ
た
あ
た
り
が
、「
戦
国
」
と
い

う
乱
れ
た
世
の
中
だ
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
「
戦
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
か
ら
同
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
長
崎
で
発
行
さ
れ
た
『
日に
っ

匍ぽ

辞じ

書し
ょ

』
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

Xencocu

　
セ
ン
コ
ク
（
戦
国
）Tatacaino�cuni.

（
戦
の
国
）
戦
争
し
て
い
る
国
、
ま
た
は
、
戦
争
の
起
こ
っ
て

い
る
国
．
文
書
語
．

�

（
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
　
日
葡
辞
書
』
七
五
〇
頁
）

　「
戦
国
」
と
い
う
言
葉
は
、
十
六
世
紀
の
日
本
を
生
き
た
人
の
感
覚
と
し
て
当
て
は
ま
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
江
戸
時
代
後
期
の
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
成
立
し
た
、
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
巻
十
一
に
は
「
降
り
て
戦
国
に
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至
り
、
此
兵
各
群
雄
に
分
領
せ
ら
れ
」（
頼
山
陽
著
・
池
辺
義
象
訳
『
邦
文
日
本
外
史
　
五
十
一
版
』
中
巻
、
五
六
○
頁
）
と
あ

り
、
こ
の
頃
に
は
十
六
世
紀
の
戦
乱
の
時
代
を
「
戦
国
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
た
だ
『
日
本
外
史
』

で
は
、「
戦
国
」
と
い
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
で
は
一
般
的
な
言

葉
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
十
六
世
紀
を
一
般
的
に
「
戦
国
時
代
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
早
い
例
と
し
て
は

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
か
ら
同
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
田た

口ぐ
ち

卯う

吉き
ち

『
日
本
開
化
小
史
』
が
挙
げ

ら
れ
、「
戦
国
乱
離
」
の
用
例
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

　
田
口
は
必
ず
し
も
日
本
史
を
専
門
と
す
る
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
日
本
史
学
者
と
し
て
は
明
治
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
に
発
表
さ
れ
た
三み

浦う
ら

周ひ
ろ

行ゆ
き

の
論
文
「
戦
国
時
代
の
国
民
議
会
」
や
、
同
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
出

版
さ
れ
た
論
文
集
、
日
本
歴
史
地
理
学
会
編
『
戦
国
時
代
史
論
』（
三
省
堂
）
が
初
期
の
用
例
の
よ
う
で
す
。

　
ち
な
み
に
「
戦
国
大
名
」
と
い
う
用
語
が
誕
生
し
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
、
日
本
史
学
者
の
安あ

良ら

城き

盛も
り

昭あ
き

が

そ
の
嚆
矢
と
い
う
こ
と
で
す
。

S
 

戦
国
時
代
の
期
間

　「
戦
国
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
と
用
例
に
つ
い
て
見
て
き
ま
し
た
が
、
で
は
現
在
の
日
本
史
学
で
は
ど
こ
か
ら
ど
こ

ま
で
を
「
戦
国
時
代
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
小
・
中
学
校
で
、
応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
〜
七
七
）
に
よ
っ
て


