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宋
代
の
茶
商
軍
に
就

　
　
　
　
　
　

一

　

南
宋
の
辛
巳
泣
薪
錐
、
開
禧
徳
安
守
城
錐
は
夫
々
嘉
定
、
開

禧
年
間
、
金
軍
の
南
侵
せ
る
時
、
李
茂
欽
、
王
忠
敏
が
江
淮
の

要
衝
談
城
、
荊
湖
の
重
鑓
徳
安
を
死
守
能
城
せ
し
時
の
血
の
に

じ
み
出
る
様
な
範
城
錐
で
あ
っ
て
、
唐
代
安
史
の
既
に
於
け
る

張
巡
、
許
遠
の
唯
腸
城
死
守
の
物
語
と
共
に
讃
者
を
し
て
泣
か

し
め
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
削
記
録
を
繕
く
と
屡
々
茶
商
軍
と

い
ふ
語
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
は
趾
會
史
的
に
い
か
な
る
性
質

を
有
す
る
軍
隊
で
あ
る
か
、
こ
れ
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
が

こ
の
小
篇
の
目
的
で
あ
る
。

　

宋
代
に
な
る
と
支
那
四
周
の
異
民
族
は
、
民
族
的
自
発
を
生

じ
掌
固
な
る
國
家
組
織
を
形
成
し
て
、
南
方
宋
朝
を
猷
迪
し

た
。
一
方
支
那
自
頭
に
於
て
も
唐
の
中
葉
よ
り
府
兵
制
度
が
崩

壊
し
て
傭
兵
制
度
が
探
用
せ
ら
れ
心
。
こ
の
傭
兵
は
そ
の
成
立

い

て

佐

　
　

伯

冨

上
、
職
業
的
軍
陣
で
あ
り
而
も
そ
の
成
員
は
諺
に
「
好
餓
不
打

釘
。
好
人
不
成
兵
」
と
い
へ
る
如
く
概
ね
無
頼
の
徒
が
多
く
、

軍
規
も
斎
れ
、
訓
練
も
徹
底
せ
す
非
常
に
弱
い
の
で
精
悍
無
比

な
る
北
方
民
族
の
軍
隊
に
對
抗
せ
ん
と
す
れ
ば
勢
ひ
多
数
の
軍

陣
を
要
す
る
。
近
世
の
天
子
は
こ
の
多
数
の
軍
隊
を
い
か
に
し

て
養
ふ
か
に
つ
い
て
頭
を
悩
吏
し
た
。
従
来
の
様
な
正
税
の
み

を
以
て
し
て
は
到
底
莫
大
な
る
軍
事
費
を
ま
か
な
ふ
事
は
出
来

た
い
。
こ
ｘ
に
茶
甕
等
の
専
資
制
度
を
躍
立
し
そ
の
利
盆
に
よ

っ
て
こ
れ
ら
の
多
額
の
軍
事
費
を
捻
出
せ
ん
と
し
、
茶
法
、
甕

法
等
と
い
ふ
巌
重
な
る
法
規
尤
制
定
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
支
那
の
様
に
一
般
に
脆
税
行
篤
の
多
い
所
で
は
、
賢
通

の
法
律
を
以
て
し
て
は
到
底
多
額
の
税
を
取
立
て
る
事
は
む
づ

か
し
い
。
と
こ
ろ
が
茶
甕
等
は
日
常
生
活
の
必
需
品
と
し
て
何

人
も
一
日
と
し
て
訣
く
事
は
出
来
な
い
。
こ
れ
を
政
府
が
専
費

に
附
す
る
と
、
需
要
者
は
一
様
に
清
費
税
と
し
て
政
府
に
税
金
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μ
を
納
入
す
る
こ
と
に
５
　
。
而
も
政
府
は
時
の
財
政
の
鴛
態
に

　
　
　

よ
っ
て
そ
の
値
段
を
思
ふ
が
ま
Ｘ
に
っ
り
上
げ
て
思
ふ
だ
け
の

　
　
　

利
潤
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
Ｘ
る
不
営
な
政
府
の
利
益
に

　
　
　

よ
っ
て
迷
惑
を
蒙
る
の
は
人
民
で
あ
る
。
而
も
茶
囃
は
生
活
の

　
　
　

必
需
品
た
る
故
更
に
安
價
な
る
も
の
が
あ
れ
ば
競
ひ
て
之
を
買

　
　
　

は
ん
と
す
る
。
自
然
そ
こ
に
茶
盛
等
専
資
品
の
私
販
（
密
貿
１
　
）

　
　
　

が
行
は
れ
る
。
私
販
が
盛
に
行
は
れ
る
と
政
府
の
茶
甕
が
費
れ

　
　
　

な
く
な
る
の
で
盆
々
蔵
重
た
る
法
規
を
以
て
私
販
者
を
取
締
ら

　
　
　

う
と
す
る
。
併
し
政
府
が
い
か
に
巌
重
な
る
處
罰
を
以
て
臨
む

　
　
　

と
も
、
政
府
が
茶
甕
の
専
資
に
よ
っ
て
不
営
の
利
益
を
察
断
し

　
　
　

て
ゐ
る
間
は
私
販
に
よ
っ
て
も
亦
莫
大
な
る
利
益
が
得
ら
れ
る

　
　
　

の
で
茶
甕
の
専
受
か
合
理
的
な
價
格
に
落
ち
つ
か
ざ
る
限
り
、

　
　
　

私
販
は
到
底
根
縮
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
所
が
こ
の
私
販
は

　
　
　

非
常
に
危
瞼
で
あ
る
か
ら
、
私
販
者
自
身
も
亦
綿
密
に
各
方
面

　
　
　

と
迪
絡
を
取
り
、
徒
宮
を
組
み
一
種
の
秘
密
結
祀
を
作
っ
て
賓

　
　
　

行
に
取
り
か
Ｘ
る
。
巡
検
に
逮
捕
せ
ら
れ
ん
と
す
る
や
、
用
意

　
　
　

せ
る
武
器
を
以
て
抵
抗
し
、
巡
検
を
傷
け
ど
う
し
て
も
罪
が
冤

　
　
　

れ
な
い
と
盗
賊
と
化
し
山
中
に
た
て
こ

ゆ
り
、
時
に
野
に
出
て

　
　
　

は
私
販
を
続
行
し
、
掠
奪
を
す
る
。
定
庵
類
稿
巷
四
「
異
人
諭

　
　
　

民
兵
書
」
に

　
　

（
怒
至
於
徽
・
殼
・
街
・
婆
・
建
・
錫
・
虔
・
吉
数
州
・
宣
ハ
地
阻

　
　

瞼
。
其
民
好
罰
。
能
死
而
不
能
屈
。
動
以
千
百
篤
蓼
盗
。

　
　

販
茶
聊
。
。
肆
行
山
谷
。
挾
刄
持
挺
。
硯
棄
躯
命
昇
殺
人
。

　
　

如
戯
劇
之
易
。
飲
食
之
常
。
異
時
有
司
之
所
不
敢
呵
問
。

　
　

共
貪
暴
残
鴛
之
心
。
特
未
有
以
良
之
耳
。
（
町
）

と
云
つ
て
ゐ
る
如
き
、
最
も
よ
く
そ
の
間
の
消
息
を
傅
へ
て
ゐ

る
・
か
う
い
ふ
連
中
が
宋
代
の
記
録
で
は
撫
を
私
販
す
る
者
な

ら
ば
廳
賊
と
呼
ば
れ
、
茶
を
私
販
す
る
者
は
茶
賊
と
稀
せ
ら
れ

　
　

④
‘

　
　

：
：
’
Ｉ
：
｀
’
－
｀
：

　

゛

　

｀
”
：
｀

て
ゐ
が
・
か
や
う
に
茶
腹
０
専
資
制
度
と
い
ふ
も
の
は
、
一
方
か

ら
考
へ
る
と
不
断
か
ら
民
間
に
政
府
を
恐
れ
な
い
ｍ
密
結
赴
を

養
成
す
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
宋
代
で
は
天
下
黍
平
の
時
で
も

こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
諸
處
に
小
さ
い
反
既
の
諮
間
が
な

い
が
こ

盗
昧
に
茶
盛
密
費
買
出
身
の
盗
賊
が
蜂
起
し
て
諸
處
に
内
飢
を

　
　
　

④
・

勃
腿
さ
せ
る
。
南
宋
は
蒙
古
民
族
の
興
起
に
よ
っ
て
滅
亡
せ
し

め
ら
れ
た
事
は
事
賓
で
あ
る
が
、
更
に
か
ｘ
る
叛
気
の
勃
腿
殊

に
茶
堕
密
変
買
者
の
内
乱
に
よ
る
内
政
の
疲
弊
と
い
ふ
事
も
忘

れ
て
は
な
ら
ぬ
重
要
な
る
事
賓
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

ニ
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宋
代
に
は
茶
賊
は
諸
處
に
勃
起
し
た
が
、
そ
の
う
ち
最
も
大

　
　
　

が
Ｘ
り
な
も
の
は
南
宋
孝
宗
の
淳
煕
二
年
四
月
湖
北
に
起
っ
た

　
　
　

茶
胆
（
茶
の
仲
買
人
）
頼
文
政
の
叛
飢
で
あ
る
。
彼
は
茶
商
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

　

。

　
　

押
し
立
て
ら
れ
て
首
領
と
な
り
、
湖
北
に
叛
乱
を
起
し
て
よ
り

　
　

韓
じ
て
湖
南
・
江
河
に
入
り
屡
々
官
軍
を
撃
破
し
、
そ
の
勢
ひ

　
　

営
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
ク
９
　
方
師
尹
と
い
へ
る
者
江
西

　
　

の
提
刑
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
江
西
に
は
茶
賊
が
穎
醍
す
る
の
で
避

　
　

畏
遷
延
し
て
任
地
に
赴
か
す
、
遂
に
處
罰
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
記

　
　

事
を
宋
會
要
職
官
乱
淳
煕
二
年
六
月
十
一
日
の
條
に
載
せ
て
ゐ

　
　

る
が
、
こ
れ
は
茶
寇
の
勢
が
い
か
に
稿
厭
を
極
め
て
居
た
か
を

　
　

物
語
る
一
例
詮
で
あ
る
。
五
月
朝
廷
で
は
那
州
都
統
李
川
に
命

　
　

じ
、
兵
を
調
し
て
之
を
逮
捕
せ
し
め
ん
と
し
９
　
、
目
的
を
達

　
　

せ
す
茶
寇
は
雪
塊
を
轄
す
る
如
く
、
益
々
披
大
し
て
六
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　
　

遂
に
廣
東
を
も
犯
す
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
朝
廷
で
は
更
に
辛
棄

　
　

疾
を
江
西
提
刑
に
任
じ
、
諸
軍
を
節
制
し
て
茶
寇
を
討
捕
せ
し

　
　

⑩

　
　

め
一
方
で
は
茶
寇
討
伐
の
任
に
営
る
軍
将
官
吏
の
軍
律
を
失
す

　
　

る
者
は
容
赦
な
く
處
ｉ
む
い
、
或
は
将
兵
一
般
民
の
茶
賊
を
捕
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

或
は
殺
傷
せ
る
者
の
賞
格
を
定
め
る
等
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
霊
し

９

　
　

て
そ
の
平
定
に
轟
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
茶
寇
は
容
易
に
截
定

石

　

せ
ら
れ
な
い
・
湖
南
江
西
諸
州
新
の
被
害
は
餓
程
甚
だ
し
か
っ

た
と
見
え
、
朝
廷
で
も
こ
れ
ら
の
諸
州
瓢
を
振
済
す
る
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

そ
の
租
税
を
鯛
免
し
て
ゐ
る
。
逡
に
閏
九
月
に
至
り
辛
棄
疾
が

頼
文
政
を
陥
し
て
招
安
し
、
之
を
殺
し
て
や
っ
と
七
ヶ
月
に
亙

る
茶
賊
の
叛
貳
も
こ
ｘ
に
平
定
を
見
る
に
至
っ
た
の
で

悩
。

此
の
如
く
、
茶
賊
が
非
常
に
猶
狐
を
極
め
、
非
常
な
廣
範
園
に

捺
大
し
、
官
軍
も
之
を
平
定
す
る
事
が
困
難
で
誘
致
し
゛
な
け
れ

ば
之
を
平
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
が
如
き
は
、
一
に

賊
徒
が
州
鮭
城
内
に
侵
入
す
る
と
、
宋
代
の
知
州
瓢
事
は
只
管

自
己
の
地
位
を
安
１
　
に
保
つ
た
め
、
賊
徒
を
討
伐
す
る
ど
こ
ろ

か
却
っ
て
彼
等
を
歓
待
し
て
そ
の
掠
奪
を
も
恣
に
せ
し
め
、
自

「
［
］
の
管
轄
内
か
ら
他
の
管
轄
内
に
輸
入
せ
し
め
て
責
任
を
他
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

輯
嫁
し
よ
う
と
す
る
糊
塗
策
に
出
で
た
事
に
も
よ
る
が
、
已
に

前
述
の
如
く
、
無
頼
の
徒
が
不
断
社
會
の
裏
面
に
於
て
巌
重
な

る
専
資
の
法
網
を
く
ゞ
つ
て
ま
で
も
醵
得
せ
る
不
屈
の
反
撥
力

に
よ
る
事
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

宋
代
も
仁
宗
０
頃
に
な
る
と
赴
會
の
分
解
力
も
除
程
進
行
し

茶
賊
撫
賊
そ
の
他
の
盗
賊
の
小
叛
殴
が
隨
處
に
蜂
起
し
、
政
府

で
も
之
を
平
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
遂
に
招
安
し
て
軍

陣
に
編
入
し
為
・
こ
の
頃
か
ら
軍
隊
の
数
も
百
萬
を
突
破
す
る

と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
か
Ｘ
る
傾
向
は
南
宋
に
入
っ
て
は
殊

-53-



Ｑ

　
　

に
甚
だ
し
か
っ
た
と
見
え
常
時
の
諺
に

り

　
　
　

仕
途
捷
簾
過
賊
・
上
将
奇
謀
只
是
招
・
ふ
皿
Ｕ
Ｕ

　
　
　

と
あ
り
、
叉

　
　
　
　

欲
得
官
。
殺
人
放
火
。
受
招
安
。
欲
得
富
。
趨
著
行
在
。

　
　
　
　

費
酒
酷
。
（
同
前
）

　
　

と
あ
る
の
は
い
か
に
も
よ
く
営
時
の
靴
音
情
勢
、
従
っ
て
又
軍

　
　

除
の
性
質
を
端
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　

以
上
は
近
世
に
於
け
る
軍
隊
の
性
質
を
専
費
制
度
と
賊
徒
殊

　
　

に
茶
法
と
茶
賊
と
の
開
係
に
重
陥
を
置
い
て
考
察
し
た
の
で
あ

　
　

る
が
然
ら
ば
こ
ｘ
に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
茶
商
軍
と
は
こ
れ

　
　

ら
の
軍
陣
と
は
い
か
な
る
開
聯
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　

茶
商
軍
に
就
・
戻
傅
へ
た
も
ぼ
宋
史
（
謐
）
鄭
清
之
輯
中
の

　
　

左
の
記
載
で
あ
る
。

　
　
　
　

湖
北
茶
商
繁
聚
暴
横
。
〔
鄭
〕
清
之
白
總
領
何
炳
曰
。
此
輩

　
　
　
　

精
悍
。
宜
籍
篤
兵
。
緩
急
可
用
。
炳
巫
下
召
募
之
令
。
趨

　
　
　
　

者
雲
集
。
彼
曰
茶
商
軍
。
後
多
頼
蕭
。
（
顎
程
肛
）

　
　

こ
れ
に
よ
れ
ば
茶
商
を
召
募
し
て
軍
籍
に
入
れ
た
者
が
茶
商
軍

　
　

で
あ
る
。
こ
Ｘ
に
い
ふ
茶
商
と
は
已
に
「
繁
聚
暴
横
」
と
い
へ

る
如
く
茶
賊
と
は
紙
一
枚
の
へ
だ
ｘ
り
に
過
ぎ
な
い
。
表
面
で

は
茶
を
商
ふ
商
人
で
は
あ
る
が
裏
面
に
於
て
は
私
販
も
や
り
か

ね
ま
じ
き
連
中
で
あ

皿

。
か
ｘ
る
者
が
次
第
に
招
安
を
受
け
て

軍
隊
に
編
入
せ
ら
れ
る
と
そ
の
本
来
の
標
悍
さ
が
消
失
し
て
軍

隊
と
し
て
は
非
常
に
弱
く
な
る
の
が
一
般
の
傾
向
で
あ
る
。
然

る
に
こ
ｘ
に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
茶
商
軍
は
召
募
に
庖
じ
て

軍
籍
に
置
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
開
禧
徳
安
守
城
録
、
辛

巳
泣
晰
録
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
金
軍
の
南
侵
に
際
し
て
は

賓
に
勇
敢
に
奮
戦
し
た
。
普
通
招
安
を
受
け
た
軍
除
と
は
全
然

性
質
を
異
に
す
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
特
別
の
事
情
が
存
在

す
る
様
に
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
か
か
る
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
ら
う
か
。
か
Ｘ
る
疑
問
に
對
し
て
解
決
の
暗
示
を
輿
へ
る

も
の
は
開
禧
徳
安
守
城
録
、
開
禧
三
年
二
月
二
日
戊
申
の
條
に

　
　

公
〔
王
忠
敏
〕
以
援
兵
不
至
。
遺
親
効
〔
官
軍
名
〕
か
身
知
か
市

　
　

兵
等
三
百
人
。
下
城
分
路
。
攻
南
家
及
河
西
守
把
之
軍
。

　
　

焼
其
家
屋
。
殺
死
二
十
除
人
。
云
云
。

と
あ
り
、
又
同
書
開
禧
元
年
十
二
月
三
十
日
丙
子
の
條
に
「
官

軍
義
勇
茶
商
市
兵
」
と
あ
る
記
載
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に

よ
っ
て
も
判
明
す
る
如
く
官
軍
即
ち
政
府
の
軍
隊
と
義
勇
軍
と

は
截
然
と
亘
別
し
て
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
も
こ
ｘ
に
問
題
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に
し
よ
う
と
す
る
茶
商
軍
は
「
義
勇
茶
商
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る

如
く
政
府
の
軍
隊
で
は
た
く
義
勇
軍
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

Ｘ
に
茶
商
軍
の
性
質
を
考
ふ
る
上
に
於
て
重
要
た
る
意
義
が
存

す
る
。
而
し
て
か
ｘ
る
義
勇
軍
に
は
後
に
諭
す
る
が
如
く
豪
族

が
常
に
そ
の
勢
力
の
中
梧
を
な
し
て
ゐ
た
様
に
茶
商
軍
に
も
亦

そ
の
中
心
と
な
る
べ
き
大
茶
商
が
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

　

抑
々
宋
代
の
茶
商
は
概
ね
茶
行
（
茶
商
の
組
合
）
に
よ
っ
て

統
制
せ
ら
れ
て
居
り
茶
商
は
こ
の
組
合
に
加
盟
す
る
こ
と
に
よ

り
商
販
を
圓
滑
に
い
と
な
む
事
が
出
来
た
。
こ
の
茶
行
に
は
組

合
長
た
る
行
首
（
行
老
）
が
あ
り
組
合
の
事
務
を
管
理
し
て
居

り
、
主
と
し
氏
大
資
本
を
有
す
る
者
が
こ
の
任
に
営
っ
て
ゐ

匹
。
か
ｘ
る
制
度
は
す
っ
と
後
世
ま
で
も
檀
承
せ
ら
れ
て
ゐ

泗
。
か
く
の
如
き
制
度
が
長
年
檀
撹
せ
ら
れ
て
ゐ
る
内
に
資
本

　
　
　

の
集
中
が
行
は
れ
小
質
本
の
茶
商
は
自
然
大
質
本
の
茶
商
の
勢

　
　
　

力
に
彭
倒
さ
れ
、
そ
の
命
に
従
は
な
け
れ
ば
商
妾
を
１
　
む
事
が

　
　
　

出
来
な
く
た
る
。
こ
Ｘ
に
大
茶
商
と
小
茶
商
と
は
経
済
的
に
親

　
　
　

分
子
分
の
開
係
が
結
ば
れ
る
。
而
し
て
大
茶
商
は
玖
第
に
資
本

　
　
　

を
集
中
し
て
ゆ
き
小
茶
商
等
は
到
底
商
炎
を
管
む
事
が
出
来
な

　
　
　

く
な
り
逐
に
は
大
茶
商
に
粂
併
せ
ら
れ
て
明
ら
か
に
大
茶
商
の

μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

″

　

手
先
に
す
ぎ
た
く
た
る
。
か
く
て
大
茶
商
は
玖
第
忙
販
茶
の
利

益
を
墾
断
し
て
販
路
を
披
張
し
て
ゆ
く
の
で
多
数
の
販
貴
人
が

必
要
と
な
る
。
茶
の
商
費
は
利
盆
が
多
い
の
で
自
然
そ
の
傘
下

に
は
無
頼
の
徒
も
多
く
集
り
易
い
。
開
禧
徳
安
守
城
鐘
開
禧
元

年
十
一
月
七
日
甲
中
の
條
に

　
　

〔
王
忠
敏
〕
厚
稿
茶
商
饒
或
等
。
令
募
其
徒
及
土
豪
市
兵
凡

　
　

二
千
人
。

と
あ
る
記
載
は
、
大
茶
商
饒
或
の
も
と
に
は
多
数
の
徒
輩
が
経

済
的
に
何
ら
か
の
形
の
も
と
に
隷
属
開
係
を
も
つ
て
ゐ
た
事
を

推
察
せ
し
め
る
に
充
分
で
あ
る
。
か
や
う
に
経
済
的
に
固
く
結

ば
れ
た
茶
商
の
親
方
と
そ
の
徒
輩
と
は
一
歩
誤
れ
ば
茶
賊
に
愛

す
べ
き
性
質
の
者
で
あ
る
が
、
南
宋
の
末
つ
方
理
宗
端
宗
の
頃

金
軍
南
侵
し
て
南
宋
の
領
土
を
践
踊
せ
し
時
、
現
在
の
湖
北
省

あ
た
り
で
は
こ
の
茶
商
は
大
茶
商
を
中
心
に
し
て
義
勇
軍
た
る

茶
商
軍
を
編
成
し
た
。
こ
の
茶
商
軍
は
政
府
の
軍
陣
の
怯
弱
・
な

る
に
比
し
、
勇
敢
に
奮
戦
し
て
金
軍
南
下
の
勢
を
阻
止
し
た
の

で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
か
く
の
如
く
義
勇
軍
た
る
茶
商
軍
は

政
府
の
軍
陣
と
は
自
ら
そ
の
性
質
を
異
に
す
べ
き
理
由
が
あ
る

か
、
か
ｘ
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
更
に
近
世
に
於
け
る

義
勇
軍
そ
の
も
の
ｘ
一
般
的
牲
質
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
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４Ｚ２

四

　

前
述
の
如
く
近
世
に
な
る
と
政
府
の
軍
隊
は
そ
の
制
度
の
上

か
ら
非
常
に
弱
く
な
る
の
で
流
賊
等
が
蜂
起
し
て
も
容
易
に
儒

定
す
る
事
が
出
来
な
い
。
況
ん
や
女
員
蒙
古
等
の
軍
隊
が
侵
入

し
て
来
る
時
に
は
逡
境
の
地
方
で
は
直
ち
に
治
安
が
奈
れ
、
生

命
財
産
が
危
瞼
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
豪
族
が
中
心
と
な
り
義
勇

　
　
　
　

容

軍
を
組
織
し
政
府
の
軍
隊
と
は
別
箇
に
自
己
の
生
命
財
産
を
保

仝
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

　

建
京
来
祭
器
（
略
ご
紹
興
五
年
三
月
哭
卯
の
條
に
貿

政
殿
大
學
士
李
吊
が
金
軍
に
對
す
る
防
備
に
っ
い
て
上
言
せ
る

中
に
「
山
東
大
姓
。
結
篤
山
纂
。
以
自
保
。
」
と
あ
る
記
載
や
又

宋
曾
要
兵
一
に

　
　

乾
道
元
年
四
月
四
日
。
知
徳
慶
府
莫
廷
秀
言
。
二
虞
諸
州
。

　
　
　
　
　
　

接
？

　
　

多
呉
江
河
按
境
。
江
西
之
民
。
興
販
私
茶
螢
篤
業
。
却
殺

　
　

平
民
。
而
二
廣
諸
州
軍
兵
屏
弱
。
惟
頼
土
豪
。
胱
臼
統
率

　
　

者
。
聚
其
保
伍
。
以
過
絶
之
。
然
共
闘
百
姓
有
以
死
戦
。

　
　

而
不
見
仙
。
統
率
保
全
州
邸
。
而
無
以
賞
功
。
望
行
下
二

　
　

廣
諸
州
。
或
有
百
姓
４
　
死
而
戦
。
殼
統
率
能
阻
過
賊
勢
。

　
　

保
全
州
新
者
。
所
屡
保
明
。
申
朝
廷
推
賞
。
従
之
。

と
あ
る
記
載
は
最
も
よ
く
そ
０
間
の
沿
息
を
傅
へ
て
ゐ
る
。
こ

ｉ
に
近
世
に
於
け
る
義
勇
軍
の
成
立
す
べ
き
理
由
が
あ
る
。
直

接
自
己
の
生
命
財
産
に
開
係
を
有
す
る
の
で
義
勇
軍
は
勇
敢
で

あ
る
。
金
軍
南
下
の
際
に
河
北
に
忠
義
祀
等
の
義
勇
軍
が
勇
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

し
た
事
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
殊
に
清
朝
に
於
け
る
長
髪
賊
の

叛
霞
を
平
定
し
た
の
は
政
府
の
軍
陣
で
は
な
く
し
て
曾
國
辞
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

を
中
心
と
す
る
義
勇
軍
の
力
で
あ
っ
た
事
に
想
到
す
れ
ば
思
ひ

牛
ば
に
過
ぐ
る
で
あ
ら
う
。
か
や
う
に
近
世
に
於
て
は
義
勇
軍

の
力
が
次
第
に
認
め
ら
れ
宋
代
殊
に
王
安
石
の
頃
か
ら
自
治
的

色
彩
の
濃
い
民
丘
ハ
と
い
ふ
も
の
が
重
要
膜
せ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る

の
は
赴
會
の
鍵
遷
を
考
察
す
る
上
に
於
て
特
に
注
意
す
べ
き
現

象
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ξ

　

以
上
は
近
世
に
於
け
る
義
勇
軍
の
成
立
過
程
の
一
般
的
考
察

で
あ
る
が
、
か
Ｘ
る
考
察
を
基
礎
と
し
て
再
び
本
諭
に
か
へ
り

茶
商
軍
に
就
い
て
考
へ
る
に
、
一
腰
湖
北
の
地
は
宋
代
茶
の
産

地
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
従
っ
て
商
人
の
中
に
も
こ
の
茶
を
販

費
し
て
生
活
す
る
者
が
多
い
。
こ
ｘ
へ
金
軍
が
南
侵
し
て
来
る

と
茶
商
は
そ
の
茶
の
商
販
が
困
難
に
た
り
自
然
生
活
が
脅
威
を
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jり

感
申
る
に
至
る
は
営
然
の
事
で
あ
る
。

　

然
る
に
前
節
に
於
て
述
べ
た
如
く
政
府
の
軍
陣
は
頼
り
て
以

て
そ
の
生
命
財
産
を
保
全
す
る
に
足
ち
な
い
。
そ
こ
で
上
掲
の

開
禧
徳
安
守
城
録
の
記
載
に
よ
り
て
も
判
明
す
る
如
く
、
處
々

に
義
勇
兵
が
政
府
軍
と
協
力
し
て
金
軍
の
。
南
下
を
阻
止
し
て
ゐ

る
。
か
Ｘ
る
情
勢
の
う
ち
に
あ
っ
て
一
方
に
於
て
は
王
忠
敏
は

大
茶
商
饒
或
の
祀
會
的
経
済
的
地
位
を
看
破
し
て
厚
く
之
に
稿

し
、
そ
の
勢
力
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
傘
下
の
茶
商

を
利
用
せ
ん
と
し
た
。
こ
Ｘ
に
湖
北
の
茶
商
は
大
茶
商
を
領
袖

と
し
て
そ
の
生
命
線
眸
保
の
必
要
か
ら
義
軍
を
興
す
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
南
宋
末
茶
商
軍
が
義
勇
軍
と
し
て
成
立
し
た
の
は

か
Ｘ
る
特
種
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

水
心
別
集
巷
十
六
に
金
軍
南
侵
防
禦
策
と
し
て
各
路
の
茶
甕

米
等
の
大
豪
商
を
利
用
す
べ
き
を
説
い
て
ゐ
る
が
、
そ
の
割
註

に
袁
氏
の
説
を
引
い
て

　
　

（
上
略
）
茶
螢
商
者
。
其
貨
本
多
在
淮
南
。
虜
一
衝
突
・
則

　
　

皆
蕩
盗
。
使
其
篤
堡
自
守
。
所
必
楽
。
（
下
略
）

と
言
へ
る
如
き
。
叙
上
の
事
賓
を
更
に
旁
誰
す
る
も
の
と
い
ふ

事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

　

此
の
如
く
義
勇
軍
の
一
般
的
成
立
過
程
を
顧
慮
し
っ
ゝ
再
び

優
勇
軍
茶
商
軍
の
成
立
過
程
を
大
茶
商
の
性
質
と
の
開
聯
に
於

て
省
み
る
時
茶
賊
堕
賊
等
と
は
紙
一
枚
の
相
違
に
す
ぎ
ぬ
茶
商

軍
の
性
質
は
更
に
明
瞭
に
看
取
せ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。

『
補
註
』

　

の
宮
崎
助
教
授
「
西
夏
の
興
起
と
青
自
彊
問
題
」
（
東
亜
纒
済
研
究
第

　
　

十
八
巻
第
二
胱
）
參
照

　

③
同
右
。

　

③
宮
崎
助
教
授
昭
和
八
年
度
特
殊
講
義
「
宋
代
の
鴬
學
」
に
於
て
本

　
　

論
に
逗
べ
た
如
き
意
味
の
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
た
。

　

④
茶
賊
、
盟
賊
等
と
い
ふ
語
は
宋
會
要
食
貨
茶
法
難
録
、
堅
法
、
宋

　
　

會
要
兵
の
部
に
枚
単
に
逞
な
き
程
見
え
て
ゐ
る
。

　

④
宮
時
助
教
授
昭
和
八
年
慶
特
殊
講
義
「
宋
代
の
黛
争
」

　

⑥
鶴
林
玉
露
倦
二
「
盗
賊
脆
身
」

　
　
　
　
　

淳
煕
問
。
江
湖
茶
商
。
相
挺
弧
盗
。
推
荊
南
茶
阻
頼
文
政
弧
首
。

　

雨
宋
史
巻
三
十
四
孝
宗
本
紀

　

⑧
同
右
。

　

⑨
同
右
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

⑩
同
右
。

　

（
凹
宋
會
嬰
刑
法
六
。

　
　
　
　

〔
淳
煕
二
年
〕
九
月
十
四
日
。
詔
。
南
安
軍
司
戸
參
軍
蔡
だ
廉
特

　
　
　
　

使
命
除
名
勒
停
。
逞
化
州
編
管
。
永
不
牧
叙
。
時
茶
寇
自
吉
州

　
　
　
　

犯
南
安
軍
上
狙
豚
界
。
漕
臣
銭
佃
委
天
廉
。
座
辨
部
州
都
統
解

　
　
　
　

彦
詳
軍
馬
銭
根
。
□
廉
以
妻
産
麟
。
乞
給
銀
。
有
誤
軍
期
。
法

　
　
　
　

雷
處
斬
。
特
貸
之
。
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宋
史
巻
三
十
四
、
孝
宗
本
紀

　
　

〔
淳
煕
二
年
〕
八
月
丙
辰
。
江
西
總
管
買
和
仲
。
以
捕
茶
寇
失
律
。

　
　

除
名
賀
州
編
管
。

⑩
宋
會
要
兵
十
三

　
　

〔
淳
煕
〕
二
年
六
月
十
九
日
。
詔
。
茶
賊
於
吉
州
永
新
駆
界
禾
山

　
　

等
處
蔵
匿
。
己
令
王
琲
・
皇
甫
但
遺
兵
将
捜
捕
こ

　
　

首
之
人
。
毎
人
捕
獲
或
殺
賊
首
一
名
。
特
補
進
武
校
尉
。
二
人

　
　

承
信
郎
。
三
人
承
節
郎
。
四
人
保
義
郎
。
五
人
成
忠
郎
。
各
添

　
　

差
一
次
。
五
人
以
上
取
旨
優
異
推
恩
。
二
人
已
上
立
功
。
印
分

　
　

分
賞
。

　

同
右
。

　
　

〔
淳
煕
二
年
〕
八
月
六
日
。
詔
。
茶
寇
己
立
賞
桁
。
許
人
捕
殺
。

　
　

其
官
兵
土
豪
諸
色
人
等
。
如
能
生
捻
及
捕
殺
正
賊
首
、
第
一
名

　
　

特
具
脩
武
郎
。
第
二
名
従
義
郎
。
第
三
名
筆
義
郎
。
各
更
支
賞

　
　

銭
五
千
貫
。
添
差
陸
等
差
痙
一
次
。
或
徒
中
有
殺
併
出
參
之
人
。

　
　

奥
免
罪
外
。
亦
依
上
件
賞
格
補
官
支
賞
添
差
。
共
徒
衆
多
。
是

　
　

脅
従
。
有
能
抜
身
出
首
之
人
。
亦
呉
免
罪
。
依
已
降
賞
格
施
行
。

⑩
宋
史
巻
三
十
四
孝
宗
本
紀
。

⑩
宋
史
巻
三
十
四
孝
宗
本
紀
。

　

朝
野
雑
記
甲
集
巻
十
四
「
江
茶
」

　
　
　
　
　
　
　

。

⑩
佐
伯
富
「
末
代
の
皇
城
司
に
就
い
て
」

　

「
東
方
學
報
、
京
都
第
九

　

珊
」
參
照
。
・

面
宮
時
助
駄
授
昭
和
九
年
度
特
殊
誹
義
「
王
安
石
の
新
法
」
に
於
て

　

此
の
如
き
意
味
の
事
を
論
ぜ
ら
れ
た
。

０
朱
會
嬰
兵
五
紹
興
七
年
十
一
月
二
十
一
日
の
條
に

　
　

襟
度
洽
隆
興
府
聾
茂
良
言
。
江
州
興
國
軍
接
連
淮
旬
江
東
湖
北
。

　
　

毎
歳
常
有
茶
客
百
十
。
認
奉
前
来
。
今
歳
大
旱
。
茶
芽
不
発
。

　
　

皆
積
崖
在
薗
戸
等
處
人
家
住
泊
。
鱗
慮
此
曹
乗
時
荒
款
。
聚
集

　
　

作
過
。
乞
下
江
州
祁
統
司
。
輪
差
官
兵
一
二
百
人
前
去
。
屯
駐

　
　

弾
屋
。
候
来
年
秋
熟
日
。
依
碧
緑
軍
。
詔
。
令
襲
茂
良
斟
酌
合

　
　

差
人
撒
。
於
本
路
州
軍
係
将
不
係
酢
禁
軍
内
差
撥
施
行
。

　

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
推
察
出
来
る
様
に
茶
商
に
は
無
根

　

の
徒
が
多
く
、
賊
徒
と
は
紙
一
枚
の
隔
た
り
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

⑩
加
藤
繁
博
士
「
唐
宋
時
代
の
商
人
組
合
「
行
」
に
就
い
て
」
（
自
鳥
博

　

士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所
収
）

⑩
同
右
。

（
聊
同
右
。

　

宋
代
に
於
け
る
大
茶
商
の
小
茶
商
翁
併
に
開
し
て
は
「
北
宋
時
代

　

の
茶
法
」
と
題
し
て
、
い
づ
れ
私
見
を
度
表
す
る
仮
定
で
あ
る
か

　

ら
、
詳
論
、
考
詮
は
省
略
す
る
。

⑨
黄
硯
珊
陶
希
聖
氏
「
北
宋
亡
後
北
方
的
義
軍
」

　

（
食
貸
三
巻
第
五

　

期
い

　

黄
硯
珊
氏
「
南
米
初
年
河
北
・
山
東
之
義
軍
」
（
文
化
建
設
第
二
倦

　

五
期
）
參
照
。

　

黄
氏
は
義
勇
軍
の
成
立
を
単
に
夷
秋
侵
入
に
對
す
る
漢
民
族
の
民

　

族
意
識
の
昂
揚
に
基
く
も
の
と
の
み
解
し
て
ゐ
る
が
、
左
祖
す
る

　

こ
と
は
出
来
な
い
。
尤
も
義
勇
軍
の
中
に
は
か
ｓ
る
民
族
意
識
の

　

自
毫
に
よ
っ
て
興
起
し
た
も
の
も
な
い
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
併

　

し
一
般
的
情
勢
か
ら
考
ふ
れ
ば
本
論
に
於
て
論
じ
仁
如
く
、
支
那

　

近
世
祀
會
に
絹
す
る
限
り
、
義
勇
軍
の
成
立
は
地
方
の
豪
族
と
そ
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れ
を
と
り
ま
く
地
方
民
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
自
治
的
精
祁
を
除
外

　

し
て
は
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
黄
氏
の
解
稗
を
以
て

　

し
て
は
茶
賊
甕
賊
等
国
内
的
な
叛
気
に
對
す
る
地
方
の
義
勇

　

の

　

成
立
過
程
は
充
分
に
誕
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
ｏ

≫

⑩
同
右
。

肺
邪
雙
目
追
記
－
人
物
に
し
た
が
っ
て
瞼
を
韓
す
る
と
い
ふ

の
は
、
わ
が
國
で
い
ふ
「
八
方
に
ら
み
」
の
こ
と
で
あ
る
。
京

都
で
あ
れ
ば
西
本
願
寺
や
南
譚
寺
の
虎
、
養
源
院
の
獅
子
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
、
近
頃
、
そ
の
八
方
に
ら
み
の
原
理
と
で
も
い

ふ
や
う
な
も
の
を
考
へ
た
人
が
あ
る
。
『
１
　
石

た
西
田
正
秋
氏
の
「
八
方
睨
み
の
一
考
察
」
と
い
ふ
論
文
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
顔
を
鍔
正
面
に
し
、
両
眼
を
凝
脱

す
る
や
う
に
書
け
ば
自
然
と
八
方
に
ら
み
に
た
り
、
ど
ち
ら
か

ら
見
て
も
に
ら
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
見
え
る
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
高
句
麗
の
壁
書
や
、
ロ
プ
ノ
ー
ル
の
阻
截
錦
や
、
も
ろ
も

ろ
の
獣
面
意
匠
は
正
に
そ
の
條
件
に
あ
て
は
ま
る
か
ら
別
に
問

題
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
ら
す
べ
て
の
「
隨
人
輯
沿
」

が
た
ｉ
／
か
う
し
た
国
法
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

　

廿
二
史
劉
記
巻
二
十
三
、
「
宋
史
多
國
史
原
本
。
」

⑩
内
藤
湖
南
博
士
「
自
登
的
革
新
の
可
能
性
」
（
新
版
支
那
論
所
収
）

　

二
八
Ξ
頁
１
二
八
七
頁
)
參
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
十
月
二
十
五
日
没
口
陥
落
日
稿
了
）

か
。
そ
れ
は
西
田
氏
も
ふ
れ
て
を
ら
れ
る
や
う
に
、
た
ゞ
軍
に

心
理
學
的
な
幾
何
學
的
国
法
の
意
味
で
は
な
い
、
や
は
り
書
家

の
霊
妙
さ
を
も
ふ
く
め
て
ゐ
る
も
の
と
思
ふ
。
書
家
が
み
づ
か

ら
我
明
し
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
奎
だ
師
匠
か
ら
傅
へ
ら
れ
て

ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
さ
う
い
ふ
描
法
を
知
っ
て

を
つ
て
描
い
た
。
描
い
た
結
果
は
妙
手
で
あ
る
か
ら
に
は
ね
ら

っ
た
と
ほ
り
に
輯
紛
し
た
。
そ
し
て
そ
の
輯
扮
は
世
評
に
上
っ

た
わ
け
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
世
評
ば
か
り
を
ね
ら
っ
て
轄
９
　
の

人
物
な
り
、
獣
形
を
描
い
た
と
は
思
は
れ
た
い
。
や
は
り
各
寺

院
伽
藍
に
要
求
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
の
輯
沿
す
る
両
眼

の
魅
力
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
こ
と
ば
ど
ほ
り

の
魅
力
で
あ
っ
て
、
軒
ぱ
の
鏡
面
や
門
口
の
壁
面
に
も
適
用
さ

れ
た
の
で
あ
ら
う
。
（
み
づ
の
・
せ
い
い
ち
）

-59-


