
胡9

諸

子

概

説

武

内

義

雄
著

支
部
撃
入
門
叢
書
｡
弘
支
社
書
房
尊
行
O
昭
和
十
年
十
二
月
貴

行
O
菊
版
二
五

1
貫
｡
定
慣
重
囲

五
拾
鏡
.

武
内
博
士
は
我
等
の
誇
る
べ
き
大
先
輩
で
あ
り
'
本
書
は
先
生

の
長
日
月
に
捗
り
た
る
御
研
壁
の
集
大
成
で
あ
る
.
今
本
書
を
手

に
し
て
我
等
感
激
殊
に
探
き
も
の
あ
る
を
覚

へ
る
の
で
あ
る
｡
然

し
私
は
以
下
敢
て

7
個
の
書
生
と
し
て
'
自
由
な
そ
し
て
平
静
な

気
持
で
本
書
を
世
に
紹
介
し
た
い
.
先
輩
に
封
し
失
柏
の
段
は
平

に
御
諒
解
を
頗
上
げ
度
い
.

書
物
を
紹
介
す
る
に

(
こ

横
の
関
係
を
考
へ
'
本
書
が
他
の

類
似
の
書
物
に
封
し
て
如
何
な
る
特
色
を
有
す
る
か
｡
(
二
)縦
の

関
係
に
於
て
本
書
は
､
本
書
と
過
去
に
於
て
頚
表
さ
れ
た
同

一
著

者
の
研
究
と
の
間
に
如
何
な
る
地
位
関
係
に
あ
る
か
｡
こ
の
二
鮎

を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
所
謂
縦
横
無
毒
の
批
評
を
す
べ

き
で
あ
る
が
'
私
の
葎
単
な
る
未
だ
(
こ

の
鮎
で
は
充
分
で
な
い

の
で
あ
る
｡

61

著
者
は
ま
づ
戴
詮
に
於
て
諸
子
を
定
義
し
'
専
ら
漢
書
重
文
志

に
よ
少
'
借
家
'
道
家
'
陰
陽
家
'
法
家
'
名
家
'
基
家
'
縦
横
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象
'
農
家
'
薙
家
の
九
流
を
払
っ
て
こ
れ
に
常
て
'陪
書
経
籍
志
･

四
庫
全
書
紙
日
提
要
の
分
類
法
を
排
し
て
ゐ
る
｡
而
し
て
こ
の
九

流
の
中
で
特
に
儒
家
と
道
家
と
の
封
立
せ
る
二
大
単
流
を
輔

へ
､

こ
れ
を
重
要
視
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
は
大
鰐
今
日
迄
普
通
の
考
へ
方
で
あ
る
｡
然
る
に
本
書
の

特
色
は
こ
の
儒
'
道
の
二
大
単
底
を
以
て
他
の
諸
子
と
封
立
し
た

関
係
に
お
か
ず
し
て
､
他
の
諾
笹
沢
は
こ
の
二
大
畢
派
の
開
展
に

よ
っ
て
自
然
に
叉
営
然
に
現
れ
出
で
た
る
分
派
に
過
ぎ
ず
と
強
調

し
て
ゐ
る
鮎
に
於
て
著
者
の
見
識
が
最
も
よ
-
牽
揮
さ
れ
て
ゐ

る
｡
即
ち
陰
陽
家
､
墨
家
'
名
家
を
以
て
何
れ
も
儒
家
の
支
商
と

L
t
法
家
'
縦
横
家
'
農
家
を
以
て
道
家
の
主
張
と
L
t
要
す
る

に
九
流
は
こ
の
二
大
思
潮
の
下
に
腔
胎
し
た
も
の
で
あ
Jq
t
こ
の

二
大
思
潮
の
下
に
包
括
せ
し
む
べ
き
も
の
と
の
明
快
な
る
論
断
を

下
し
'
且
つ
,U
の
二
大
思
潮
自
身
に
於
て
そ
れ

′ぐ
1
1
貫
し
た
思

想
の
流
れ
を
辿
っ
て
ゐ
る
鮎
に
私
は
著
者
の
識
見
に
敬
服
す
る
次

第
で
あ
る
｡

以
下
第

1
章
よ
-
第
九
華
道
､
九
洗
諸
子
を
分
ち
論
じ
て
ゐ
る

が
'
そ
の
各
章
に
於
て
著
者
の
こ
の
識
見
が
極
め
て
巧
み
に
叙
逃

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
が
た
め
本
書
仝
鰻
が
一
つ
の
有

棟
的
な
組
絞
あ
る
鰹
系
を
な
し
て
を
-
'
諸
子
の
思
想
は
里
に
個

々
別
々
に
粥
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
-
し
て
'
垂
鰻
と
の
関
連
の

下
に
乱
れ
ぬ

1
線
を
な
し
た
る
思
想
の
流
れ
が
鮮
か
に
理
解
出
凍

る
の
で
あ
る
｡

例

へ
ば
､
儒
家
と
墨
家
と
の
関
係
を
説
明
し
て
'｢
墨
子
は
孔
子

の
後
車
に
つ
い
て
借
着
の
道
を
畢
ん
だ
が
達
に
周
鰻
の
煩
擾
に
し

て
時
世
に
合
せ
な
い
こ
と
を
さ
と
-
'
質
朴
簡
約
な
貫
緒
に
よ
っ

て
世
を
敦
は
ん
と
し
た
も
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
｡
｣
叉
名
家
を
詮
明

し
て
'｢
論
理
単
流
の
掘
起
は
近
い
原
田
を
求
め
る
と
群
論
の
率
に

よ
る
も
の
で
､
私
は
こ
れ
を
主
と
し
て
儒
墨
の
論
争
に
竜
頭
す
る

も
の
と
考
へ
る
.
｣
と
言
ひ
'
陰
陽
家
を
も
加
へ
て
儒
家
の
思
想
の

撃
韓
頚
達
の
跡
を
辿
っ
て
ゐ
る
｡
而
し
て
こ
れ
が
最
後
に
雑
家
に

移
-
行
-
こ
と
を
注
意
し
て
ゐ
る
.

叉
儒
家
に
於
て
は
'
そ
の
始
組
孔
子
に
よ
っ
て
考
へ
ら
れ
た
人

間
最
高
の
道
徳
で
あ
る

｢
仁
｣
は
'
攻
に
そ
の
弟
子
曾
子
に
よ
っ

て
｢
孝
｣
に
襲
じ
て
ゐ
る
と
し
'
｢
仁
と
は
こ
の
孝
を
仁
と
見
た
の

み
だ
｡
｣
と
言
っ
て
ゐ
る
｡
次
に
子
息
に
於
て
は
中
庸
の
道
が
考
へ

ら
れ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
は

｢
孔
子
の
仁
'
骨
子
の
孝
と
何
等
揮
ぶ

所
な
-
'
只
そ
の
名
稀
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
｡
｣

と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
1
に
乱
れ
ざ
る
思
想
開
展
の
一
線
が
鮮
か

に
詮
明
さ
れ
'
思
想
の
耽
れ
が
と
1
に
明
瞭
に
理
解
出
乗
る
韓
で

62



471

あ
る
.
こ
れ
ら
の
鮎
に
本
署
の
持
つ
壷
き
ぬ
妙
味
が
あ
る
の
で
あ

る

O.
然
ら
ば
著
者
の
こ
の
見
織
は
何
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
か
と
冨
ふ

に
'
私
は
こ
れ
仝
-
著
者
に
歴
史
家
的
精
神
が
溢
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
と
周
ふ
｡
即
ち
著
者
は
諸
子
の
思
想
を
考
へ
る
場
合
に
'

里
に
そ
の
個
人
の
思
想
だ
け
を
取
出
し
て
論
じ
棟
と
し
て
ゐ
る
の

で
は
な
-
し
て
'
そ
の
節
に
必
ず
諸
子
の
停
記
に
つ
い
て
詳
細
精

密
な
る
注
意
が
梯
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
即
ち
諸
子
の
生
国
'
生
卒
年
代
､

事
蹟
'
師
弟
関
係
等
が
著
者
に
は
大
な
る
関
心
事
で
あ
り
'
従
っ

て
こ
の
こ
と
よ
-
現
存
の
諸
子
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
も
搾
刻
卓
抜

な
る
分
析
考
詮
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
著

者

の
主

目

的
は
こ
れ
に
よ
っ
て
思
想
の
前
後
系
統
を
把
捜
し
'

一
貫
し
た
流

れ
の
も
と
に
思
想
推
移
の
跡
を
辿
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
今

日
迄
こ
の
方
面
の
研
究
が
比
較
的
閑
却
さ
れ
て
ゐ
た
傾
が
あ
つ
た

が
'
著
者
は
本
書
に
於
て
こ
の
鮎
に
断
然

一
家
の
見
識
を
遺
憾
な

-
畿
揮
し
て
ゐ
る
.
然
し
本
書
に
於
て
は
斯
る
煩
雑
な
る
考
符
が

茸
際
に
一
々
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
-
'
著
者
の
長
年
に
わ

た
-
絶
ゆ
か
こ
と
な
い
虞
聾
な
る
努
力
考
詮
の
結
果
の
み
が
集
大

成
さ
れ
適
切
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

巻
末
に
六
囲
年
表
訂
誤
が
附
錬
さ
れ
て
ゐ
ろ
の
は
著
者
の
横
意

が
都
連
に
あ
る
か
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
｡

故
に
思
想
の
淵
瀕
に
関
す
る
従
乗
の
畢
詮
'
即
ち
漢
書
重
文
志

に
あ
る
九
掩
出
王
宮
の
詮
に
封
し
て
も
探
き
洞
察
と
理
解
と
が
加

へ
ら
れ
'
こ
れ
に
封
し
て
茸
柄
麟
'
胡
適
の
両
説
が
封
立
し
て
ゐ

た
の
で
あ
る
が
'
著
者
は

｢
茸
際
九
流
は
時
を
同
じ
-
し
て
起
っ

た
畢
詮
で
な
-
'
各
々
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
現
れ
た
拳
詮
一
と

の
論
断
を
下
し
て
ゐ
る
｡
こ
1

に
思
想
と
思
想
家
と
に
封
す
る
歴

史
的
研
究
と
省
察
と
が
な
さ
る
べ
-
し
て
本
書
に
は
こ
れ
が
完
全

に
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
鮎
に
本
書
を
以
て
思
想
史

と
し
て
の
立
場
よ
-
高
き
評
債
を
匿
-
所
以
で
あ
る
O

′

こ
の
最
も
よ
い
例
と
し
て
老
子
に
つ
い
て

三
口す
る
と
'
老
子

は
史
上
の
人
物
と
し
て
'
種
々
な
侍
詮
と
疑
惑
の
雲
に
包
ま
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
が
'
著
者
の
厳
正
な
る
歴
史
家
の
考
詮
に
.H
つ
て

こ
の
鮎
大
い
に
究
明
さ
れ
た
｡
著
者
は
今
日
迄
老
子
考

(
重
文
八

ノ
九
)
'
河
上
公
老
子
唐
本
考
(
重
文
十
ノ
四
)
'
老
子
原
始
(
大
正

十
五
年
)
､
老
子
の
研
究
(
昭
和
二
年
)
､
老
子
と
荘
子
(
昭
和
五
年
)

に
於
て
老
子
の
事
蹟
'
テ
キ
ス
ト
に
封
し
て
虞
に
驚
嘆
す
+(
き
前

人
未
踏
の
批
判
考
察
を
行
ひ
'
こ

れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
を

本
書
に
於
て
充
分
に
利
用
し
て
卓
披
な
る
論
断
を
下
し
て
ゐ
る
の

63
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で
あ
る
0
即
ち

｢
私
の
考
で
は
老
子
は
孔
子
よ
り
も
約
百
年
後
に

○采
に
居
た
隈
君
子
で
道
徳
経
上
下
篇
は
後
の
学
者
が
老
子
の
言
と

し
て
侍

へ
ら
れ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
だ
と
息
ふ
o
L
と
言
っ
て
ゐ

る
の
は
全
-
こ
れ
で
あ
る
｡

こ
1

に
老
子
の
生
国
と
生
年
と
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
と
を
綿
密
に
考

語
し
て
､
従
衆
の
老
子
に
封
す
る
諸
侍
詮
を
排
し
て
ゐ
る
｡
老
子

の
生
国
で
あ
る
采
は
殿
の
後
で
あ
り
'
従
っ
て
周
の
文
化
の
影
響

を
受
け
る
こ
と
も
少
-
'
且
つ
昔
時
周
囲
の
閑
々
よ
-
軽
蔑
を
受

け
'
長
-
こ
の
侮
-
を
忍
ん
で
来
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
采
の
国

状
が
達
に
老
子
を
し
て
卑
弱
隷
下
を
鹿
世
の
要
訣
と
詮
-
道
家
の

道
徳
詮
を
生
む
に
至
っ
た
も
の
と
し

て'
時
と
虞
と
を
探
-
考
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
襲
生
の
線
由
を
考
へ
て
ゐ
る
.
そ
し
て

こ
れ
を
魯
園
が
生
ん
だ
儒
家
が
周
鰻
の
復
興
を
叫
ん
だ
の
と
好
箇

の
封
照
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

･

次
に
道
家
に
於
て
思
想
の
系
統
と
し
て
老
子
-
関
野

･
列
子
-

楊
宋
-

環
淵

･
田
噺

-
荘
子
の
順
に
詮
明
し
て
思
想
開
展
の
跡
を

辿
っ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
何
れ
も
虞
に
厳
正
な
歴
史
家
的
態
度
を
持

し
て
精
密
な
考
詮
を
行
ひ
'
こ
れ
が
生
存
年
代
を
確
定
し
'
年
代

順
に
斯
-
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
牽
展
の
販
路
を
考
へ
た

の
で
あ
っ
て
t
と
の
鮎
に
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
｡

以
上
本
書
の
特
色
は
'

〓

)一
九
流
の
思
想
を
儒
家
と
道
家
と
の
二
大
単
流
に
包

括
L
t
儒
家
に
於
て
も
'
道
家
に
於
て
も
常
に
7
貫
し

た
思
想
の
流
れ
が
力
強
-

一
線
を
描
き
て
叙
述
さ
れ
て

を
り
'
且
叉
道
家
と
儒
家
と
を
相
封
立
し
た
思
想
と
考

へ
な
が
ら
こ
の
雨
着
を
相
関
連
し
て
叙
述
し
た
こ
と
｡

(
二
)

常
に
歴
史
家
的
態
度
を
持
し
て
思
想
牽
生
の
淵
源

と
そ
の
硝
承
畿
達
と
を
年
代
的
に
正
確
に
考
詮
し
て
'

思
想
そ
の
も
の
と
思
想
家
の
侍
記
と
を
相
関
連
し
て
考

察
詮
明
し
た
た
め
'
思
想
轡
適
の
過
程
が

】
屠
明
瞭
に

な
っ
た
こ
と
｡

こ
の
二
部
に
あ
る
と
思
ふ
o

64

行
文
平
易
に
し
て
流
れ
る
が
如
-
'
論
断
概
ね
穏
健
に
し
て
人

を
骨
か
す
'
著
者
の
態
度
叉
極
め
て
虞
聾
に
し
て
些
か
の
街
菊
な

-
'
透
徹
せ
る
理
智
と
謙
遜
な
る
情
趣
と
は
箕
に
掬
す
べ
き
も
の

が
あ
る
｡
汲
め

ども
壷
き
ぬ
諸
子
の
思
想
と
著
者
の
思
索
と
が
菊

持
よ
-
本
書
に
よ
っ
て
調
和
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

倍
最
後
に
三
百
著
者
並
び
に
講
者
に
探
-
御
詫
び
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
､
六
国
表
訂
轟
そ
の
も
の
に
つ
い
て
何
等
の
裁
判
を
加



473

へ
て
む
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡
本
書
に
於

て'
著
者
の
情
熱
が
最
も

強
く
こ
れ
に
注
が
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
今
の
私
と
し
て
こ
の

訂
誤
の
是
非
を

芯
々
す
る
充
分
な
用
意
が
な
い
の
で
あ
る
.
故
に

こ
れ
に
封
す
る
批
判
は
こ
れ
を
後
の
樺
合
に
譲
り
慶
い
の
で
あ
っ

て
'
今
こ
こ
で
は
六
国
表
訂
誤
を
附
録
と
し
た
著
者
の
虞
意
を
紹

介
す
る
に
止
め
る
の
で
あ
る
｡

(
藤

田

重

曹
)




