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唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
稀
と
に
つ

いて
菊

池

英

夫

目

次

序

一

言

一
、
兵
募
の
名
私

二
、
兵
募
に
関
す
る
原
則
的
規
定

－
士
一
山
遺
責
任
者
及
び
監
督
者

E
叫
沿
道
の
時
期
及
び
期
間
そ
の
他
の
特
色

E
差

遣

の

対

象

圃
差
遣
形
式
及
び
待
遇

V
任
務
及
び
統
鴎

コ
一
、
兵
募
の
異
称
及
び
兵
募
を
含
む
兵
種
の
呼
秘

結

語

序

言

唐
代
に
兵
募
と
い
う
名
称
を
有
す
る
特
殊
な
兵
障
が
存
花
し
た
こ
と
は
、
叫
に
故
王
井
学
士
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
。
但
し
従
来
、
府
兵

－
健
児
・
団
結
兵
等
の
史
乗
に
著
名
な
兵
制
の
陰
に
か
く
れ
て
余
り
学
界
の
注
意
を
惹
く
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
私
見
に
よ
れ
ば

明
ら
か
に
兵
募
の
史
料
と
み
な
す
べ
き
も
の
が
腿
々
府
兵
健
児
の
史
料
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
唐
代
兵
制
に
つ
い
て
研
究
を
進

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て

，七
五



唐
代
兵
募
の
性
絡
と
名
跡
と
に
つ
い
て

七ノ、

b
て
い
る
う
ち
に
、
兵
募
こ
そ
盛
唐
の
支
配
権
の
支
柱
と
し
て
見
終
す
こ
と
の
で
き
な
い
兵
種
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
到
達
し
た
。
こ
の
こ
と

は
叉
そ
の
徴
募
形
式
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
唐
代
の
国
家
体
制
の
特
質
や
、
更
に
こ
の
兵
種
ぞ
徴
募
す
る
母
体
と
な
っ
た
社
会
階
層
の
研
究

と
相
侯
っ
て
中
国
史
上
に
お
け
る
唐
朝
の
位
置
付
け
に
も
影
響
す
る
所
が
少
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
本
学
の
日
野
教
授
は
、
最
近
そ

の
多
年
抱
懐
せ
ら
れ
て
き
た
唐
代
団
結
兵
に
つ
い
て
の
見
解
を
発
表
せ
ら
れ
、
そ
の
中
で
団
結
兵
と
の
関
聯
に
お
い
て
兵
募
に
も
言
及
せ
ら
れ

た
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
深
く
啓
発
せ
ら
れ
る
と
共
に
叉
鼓
舞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
こ
に
付
記
し
て
学
思
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

尚
紙
数
の
都
合
上
本
稿
に
の
べ
る
所
は
主
と
し
て
兵
募
研
究
の
基
礎
と
な
る
べ
き
兵
募
の
概
念
規
定
に
止
る
で
あ
ろ
う
o

註
「
犬
唐
府
兵
制
時
代
の
団
結
兵
に
耕
一
て
’
一
法
制
史
研
究
5

兵

慕

の

名

稀

唐
代
に
お
け
る
兵
募
は
、
漠
然
た
る
募
集
傭
兵
の
指
称
で
は
な
く
し
て
特
殊
の
兵
種
を
指
す
固
有
名
詞
で
ゐ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に

泣

故
玉
井
是
博
学
士
が
注
意
せ
ら
れ
た
。
氏
は
「
唐
代
防
丁
考
」
に
お
い
て
次
の
如
く
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
唐
代
の
兵
制
関
係
史
料
に
見
ら

れ
る
用
語
例
に
「
兵
募
丁
防
」
或
い
わ
「
兵
募
健
児
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
史
料
に
照
す
と
き
各
々
別
個
の
兵
募
と
健
児
と
丁
防

と
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
、
兵
募
は
健
児
と
も
防
丁
と
も
異
る
召
募
兵
で
あ
り
、
健
児
が
軍
鎮
の
常
備
兵
で
あ
る
の
に
対
し
「
別
に
兵
力
を
増

、
．． 
、‘
．
．
．
．
．
．
 
、
．．．． 
、
．．．． 

‘
．
、
、
．
、
、

強
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
募
人
（
兵
募
〉
の
名
に
よ
っ
て
諸
州
の
宮
戸
の
丁
壮
多
き
も
の
か
ら
こ
れ
を
募
取
し
年
限
を
定
め
て
交
替
的

に
辺
軍
に
赴
か
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
。

「
募
人
」
の
名
を
以
て
現
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
既
に
浜
口
霊
園
博
士
が
府
兵
に
関
す
る
研
究

の
中
で
言
及
さ
れ
た
が
、

乙
れ
を
兵
募
と
結
び
つ
け
て
下
さ
れ
た
右
の
玉
井
氏
の
解
釈
は
お
お
む
ね
妥
当
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
感

で
ゐ
り
、
更
め
て
先
学
の
畑
眼
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
臨
時
・
常
備
の
刑
前
は
あ
る
に
せ
よ
、
兵
募
・
健
児
を
共
に
軍

鎮
の
兵
と
せ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。



兵
募
は
、
唐
代
、
否
更
に
中
国
史
上
の
他
の
多
く
の
制
度
事
物
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
多
く
の
異
称
を
伴
っ
た
の
で
あ
り
、
特
に
公
的
呼
称
の

外
に
当
時
の
通
称
や
任
務
か
ら
く
る
派
生
的
呼
称
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
募
人
、
募
士
、
州
兵
等
は
そ
の
異
称
で
あ
り
、
更
に
或
る
時
期
の

征
行
人
、
征
人
、
鋲
兵
、
鎮
人
も
そ
の
含
称
で
あ
る
o
但
し
こ
れ
ら
の
異
称
が
果
し
て
兵
募
と
同
じ
実
体
を
指
し
、
或
い
わ
こ
れ
を
包
含
し
た

も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
兵
募
そ
の
も
の
の
実
体
が
究
明
せ
ら
れ
て
後
ち
初
め
て
明
か
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
そ
の
実
体
の
究

明
は
異
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
場
合
の
兵
募
を
も
合
せ
考
察
し
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
乙
乙
に
研
究
上
位
述
上
の
障
碍
が
あ
っ

て
筆
者
を
も
読
者
を
も
最
初
か
ら
充
分
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
今
は
単
に
多
く
の
興
一
称
乃
至
こ
れ
を
包
含
す
る
名
祢
の
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
、
そ
の
一
々
は
後
文
に
逐
次
論
証
す
る
乙
と
と
し
た
い
。

註
一
，
唐
代
防
丁
考
」
支
那
社
会
続
治
史
研
究
二
三
入
1

二
四
一
頁
。
傍
点
筆
者
。

兵

慕

に

関

す

る

原

則

的

規

定

唐
代
兵
制
中
に
お
い
て
兵
募
の
活
躍
し
た
期
間
は
、
別
に
論
証
す
る
如
く
初
唐
・
感
唐
に
互
り
、
安
史
の
乱
以
前
の
所
謂
府
兵
制
時
代
全
般

に
及
ん
で
い
る
o

従
っ
て
乙
の
問
、
そ
の
徴
募
の
実
情
、
制
度
と
し
て
の
規
定
の
上
に
も
多
少
の
変
化
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
兵
募

の
特
徴
を
規
定
す
る
に
当
っ
て
も
そ
の
時
点
を
何
処
に
取
る
か
に
よ
っ
て
他
少
の
差
異
を
生
ず
る
の
も
や
む
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
の
兵
種
が

最
も
問
題
と
せ
ら
れ
、
従
っ
て
史
料
最
も
豊
富
で
あ
り
、
且
つ
制
度
と
し
て
完
成
さ
れ
た
形
態
を
示
し
た
時
期
は
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
玄
宗
の

開
一
元
年
間
ハ
M
七
一
一
一
了
四
乙
で
あ
る
。
従
っ
て
先
ず
こ
の
時
期
を
中
心
と
し
て
兵
募
の
特
徴
と
云
う
べ
き
性
格
を
検
討
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
既
に
玉
井
・
日
野
両
教
授
の
論
稿
に
よ
っ
て
略
々
明
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
尚
管
見
の
史
料
に
則
し
て
補
足
し
て
お
き

’－、‘．ハ》

ふ
i
p
L
V私

見
に
よ
れ
ば
、
兵
募
に
関
す
る
原
則
的
規
定
を
列
挙
し
て
呈
示
し
た
も
の
は
、
開
元
七
年
1
i
二
十
五
年
令
を
基
礎
と
せ
る
六
唐
六
典
雄
兵

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て

七
七



府
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て註

－

部
の
項
に
見
出
会
れ
る
左
の
記
事
に
つ
き
る
。
今
こ
れ
を
一
事
項
別
に
何
条
分
け
し
て
掲
げ
る
。

む
7¥、

凡
天
下
諸
州
、
差
兵
募
、
取
一
戸
段
・
丁
多
、
人
材
麗
勇
。

選
前
資
官
勲
官
、
部
分
、
強
明
地
統
掃
者
w

節
級
一
融
（
側
腕
一
志
）
補
主
帥
、
以
領
之
。

＼
日
時
J

凡
箪
行
器
物
、
皆
於
常
州
分
給
之
、
如
不
足
則
（
剥
併
）
自
備
、
貧
富
必
以
均
鷲
。

叉
こ
れ
に
付
随
し
て
次
の
筒
条
が
あ
る
。

凡
諸
州
・
諸
（
軍
制
唐
〉
府
、
陸
行
兵
馬
之
名
簿
器
物
之
多
少
、
皆
申
兵
部
、
軍
散
日
亦
録
其
存
亡
多
少
、
以
申
而
勘
合
之
o

q凶
－

凡
諸
道
廻
兵
、
純
一
繍
之
物
・
衣
資
之
費
、
時
（
令
剖
け
）
所
有
州
鯨
分
而
給
之
。

(1) (2) ＠） (4) （θ ω
其
義
征
者
、
別
得
行
伍
、
不
入
募
人
之
皆
、

m
郎
中
一
人
、
掌
判
簿
、
以
鱒
箪
吠
差
遣
之
多
数
、

而
し
て
今
日
筆
者
が
明
か
に
し
得
た
所
も
右
の
諸
点
を
出
る
こ
と
余
り
多
く
は
な
い
が
、
尚
他
の
史
料
を
以
て
補
い
つ
つ
以
上
を
手
掛
り
と
し

て
各
箇
条
の
内
容
に
詳
考
を
加
え
、
兵
募
制
の
特
徴
と
な
る
べ
き
差
遣
の
形
式
・
任
務
・
差
点
対
象
及
び
組
織
等
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た

L、。

業
遣
責
任
者
及
び
監
特
者

兵
募
差
遣
の
責
任
が
州
に
存
し
た
こ
と
は
、
先
掲
六
典
記
事

ωに
一
，
凡
天
下
諸
州
差
兵
募
」
と
あ
る
に
拠
っ
て
略
々
明
か
で
あ
る
。
し
か
も

乙
こ
に
「
諸
州
差
」
と
あ
る
の
が
、
決
し
て
漠
然
た
る
記
述
で
な
く
行
政
機
関
と
し
て
の
州
司
ぞ
指
す
こ
と
は
、
右
が
法
規
と
し
て
の
令
文
の

一
節
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、

ωに
「
諸
州
・
諦
〈
軍
〉
府
勝
行
兵
馬
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
っ
き
り
と
論
断
で
き
る
。

諸
軍
府
の
兵
馬
と
は
云
う
迄
も
な
く
府
兵
で
あ
り
、
軍
府
即
ち
折
衝
府
ば
府
兵
の
籍
を
保
管
し
、
中
央
の
兵
部
に
直
属
レ
専
ら
そ
の
指
令
に
従

っ
て
差
点
・
訓
練
・
動
員
を
行
い
、
独
立
の
軍
事
機
関
と
し
て
州
県
と
は
統
属
関
係
を
有
せ
す
、
州
は
わ
ず
か
に
側
面
よ
り
監
察
の
責
に
任
じ



た
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
と
並
記
せ
ら
れ
た
州
は
、
軍
府
に
対
す
る
別
個
の
機
関
と
し
て
の
州
司
を
指
す
も
の
に
違
い
な
い
。
務
軍
府
臆

行
兵
馬
に
対
す
る
諸
州
膳
行
兵
馬
と
は
正
し
く
各
州
州
司
、
従
っ
て
そ
の
最
高
責
任
者
た
る
刺
史
の
責
任
お
い
て
徴
募
差
遣
せ
ら
れ
る
兵
で
あ

る
こ
と
は
紛
れ
な
い
。
そ
し
て
軍
府
の
府
兵
動
員
も
州
司
の
府
兵
以
外
の
兵
の
動
員
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
央
兵
部
の
監
桜
下
に
そ
の
命

令
を
受
け
て
行
わ
れ
た
の
で
ゐ
る
。
前
掲
六
典
記
事
ゆ
「
勝
行
兵
馬
之
名
簿
器
物
之
多
少
、
皆
申
兵
部
云
々
」
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

所
で
軍
政
機
関
た
る
軍
府
と
は
興
っ
て
、
州
司
は
本
来
日
凶
政
機
関
と
し
て
構
成
会
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
差
兵
の
事
を
管
掌
し
た
も
の
は
掛
川

で
あ
る
か
は
不
明
で
ゐ
る
o

只
強
い
て
担
像
を
廻
せ
ば
兵
留
・
1

叫
兵
参
軍
事
の
職
務
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
o
前
記
六
典

m
に
は
「
郎

中
一
人
判
掌
」
と
見
え
る
。
し
か
し
唐
代
官
制
に
お
い
て
は
州
に
郎
中
な
る
官
ゐ
る
を
聞
か
な
い
。
中
央
兵
部
に
は
侍
郎
の
下
に
二
人
の
郎
中

が
あ
り
、
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
は
六
典
の
他
の
関
係
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
こ
の
場
合
は
兵
部
の
ニ
人
の
郎
中
の
中
一
人
が
専
ら
兵
募
関

係
の
事
務
を
管
掌
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
州
官
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
軍
政
機
関
と
し
て
最
下
の
単
位

を
構
成
し
た
軍
府
と
は
興
っ

τ、
州
は
更
に
そ
の
下
に
県
を
統
科
し
て
い
た
。
従
っ
て
州
司
に
下
さ
れ
た
兵
員
差
遣
の
任
務
は
具
体
的
に
は
県

司
の
手
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
o
全
唐
文
一
定
劉
仁
軌
・
陳
破
十
日
済
軍
事
申
一
定
、

従
糊
鹿
五
年
以
後
、
頻
経
波
山
、
制
、
州
勝
後
遺
百
姓
充
兵
省
、
其
身
少
壮
一
五
・
4

0

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

兵
募
が
州
司
の
責
任
で
徴
募
さ
れ
る
と
す
れ
ば
次
の
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
府
兵
伝
統
轄
す
る
軍
府
は
、
天
下
三
百
二
十

余
州
に
遍
く
設
置
さ
れ
た
の
で
は
な
く
僅
か
九
十
府
州
に
過
ぎ
ず
、
然
も
そ
の
九
割
以
上
が
北
支
、
六
割
以
上
が
関
内
に
集
中
し
て
い
た
。
し

か
も
こ
れ
等
軍
府
は
各
々
上
中
下
三
等
に
分
た
れ
て
点
兵
の
定
員
を
定
め
ら
れ
、
従
っ
て
そ
の
徴
兵
範
囲
は
地
域
的
に
も
数
的
に
も
極
め

τ限

ら
れ
て
い
た
の
で
ゐ
る
o

こ
れ
に
対
し
て
兵
募
は
州
の
あ
る
所
何
れ
か
ら
で
も
集
兵
し
得
る
建
前
で
あ
り
、

又
後
に
述
べ
る
如
く
定
員
も
な

く
、
地
域
的
数
的
に
無
制
限
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。

府
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て

七
九



唐
代
兵
募
の
性
絡
と
名
亦
と
に
つ
い
て

J¥ 。

以
上
を
要
す
る
に
兵
募
は
、
州
司
、
具
体
的
に
は
刺
史
の
責
任
に
お
い
て
差
遣
せ
ら
れ
、
従
っ
て
軍
府
州
た
る
と
不
置
軍
府
州
た
る
と
を
問

わ
ず
何
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
刺
史
は
兵
部
の
命
を
受
け
管
下
の
県
を
督
促
し
て
兵
を
集
め
、
兵
部
に
逐
一
報
告
を
送
っ
て
そ
の
監
督
を
受

け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
府
兵
を
以
て
軍
府
の
兵
と
呼
ぶ
な
ら
ば
兵
募
は
「
州
兵
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
o
但
し
こ
れ
を
以
て

直
ち
に
兵
募
の
み
の
特
徴
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
州
司
差
遣
の
原
則
に
従
う
兵
は
兵
募
の
他
に
も
防
丁
等
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ

る
。
只
こ
れ
を
兵
募
に
関
す
る
第
一
の
原
則
的
規
定
に
算
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

H 

差
遣
の
時
期
及
び
期
間
そ
の
他
の
特
色

兵
募
差
発
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
府
兵
・
団
結
兵
が
三
時
耕
農
冬
期
習
戦
と
か
年
五
番
人
審
等
の
明
確
な
常
規
を
有
し
た
の
に
対

し
、
何
等
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
浜
口
・
玉
井
両
氏
の
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
そ
れ
が
常
制
的
審
役
に
は
非
ず
し
て
有
事
の
際

の
臨
時
の
差
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
先
掲
全
唐
文
の
劉
仁
軌
「
陳
破
百
済
軍
事
表
」
に
、

従
額
慶
五
年
以
後
、
頻
経
渡
海
、
不
被
紀
録
、
州
懸
護
遣
百
姓
充
兵
。

と
あ
り
、
管
見
の
限
り
兵
募
に
関
す
る
最
後
の
記
事
に
お
い
て
も
、
旧
唐
書
曾
玄
宗
諸
子
・
郭
王
格
伝
に
、

（
天
変
）
十
四
年
十
一
月
、
安
禄
山
反
於
泣
陽
、
其
月
制
、
併
、
徴
河
隣
兵
募
、
屯
於
院
郡
、
以
禦
之
。

と
ゐ
る
等
は
そ
れ
を
裏
書
す
る
好
例
で
あ
る
o
唐
律
疏
申
請
三
堵
一
撞
興
律
「
諸
説
柑
衛
士
一
猷
一
、
取
捨
不
一
平
者
」
条
の
疏
議
に
、

経
人
、
謂
非
衛
士
、
臨
時
募
行
者
。

と
あ
る
が
、
故
玉
井
氏
も
指
摘
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
兵
募
乙
そ
正
し
く
こ
の
「
臨
時
募
行
者
」
に
当
る
者
で
あ
り
、
従
っ
て
「
征
人
」
と
呼
ぱ

れ
う
る
－
－
も
の
で
あ
っ
た
。

臨
時
の
差
遣
で
あ
っ
て
見
れ
ば
そ
の
差
遣
の
期
間
や
差
発
の
員
数
に
常
制
的
規
定
が
無
か
っ
た
の
は
当
然
で
、
必
要
を
充
す
数
・
期
間
だ
け

差
発
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
尚
更
、
全
く
無
計
画
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
の
見
通
し
に
立
っ
て
兵
部
よ



り
適
宜
州
司
に
牒
し
て
員
数
を
割
当
て
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
。
全
麿
文
尚
一
中
宗
ニ
即
位
赦
文
に
、

其
臆
支
兵
、
先
取
営
土
及
側
近
人
、
何
随
地
配
割
、
分
州
定
数
。

と
あ
る
の
は
、
既
に
後
述
の
変
質
期
の
例
で
は
あ
る
が
国
初
以
来
の
差
発
方
法
の
踏
襲
で
あ
る
。
而
し
て
唐
律
崎
議
三
場
一
捜
一
興
律
「
軍
名
先

定
而
差
遣
不
平
有
欠
剰
者
」
条
の
疏
議
に
、

其
棟
賠
衛
士
及
征
人
有
欠
剰
、
亦
各
加
本
罪
〈
差
遣
不
平
）

一等。

と
あ
る
如
く
、
額
に
満
た
ず
、
或
わ
額
外
に
増
取
を
惑
に
す
れ
ば
責
任
者
た
る
州
宮
は
処
罰
せ
ら
れ
た
。
但
し
先
掲
史
料
に
「
州
懸
護
遣
百
姓

む
3

充
兵
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
差
発
の
対
象
が
原
則
と
し
て
担
税
一
戸
た
る
百
姓
H
土
一
円
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
無
制
限
な
差
兵
、
即
ち
免
税
者
の
激
増

は
財
政
上
由
々
し
い
問
題
で
あ
る
し
、
特
に
国
家
の
危
機
に
際
し
て
の
臨
時
徴
募
で
農
繁
期
だ
か
ら
と
て
容
赦
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
か
っ

た
か
ら
、

一
一
戸
の
中
心
労
働
力
を
大
切
な
時
に
失
う
こ
と
に
よ
る
土
一
戸
の
没
落
、
社
会
不
安
の
醸
成
は
最
も
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で

ゐ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
差
遣
対
象
や
期
聞
に
対
す
る
考
慮
が
払
わ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
差
遣
対
象
に
つ
い
て
は
次
節
に
取
扱
う
こ
と
と
し

て
、
期
間
の
み
に
つ
い
て
見
る
と
「
若
四
万
有
事
則
命
将
以
出
、
事
解
剖
罷
兵
間
」
の
建
前
で
ふ
の
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
レ
冊
府
元
亀
唯
一
一

将
帥
部
・
機
略
門
・
麟
徳
元
年
（
』
六
六
回
）
劉
仁
軌
の
上
表
に

A
 

臣
叉
聞
見
在
兵
士
、
榊
、
何
因
知
此
寧
露
、
並
報
臣
道
、
護
家
来
日
、
唯
遺
作
一
年
装
束
、
白
川
悦
離
家
己
謹
二
年
、
在
朝
陽
含
津
、
叉
遣

来
去
、
併
、
見
在
兵
士
衣
裳
翠
露
、
不
堪
度
冬
一
至
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
掲
げ
た
同
人
の
陳
破
百
済
軍
事
表
の
続
き
に
外
な
ら
ぬ
が
、
こ
こ
に
云
う
見
在
兵
士
即
ち
「
州
懸
護
遺
百
姓
充
兵
者
」

た
る
兵
募
は
、
明
確
な
規
定
は
無
か
っ
た
が
率
ね
一
年
の
在
役
と
見
込
ん
で
装
備
を
整
え
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
出
発
の
際
の
予
想
を
裏
切
っ
て
従
軍
が
長
期
に
亘
る
と
困
態
甚
し
か
っ
た
。
故
に
、
年
を
騎
え
て
同
一
人
を
従
軍
せ
し

め
、
或
い
わ
帰
還
者
を
童
発
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
可
能
な
限
り
戒
め
る
所
で
ゐ
っ
た
。
冊
府
一
芯
亀
一
芳
帝
王
部
・
悪
征
役
・
貞
観
二
十
年
六

審
代
兵
募
の
性
格
と
名
亦
と
に
つ
い
て

7¥ 



麿
代
兵
募
の
性
格
と
名
郡
と
に
つ
い
て

月
平
醗
延
陀
割
に
「
略
、
去
歳
東
征
士
馬
倦
労
、
中
、
未
齢
年
今
秋
』
俊
一
灯
、
理
多
疲
頓
、
中
、
潟
地
東
従
兵
皆
不
差
、
」
と
あ
る
如
き
は
そ
れ
を

略

，

略

4

示
し
て
い
る
。
従
っ
て
遠
征
軍
が
戦
線
勝
着
や
鎮
守
の
た
め
辺
地
に
駐
留
す
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
、
更
に
そ
れ
が
一
般
佑
し
て
く
れ
ば
、
新

規
差
遣
者
と
の
交
替
、
年
期
の
限
定
の
制
度
化
が
起
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
全
唐
文
唯
一
中
宗
ニ
即
位
赦
文
（
U
六
八
四
・
劉
仁
軌
上

7¥ 

表
よ
り
ニ

O
年
後
）
に
、

其
臆
支
兵
、
先
取
堂
土
及
側
近
人
、
併
、
年
満
差
替
、
各
出
本
州
、
永
矯
格
例
、
不
得
践
越
。

と
め
り
、
冊
府
元
亀
註
帝
王
部
・
修
武
備
（
議
思
議
）
開
元
二
年
〈

J
七
一
四
・
右
文
よ
り
三

O
年
後
）
十
月
詔
に
、

A
 

比
来
一
種
避
一
鋸
軍
毎
年
一
史
代
、
兵
不
識
持
、
府
不
識
兵
、
蛍
有
縁
路
疲
人
、
帥
、
西
北
軍
鎖
宜
加
兵
数
、
先
以
側
近
兵
人
充
、
韓
精
加
簡
揮
。

と
あ
る
如
く
、
率
ね
一
年
を
期
限
と
し
て
交
替
せ
し
め
る
準
常
備
兵
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
こ
の
年
限
は
一
定
と
固
定
ぎ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
差
兵
を
必
要
と
す
る
時
と
場
所
と
の
事
情
に
よ
っ
て
差
遣
の
都
度
規
定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
唐
大
部
令
集
竺
政
事
部
＠
備
禦
門
・
開
元

五
年
（
♂
七
一
七
・
右
文
よ
り
三
年
後
）
正
月
、
鋸
兵
以
四
年
震
限
詔
に
、

闘
、
」
積
西
諸
鎮
、
道
阻
長
、
数
有
替
易
難
於
一
煩
一
控
、
其
鎮
兵
宜
以
一
昨
わ
魚
限
散
支
（
何
一
副
）
、
併
、
其
諸
軍
鎮
兵
、
近
日
遁
加
年
限
者
、
各

依
警
、
以
三
年
・
二
年
矯
限
、
日
並
不
得
延
留
、
其
情
願
留
鎖
者
、
即
柑
加
賜
物
。

と
ゐ
る
の
は
そ
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
こ
こ
に
云
う
鎮
兵
が
主
と
し
て
兵
募
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
更
め
て
論
証
す
る
。
所
で

右
部
文
に
も
「
近
日
遁
加
年
限
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
必
要
の
前
に
は
屡
々
差
充
当
初
に
約
束
せ
ら
れ
た
年
限
を
変
更
し
、
或
い
わ
年
限
規
定

を
無
視
す
る
延
留
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
府
兵
防
人
や
健
児
と
同
様
で
あ
っ
た
。
特
に
臨
時
募
行
者
と
し
て
始
ま
り
、
後
に
至
っ
て
も
そ
の
名
残

を
止
め
て
そ
の
都
度
就
役
期
聞
を
定
め
る
慣
し
の
兵
募
は
、
延
留
せ
し
め
る
に
都
合
が
よ
か
っ
た
。
冊
府
元
亀
靖
子
帝
王
部
・
思
征
役
・
開
元

十
四
年
（
M
七
二
六
・
右
文
よ
り
九
年
後
）
六
月
詔
文
（
縫
均
一
一
足
軌
町
一
詐
）
に
、

如
聞
、
比
来
兵
募
年
満
者
、
皆
食
不
充
腹
、
衣
不
蔽
形
、
駄
募
什
物
散
溶
略
藍
、
既
不
能
致
、
便
流
浪
不
師
、
了
壮
減
耗
貫
祭
於
此
、
自



今
己
後
、
諸
鋸
兵
募
、
毎
準
額
、
至
交
替
時
、
所
司
預
簡
勘
、
両
月
前
奏
聞
、
一
去
h
o

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
o

こ
の
時
期
の
兵
募
は
既
に
準
常
備
軍
と
佑
し
て
定
制
を
有
し
臨
時
募
行
者
と
い
う
規
定
は
そ
の
ま
ま
で
は

妥
当
し
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
右
文
中
の
「
準
額
」
は
各
州
に
お
け
る
差
充
者
に
定
員
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
、
各
鑓
に
お
い
て
そ
の
年
次
に
解
任
す
べ
き
年
満
者
の
額
で
あ
る
。
州
に
お
け
る
差
充
員
数
は
依
然
と
し
て
必
要
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
辺
情
に
変
化
な
け
れ
ば
鎮
兵
の
額
に
も
変
化
な
く
、
従
っ
て
放
還
者
の
額
は
自
ず
L

」
新
期
差
充
者
の
額
と
し
て
踏

襲
せ
ら
れ
定
額
化
し

τい
た
の
で
あ
ろ
う
。
市
し
て
そ
の
発
遣
地
が
側
近
州
都
に
固
定
化
す
る
傾
向
を
有
し
た
か
ら
、
後
に
は
次
第
に
只
差
遣

者
が
予
め
附
籍
せ
ら
れ
蕃
役
す
る
と
い
う
形
を
採
ら
な
か
っ
た
点
と
被
差
年
限
が
固
定
し
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
の
み
臨
時
募
行
者
の
名
残
を

止
め
る
の
み
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
に
も
時
に
応
じ
て
動
員
兵
数
を
伸
縮
し
う
る
粥
力
性
が
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
尚
詳
し
く
は
一
兵
募
の
発
展
」
と
し
て
取
扱
う
。
叉
史
乗
に
現
わ
れ
る
差
遣
の
規
模
、
員
数
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
「
兵
募
の
活
躍
」

と
し
て
別
に
論
述
す
る
。

兵
募
の
差
遣
に
当
っ
て
今
一
つ
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
例
え
ば
先
掲
劉
仁
軌
上
表
の

充
兵
者
」
に
つ
い
て
旧
唐
書
時
一
高
｛
一
詰
上
・
額
慶
六
年
正
月
乙
卯
条
に

於
河
南
河
北
准
南
六
十
七
州
、
募
得
四
蔦
四
千
六
百
四
十
六
人
、
往
平
壊
帯
方
道
行
皆
。

と
ゐ
り
、
同
書
一
時
同
下
・
成
亨
三
年
正
月
半
丑
条
に

強
梁
益
等
一
十
八
州
兵
募
、
五
千
三
百
人
、
遺
右
衛
副
率
梁
積
霧
、
往
挑
州
、
撃
叛
壁
。

「
総
額
慶
五
年
以
後
酔
州
整
担
遺
百
姓

と
あ
り
、
又
先
掲
郭
王
落
伝
に
お
い
て
も
「
徴
河
臨
兵
募
」
と
あ
る
如
く
、
そ
の
差
発
は
決
し
て
全
国
一
律
に
行
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
都

度
特
定
の
地
域
を
指
定
し
て
行
わ
れ
る
原
別
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
兵
募
の
任
務
、
そ
の
差
遺
者
が
充
当
せ
ら
れ
る
兵
科
と
考
え
合
わ
せ
る

と
き
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
募
が
充
当
せ
ら
れ
る
兵
科
は
、
臨
時
差
充
の
百
姓
で
あ
る
か
ら
そ
れ
が
何
等
特
殊
の
技

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て
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唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
稔
と
に
つ
い
て

八
四

能
訓
練
を
要
レ
な
い
歩
兵
を
主
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
レ
か
し
河
臨
北
辺
の
審
漢
雑
居
地
帯
に
お
い
て
は
牧
馬
も
一

般
的
で
あ
っ
た
し
、
編
民
の
騎
射
に
長
ず
る
者
も
多
く
、
従
っ
て
直
ち
に
騎
兵
と
し
て
役
立
つ
土
民
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
唐
大
詔
令
集
識
か
蕃

夷
部
討
伐
・
景
竜
四
年
五
月
十
五
日
「
命
昌
休
璃
等
北
伐
制
」
に

輔
、
大
細
管
右
監
門
衛
大
将
軍
魯
受
信
等
、
勝
一
容
漢
兵
募
・
健
児
・
武
用
絶
輩
飛
騎
・
城
傍
等
十
五
高
隣
、
桝
、
左
属
衛
鹿
陵
府
折
衝
能

昌
仁
・
左
衛
神
山
府
陳
忠
義
等
、
領
嘗
軍
及
常
国
介
審
漢
兵
募
・
健
児
七
高
騎
、
断
。

等
と
見
え
る
の
は
、
か
か
る
地
域
で
差
遣
さ
れ
る
兵
募
の
多
く
が
騎
兵
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
叉
沿
海
或
い
わ
江
准
水
郷
地
帯
に
於

て
は
操
船
技
術
は
日
常
の
必
要
に
よ
り
土
民
の
習
熟
せ
る
所
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
乙
の
地
域
か
ら
差
遺
せ
ら
れ
る
兵
募
は
水
軍
要
員
と
し
て
勤

務
従
征
し
た
の
で
あ
る
。
資
治
通
鑑
雄
’
r
唐
紀
一
一
一
太
宗
下
・
貞
観
十
八
年
十
一
月
甲
午
条
（
棚
一
競
輪
↑
任
問
）
に
、

以
刑
部
尚
喜
審
議
道
行
軍
大
響
、
帥
江
准
嶺
峡
兵
四
高
、
長
安
洛
陽
募
土
（
句
謹
）
＝
一
千
、
戦
艦
五
百
陸
、
自
来
型
海
趨

平
壌
、
一
町
、
時
遠
近
勇
士
一
臆
募
、
及
献
攻
城
器
械
者
、
不
可
勝
数
。

と
あ
っ
て
、
長
安
洛
陽
の
戸
口
集
中
地
帯
、
江
准
及
び
暁
・
婆
・
帰
の
沿
江
諸
州
（
殆
ん
ど
が
不
置
軍
府
州
〉
等
か
ら
召
募
さ
れ
た
募
土
は
、

洪
・
鏡
・
江
三
州
の
匠
人
の
手
に
な
る
戦
艦
で
海
路
遼
東
へ
運
ば
れ
る
乙
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
戦
艦
乗
組
員
は
江
准
沿
海
諸
州
の
兵
及
ぴ
嶺

映
の
航
江
を
常
と
す
る
地
域
の
兵
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
兵
募
が
軍
府
州
・
不
置
寧
府
州
を
間
わ
ず
、
そ
の
都
度
差

発
地
域
を
指
定
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
人
口
密
集
地
帯
を
選
ん
だ
単
な
る
一
般
的
な
兵
員
の
数
的
補
充
増
強
、
或
い
わ
作
戦
地
域
へ
の
輸
送
に
近

便
な
地
を
選
ん
で
の
兵
員
差
発
と
い
う
目
的
以
外
に
、
更
に
各
地
住
民
が
そ
の
地
域
の
特
殊
な
生
活
形
態
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
特
殊
技
能
を

臨
機
則
応
に
戦
力
伯
し
野
戦
に
投
入
す
る
制
度
と
し
て
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
叉
そ
れ
故
に
何
等
訓
練
を
う
け
な
い
彼
等
が
戦

闘
能
力
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

目

差

発

の

対

象



兵
で
あ
る
以
上
、
差
遣
の
対
象
が
成
年
男
子
た
る
丁
男
を
主
体
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
し
か
し
一
般
に
丁
男
層
は
あ
ら

ゆ
る
賦
課
の
負
担
者
で
あ
っ
た
か
ら
、

一
丁
男
に
諸
負
担
が
重
課
せ
ら
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
各
々
の
負
担
に
つ
い
て
予
め
そ
の
負
課
対
象
を

限
定
し
、

一
を
課
せ
ば
一
を
除
き
、

一
に
含
ま
れ
れ
ば
一
か
ら
除
外
さ
れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
臨
時
の
差
遣
で
あ
る
兵
募

に
あ
っ
て
は
、
差
発
の
員
数
に
常
規
な
く
必
要
に
応
じ
て
そ
の
都
度
適
当
の
州
を
選
ぴ
、
集
兵
責
任
額
を
指
示
し
て
州
司
に
下
命
し
て
い
た
か

ら
、
予
め
法
令
を
以
て
そ
の
差
充
者
を
限
定
し
て
お
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
命
を
受
け
て
集
兵
に
当
る
州
当
局
が
そ
の
都
度
割
当
額
と
管
下

の
丁
戸
の
総
数
や
諸
賦
役
課
徴
の
負
担
を
勘
案
し
て
最
も
州
の
実
情
に
即
し
た
点
兵
方
法
・
点
兵
率
を
考
え
た
に
相
違
な
い
。
只
そ
こ
に
、
国

家
の
要
請
に
応
え
必
要
に
応
ち
な
が
ら
、
し
か
も
無
原
則
的
な
手
当
り
次
第
の
点
兵
と
な
っ
て
平
常
的
な
秩
序
や
諸
負
担
の
均
衡
を
破
壊
す
る

こ
と
を
最
少
限
に
止
め
る
た
め
、
何
等
か
の
基
準
、
差
発
に
際
し
て
守
る
べ
き
原
則
が
必
要
で
、
こ
れ
は
予
め
中
央
か
ら
指
示
せ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
即
ち
前
掲
六
典
記
事

ωに
お
い
て
は
「
取
戸
段
・
丁
多
、
人
材
臨
勇
、
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
先
掲
劉
仁
軌
の
上
表
で
は
「
発
遺

百
姓
充
兵
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
担
税
役
一
戸
た
る
百
姓
H
土
一
戸
を
発
遣
の
対
象
と
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
土
一
戸
中
で
も
特
に
富
戸
多
丁

一
戸
か
ら
優
先
的
に
差
取
す
る
の
を
原
則
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
先
に
も
引
用
し
た
「
鎮
兵
以
四
年
鴛
限
詔
」
（
謀
議
一
一
垣
市
品
開
雄
一
」
械
、

新
）
に
於
て
も
、

（
開
元
）
五
年
五
月
詔
目
、
榊
、
毎
念
征
成
良
可
衿
者
、
併
、
歴
年
所
遠
欝
親
愛
、
准
齢
常
一
昨
、
華
首
未
闘
、
柵
、
其
鎮
兵
、
宜
以
四
年

需
限
散
之
、
札
川
勝
和
恥
骨
一
月
下
車
が
J

、
卦
骨
後
量
免
一
戸
納
（
閉
龍
一
存
）
雑
科
税
、
一
昨
。

と
あ
っ
て
こ
の
原
則
を
強
調
し
て
い
る
。
更
に
唐
律
疏
議
三
唯
一
檀
興
律
に
、

諸
課
柑
衛
士
、
純
一
肌
、
取
不
平
者
、
一
人
杖
七
十
三
一
否
、
軒
一
耕
一
舞
一
百
一
際
ゲ
晴
雄
類
。

と
あ
っ
て
罰
則
を
設
け
て
そ
の
励
行
を
促
し
て
い
た
。
乙
の
原
則
は
「
財
均
者
取
強
、
力
均
者
取
富
、
財
力
叉
均
、
」
せ
し
め
「
貧
富
必
以
均

駕
」
の
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
右
は
あ
く
ま
で
も
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
た
所
以
は
一
方
で
そ
れ
が
極
め
て
屡
々
破
ら

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
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い
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唐
代
兵
募
の
性
絡
と
名
菰
と
に
つ
い
て

入
六

れ
乃
至
は
破
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
冊
府
元
亀
一
靖
子
帝
王
部
・
悪
征
役
・
開
元
二
十
年
四
月
の
詔
文
に
、

附
、
其
天
下
諸
州
鋸
兵
募
及
健
児
等
、
或
年
月
己
久
、
頗
亦
辛
勤
、
或
老
疾
恵
一
鳳
、
或
草
弱
貧
費
、
或
親
若
狐
濁
、
致
関
長
昏
、
併
、
如

此
色
一
切
放
還
。

と
あ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
か
か
る
差
遣
の
実
情
と
そ
の
背
景
と
に
つ
い
て
は
別
に
更
め
て
詳
論
す
る
。
尚
先
掲
史
料
に
、
或
い
は
「
応

募
」
と
云
い
或
い
は
「
差
遣
」
と
云
い
、
叉
屡
々
「
差
取
」
と
云
い
「
召
募
」
と
も
云
っ
た
点
に
つ
い
て
は
次
節
に
検
討
す
る
。

次
に
兵
募
は
、
臨
機
の
必
要
を
充
す
た
め
屡
々
正
常
の
規
定
に
於
て
は
従
軍
を
免
ぜ
ら
る
べ
き
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
筈
の
者
を
も
採
用

し
た
。
例
え
ば
資
治
通
鑑
唯
一
一
唐
紀
一
一
一
天
宝
十
載
四
月
条
に
「
警
制
、
百
姓
有
勲
者
、
免
征
役
、
時
調
兵
既
多
、
併
、
先
取
高
勲
」
と
あ
る

が
、
遡
っ
て
前
掲
麟
徳
元
年
劉
仁
軌
の
「
陳
破
百
済
軍
事
表
」
に
も

本
震
征
役
蒙
授
勲
級
、
一
叶
、
頻
年
征
役
唯
取
勲
官
、
牽
挽
辛
苦
典
白
丁
無
別
、
一
至
。

と
見
え
、
「
州
牒
殻
遣
百
姓
充
兵
者
」
は
富
一
戸
多
丁
一
月
先
取
の
故
も
あ
っ
て
か
、
そ
の
中
に
多
く
の
本
来
征
行
免
除
者
た
る
勲
官
を
含
ん
で
い

た
こ
と
垂
示
し
て
い
る
。
而
し
て
前
掲
六
典
記
事
∞
に
よ
れ
ば
一
選
前
資
官
勲
官
、
榊
、
節
級
権
補
主
帥
、
以
領
之
、
」
と
あ
っ
て
、
勲
官
等

を
選
ぴ
統
率
の
責
任
者
と
し
て
前
轄
に
送
る
こ
と
を
正
式
に
規
定
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
代
に
お
け
る
勲
官
は
特
に
武
后
以
後
必
ず
し

註
。

も
従
軍
の
功
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
特
に
「
強
明
堪
統
揖
者
」
を
擢
ん
で
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
は
実
戦
経
験
者
を
雑

え
て
統
率
せ
し
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

次
に
差
遣
対
象
の
年
齢
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
れ
も
さ
し
迫
っ
た
現
実
の
必
要
に
応
ず
る
以
上
、
国
家
の
至
上
命
令
の
前
に
は
丁
中
を
間
わ

ず
所
要
の
員
数
を
揃
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
正
丁
を
望
ん
だ
で
は
J

の
ろ
う
が
そ
れ
に
拘
沼
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
何
等
規
定
さ
れ
な

か
っ
た
。
敦
僅
綴
噴
上
・
改
三
九
・
三
三
六

O
の
詩
歌
残
巻
に
、

十
四
十
五
上
戦
場
、
手
執
長
槍
、
低
頭
涙
落
悔
喫
糧
、
云
h
o



と
見
え
る
如
く
、
中
男
に
も
至
ら
ぬ
十
四
・
五
才
か
ら
差
遣
せ
ら
れ
、
或
い
は
「
批
齢
膳
募
、
華
首
未
帰
一
し
て
老
」
長
に
至
る
場
合
さ
え
稀
で

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。耶

雌

差
遣
形
式
及
び
待
遇

こ
こ
に
差
遣
形
式
と
云
う
の
は
、
以
上
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
兵
募
の
従
軍
が
、
義
務
的
強
制
的
の
も
の
で
あ
る
か
或
い
は
志
願
者
を
採
用

し
た
も
の
で
あ
る
か
、
叉
等
し
く
義
務
的
と
云
つ
で
も
こ
れ
に
対
し
て
何
等
か
の
給
付
を
伴
っ
た
も
の
か
或
い
は
単
に
一
方
的
奉
仕
で
あ
っ
た

か
、
叉
そ
の
負
担
者
層
を
限
定
す
る
原
則
的
基
準
が
何
に
お
か
れ
て
い
た
か
等
を
指
し
、
唐
代
の
国
家
的
格
役
信
働
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
分

類
し
た
と
き
い
か
な
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
か
等
の
諸
点
を
’
意
味
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
反
対
給
付
と
も
云
う
べ
き
待
遇
恩
典
の
如
何
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
一
括
し
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

先
ず
兵
募
の
待
遇
に
つ
き
一
言
す
れ
ば
、
前
掲
六
典
記
事

ωに
「
凡
行
軍
器
物
皆
於
営
州
分
給
之
」
と
あ
り
、
同
じ
く
劉
仁
軌
の
麟
徳
元
年

の
上
表
に
「
護
家
来
日
、
唯
遺
作
一
年
装
束
、
肝
、
運
糧
渉
海
遭
風
多
有
漂
失
、
併
、
見
在
兵
士
衣
裳
鼠
露
、
不
堪
度
冬
者
、
大
軍
還
日
所
留

衣
裳
、
且
得
一
冬
充
事
云
こ
と
あ
り
、
奮
唐
書
一
君
〉
郭

h

器
産
に
も
、
開
元
の
時
、

鹿
瑳
乃
奏
、
請
募
闘
中
兵
一
寓
人
、
牲
安
西
討
撃
、
皆
給
公
乗
、
議
供
熟
食
、
一
去
h
o

と
あ
る
如
く
、
差
遣
に
当
つ
て
は
武
器
は
知
論
そ
の
他
の
装
備
・
軍
衣
食
糧
等
す
べ
て
を
州
の
責
任
に
お
い
て
州
財
政
の
申
よ
り
支
給
す
る
の

を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
叉
再
三
引
用
す
る
「
給
塁
側
兵
募
程
糧
詔
」
に
よ
れ
ば
「
兵
募
、
…
吋
去
給
行
賜
、
還
給
程
糧
、
脚
、
至
交

替
時
、
併
、
如
病
患
者
、
遁
給
艦
乗
、
」
と
あ
っ
て
、
出
発
に
際
し
て
士
気
を
鼓
舞
す
べ
く
天
子
か
ら
も
賜
物
が
あ
り
、
目
的
地
に
到
着
す
る

迄
の
程
糧
も
支
給
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
こ
の
道
次
の
程
糧
は
叉
原
則
と
し
て
沿
道
の
州
牒
が
負
担
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
兵
募
に
限
ら
ず

行
軍
の
常
で
あ
る
が
、
奮
麿
書
悌
一
一
一
郭
鹿
瑠
伝
中
に
見
え
る
将
作
大
医
章
漢
の
上
疏
に
、

恥
、
行
人
詣
六
千
儀
里
、
戚
給
遁
駄
並
供
熟
食
、
道
次
州
鯨
防
相
何
以
供
、
案
臨
之
西
人
一
戸
漸
少
、
涼
州
己
去
沙
一
陵
、
悠
然
遺
彼
居
人
如
何

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
郡
と
に
つ
い
て
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得
済
、
叉
高
人
賞
賜
費
用
極
多
、
高
里
資
根
破
損
尤
贋
、
云
h

。

と
あ
っ
て
、
辺
境
に
近
い
経
済
力
に
乏
し
い
州
県
で
は
こ
う
し
た
負
担
を
賄
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
を

押
し
て
辺
域
に
お
け
る
兵
力
の
増
強
を
計
り
、
更
に
そ
れ
が
常
駐
佑
し
て
ゆ
く
に
及
ん
で
は
そ
の
不
足
額
を
中
央
財
政
よ
り
補
助
し
、
更
に
場

合
に
よ
っ
て
は
軍
費
の
全
額
中
央
負
担
に
切
換
え
、
或
い
は
兵
員
の
現
地
徴
集
方
針
を
採
る
等
、
軍
政
財
政
に
跨
る
大
改
革
が
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

所
で
右
の
様
な
州
財
政
へ
の
依
存
は
、
諸
州
の
兵
募
を
合
流
せ
し
め
た
一
大
行
軍
を
迎
送
す
る
沿
道
州
県
も
勿
論
で
あ
る
が
、
兵
募
差
遣
を

命
ぜ
ら
れ
た
州
に
取
っ
て
も
叉
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
こ
に
前
掲
六
典
の
規
定
は
「
如
不
足
則

2
3
自
備
」
と
謡
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
備
せ
し
め
る
に
は
そ
の
能
力
あ
る
者
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
点
か
ら
云
つ
で
も
差
発
の
対
象
を
高
一
戸
（
一
戸
段
〉

と
限
定
し
、
叉
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
丁
を
必
要
と
す
る
差
兵
に
当
っ
て
、
一
戸
段
で
あ
っ
て
も
多
丁
で
な
け

れ
ば
点
兵
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
し
、

一
方
下
一
戸
で
あ
っ
て
も
多
丁
で
あ
れ
ば
点
兵
を
免
れ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
勿
論
事
実
上
高
一
戸
は
多

丁
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
叉
後
述
の
如
く
請
托
に
よ
る
蔭
口
も
多
く
、
こ
こ
に
何
等
か
の
便
法
が
必
要
で
あ
り
、
実
情
に
応
じ
て
認
め
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
典
は
前
条
に
続
い
て
「
貧
富
必
以
均
駕
」
と
謡
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
恐
ら
く
防
丁
や
色
役
等
に
見
ら
れ
る
賛

助
の
制
が
探
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
推
論
す
る
根
拠
は
、
冊
府
元
豆
諸
六
帝
王
部
・
発
号
令
門
・
開
元
九
年
十
月
詔
、
同
書
一
地
八
同
部
・

赦
宥
門
・
開
元
二
十
年
十
月
辛
卯
赦
文
を
は
じ
め
、
恩
赦
放
還
等
の
場
合
防
丁
・
兵
募
は
殆
ん
ど
常
に
同
じ
取
扱
い
を
う
け
、
共
に
州
が
差
遣

の
責
任
を
負
っ
て
民
丁
を
差
発
す
る
点
で
同
類
と
見
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
只
異
る
所
は
兵
募
の
資
装
は
原
則
と
し
て
州
財
政
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
た
の
に
対
し
、
防
丁
の
そ
れ
は
自
備
及
び
資
助
の
み
に
頼
っ
た
点
で
、
こ
こ
に
同
じ
く
州
司
責
任
の
臨
時
的
差
遣
で
あ
り
乍
ら
、
州
兵

と
云
え
ば
専
ら
兵
募
を
指
し
た
所
以
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
文
に
触
れ
る
外
、
安
史
の
乱
以
前
に
於
け
る
諸
兵
種
と

の
比
較
に
お
い
て
詳
論
す
る
心
算
で
あ
る
。
さ
て
右
の
如
き
資
装
州
給
原
則
が
打
出
さ
れ
て
い
た
背
後
に
は
当
時
の
地
方
財
政
の
運
営
方
法
如



何
と
い
う
大
問
題
が
横
わ
る
が
、
今
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

兵
募
は
一
度
差
遣
せ
ら
れ
て
兵
力
投
入
を
必
要
と
し
た
地
域
に
達
す
れ
ば
、
後
は
彼
等
は
現
地
指
揮
官
の
統
轄
下
に
入
り
、
そ
の
補
給
も
、

行
軍
で
あ
れ
ば
運
根
使
・
糧
料
使
、
鎮
箪
で
あ
れ
ば
水
陸
連
使
や
和
鰹
・
屯
田
等
、
要
す
る
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
従
軍
征
鎮
者
と
同
じ
方
法
に
よ

っ
て
受
け
る
筈
で
あ
っ
た
。
先
掲
劉
仁
軌
の
上
表
に
見
え
る
兵
募
の
困
窮
は
直
接
に
は
そ
の
補
給
支
障
の
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
直
ち
に
地
方
財
政
負
担
か
ら
中
央
負
担
に
転
嫁
し
州
財
政
の
直
接
負
担
は
差
遣
の
時
ま
で
で
一
応
終
る
の
か
と
云
え
ば
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
か
っ
た
。
運
娘
使
等
の
補
給
す
る
衣
糧
は
、
勿
論
租
康
調
収
入
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
収
入
か
ら
の
支
出
に
か
か
る
物
資
を
含
ん
で

は
い
た
が
、
辺
境
常
備
兵
た
る
鎮
戊
の
経
常
費
と
異
り
、
そ
の
大
な
る
部
分
が
適
宜
選
ば
れ
た
特
定
地
域
に
下
命
さ
れ
州
県
の
責
任
に
お
い
て

臨
時
に
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
租
庸
調
時
代
の
中
央
財
政
が
量
入
制
出
原
則
に
立
っ
て
弾
力
性
に
乏
し
か
っ
た
所
か
ら
く
る
当
然
の
結
果
で

あ
る
。
乙
れ
が
所
謂
「
供
軍
」
で
、
こ
こ
に
兵
募
は
戦
地
に
あ
っ
て
も
直
接
州
財
政
の
負
担
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
云
っ
て
も
過
言
で

な
い
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
差
遣
の
資
装
と
異
り
そ
の
負
担
が
兵
募
を
差
遣
し
な
か
っ
た
州
の
上
に
も
分
担
せ
ら
れ
、
文
供
軍

”
幻
巧
，

財
物
の
供
給
を
う
け
た
の
が
兵
募
の
み
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
勿
論
で
ゐ
る
。

兵
募
が
解
任
さ
れ
る
際
の
給
与
そ
の
他
を
一
瞥
す
れ
ば
、
軍
興
一
段
務
を
告
げ
、
或
い
は
規
定
の
従
征
在
鎮
を
終
え
、
乃
至
は
老
病
に
よ
っ

て
放
還
せ
し
め
ら
れ
た
兵
募
は
、
夫
々
本
貫
に
帰
っ
て
生
業
に
服
す
べ
き
も
の
で
ゐ
っ
た
。
而
し
て
そ
の
際
は
前
掲
六
典
記
事
仰
に
「
諸
道
廻

」
／

兵
、
娘
繍
之
物
・
衣
資
之
費
、
皆
所
在
州
懸
分
而
給
之
、
」
と
あ
り
、
或
い
は
前
引
全
唐
文
噌
二
元
｛
一
？
給
年
満
兵
整
理
糧
詔
に
「
師
、
兵
募

仲
、
至
交
替
時
、
所
司
預
簡
勘
、
両
月
前
奏
聞
、
営
差
御
史
分
道
簡
案
、
若
渉
感
隠
委
御
史
弾
奏
、
其
有
衣
資
尽
者
、
量
以
逃
死
兵
衣
、
給
三

両
、
軍
使
得
支
済
、
如
病
患
者
、
遁
給
瞳
乗
、
令
U
A
伴
侶
、
」
と
あ
る
如
く
、
衣
資
等
を
官
給
し
復
員
の
途
次
の
根
締
は
こ
れ
叉
沿
道
の
州
県

の
負
担
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

次
に
そ
の
待
遇
の
一
部
と
し
て
兵
募
の
被
っ
た
恩
典
に
つ
い
て
の
べ
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
被
差
違
者
自
身
に
つ
い
て
云
え
ば
、
彼
等
が
一

膚
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て
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般
の
従
軍
征
討
者
並
み
の
思
典
に
与
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
六
典
伝
一
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
項
、
諸
州
税
米
税
銭
及
免
課
の

条
に
、
「
諸
州
、
榊
、
雲
雀
鋸
者
、
並
令
免
課
役
、
」
と
あ
る
規
定
は
勿
論
兵
募
に
も
適
用
注
れ
、
従
征
期
間
中
は
免
課
で
あ
っ
た
も
の
と

信
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
放
軍
と
共
に
直
ち
に
負
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
唐
大
詔
令
集
4
1ハ
典
礼
・
后
土
・
開
元
二
十
年
一
赦
書
は
、
「
諸
道
行
人

或
有
身
死
被
逃
、
猶
徴
課
役
、
累
及
親
隣
者
、
宜
審
勘
、
需
其
削
除
云
h

」
と
ゐ
る
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。
同
様
の
思
典
と
し
て
戦
功
に

よ
る
賜
勲
も
勿
論
存
し
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
そ
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
唐
大
詔
令
集
一
ゅ
ん
い
］
政
事
・
備
禦
（
一
一
日
当
〈
一
一
一
日
目
師
側
）
の
開
元
五
年
正
（
五
）
月
鎮
兵
以
四
年
僑
限
詔
に
、

州
懸
務
取
雷
一
戸
丁
多
、
差
遣
後
、
量
免
一
戸
内
雑
科
税
、

ト
ど
の
4
0
0

「
量
免
」
と
は
恐
ら
く
は
各
州
の
事
情
・
一
円
等
・
一
同
内
丁
数
等
に
よ
っ
て
適
宜
差
等
を
つ
け
て
減
免
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

に
云
う
一
戸
内
に
賦
課
さ
れ
る
雑
科
税
が
何
を
含
ん
で
い
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
主
と
し
て
「
州
懸
雑
駆
使
。
一
或
い
は
一
色
役
」
等
と
称
せ
ら

註
8

れ
た
も
の
、
及
び
そ
れ
に
類
す
る
徴
納
物
件
を
指
し
て
い
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
兵
募
は
各
州
に
お
い
て
原
則
と
し
て
高
賞
多
了
一
戸
が
掠
取
せ
ら
れ
、
従
軍
征
討
者
の
常
と
し
て
在
役
中
の
当
人
の
課
役
を

免
除
さ
れ
た
外
、
そ
の
家
は
一
戸
内
の
雑
科
税
を
適
宜
差
等
を
設
け
て
減
免
せ
ら
れ
た
。
叉
兵
募
は
装
備
線
衣
を
州
が
負
担

νた
外
、
率
ね
州
財

政
の
負
担
に
お
い
て
維
持
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

き
て
か
く
の
如
き
が
、
州
県
「
差
」
兵
募
、
「
強
遣
」
百
姓
充
兵
、
「
棟
鈷
」
征
人
の
内
容
で
ゐ
る
。
し
か
し
高
一
戸
多
丁
一
戸
撰
択
の
原
則
を
示

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
志
願
者
採
用
制
で
あ
っ
た
か
強
制
徴
発
で
あ
っ
た
か
を
決
定
す
る
手
掛
り
と
は
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
士
一
願
者
採

用
に
当
つ
で
も
こ
の
原
則
で
選
抜
す
る
乙
と
が
で
き
る
し
、
強
制
徴
発
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
に
よ
っ
て
徴
用
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
徴
募
の
責
任
を
負
う
た
州
司
は
、
下
命
の
額
に
充
た
ぎ
る
と
き
は
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
必
ず
や
如
何
な
る
手
段
に
訴
え

て
で
も
所
定
の
員
数
を
揃
え
た
に
相
違
な
い
。
既
に
故
玉
井
学
士
も
指
摘
せ
ら
れ
た
如
く
、
白
楽
天
の
調
諭
詩
「
新
豊
折
管
翁
」
に
う
た
わ
れ



た
天
宝
十
三
載
南
詔
征
討
に
際
し
て
の
十
万
の
徴
兵
は
コ
戸
有
三
丁
鮎
一
丁
」
の
強
制
徴
発
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
臨
時
募
行
者
」
徴
発
の

好
例
で
あ
る
o

叉
前
掲
冊
府
元
亀
一
言
帝
王
部
・
惑
征
役
・
開
元
二
十
年
四
月
詔
に
「
附
、
其
天
下
諸
州
兵
募
及
健
児
、
一
叶
、
或
箪
弱
貧
嚢
、
或

親
老
孤
独
、
併
、
如
比
色
一
切
放
還
、
」
と
ゐ
る
如
く
そ
の
徴
発
が
強
制
的
で
貧
下
一
戸
に
及
ぴ
更
に
単
丁
に
ま
で
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

話
d
v

註
削

れ
る
。
開
元
二
十
五
年
律
疏
と
い
わ
れ
る
唐
律
疏
議
に
お
い
て
も
「
棟
駐
衛
士
及
征
人
」
と
並
記
し
て
同
じ
取
扱
い
を
示
し
て
い
る
の
も
、
叉

屡
々
兵
募
を
一
放
還
ー
一
す
と
云
わ
れ
る
の
も
こ
れ
が
強
制
徴
発
を
被
っ
て
い
た
証
拠
と
云
い
得
る
。
但
し
始
め
に
の
べ
た
よ
う
に
高
一
戸
多
丁
一
戸

棟
取
原
則
に
は
本
来
必
ず
し
も
強
制
徴
発
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
少
く
と
も
開
元
年
聞
に
入
つ
て
は
、
兵
募
は
原

則
と
し
て
戸
等
の
高
下
、
戸
内
丁
数
の
多
少
に
よ
っ
て
択
ぴ
徴
せ
ら
れ
る
強
制
的
兵
役
の
一
種
で
ゐ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
は
軍
府
に
お
け
る
府
兵
の
役
も
同
様
で
、
只
兵
募
は
非
常
備
兵
と
し
て
軍
府
兵
の
如
く
定
員
・
正
籍
を
有
せ
ず
、
従
っ
て
差
充
者
が

番
役
の
形
を
取
ら
ず
、
叉
州
よ
り
在
役
中
の
給
付
を
受
け
る
点
等
で
異
っ
て
い
た
わ
け
で
ゐ
る
。
こ
れ
は
兵
役
以
外
の
一
般
の
税
役
制
度
に
お

げ
る
、
人
丁
基
準
均
等
賦
課
原
則
に
立
つ
正
役
雑
栴
と
そ
れ
以
外
の
一
群
の
格
役
と
の
関
係
と
対
比
し
て
研
究
さ
る
べ
き
問
題
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
特
に
唐
代
税
役
制
度
を
専
攻
せ
ら
れ
る
諸
賢
の
御
教
示
を
倹
つ
次
第
で
あ
る
。

但
し
右
は
開
元
年
間
、
即
ち
兵
募
が
既
に
準
常
備
軍
化
し
、
年
限
を
定
め
て
交
替
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
点
は
充
分

明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
繰
返
し
の
べ
た
よ
う
に
、
兵
募
の
本
来
の
意
義
は
何
と
云
っ
て
も
「
臨
時
募
行
者
」
た
る
点
に
あ

り、

E
つ
高
戸
多
丁
棟
取
原
則
は
決
し
て
そ
れ
自
体
強
制
徴
発
を
意
味
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
兵
募
が
準
常
備
軍
と
な
っ
て
も
定
数
審
役
の
制

を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
の
臨
時
募
行
者
た
る
の
故
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
臨
時
著
者
は
始
め
に
掲
げ
た
六
典
記
事
に
正
義

者
、
併
、
不
入
士
会
カ
之
営
、
」
と
云
い
、
唐
律
上
流
議
三
堵
一
撞
一
興
律
「
諸
征
名
己
定
及
従
軍
征
討
而
亡
者
一
条
の
疎
議
に
「
征
名
己
定
謂
衛
士

及
募
人
征
名
己
定
記
及
従
軍
征
討
而
亡
者
、
」
と
あ
る
如
く
、
衛
土
に
対
し
て
「
募
人
」
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
兵
募
、
募
人
、
臨
時
募
行

者
と
い
う
一
群
の
呼
称
は
麟
徳
元
年
の
劉
仁
軌
上
表
に
見
え
る
顕
慶
五
年
以
来
の
「
州
県
発
遺
百
姓
充
兵
者
」
が
旧
唐
書
鴎
高
宗
紀
上
・
顕
慶

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
稔
と
に
つ
い
て

九



唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
裁
と
に
つ
い
て

九

六
年
正
月
乙
州
条
に
「
於
河
南
河
北
惟
南
六
十
七
州
、
募
得
四
高
四
千
六
百
四
十
六
人
、
往
平
壊
帯
方
道
行
管
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
応
す
る
。
こ
れ
以
上
の
立
入
っ
た
論
及
は
こ
こ
で
は
行
わ
な
い
が
、
初
期
の
兵
募
に
お
い
て
は
強
制
的
筏
役
の
色
彩

は
薄
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
唐
律
疏
議
地
一
按
一
碧
俸
の
律
文
に
「
棟
点
衛
士
取
捨
不
平
者
」
の
注
文
と
し
て
「
征
人
亦
同
」
と

掲
げ
た
の
は
、
征
人
が
元
来
臨
時
募
行
者
で
あ
り
募
人
で
あ
っ
て
衛
士
の
棟
点
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
兵
募
を
指
す
種
々
な
る
異
称
の
時
代
的
盛
衰
を
検
討
す
る
と
き
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
別
に
詳
論
す
る
。
叉
こ
う
し
た
変
質
の

理
由
に
つ
い
て
も
今
は
割
愛
す
る
。
只
次
に
差
と
募
な
る
用
語
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

棟
点
・
簡
摂
・
選
取
と
云
う
こ
と
が
志
願
者
採
用
に
お
い
て
も
強
制
徴
発
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
州
に
課
配
さ
れ

る
徴
募
兵
額
の
多
少
と
そ
れ
に
伴
う
集
兵
の
難
易
の
程
度
に
よ
っ
て
何
れ
に
も
転
化
じ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
唐
代
役
法
上
の
用

語
と
し
て
の
「
募
」
及
び
「
差
」
が
如
何
な
る
場
合
を
指
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
知
識
を
有
し
な
い
が
、
全
唐
文
一
時
二
徐
賢
・
請
停
募

関
西
一
戸
口
疏
に
、

縞
見
、
闘
西
戸
口
負
募
趣
都
、
聖
旨
含
宏
不
言
差
送
、
是
以
繋
住
之
色
整
局
後
家
、
受
使
之
人
有
鍛
効
、
務
選
高
戸
、
抑
此
陪
郎
、
桝
、

襲
住
者
並
令
赴
都
、
其
差
定
陪
郭
者
各
任
還
貫
。

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
確
か
に
明
確
に
区
別
注
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
実
際
に
は
屡
々
募
と
称
し
て
差
す
る
等
の
偽
乱
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
今
こ
れ
を
兵
募
に
つ
い
て
云
え
ば
、
特
に
そ
の
場
合
言
葉
の
上
に
お
け
る
差
・
募
の
別
を
以
て
差
遣
形
式
を
厳
密
に
規
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
叉
余
り
意
義
を
有
ち
え
な
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
絶
対
必
要
な
兵
員
の
徴
発
で
あ
る
か
ら
仮
令
法
令
上
差
と
募
と

に
明
確
な
区
別
が
あ
り
、
そ
の
何
れ
か
に
よ
る
べ
し
と
定
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
厳
守
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
場
合
も
あ
っ
た
筈

で
、
額
ぞ
定
め
て
徴
募
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
州
司
が
適
宜
処
置
し
、
そ
の
実
情
は
各
州
の
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
様
々
で
め
っ
た
と
解

し
得
る
。
特
に
発
遺
兵
数
が
課
配
額
に
達
し
な
い
場
合
に
対
し
割
則
を
設
け
た
上
で
徴
募
権
を
州
司
に
委
任
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ



一
層
そ
の
推
測
が
確
か
な
も
の
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
唐
代
の
公
式
文
書
に
お
い
て
も
「
差
」
と
「
募
」
と
い
う
語
を
厳
密

に
区
別
せ
ず
、
或
い
は
組
合
せ
て
用
い
た
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
冊
府
元
亀
4
4
F

帝
王
部
・
修
武
備
門
・
先
天
二
年
正
月
堂
前
の
結

ヘ
全
麿
文
一
九
容
宗
・
J

ニ

戸
簡
補
羽
林
燕
隣
詔
」
ド

摘
、
初
分
府
衛
、
計
一
戸
充
兵
、
穐
足
周
事
、
遂
使
二
十
一
川
勢
、
六
十
出
軍
。

と
あ
っ
て
府
兵
に
簡
点
せ
ら
れ
る
を
「
入
募
」
と
称
し
て
い
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
叉
そ
れ
が
広
く
唐
一
代
に
互
っ
た
こ
と
を
示
せ
ば
、

唐
大
詔
令
集
地
子
政
事
平
乱
下
に
収
め
ら
れ
た
唐
末
威
通
十
年
十
一
月
の
平
徐
州
制
に
、

師
、
其
中
本
非
一
隼
一
額
官
健
因
縁
征
討
去
を
一

p
z
r、
廻
文
之
後
、
如
有
不
願
食
糧
、
聴
其
自
便
、
併
、
除
両
税
外
於
三
年
雑
役
。

と
あ
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
兵
募
の
場
合
は
特
に
差
或
い
は
募
と
い
う
用
語
を
以
て
は
そ
の
差
遣
形
式
を
論
ず
る
乙
と
が
で

る
か
ら
、

き
な
い
点
は
帯
解
せ
ら
れ
た
と
考
え
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
兵
募
は
開
一
芯
頃
準
常
備
兵
扱
い
と
な
っ
て
い
た
時
代
に
ば
事
実
上
強
制
徴
発
で
あ
っ
た
が
、
以
前
は
必
ず
し
も
そ
う
で

な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
し
、
特
に
差
遣
を
命
ぜ
ら
れ
る
各
州
の
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
志
願
者
を
募
っ
た
り
強
制
徴
発
し
た
り
様
々
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
一
切
が
各
州
刺
史
の
裁
量
に
委
せ
ら
れ
て
い
た
点
に
こ
そ
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

V 

任

務

及

び

統

属

兵
募
の
任
務
は
既
に
以
上
論
じ
て
き
た
所
で
充
分
明
か
に
な
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
尚
こ
こ
に
一
括
し
て
一
二
補
足
し
て
お
く
。

繰
返
し
述
べ
た
如
く
兵
募
の
第
一
の
任
務
は
「
臨
時
募
者
」
と
し
て
前
線
に
送
ら
れ
て
戦
闘
要
員
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

議
四
時
一
一
捕
亡
律
「
諸
征
名
己
定
及
従
軍
征
討
而
亡
者
一
条
疏
議
「
徒
名
己
定
謂
衛
士
及
募
人
征
名
己
定
詑
及
従
軍
征
討
而
亡
者
」
の
「
従
軍

征
討
者
」
の
一
で
あ
り
、
所
謂
「
征
人
」

即
ち
唐
律
疏

「
征
行
人
」

「
行
人
」
の
内
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
征
行
人
は
第
一
線
に
働
く
従
軍
征
討
者

の
総
称
と
し
て
唐
代
に
広
く
用
い
ら
れ
「
諸
色
征
行
人
！
万
語
が
示
す
通
り
兵
募
以
外
に
も
府
兵
・
健
児
・
諸
色
蓉
兵
等
一
切
の
兵
種
を
含
み
得

審
代
兵
募
の
性
絡
と
名
稔
と
に
つ
い
て

九



唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て

九
四

た
。
辺
境
に
常
駐
す
る
大
軍
団
を
抱
え
た
節
度
使
体
制
完
備
以
前
の
時
期
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
征
行
人
は
行
軍
に
組
織
せ
ら
れ
、

一
軍
団
毎

に
行
軍
総
管
を
置
か
れ
、
更
に
方
面
軍
最
高
指
令
官
と
し
て
作
戦
地
域
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
道
行
軍
大
総
管
を
戴
い
た
。
こ
れ
ら
の
指
揮
官

は
す
べ
て
中
央
直
派
で
あ
る
。
兵
募
発
遺
に
当
っ
て
所
在
州
司
が
な
し
得
た
の
は
最
下
級
の
隊
長
で
あ
る
旅
帥
・
隊
正
等
を
前
資
官
勲
官
よ
り

選
補
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
原
則
と
し
て
兵
募
は
「
州
兵
」
で
は
み
の
っ
た
が
刺
史
に
は
統
属
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

行
軍
は
第
一
線
戦
闘
部
隊
と
し
て
遠
く
夷
域
に
出
で
討
伐
を
終
っ
て
も
屡
々
占
領
地
に
駐
留
し
、
開
輔
際
州
統
轄
の
最
高
機
関
た
る
都
護
府
の

鎮
兵
と
な
り
或
い
は
辺
境
都
督
府
の
援
護
兵
力
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
行
軍
は
屡
々
鋸
軍
或
い
は
単
に
軍
と
改
称
さ
れ
、
行
軍
総
管
は
鎮
軍
総

管
と
改
称
さ
れ
、
更
に
屯
駐
が
永
久
佑
し
た
場
合
、
鋪
智
早
大
使
或
い
は
軍
使
が
派
遣
せ
ら
れ
て
常
駐
し
た
。
こ
れ
ら
の
軍
は
必
ず
し
も
一
ケ
所

に
集
駐
し
た
と
は
限
ら
ず
数
鋸
数
城
に
分
成
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
都
護
府
の
衛
氏
に
任
ず
る
場
合
等
は
府
城
に
集
駐
し
・
鎮
守
軍
と
呼
ば

れ
、
鎮
守
使
が
任
命
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
行
軍
は
鋸
軍
・
軍
・
鎮
守
軍
等
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
所
謂
軍
鎮
の
発
生

と
し
て
別
途
に
専
攻
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
割
愛
す
る
。
所
で
か
か
る
行
軍
常
駐
化
と
共
に
行
軍
兵
員
た
る
征
行
人
は
「
鎮
兵
－

（
鎮
人
」
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
兵
募
の
中
に
も
鎮
兵
と
な
る
者
が
多
数
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
兵
募
は
府
兵
そ
の
他
の
諸
兵
種
と
共
に
行
軍
に
お
い
て
戦
闘
要
員
と
な
り
、
鎖
軍
・
軍
・
鎮
守
軍
に
お
い
て
屯
成
兵
員
と
な
っ

た
。
而
し
て
そ
の
統
属
は
一
切
中
央
が
直
接
任
免
す
る
現
地
指
揮
官
の
下
に
入
り
、
州
は
只
集
兵
発
遣
の
徴
募
権
を
委
託
さ
れ
る
の
み
で
発
兵

握
兵
に
は
何
等
関
与
せ
ず
、
軍
令
権
は
す
べ
て
中
央
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
市
し
て
注
意
す
べ
き
は
府
兵
は
本
来
縁
辺
に
出
成
す

る
際
も
、
上
中
下
三
等
に
分
た
れ
各
々
に
つ
い
て
定
員
を
定
め
ら
れ
た
鋸
・
成
に
上
番
し
、
行
軍
に
参
加
し
た
の
は
こ
れ
ら
防
人
の
一
部
と
防

人
衛
士
の
番
に
当
ら
ず
郷
里
に
残
留
せ
る
者
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
叉
各
府
の
定
員
の
枠
内
に
あ
っ
た
か
ら
実
際
動
員
可
能
な
員
数
は
極
め
て
限

ら
れ
て
い
た
と
思
は
れ
る
点
で
あ
る
。
叉
行
軍
の
作
戦
行
動
が
長
期
に
互
る
場
合
、
常
備
兵
た
る
鎖
戎
の
防
人
や
府
兵
動
員
者
は
、
恐
ら
く
臨

時
募
行
者
と
交
替
せ
し
め
る
な
り
、
新
規
動
員
の
他
軍
府
の
府
兵
と
入
れ
替
え
る
な
り
し
て
余
り
長
期
の
留
鎮
は
戒
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ



る
。
勿
論
相
当
数
の
府
兵
位
行
人
が
居
た
こ
と
及
び
彼
等
が
多
年
留
鎖
の
憂
目
を
見
た
こ
と
は
史
料
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
動
員
可

能
な
兵
の
総
数
か
ら
見
て
も
、
既
に
初
唐
以
来
大
唐
の
対
外
作
戦
全
域
に
お
け
る
行
軍
の
諸
色
征
行
人
中
に
府
兵
の
占
め
る
比
重
は
必
ず
し
も

大
で
な
く
、
鎮
軍
に
転
ず
る
際
そ
こ
に
留
め
ら
れ
る
者
に
到
つ
て
は
極
め
て
少
数
で
、
多
く
は
臨
時
募
行
者
た
る
兵
募
等
に
頼
っ
た
も
の
と
推
測

せ
ら
れ
て
く
る
。
か
く
考
え
て
く
る
と
部
候
家
伝
に
「
陪
受
周
禅
、
九
年
市
滅
陳
天
下
一
統
、
皆
府
兵
之
力
也
、
仲
、
皇
朝
国
之
平
定
天
下
、

己
而
復
之
、

貞
観
中
、
北
滅
突
眠
延
陀
、
列
州
府
至
翰
海
、
西
取
亀
弦
等
城
郭
諸
国
二
庭
、

査
臣
西
域
君
長
、

滅
吐
揮
、

売
党
項
得
三
十
六

州
、
高
宗
東
滅
高
麗
百
済
、
遷
其
人
於
中
園
、
列
其
地
矯
州
問
料
、
以
新
羅
得
議
林
都
督
府
、
以
波
斯
矯
疾
陵
都
桜
田
府
、
亦
府
兵
也
」
と
府
兵
制

の
偉
大
な
効
果
を
称
揚
し
て
い
る
の
は
、
府
兵
復
興
策
を
唱
え
る
李
泌
の
立
場
は
よ
く
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
大
い
に
疑

問
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
は
「
兵
募
の
活
躍
」
の
検
討
に
よ
っ
て
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

註

1
、
但
し
こ
の
条
に
つ
い
て
浜
口
霊
園
博
士
は
「
前
後
の
関
係
上
永
徽
令
と

認
め
ら
れ
る
も
の
で
為
る
。
」
と
断
じ
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
の
範
囲
店

関
す
る
限
り
さ
程
重
要
で
な
い
の
で
信
今
後
の
検
討
に
侯
ち
た
い
。

2
、
こ
の
顕
慶
五
年
以
後
の
州
県
発
漫
百
姓
充
兵
者
が
兵
官
習
に
相
違
な
い
こ

と
は
旧
唐
警
巻
回
高
宗
紀
上
向
六
年
正
月
乙
卯
粂
に
「
於
河
南
河
北
治

官
六
十
七
州
、
幕
得
四
万
四
千
六
百
四
十
六
人
、
往
平
壌
帯
方
道
行

営
F

一
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
紛
れ
な
い
。

3
、
土
一
戸
に
つ
い
て
は
未
発
発
表
の
日
野
教
授
「
開
元
天
宝
の
八
九
等
戸
」

及
び
一
．
一
筋
炎
の
両
税
法
」
（
共
に
三
十
年
度
諮
議
）
に
明
か
に
せ
ら
れ

て
い
る
。

4
、
新
喜
一
司
五
兵
志
・
府
兵
の
項
、
府
兵
の
出
征
に
関
し
て
述
べ
た
条
。

5
、
資
治
通
鑑
一
施
’
f
唐
紀
一
一
一
太
宗
下
貞
観
十
八
年
七
月
辛
卯
条
参
照
。

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
私
と
に
つ
い
て

6
、
怒
永
続
生
学
士
「
唐
代
の
勲
官
に
つ
い
て
r
一
西
日
本
史
学
第
十
二
号
。

7
、
し
か
し
本
来
出
征
期
間
中
の
民
兵
及
び
後
年
の
円
即
時
児
は
中
央
費
負
担
の

E
規
正
（
で
あ
っ
た
か
ら
、
兵
募
が
因
窮
せ
る
際
本
比
較
的
良
好
な
給
与

を
う
け
る
こ
と
が
で
b
F
』
た
ら
し
い
c

劉
仁
執
よ
表
に
、
兵
募
の
「
単
露

不
堪
度
片
山
一
、
え
さ
は
一

4

犬
軍
選
日
所
留
衣
裳
」
で
一
冬
を
越
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
為
る
の
は
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

8
、
と
の
よ
ラ
に
推
定
し
た
の
は

ω関
一
万
十
一
年
張
説
の
上
疏
で
召
募
を
請

う
た
穣
瀦
は
府
兵
・
白
丁
中
か
ら
簡
選
さ
れ
不
簡
色
役
設
い
は
州
閣
眠
不

得
更
譲
雑
駆
使
と
あ
る
。

ω
開
一
刃
入
年
人
月
関
内
諾
州
に
て
差
使
煉

攻
せ
る
十
万
の
蕃
漢
団
結
兵
は
皆
放
番
役
差
科
で
あ
る
。

ω
同
じ
く

初
期
の
健
児
と
し
て
注
目
さ
れ
る
幽
州
経
路
軍
健
児
に
充
て
ら
れ
た
幽

易
二
州
の
選
丁
は
不
得
雑
使
・
租
庸
資
諜
対
放
免
で
あ
る
。

ω
健
施

、、

の
先
駆
で
ゐ
る
猛
土
は
儀
鳳
三
年
の
場
合
関
内
河
東
諸
州
で
召
募
さ
れ

九
五



唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
郡
と
に
つ
い
て

た
が
不
簡
色
役
で
あ
る
。
等
止
乞
考
え
合
せ
た
結
果
で
あ
る
。
兵
募
の
場

合
戸
内
の
そ
れ
？
で
景
品
兇
」
し
て
一
律
の
被
免
と
し
な
か
っ
た
の
は
、

雑
斜
税
が
元
来
毘
租
庸
調
雑
循
の
如
く
す
べ
て
の
戸
・
了
中
へ
の
人
頭

均
額
負
担
で
な
〈
、
戸
等
丁
数
に
よ
っ
て
択
び
課
せ
ら
れ
乃
至
は
差

等
そ
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
・
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

倫
と
れ
に
関
し
て
は
撚
永
雅
生
学
士
に
多
〈
の
御
示
教
を
得
た
こ
と
を

感
謝
し
た
い
。

9
、
そ
の
宙
開
に
高
声
の
避
役
問
題
が
ゆ
め
っ
た
こ
と
は
一
広
う
迄
も
な
い
。
麿
大

詔
令
集
巻
八
二
政
事
刑
法
儀
鳳
＝
一
年
十
一
月
十
三
日
申
現
屈
制
に
で
或

進
退
丁
戸
等
色
、
多
有
請
求
、
或
解
補
省
佐
之
流
、
専
納
賄
賂
、
或
徽

科
賦
役
差
点
兵
防
、
無
銭
貧
弱
先
充
行
、
貨
則
強
獲
免
一
云
々
r
一
と
あ

九／、

り
、
全
磨
文
一
五
八
劉
仁
軌
の
前
掲
上
表
に
も
「
州
県
発
遺
百
姓
充
兵

者
、
実
身
少
壮
、
家
有
鍍
財
、
賂
与
官
府
、
任
自
東
西
濃
避
、
郎
弁
得

脱
、
無
銭
用
者
、
雄
長
老
弱
、
催
皆
令
来
、
」
と
見
え
る
。
有
銭
財
者
と

φ

め
る
は
注
意
を
要
す
る
。

印
、
仁
井
田
・
牧
野
氏
「
故
唐
律
開
緩
製
作
年
代
考
」
東
方
学
報
東
京
一
・

二
冊
。

口
、
一
警
祉
に
つ
い
て
は
別
に
詳
説
す
る
が
、
冊
府
党
主
主
帝
王
部
骨
密
役

貞
綴
十
九
年
三
月
条
に
見
え
る
「
願
従
其
役
右
一
不
預
征
名
而
請
以
私
装

従
軍
・
者
」
が
そ
れ
で
、
従
っ
て
全
〈
官
か
ら
給
養
を
受
け
な
い
建
前
の

も
の
で
あ
ろ
。

一、

兵
嘉
の
異
称
及
び
兵
慕
ま
含
む
兵
種
の
呼
称

括
し
て
お
く
。

以
上
の
論
述
に
お
い
て
、
既
に
幾
つ
か
の
兵
募
の
異
称
及
び
兵
募
を
含
ひ
兵
種
の
呼
称
を
そ
の
都
度
指
摘
し
て
き
た
o
今
こ
こ
に
そ
れ
を
一

先
ず
兵
募
の
異
称
と
し
て
、
そ
の
信
用
兵
差
遣
形
式
か
ら
く
る
「
州
兵
」

「
募
人
」
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
叉
同
類
の
語
に
「
募
士
」
が

と
し
て
は
、
そ
の
任
務
か
ら
来
る
「
征
人
」

「
征
行
人
」

あ
る
。
叉
そ
の
事
実
を
指
し
て
「
臨
時
募
行
」
「
州
鯨
殻
遺
百
姓
充
兵
」
「
僚
貼
」
「
差
」

「
鎮
人
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
等
に
つ
い
て

「
行
人
」
及
び
「
鎮
兵
」

「
召
募
」
等
と
も
云
っ
た
。
叉
兵
募
を
含
む
呼
称

は
そ
の
都
度
そ
の
実
体
が
如
何
な
る
兵
種
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
征
行
人
・
鎮
兵
は
任
務
の
呼
称
で
あ
る
か

ら
兵
種
的
に
は
諸
色
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
自
ず
と
主
と
し
て
そ
の
時
代
に
最
も
大
き
な
役
割
を
果
し
つ
つ
あ
る
兵
種
を
指
す
こ
と
に
な
る

か
ら
、
或
る
時
期
を
限
っ
て
見
れ
ば
殆
ん
ど
特
定
兵
種
の
異
称
の
如
き
観
を
呈
す
る
場
合
が
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
の
検
討
は
或
る
兵
種
の



盛
衰
の
検
討
と
不
可
分
で
あ
る
。
尚
兵
募
に
関
連
あ
る
呼
称
は
右
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
他
に
も
二
三
を
数
え
う
る
が
、
そ
れ
を
明
か
に
す

る
た
め
に
は
他
の
兵
種
と
の
異
聞
を
も
逐
一
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
今
は
割
愛
す
る
。

結

語

以
上
筆
者
は
、
唐
代
兵
制
上
の
兵
募
の
性
格
に
つ
い
て
主
と
し
て
史
料
に
恵
ま
れ
た
開
元
時
代
を
中
心
と
し
て
考
察
し
、
併
せ
て
多
少
そ
の

変
遷
に
も
触
れ
る
所
が
あ
っ
た
が
、
専
ら
制
度
上
の
原
則
的
規
定
に
考
察
の
力
点
を
注
ぎ
従
っ
て
運
用
の
実
情
に
つ
い
て
は
そ
の
一
端
を
示
唆

す
る
程
度
に
止
め
た
。
従
っ
て
そ
れ
は
未
だ
あ
く
ま
で
横
断
的
平
面
的
考
察
に
過
ま
ず
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
別
に
縦
断
的
発
展
的
考
察
を

加
え
、
更
に
大
唐
兵
制
全
体
の
中
で
の
位
置
付
け
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
初
め
て
そ
の
社
会
的
意
義
を
論
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。
只
以

上
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
所
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

安
史
乱
以
前
の
唐
代
に
は
常
備
軍
な
ら
ざ
る
兵
募
な
る
兵
種
が
あ
り
、
臨
時
募
行
者
で
ゐ
っ
て
募
人
募
士
等
と
も
呼
ば
れ
た
。
臨
時
で
あ

る
か
ら
数
や
差
遣
者
の
年
齢
に
も
定
制
な
く
時
期
を
遷
ば
な
か
っ
た
。

H 

中
央
兵
部
の
命
令
に
よ
り
そ
の
都
度
必
要
な
数
を
適
宜
の
州
に
割
当
て
た
が
、
そ
れ
は
常
備
軍
兵
供
給
地
た
る
軍
府
州
で
あ
る
か
不
置
箪

府
州
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
一
戸
口
密
集
地
帯
・
兵
員
輸
送
近
便
地
、
或
い
わ
当
面
必
要
な
技
能
習
熟
者
の
多
い
地
方
を
選
ん
だ
。
集
め
ら
れ

た
兵
は
中
央
が
直
接
任
免
す
る
行
軍
或
い
は
鎮
箪
の
現
地
指
揮
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
指
揮
に
は
原
則
と
し
て
州
は
一
切
関
与
し
な
か

っ
た
。
市
し
て
兵
募
は
任
務
の
上
か
ら
征
行
人
・
征
人
・
行
人
・
鎮
兵
・
鎮
人
等
の
呼
称
に
包
含
さ
れ
た
。

Ill 

州
は
割
当
て
ら
れ
た
兵
額
を
満
た
す
に
当
っ
て
、
高
一
戸
多
丁
一
戸
選
取
原
則
を
指
示
さ
れ
た
以
外
は
大
幅
な
徴
募
権
を
委
託
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
志
願
者
募
集
か
ら
強
制
徴
発
に
至
る
種
々
の
形
式
が
取
ら
れ
た
。
し
か
し
軍
鎮
の
発
展
と
共
に
準
常
備
兵
扱
い
さ
れ
る
に
至
り
強
制

徴
発
が
一
般
的
と
な
り
高
一
戸
の
規
避
と
相
倹
っ
て
高
一
月
多
丁
一
戸
選
取
原
則
も
屡
々
破
ら
れ
た
。
こ
こ
に
当
時
の
地
方
行
政
運
営
方
式
の
一
端

唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
裁
と
に
ふ
い
て

九
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が
う
か
が
わ
れ
る
。
常
制
化
に
伴
っ
て
兵
募
に
も
就
役
年
限
が
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
徴
募
の
都
度
規
定
さ

れ
た
。

IV 

差
遣
者
は
担
税
一
戸
た
る
百
姓
土
一
戸
を
建
前
と
し
、
課
役
を
免
除
さ
れ
州
よ
り
装
備
表
糧
を
支
給
さ
れ
、
現
地
へ
の
出
征
や
復
員
帰
還
の
途

次
も
沿
道
州
県
に
給
養
を
何
ぎ
、
現
地
の
補
給
に
至
る
迄
率
ね
州
財
政
に
依
存
し
、
従
っ
て
州
兵
と
も
呼
ば
れ
た
。
家
族
は
一
戸
等
丁
数
に
よ

っ
て
雑
科
税
を
減
免
さ
れ
た
。

V 

兵
募
の
州
費
負
担
に
よ
る
維
持
は
そ
の
裏
に
横
た
は
る
当
時
の
地
方
財
政
運
営
方
式
を
推
測
せ
し
め
る
と
共
に
、
そ
の
数
、
発
遺
頻
度
の

増
大
、
更
に
常
駐
準
常
備
軍
化
に
よ
っ
て
当
然
軍
政
財
政
に
跨
る
改
革
が
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

百

当
時
の
正
規
常
備
兵
た
る
府
兵
も
百
姓
土
一
戸
の
高
一
円
多
丁
一
戸
か
ら
優
先
的
に
選
取
さ
れ
た
が
、
そ
の
差
発
地
域
・
年
齢
に
限
定
あ
っ
た

外
、
軍
籍
に
定
員
が
あ
っ
て
動
員
可
能
を
兵
数
は
少
く
、
到
底
大
唐
の
行
軍
・
鎮
軍
を
含
め
た
対
外
主
戦
力
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
疑
は
れ
る
。

以

上

附
記

本
研
究
は
昭
和
二
十
八
、
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
中
国
土
地
制
度
の
研
究
」
中
の
「
土
地
制
度
と
兵
制
」
の
一
部

で
あ
る
o
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On the Character and Names of the P'ing-Mu *~~ 

in the T'ang Period 

by H. Kikuchi 

(1) Before the An-Shih :li:EI:!. revolt of the T'ang period, there was 

a sort of temporary, half compulsory mercenary called the P'ing-Mu. 

The P'ing-Mu was called Chou-P'ing 1ii~, Mu-Jen '1JJ.A, or Mu-Shih 

~±, and in other time, the soldiers called Cheng-Hsing-Jen fil:fi.A, 
Chen-P'ing ~~. and Chen-Jen ~A involved the P'ing-Mu, too. 

(2) Recruiting of P'ing-Mu was practised by the order of Central 

Government and on the responsibility of the choues Central Govern

ment, at needs, alloted propre numbers to some specific choues. 

Commonly, such choues were selected from the chouses near the 

field of operation, convenient to the transportation or densely popu

lated. It is most noticiable that those chouses, when the cavalry 
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soldiers were necessary for Central Government, were assigned to 

the north-frontier districts where the pastoral races lived together, 

and, when the seamen were necessary, to the south or the coast

districts where shipping-transportation developed. And many P'ing

Mu were collected from the chouses, too, where recruitment-organi

zation (Cheh-Ching-Fu :ffrlf)f,f) was not established. Recruitment of 

the P'ing-Mu was temporary, and so its number was indefinite. The 

collection of the necessary number was regarded with so great im

portance that the previous prescription of the age of soldiers was 

impossible to fix. Recruitment district, age and number of the Fu

P'ing /f,f~, standing army, were restricted by law, but such restric

tions were not given to the P'ing-Mu. 

(3) P'ing-Mu collected by the chouses, was given equipments and 

foods by the chouses, as a rule. After being sent to the front, they 

were placed under the command of Chen-Chiin-Tsung Kuan il('.i!f[~~, 

Chen-Ch:in-Ta-Shih iiJP!i}dl, Chen-Shou-Shin ~'tr~, Ch n-Shih ~19:!, 

who were not appointed directly by the Central Government. 

(4) In the early T'ang period, the P'ing-Mu was the volunteer in 

many cases. When the battle was over, they were demobilized at 

once. But gradually this system passed to compulsory requisition 

and the term of military service was postponed. In the case of re

cruitment or requisition, he who had many land properties or many 

adult men in his house ( r)'=i$T§;J) was preferentially taken into 

service. 
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