
う
と
す
る
が
不
破
関
は
塞
が
れ
、
筑
紫
・
吉
備
等
の
協
力
も
難
航
し
、
動

員
計
画
に
狂
い
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
七
月
二
十
二
日
、
最
後
の
決
戦
に

至
る
ま
で
両
軍
は
各
地
で
戦
闘
を
繰
り
返
し
、
大
海
人
皇
子
優
勢
の
も
と

に
瀬
田
で
対
峙
し
た
。
こ
こ
に
大
友
率
い
る
軍
勢
は
敗
れ
、
首
脳
部
は
逃

走
し
た
。
翌
日
大
津
京
は
陥
落
し
、
大
友
皇
子
は
山
崎
に
隠
れ
、
二
十
五

年
の
生
涯
を
と
じ
た
。
朝
廷
の
重
臣
た
ち
は
極
刑
・
斬
殺
・
流
罪
な
ど
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
天
武
の
時
代
に
な
っ
て
、
天
智
天
皇
の
皇
子
た
ち

は
天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
天
武
天
皇
の

皇
后
が
天
智
天
皇
の
娘
（
後
の
持
統
天
皇
）
で
あ
る
こ
と
が
背
景
に
は
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
乱
の
意
義
は
単
な
る
皇
位
継
承
だ
け
で
な
く
、
天
智
・
天
武
両

朝
が
動
乱
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
を
見
据
え
、
大
豪
族
た
ち
を
ま
と
め
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
国
の
統
一
と
律
令
制
建
設
を
め
ざ
し
た
こ
と
に
あ
る
。

大
海
人
皇
子
は
岡
本
宮
の
南
に
新
宮
を
造
営
し
、
六
七
三
年
二
月
飛
鳥
浄

御
原
宮
に
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
天
武
天
皇
は
乱
の
勝
利
に
よ
っ

て
有
力
豪
族
の
地
位
の
低
下
に
反
し
、
天
皇
制
の
思
想
的
基
盤
の
確
立
に

や

く
さ

か
ば
ね

努
め
、
官
僚
制
の
整
備
を
推
進
し
た
。
そ
し
て
、「
八
色
の
姓
」、「
国
・

評
制
の
確
立
」、「
諸
臣
四
八
階
の
新
官
位
体
制
」、
更
に
「
飛
鳥
浄
御
原

令
」
な
ど
を
体
系
化
し
、
持
統
天
皇
に
受
け
継
が
れ
る
。

二

記
紀
に
見
る
豊
前
国

記
紀
の
成
り
立
ち

日
本
人
と
し
て
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
を
知

ら
な
い
人
は
ま
ず
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
そ
れ

だ
け
に
日
本
の
歴
史
の
成
り
立
ち
を
、
こ
の
両
書
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
言
え
る
。

ひ
え
だ
の

あ

れ

『
古
事
記
』
は
、
天
武
天
皇
の
勅
に
よ
り
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
帝

お
お
の
や
す

ま

ろ

紀
・
旧
辞
を
、
元
明
天
皇
の
勅
に
よ
り
太
安
万
侶
が
選
録
し
て
和
銅
五

年
（
七
一
二
）
正
月
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
内
容
は

上
・
中
・
下
の
三
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
。

・
上
巻

神
代
史

・
中
巻

第
一
代
神
武
天
皇
〜
第
十
五
代
応
神
天
皇

・
下
巻

第
十
六
代
仁
徳
天
皇
〜
第
三
十
三
代
推
古
天
皇

『
日
本
書
紀
』
は
、
奈
良
時
代
に
完
成
し
た
我
が
国
最
古
の
勅
撰
の
正

と

ね
り
し
ん
の
う

史
で
、
六
国
史
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
編
纂
は
舎
人
親
王
ら
が
中
心
と

な
り
、『
古
事
記
』
か
ら
遅
れ
る
こ
と
八
年
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に

完
成
し
た
。
内
容
は
神
代
か
ら
持
統
天
皇
ま
で
を
漢
文
体
で
記
述
さ
れ
た

史
書
で
あ
る
。

両
書
は
時
代
的
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
特
徴
の

一
つ
と
し
て
、『
古
事
記
』
は
神
話
の
比
重
が
大
き
く
、『
日
本
書
紀
』
は

六
・
七
世
紀
の
記
事
が
多
く
編
年
史
書
の
体
裁
が
組
ま
れ
て
い
る
。
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豊
国
の
起
源

豊
国
の
起
源
に
つ
い
て
は
、『
豊
後
国
風
土
記
』
中
に

次
の
記
事
が
見
え
る
。とよ

く
に
の
あ
た
ひ

お
や

う

な

て

景
行
天
皇
が
九
州
を
巡
幸
す
る
際
、
豊
国

直
ら
の
祖
菟
名
手
が
天
皇

に
随
行
し
て
中
臣
村
で
宿
泊
し
た
次
の
日
、
菟
名
手
の
説
明
に
対
し
天
皇

あ
め

し
る
し
も
の

つ
ち

と
よ
く
さ

は
「
天
の
瑞
物
、
地
の
豊
草
な
り
、
汝
が
治
む
る
国
は
豊
国
と
謂
ふ
べ

し
」
と
言
っ
て
、「
豊
国
直
」
の
姓
を
与
え
、
そ
の
治
め
る
国
を
豊
国
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
直
」
の
成
立
時
期
は
五
・
六
世
紀

ご
ろ
と
考
え
ら
れ
、
当
時
国
造
の
地
位
を
も
っ
た
地
方
の
豪
族
に
一
律
に

与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
豊
国
の
成
立
も
こ
の
こ
ろ
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
『
日
本
書
紀
』
に
は
天
皇
遠
征
説
話
に
因
み
、
豊
国
縁
の
地

名
や
地
方
豪
族
の
名
前
等
が
見
え
る
。

景
行
天
皇
十
二
年
九
月
条

か
み
な
つ

そ

ひ
め

さ
か

き

…
…

（
略
）
神
夏
磯
媛
と
い
う
女
酋
が
船
上
の
賢
木
に
神
宝
の
太
刀
・
鏡
・
玉
を

つ
け
船
の
舳
先
に
白
旗
を
立
て
て
服
従
を
申
し
入
れ
て
く
る
。

…
…

（
略
）
そ
の
と
き
皇
命
に
従
わ
な
い
と
い
っ
て
い
る
者
を
急
い
で
征
伐
し
て

う

さ

か
わ
か
み

や
っ
か
ん
が
わ

ほ
し
い
と
い
っ
て
菟
狭
（
宇
佐
カ
）
川
上
（
駅
館
川
の
上
流
を
指
す
）
の
山
谷
で
君

は
な
た
り

み

け

主
の
名
を
か
た
る
鼻
垂
、
御
木
川
（
山
国
川
カ
）
の
川
上
に
住
ん
で
し
ば
し
ば
人
民

み
み
た
り

た
か

は

か
ら
掠
奪
す
る
耳
垂
、
高
羽
の
川
上
（
英
彦
山
川
の
上
流
カ
）
で
ひ
そ
か
に
徒
党
を

あ
さ
は
ぎ

つ
ち
お
り

組
む
麻
剥
、
緑
野
の
川
上
の
険
阻
な
土
地
（
筑
豊
付
近
カ
）
に
か
く
れ
住
む
土
折
・

い
お
り

猪
折
な
ど
の
名
を
あ
げ
る
。

た
け
も
ろ
き

…
…

（
略
）
武
諸
木
ら
は
計
略
を
も
っ
て
麻
剥
ら
を
こ
と
ご
と
く
捕
ら
え
て
殺
す
。

な
が
お
の
あ
が
た

か
り
み
や

そ
し
て
天
皇
は
九
州
へ
上
陸
し
、
豊
の
長
峡
県
に
行
宮
を
建
て
て
（
行
橋
付
近
カ
）

み
や
こ

滞
在
し
た
の
で
、
そ
こ
を
「
京
」（
京
都
郡
）
と
名
付
け
た
。

こ
の
内
容
は
、
景
行
天
皇
が
周
防
国
に
到
着
し
た
と
き
多
臣
・
国
前
臣
・

物
部
君
ら
の
使
者
を
出
し
た
時
の
文
体
で
あ
る
。
説
話
自
体
の
信
憑
性
に

欠
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
の
、
様
々
な
形
で
各
地
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
五
世
紀
ご
ろ
の
大
和
政
権
が
及
ぼ
す
傘
下
に
豊

前
国
・
豊
後
国
等
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

更
に
興
味
深
い
の
は
、「
豊
の
長
峡
県
に
行
宮
を
建
て
て
滞
在
し
た
の

で
、
そ
こ
を
「
京
」
と
名
付
け
た
。」
と
い
う
文
体
で
あ
る
。
京
は
京
都

郡
を
さ
し
て
お
り
、「
長
峡
県
に
行
宮
」
は
現
在
の
行
橋
市
延
永
付
近
を

さ
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
行
宮
」
を
建
て
て
住
ん
だ
と
い
う
か

ら
宮
殿
ク
ラ
ス
の
建
物
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
考
古
学
的
な
調
査
報

告
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
県
制
は
五
世
紀
後
半
を
遡
ら
な
い
こ
ろ
に
は
成

立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
苅
田
町
の
御
所
山
古
墳
（
前
方
後
円
墳
・

五
世
紀
後
半
ご
ろ
）
の
存
在
が
興
味
あ
る
事
実
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

豊
の
豪
族

豊
国
の
大
首
長
墓
と
さ
れ
て
い
る
御
所
山
古
墳
は
、
古

ち
く
し
の
き
み
い
わ

い

墳
の
石
室
構
造
及
び
形
態
か
ら
筑
紫
君
磐
井
と
の
関
わ

り
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
継
体
天
皇
二
十
一
年
（
五
二
七
）、
新
羅
に
侵

食
さ
れ
た
任
那
回
復
の
た
め
に
、
筑
紫
君
磐
井
は
、
肥
・
豊
の
豪
族
を
勢

力
下
に
率
い
て
、
大
和
政
権
率
い
る
近
江
毛
野
臣
六
万
の
軍
勢
と
反
乱
を

も
の
の
べ
の
あ
ら

か

ひ

起
こ
し
た
。
天
皇
は
こ
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
、
物
部
麁
鹿
火
を
征

夷
討
伐
将
軍
と
し
て
九
州
に
送
り
、
約
二
年
に
わ
た
る
戦
い
が
繰
り
広
げ
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ら
れ
た
。
そ
し
て
、
継
体
二
十
二
年
（
五
二
八
）
筑
紫
君
磐
井
は
斬
殺
さ

れ
戦
い
は
終
了
し
た
。『
筑
後
国
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
筑
紫
君
磐
井
は

か
み
つ
み
け
の
あ
が
た

上

膳

県
（
上
毛
郡
カ
）
に
遁
走
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』

と
く
い
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
豊
」
豪
族
を
勢
力

下
に
お
き
、
又
は
頼
り
に
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

み
や
け

大
和
政
権
は
国
造
や
屯
倉
等
を
配
置
し
、
地
方
の
強
化
体
制
を
整
え
て

い
っ
た
。『
隋
書
』
中
の
「
軍
尼
」
及
び
「
伊
尼
冀
」
は
『
日
本
書
紀
』

に
見
え
る
国
造
及
び
稲
置
等
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
に
屯
倉
と
呼
ば
れ
る

比
較
的
小
規
模
な
、
王
家
の
直
轄
領
の
管
理
者
等
が
置
か
れ
た
。
豊
国
に

見
え
る
屯
倉
は
五
か
所
で
あ
り
、
全
国
二
六
か
所
か
ら
す
る
と
か
な
り
多

い
数
字
を
示
し
て
い
る
。

み

さ
き

・
滕
崎
屯
倉
（
旧
企
救
郡
）

お
お
ぬ
く

・
大
抜
屯
倉
（
旧
企
救
郡
）

か

と

・
肝
等
屯
倉
（
旧
京
都
郡
）

あ

か

・
我
鹿
屯
倉
（
旧
田
川
郡
）

く
わ
ば
ら

・
桑
原
屯
倉
（
旧
築
城
郡
）

九
州
で
は
こ
の
ほ
か
筑
紫
国
が
二
か
所
、
火
国
が
一
か
所
見
え
る
。
全

国
規
模
で
屯
倉
を
増
や
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
、
推
古
天
皇
十
五
年

（
六
〇
七
）
に
は
国
ご
と
に
屯
倉
が
置
か
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

三

古
代
山
城
の
意
義

朝
鮮
式
山
城

を
め
ぐ
っ
て

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
久
留
米
の
小
林
庄
次
郎

と
い
う
人
が
、
坪
井
正
五
郎
の
す
す
め
で
「
筑
後
国
高

こ
う

ご
い
し

良
山
中
の
神
籠
石
な
る
も
の
に
就
い
て
」
と
題
し
、
人
類
学
雑
誌
に
発
表

し
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
神
籠
石
論
争
に
発
展
し
た
。
論
争
の
内
容

は
「
霊
域
説
」
か
「
山
城
説
」
か
で
あ
る
。

・
山
城
説
…
朝
鮮
の
山
城
と
比
較
し
、
形
状
・
構
造
等
か
ら
古
代
山
城

で
あ
る
と
の
説
（
関
野

貞
、
八
木
奘
三
郎
、
谷
井
済
一
ら
）

か
ん

な

び

・
霊
域
説
…
日
本
で
は
神
奈
備
と
い
う
神
霊
を
鎮
め
祀
る
神
聖
な
地
域

で
、
列
石
が
そ
れ
で
あ
る
。

…
列
石
は
一
列
で
防
御
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
。

…
神
籠
石
内
に
霊
域
を
優
位
に
さ
せ
る
神
社
が
存
在
す
る
こ

と
。（
坪
井
正
五
郎
、
喜
田
貞
吉
ら
）

こ
の
論
争
は
明
治
以
降
、
た
び
た
び
引
き
出
さ
れ
学
会
の
焦
点
と
な
っ

た
。
終
戦
後
、
帯
隈
山
神
籠
石
・
お
つ
ぼ
山
神
籠
石
の
発
掘
調
査
で
、
列

石
前
面
に
柱
を
立
て
た
柱
穴
が
列
を
作
っ
て
い
る
こ
と
や
列
石
の
後
に
版

築
土
塁
を
築
い
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
、「
山
城
説
」
と
い

う
解
釈
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
鬼
の
城
（
岡
山
県
）

や
大
廻
り
小
廻
り
（
岡
山
県
）
な
ど
が
調
査
さ
れ
山
城
説
は
ま
す
ま
す
不

動
の
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
神
籠
石
山
城
は
築
城
時
期
や
歴
史
的
背
景

な
ど
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
最
近
で
は
筑
紫
野
市
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