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法
政
出
身
の
軍
記
研
究
者
と
い
え
ば
、
杉
本
圭
三
郎
と
正
木
信
一

が
著
名
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
と
も
法
政
で
永
積
に
教
え
を
受
け
て

い
な
い
。
杉
本
が
社
会
人
か
ら
転
じ
て
法
政
に
入
学
し
、
専
門
課
程

に
進
ん
だ
と
き
、
永
積
が
す
で
に
神
戸
大
学
に
移
っ
て
い
た
こ
と
は
、

比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
、『
誌
要
』
を
振
り

返
り
、
正
木
も
永
積
の
教
え
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

の
は
、
聊
か
驚
き
で
あ
っ
た
。

　
『
誌
要
』
の
第
二
十
五
号
（
八
一
年
）
か
ら
第
二
十
七
号
（
八
二
年
）

に
か
け
て
、
戦
前
・
戦
後
の
日
本
文
学
科
（
国
文
学
科
）
の
状
況
を

テ
ー
マ
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
座
談
会
記
事
が
連
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
三
回
目
に
あ
た
る
座
談
会
に
、
正
木
が
発
言
者
と
し
て
登
場
す

る
。
そ
の
な
か
で
正
木
は
、
四
二
年
に
学
部
へ
進
学
し
た
と
き
、
専

任
の
教
授
は
近
藤
だ
け
で
、
あ
と
は
小
田
切
秀
雄
・
重
友
毅
・
岩
淵

悦
太
郎
・
久
松
潜
一
が
兼
任
講
師
と
し
て
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
こ
と
、

四
三
年
に
は
近
藤
以
外
の
授
業
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
こ
と
、
さ

ら
に
四
四
年
夏
頃
に
は
授
業
は
す
べ
て
な
く
な
り
、
学
生
は
工
場
動

員
に
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
　

惶
と
し
て
「
永
積
安
明
名
誉
教
授
年
譜
」（『
国
文
神
戸
』
第
二

号
、
七
二
年
）
を
披
見
し
た
こ
ろ
、
永
積
は
四
一
年
八
月
に
山
口
県

立
女
子
専
門
学
校
教
授
に
就
任
し
た
と
あ
る
。
恐
ら
く
、
最
初
の
出

講
は
三
九
年
九
月
か
ら
の
二
年
間
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
小

原
元
に
よ
れ
ば
、
四
〇
年
、
永
積
は
『
平
家
物
語
』
を
講
じ
た
と
あ

る
（「
と
り
と
め
の
な
い
回
想
」『
誌
要
』
復
刊
第
一
号
、
五
七
年
）。

そ
の
後
、
永
積
は
四
四
年
に
法
政
の
高
等
師
範
部
の
講
師
と
な
る
が
、

　

私
の
研
究
対
象
は
軍
記
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
編
集
部
の
寄

稿
依
頼
の
意
図
は
法
政
の
軍
記
研
究
の
伝
統
に
触
れ
よ
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
忖
度
し
、
早
々
に
タ
イ
ト
ル
を
「
永
積
安
明
の
い
た

風
景
」
と
定
め
、
材
を
『
日
本
文
学
誌
要
』
に
探
す
こ
と
と
し
た
。

永
積
は
近
藤
忠
義
の
歴
史
・
社
会
的
な
研
究
方
法
に
刺
激
さ
れ
、
一

九
三
六
年
に
「
方
丈
記
序
論
」
を
『
文
学
』
五
月
号
に
発
表
す
る
。

こ
れ
が
近
藤
に
よ
っ
て
激
賞
さ
れ
（『
解
釈
と
鑑
賞
』
創
刊
号
）、
三

九
年
九
月
に
法
政
大
学
の
講
師
に
招
か
れ
た
。

　

非
常
勤
の
講
師
で
は
あ
っ
た
が
、
学
問
的
特
色
か
ら
見
て
、
永
積

を
最
も
法
政
ら
し
い
研
究
者
の
一
人
に
推
す
こ
と
に
異
論
は
出
る
ま

い
。
さ
ぞ
か
し
、
多
く
の
学
生
を
魅
了
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な

た
た
ず
ま
い
を
『
誌
要
』
か
ら
い
く
つ
か
抜
き
だ
し
、
綴
り
あ
わ
せ

れ
ば
、
立
派
な
「
あ
の
こ
ろ
の
『
誌
要
』」
が
で
き
る
。
こ
れ
が
私

の
も
く
ろ
み
だ
っ
た
の
だ
が
、
浅
は
か
で
あ
っ
た
。
思
う
よ
う
な
記

事
が
な
か
な
か
集
ま
ら
な
い
の
だ
。

〈
あ
の
こ
ろ
の
「
誌
要
」〉

『
誌
要
』
つ
れ
づ
れ

小
秋
元
　
段
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春
暮
て
後
、
夏
に
な
り
、
夏
果
て
て
、
秋
の
来
る
に
は
あ
ら
ず
。

春
は
や
が
て
夏
の
気
を
も
よ
ほ
し
、
夏
よ
り
既
に
秋
は
か
よ
ひ
、

秋
は
則
寒
く
な
り
、
十
月
は
小
春
の
天
気
、
草
も
青
く
な
り
、

梅
も
つ
ぼ
み
ぬ
。
木
の
葉
の
お
つ
る
も
、
ま
づ
落
て
芽
ぐ
む
に

は
あ
ら
ず
。
下
よ
り
き
ざ
し
つ
は
る
に
堪
ず
し
て
落
る
な
り
。

迎
ふ
る
気
、
下
に
設
け
た
る
故
に
、
待
ち
と
る
つ
い
で
甚
は
や

し
。

　
『
徒
然
草
』
の
な
か
で
こ
の
第
百
五
十
五
段
は
、
永
積
が
最
も
好

ん
だ
一
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
萩
原
は
推
測
す
る
。
永
積
の

こ
こ
を
朗
読
す
る
声
は
、
一
段
張
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

永
積
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

…
…
「
下
よ
り
き
ざ
し
つ
は
る
」
の
「
つ
は
る
」
は
妊
婦
の
「
つ

は
り
」
と
同
じ
で
す
。
こ
こ
に
は
弁
証
法
的
な
も
の
の
見
方
が

典
型
的
に
表
れ
て
い
ま
す
ね
…
…
。

　

萩
原
は
永
積
の
こ
う
し
た
解
説
に
歴
史
社
会
学
派
の
伝
統
を
感
じ

と
っ
た
と
い
う
。
同
感
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
一
段
は
永
積
の

『
徒
然
草
を
読
む
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
年
）
の
七
四
頁
に
、「
自

然
の
弁
証
法
」
と
い
う
見
出
し
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

見
出
し
自
体
の
説
明
は
文
中
に
な
い
。
永
積
が
歴
史
社
会
学
派
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
世
代
が
こ
の
見
出
し
を
目
に
し
た
と
き
、
ど
の

文
学
部
へ
再
び
出
講
す
る
の
は
四
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
永
積
が

文
学
部
で
教
え
て
い
た
期
間
は
、
通
算
で
い
う
と
存
外
短
い
の
だ
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
杉
本
も
正
木
も
、
師
と
し
て
永
積
を
語
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
永
積
の
逝
去
を
受
け
、『
誌
要
』
第
五
十
二
号
（
九

五
年
）
に
は
杉
本
、
正
木
、
そ
し
て
萩
原
一
雄
に
よ
る
追
悼
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
杉
本
の
は
自
ら
と
永
積
の
関
係
を
慎
ま
し
く
も

正
直
に
記
し
た
も
の
で
、
正
木
の
は
永
積
の
学
問
上
の
足
跡
を
見
事

な
ま
で
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
味
読

す
べ
き
も
の
だ
が
、
人
間
永
積
安
明
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、

「
私
は
永
積
先
生
か
ら
個
人
的
に
親
し
く
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
い
や
、
私
的
な
対
話
を
交
わ
し
た
こ
と
さ
え
た
だ
の
一
度
も

な
い
」
と
は
じ
ま
る
萩
原
の
追
悼
文
こ
そ
、
永
積
の
授
業
風
景
を
描

き
だ
し
た
、
私
の
求
め
る
記
事
で
あ
っ
た
。『
誌
要
』
の
な
か
で
、「
永

積
安
明
の
い
た
風
景
」
を
唯
一
生
き
生
き
と
伝
え
る
記
事
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

　

萩
原
に
よ
れ
ば
、
五
二
年
、
永
積
は
授
業
で
『
徒
然
草
』
を
と
り

あ
げ
て
い
る
。
正
確
な
音
読
を
求
め
る
学
生
へ
の
姿
勢
は
厳
格
で

あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
五
四
年
、
ビ
キ
ニ
環
礁
で
水
爆
実
験
が
行

わ
れ
た
と
き
に
は
、
教
室
で
島
民
の
抗
議
文
を
読
み
あ
げ
、
声
を
詰

ま
ら
せ
た
あ
と
、「
文
学
は
、
こ
う
い
う
素
朴
で
真
実
な
声
と
無
縁

で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
文
学
研
究
の
道

を
進
ま
れ
る
時
、
ど
う
か
こ
の
現
地
人
の
声
を
忘
れ
な
い
で
頂
き
た

い
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

　

萩
原
は
ま
た
、
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
し
て
い
る
。
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よ
う
に
受
け
と
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
社
会
学
派
の
存
在
が
過
去

の
も
の
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
懸
念
は
永
積
の
あ
ら
ゆ

る
業
績
に
対
し
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
き
て
、
お
の
れ
の
迂
闊
さ
に
気
が
つ
い
た
。

永
積
は
五
二
年
一
二
月
に
神
戸
大
学
文
理
学
部
助
教
授
に
任
命
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
ビ
キ
ニ
の
島
民
の
抗
議
文
は
法
政
の
文
学
部
の
授
業

で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
永
積
は
神
戸
に
移
っ

た
あ
と
も
し
ば
ら
く
、
通
信
教
育
部
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
出
講
し
て

い
た
と
い
う
か
ら
（
前
記
杉
本
・
正
木
の
追
悼
記
事
）、
こ
れ
は
そ

こ
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
、
あ
の
熱
気

あ
る
教
室
の
な
か
で
、
永
積
は
声
を
詰
ま
ら
せ
な
が
ら
語
っ
た
の
か
。

だ
と
す
る
と
、
萩
原
は
院
生
と
な
っ
た
あ
と
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
聴

講
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
私
が
法
政
に
着
任
し
た
九
八
年
、
萩
原

は
『
誌
要
』
の
編
集
委
員
と
し
て
国
文
学
会
委
員
会
に
も
参
加
し
て

い
た
。
私
立
東
野
高
校
の
初
代
校
長
を
お
務
め
で
、
寡
黙
で
紳
士
的

な
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
た
い
が
、
す
で
に
鬼
籍
に
入

ら
れ
て
い
る
。

�

（
こ
あ
き
も
と　

だ
ん
・
本
学
教
授
）
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