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明

代

の

民

壮

と

北

港

防

衛

は
し
が
き

民
枇
の
北
遜
動
員

民
兵
の
入
術
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き

し

明
代
に
お
け
る
径
役
の
一
種
と
し
て
民
世
な
る
も
の
が
存
在
し
た

こ
と
は
よ
ぐ
知
ら
れ
た
所
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
佐
伯
数

①
 

授
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
同
教
授
の
研
究
は
明
清
時
代
を
遇
じ
て

民
壮
一
般
を
扱
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
中
で
民
社
の
職
務
と
し
て
は

園
境
の
警
備
と
圏
内
の
治
安
維
持
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
後
者
に
つ

い
て
は
域
案
の
警
備
、
捕
盗
、
私
盟
の
督
察
そ
の
他
の
賓
例
を
あ
げ

て
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
同
教
授
の
研
究
は
こ
う
い
う
任
務
を
も
っ
た
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民
世
が
、
次
第
に
街
役
化
し
て
行
く
過
程
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い

て
、
園
境
警
備
の
面
に
つ
い
て
は
、
多
少
言
及
す
る
程
度
に
と
ど
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
特
に
北
透
防
衛
に
使
用
さ
れ
た
民
壮
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に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
代
の
史
籍
に
は
、
民
妊
の
ほ
か
に
民
兵
と
い
う
文
字

も
し
ば
し
ば
現
れ
て
く
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
両
者
と
も
に
取
扱
う

は
じ
め
に
一
隆
そ
の
闘
係
を
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
民
社

に
つ
い
て
は
、
人
民
に
割
り
首
て
ら
れ
る
各
役
の
一
種
と
さ
れ
て
い

の
で
、

る
。
明
代
の
中
期
以
後
に
お
い
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
設
立

首
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
疑
義
が

⑨
 

な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
民
壮
の
こ
と
を

ま
た
民
兵
と
も
稿
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
地
方
士
山
の
中
に

も
例
が
あ
る
し

ま
た
貫
録
な
ど
の
中
で
も
、
民
社
と
い
っ
た
り
民



つ
ぎ
に
民
壮
と
一
躍
別

兵
と
い
っ
た
り
し
て
い
る
例
は
少
く
な
い。

物
と
し
て
の
民
兵
は
、
そ
の
性
格
を
明
か
に
す
べ
き
材
料
に
乏
し

い
。
し
か
し
民
壮
と
か
機
兵
な
ど
の
線
稽
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
一
方
、
民
壮
そ
、の
他
の
役
の
中
か
ら
選
出
し
て
特
に
編
成
さ

れ
た
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
場
合
は
い
か
に
し
て
、
ま
た
は

何
か
ら
編
成
さ
れ
た
の
か
充
分
明
か
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
明
代
の
兵

制
に
お
い
て
は
、
兵
士
は
軍
戸
か
ら
出

τ軍
士
と
よ
ば
れ
る
が
、
こ

れ
に
封
し
て
一
般
民
戸
か
ら
徴
募
さ
れ
る
も
の
を
兵
と
よ
ぶ
こ
と
が

多
い
。
そ
し
て
兵
に
は
土
兵
と
民
兵
が
あ
り
、
土
兵
は
透
境
土
著
の

民
を
召
募
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
土
司
の
兵
と
い
う

意
味
の
土
兵
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
で
は
問
題
外
で
あ
る
。
そ
う

い
う
土
兵
に
射
す
る
民
兵
と
い
う
も
の
の
特
徴
ら
し
い
も
の
を
考
え

て
み
る
と
、
内
地
の
民
戸
か
ら
出
た
も
の
を
民
兵
と
い
ヨ
よ
う
に
も

一
方
で
は
透
境
地
域
に
お
い
て
も
民
兵
が
選
出
さ

考
え
ら
れ
る
が

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
銀
納
化
さ
れ
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
、

後
で
や
や
詳
し
く
ふ
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
の
事
情
か

ら
考
え
て
、
民
兵
と
よ
ば
れ
否
も
の
は
民
枇
の
場
合
と
同
じ
く
、
民

聞
に
課
せ
ら
れ
た
絡
役
の
一
種
と
考
え
る
-
へ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

2部

る

民
社
の
北
逢
動
員

民
社
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
既
に
佐
伯
数
授
が
詳
し
く
述
べ
て
お

ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
に
く
り
返
す
必
要
は
な
い
が
、

た
だ
そ
の
起
源

に
閥
す
る
文
献
の
記
載
中
に
、
民
壮
の
設
置
を
北
族
の
入
窟
と
関
聯

づ
け
て
述
べ
て
い
る
も
の
の
あ
る
事
賞
は
、
民
壮
と
北
遜
防
衛
の
閥

係
が
深
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お

き
た
い
。

北
透
防
衛
の
た
め
に
民
祉
が
動
員
さ
れ
た
直
接
の
契
機
は

u、
つ

ヴ

t
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沼
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ま
で
も
な
く
正
統
十
四
年
の
土
木
の
出
変
で
あ
る
。
大
明
曾
典
に
こ
の

@
 

年
民
駐
を
招
募
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
土
木
の
襲
後
の
こ
と

こ
こ
で
は
貫
録
に
よ
っ
て
、
ま
ず
饗
後
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
~

非
常
事
態
に
お
け
る
民
枇
の
動
員
吠
況
を
述
べ
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
民
鮭
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ま
た
ど
の
く
ら
い
の
数

が
北
逢
防
衛
に
動
員
さ
れ
た
か
と
い
う
貼
か
ら
入
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
ま
ず
英
宗
貫
録
の
正
統
十
四
年
八
月
丁
禾
、
土
木
の
獲
の
直

後
に
戸
科
給
事
中
李
保
が
三
事
を
上
言
し
た
中
、

一
事
が
民
社
の
件

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
北
直
隷
・
山
東
・
河
南
・
山
西
・
侠
西
の

各
慮
に
有
能
な
官
員
を
急
汲
し
、
府
ご
と
に
五
十
名
の
民
駐
を
訓
練
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そ
の
中
か
ら
二
千
名
を
選
ん
で
京
師
に
赴
い
て
防
衛
に
あ
た

し
て
、

ら
し
め
る
と
い
う
意
見
を
出
し
て
お
り
、
他
の
二
事
と
と
も
に
採
用

さ
れ
て
い
る
。
同
年
九
月
甲
辰
の
僚
に
、
監
察
御
史
白
圭
ら
に
命
じ

て
直
隷
、
山
束
、
山
西
、
河
南
の
各
府
牒
に
往
っ
て
民
批
を
招
募
し
、

ま
た
そ
の
地
の
街
所
か
ら
官
旗
を
選
ん
で
一
緒
に
操
練
さ
せ
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
の
は
、
右
の
李
保
の
案
が
具
韓
化
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
同
年
十
月
丁
巳
の
降
に
み
え
る
山
東
、
山
西
、
河
南
、

快
西
の
巡
撫
お
よ
び
、
直
隷
、
山
東
、
山
西
、
河
南
の
分
守
各
府
監

察
御
史
に
謝
す
る
勅
に
、
「
選
ぶ
所
の
官
軍
民
社
は
弱
み
ず
か
ら
率

い
て
京
に
来
り
て
策
醸
せ
よ
」
と
あ
る
の
も
、
右
の
計
重
に
よ
っ
て

選
定
訓
練
さ
れ
た
民
壮
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

華
北
各
地
か
ら
官
軍
、
民
壮
を
京
師
に
集
め
た
の
は
、
土
木
の
壊
に

よ
っ
て
潰
滅
的
な
打
撃
を

h

つ
け
た
北
京
防
衛
の
兵
力
を
、
急
速
に
充

貫
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

や
は
り
非
常
時
に
お
け
る
例
と
し
て
、
翌
景
泰
元
年
六
月
に
は
大

同
へ
糧
食
を
輪
迭
す
る
に
つ
き
、
官
軍
と
と
も
に
民
祉
を
そ
の
護
衛

に
使
用
し
て
い
る
。
英
宗
貫
録
同
月
壬
午
の
僚
に
見
え
る
の
が
そ
れ

で
、
そ
の
た
め
に
山
西
に
お
い
て
官
軍
民
壮
二
高
を
動
員
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
民
妊
の
数
が
伺
名
を
占
め
る
か
は
明
か

@
 

で
な
い
。同
様
な
例
は
天
順
年
間
の
快
西
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。

」
の
ほ
か
遺
境
や
北
直
隷
各
地
の
城
案
な
ど
の
防
守
に
も
民
壮
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
右
の
よ
う
に
土
木
の
饗
を
機
と
し
て
始
め
ら
れ
た
北
透

防
衛
に
お
け
る
民
壮
の
使
用
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
形
で
つ
づ
け

ら
れ
た
か
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
北
透
防
衛
に
お
け
る
民
壮
の
恒

常
的
な
勤
務
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
ド
う
貼
に
移
ろ
う
。

民
壮
が
北
透
防
衛
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
北
直
隷
、
山
西
、

快
西
な
ど
北
透
の
接
援
地
域
の
民
祉
が
ま
ず
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

常
識
的
に
考
え
て
も
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
透
境
に
位

。。
Fhυ 

1
よ

置
し
た
り
、
或
は
北
方
民
族
侵
入
の
経
路
に
嘗
る
地
方
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
州
牒
ご
と
に
民
吐
が
郷
土
防
衛
に
参
加
す
る
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
北
透
防
衛
の
一
環
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
.

た
と
え
ば
英
宗
貫
録
景
泰
元
年
正
月
戊
成
の
僚
に
見
え
る
快
西
盤
州

の
例
、
ま
た
こ
れ
は
民
兵
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
宗
貫
録
成
化
二

年
五
月
辛
未
の
傑
に
見
え
る
延
綬
等
の
地
方
の
例
、
あ
る
い
は
武
宗

貫
録
弘
治
十
入
年
八
月
甲
成
の
傑
に
見
え
る
倒
馬
、
紫
荊
の
二
閥
、

同
じ
く
武
宗
貫
録
正
徳
九
年
七
月
甲
申
の
篠
に
見
え
る
居
庸
閥
等
の

例
は
そ
れ
に
首
る
で
あ
ろ
う
。



こ
れ
ら
の
例
か
ら
一
歩
を
進
め
る
と
、
各
布
政
司
内
の
民
社
を
調

用
し
て
そ
の
接
壊
す
る
透
境
を
守
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た@

 

と
え
ば
侠
西
各
地
の
民
祉
を
延
綬
、
橋
林
等
の
防
衛
に
参
加
さ
せ
る

と
か
、
山
西
の
民
仕
を
大
同
や
代
州
三
閥
等
の
守
備
に
嘗
ら
し
め
る

@
 

と
か
、
北
直
隷
で
民
吐
を
繭
州
や
古
北
口
の
防
衛
に
嘗
ら
せ
る
と
い

う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
山
西
の
場
合
を
中
心
と
し
て
、
今

ま
で
知
り
得
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
述
べ
て
み
よ
う
。

山
西
の
代
州
三
闘
の
防
衛
に
山
西
の
民
壮
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
既
に
佐
伯
数
授
も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

h

つ
い
て
は
同
教
授
の
引
用
さ
れ
た
記
事
の
ほ
か
に
も
、
貫
録
に
は
し

ば
し
ば
記
載
が
あ
る
。
い
ま
そ
れ
ら
を
綜
合
し
て
こ
の
地
域
に
お
け

る
民
社
配
備
の
股
況
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
地
域
は
代
州
と
三
開

す
な
わ
ち
偏
頭
、
雁
門
、
寧
武
の
い
わ
ゆ
る
三
闘
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
地
に
い
つ
か
ら
民
社
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う

と、

'孝
宗
貫
録
弘
治
十
二
年
四
月
戊
成
の
傑
に
は
、
正
統
己
巳
の
饗

つ
ま
り
土
木
の
費
に
始
ま
っ
た
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
勿
論
土
木
の

費
に
よ
る
北
遼
防
衛
態
勢
の
崩
壊
が
民
社
動
員
の
動
機
と
な
っ
た
と

い
う
貼
で
は
、
と
の
記
述
を
誤
り
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
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か
し
土
木
の
襲
の
年
直
ち
に
代
州
や
三
闘
に
謝
す
る
民
社
の
配
置

が
、
恒
久
的
な
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ

る
。
土
木
の
獲
の
年
に
つ
い
て
は
民
壮
の
一
般
的
な
招
募
あ
る
い
は

そ
の
京
師
防
衛
の
た
め
の
動
員
の
記
事
は
あ
る
が
、
代
州
三
闘
に
つ

い
て
は
特
別
な
記
載
が
な
い
の
で
、

ζ

れ
を
積
極
的
に
詮
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
英
宗
貫
録
天
順
元
年
六
月

乙
未
の
僚
に
載
せ
る
守
備
偏
頭
開
都
督
同
知
杜
忠
の
奏
に
は
、
同
開

は
官
軍
四
千
徐
人
を
用
い
て
防
守
す
る
が
、
逃
亡
者
も
多
い
の
で
、

大
同
か
ら
引
き
あ
げ
る
山
西
の
官
軍
お
よ
び
民
吐
を
本
闘
の
防
禦
に

あ
て
た
い
と
い
っ
て
お
り
、

と
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事

-159-

か
ら
考
え
る
と
、
天
順
元
年
ま
で
は
偏
頭
闘
に
は
民
壮
が
い
な
か
っ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
か
り
に
土
木
の
饗
直
後
に
臨
時
に
動
員
さ

れ
た
者
が
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
は
臨
時
的
な
も
の
で

ま
も
な

く
撤
去
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
安
嘗
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
天
順

元
年
以
降
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の

二
闘
と
代
州
に
つ
い
て
も
、
明
文
は
な
い
け
れ
ど
も
、
事
情
は
偏
頭

闘
の
場
合
と
同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
書
き
す

る
も
の
と
し
て
、
孝
宗
貫
録
弘
治
十
二
年
五
月
壬
午
の
篠
に
見
え
る

し

記
載
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
刑
科
給
事
中
李
翠
の
奏
を

そ
の
中
に
山
西
の
民
社
が
三
闘

兵
部
が
議
覆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
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を
守
る
こ
と
は
、
今
己
に
四
十
徐
年
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

も
し
こ
れ
が
土
木
の
費
以
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
弘
治
十
二
年
で
丁
度

五
十
年
に
な
る
か
ら
、
四
十
徐
年
と
い
う
筈
が
な
い
。

天
順
元
年
か

四
十
徐
年
と
い
っ

て

ら
な
ら
ば
、
四
十
二
年
ば
か
り
に
な
る
か
ら
、

も
何
ら
不
都
合
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
か
よ
う
な
次
第
で
、
代
州
と

闘
の
防
守
に
民
壮
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は

一
際
天
順

元
年
か
ら
と
考
え
て
お
き
た

い。

つ
ぎ
に
こ
の
地
域
に
動
員
さ
れ
た
民
社
の
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

時
期
に
よ
る
相
違
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
記
貫
録
弘
治
十
二

年
四
月
戊
成
の
傑
に
は
、
土
木
の
穫
に
際
し
て
九
千
と
記
さ
れ
、
こ

れ
が
弘
治
六
年
以
降
三
班
に
分
け
て
服
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

土
木
の
費
以
来
九
千
と
い
う
数
は
動
か
な
か

っ
た
の
か
、
ま
た
弘
治
六
年
以
前
に
は
こ
の
全
数
が
常
に
動
員
さ
れ

て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
貼
は
、

は
な
は
だ
暖
昧
で
あ
る
。

台、

り

に
代
州
と
三
闘
の
防
守
に
嘗
る
民
推
の
総
数
が
九
千
で
動
か
な
か
っ

た
と
す
る
と
、
憲
宗
貫
録
成
化
十
二
年
三
月
甲
寅
の
傑
に
は
、
代
州

と
三
闘
そ
れ
ぞ
れ
の
官
軍
民
壮
を
併
せ
た
兵
員
数
が
出
て
い
る
が
、

そ
の
合
計
二
ハ
、
入
四
九
人
に
謝
し
て
五
割
以
上
を
占
め
る
こ
と
に

な
る
。

と
す
れ
ば
、
代
州
と
三
闘
の
防
衛
に
つ
い
て
、
民
批
の
占
め

る
役
割
は
甚
だ
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尤
も
三
閥
に
服
務
し
た
民
壮
の
数
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
二
つ
ば
か

り
数
字
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
さ
ら
に
大
き
い
。

す
な
わ
ち
憲
宗
貫
録
成
化
二
年
五
月
発
巳
の
係
に
見
え
る
と
こ
ろ
で

は
、
雁
門
偏
頭
の
二
闘
だ
け
で
も
と
は
一
高
有
奇
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
同
十
二
年
三
月
甲
寅
の
傑
に
見
え
る
数
字
と
比
較

す
る
と
、
後
者
で
は
二
闘
の
兵
員
合
計
一

O
、
九
二
二
人
に
な
る
か

ら
、
全
部
民
壮
で
な
い
と
数
が
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
世

宗
貫
録
嘉
靖
入
年
三
月
甲
子
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
正
統
時
に
動
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員
さ
れ
た
三
閥
守
備
の
民
壮
の
数
は
二
蔦
一
千
徐
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
全
く
嘗
時
の
非
常
事
態
に
お
け
る
特
別
な
数
字
と
考
え

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
首
初
の
数
と
し
て
は
こ
れ
だ
け
あ

っ
た
の
が
、
そ
の
後
次
第
に
減
少
し
て
全
櫨
で
九
千
と
い
っ
た
数
に

な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
事
質
前
記
成
化
二
年
五
月
辛
巳
の
記
事

で
は
、
逃
亡
し
た
者
が
三
割
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
時
に
補
充
の

措
置
は
取
ら
れ
た
に
し
て
も
、
減
少
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
こ
れ
ら
民
社
の
動
員
さ
れ
た
範
園
で
あ
る
が
、
大
韓
山
西

全
域
に
わ
た
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天
順
元
年
の
記
事
で
は



山
西
の
曲
陽
(
腸
曲
)
等
の
蘇
と
あ
り
、
弘
治
十
二
年
四
月
の
記
事

で
は
山
西
卒
陽
諸
府
と
あ
り
、
同
年
五
月
の
記
事
に
は
車
に
山
西
と

い
っ
て
い
る
。
山
西
の
民
祉
は
代
州
と
三
関
、
だ
け
で
は
な
く
、
大
同

西
路
の
威
遠
衡
あ
た
り
に
も
動
員
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
方
を
除

け
ば
巌
密
に
全
域
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

ほ
ど
全
省
に
わ
た
っ

て
い
た
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
代
州
三
闘
に
お
け
る
民
壮
の
配
備
に
つ
い
て
知
り
え
た
と

こ
ろ
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
大
同
西
路
の
威
遠
衡
の
地
方

に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
孝
宗
貫
録
弘
治
十
年
七
月
乙
卯
の
傑
に

よ
れ
ば
、
こ
の
地
方
に
も
山
西
か
ら
民
枇
が
調
用
さ
れ
て
い
た
。
と

の
地
方
の
官
軍
の
原
額
は
五
千
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
嘗
時
の
現
員
は

千
六
百
徐
人
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
し
て
民
社
の
数
は
千

百
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
占
め
る
比
率
は
四
割
以
上
に
上
り
、
数

字
の
上
で
は
や
は
り
重
要
な
比
重
を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
尤
も
貫
録
の
右
の
僚
に
は
、
老
弱
が
多
く
て
貰
用
を
得
な
い

か
ら
、
そ
の
代
り
に
土
兵
を
募
り
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

質
的
に
は
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
明
代
の
兵

制
に
お
い
て
、
官
軍
が
弱
瞳
化
す
れ
ば
補
う
に
民
社
、
土
兵
を
以
て
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し
、
民
吐
が
弱
檀
化
す
れ
ば
ま
た
別
の
補
充
手
段
、
を
と
る
と
い
う
の

が
大
韓
の
趨
勢
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
既
に
民
壮
に
つ
い
て
そ
の
問

題
が
起
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
地
方
に
お
け
る
民
吐
配
置
の
起
源
は
、
孝
宗
貫
録

弘
治
十
四
年
八
月
壬
申
の
僚
に
よ
れ
ば
、
天
順
年
聞
に
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
代
州
三
闘
と
同
じ
頃
に
始
ま
っ
た
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
嘗
初
の
人
員
は
三
千
人
で
、
と
れ
が
二
班

に
分
れ
て
訓
練
防
衛
に
雷
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら

一
班
の
人

員
は
千
五
百
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
こ
の
と
き
に
は
歳
久

し
く
し
て
逃
亡
す
る
者
過
半
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
表
現
に

T
i
 

n
h
v
 

噌

i

多
少
の
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
、
非
常
な
減
少
を
み
て
い
た
こ
と
は

疑
な
い
。
な
お
こ
の
三
千
と
い
う
数
字
は
武
宗
貫
録
正
徳
二
年
七
月

戊
辰
の
篠
に
も
見
え
て
お
り
、
こ
の
時
威
遠
衡
に
お
け
る
民
壮
の
守

@
 

備
は
鹿
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
買
に
は
ど
れ
ほ
ど
人
員
が
減
少

し
よ
う
と
も
、
結
局
鹿
止
ま
で
定
数
と
し
て
は
三
千
と
い
う
こ
と
で

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

民
社
が
透
境
防
衛
に
参
加
世
る
場
合
の
服
務
形
態
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
と
ま
っ
た
規
定
の
よ
う
な
も
の
は
見
嘗

ら
な
い
が
、
断
片
的
な
記
述
か
ら
知
り
う
る
所
で
は
、
い
わ
ゆ
る

τ

防

秋
防
冬
に
だ
け
参
加
す
る
の
が
原
則
で
春
夏
は
蹄
郷
踊
農
す
る
の
が
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普
通
だ
っ
た
ら
し
い
。

た
と
え
ば
憲
宗
貫
録
成
化
二
年
間
三
月
発
巴

の
僚
に
は
、
映
西
山
西
内
地
の
軍
徐
民
吐
を
え
ら
ん
で
、
延
安
紙
徳

鹿
陽
代
州
に
赴
い
て
操
守
備
冬
せ
し
め
よ
う
と
い
う
意
見
が
見
え
て

い
る
。
同
じ
く
八
年
三
月
乙
卯
の
僚
に
は
、
陳
西
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「
諸
虞
よ
り
調
し
至
れ
る
備
各
の
官

靖
虜
国
原
の
二
街
に
つ
い
て

軍
民
壮
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
同
じ
く
十
二
年
八
月
乙
酉
の
傑
に

繭
州
所
属
の
透
闘
に
つ
い
て
、
合
徐
民
吐
を
選
ん
で
禦
冬
協
守
せ
し

め
、
春
深
に
放
克
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
民
社
の
役
割
が
蒙

古
族
の
活
動
期
た
る
冬
期
だ
け
に
つ

い
て
の
、
い
わ
ば
補
助
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
通
念
と
な
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
を
一
一
麿
明
確
に
示
し
て
い
る
の
が
、
孝
宗
貫
録
弘
治
十
年
七
月

乙
卯
の
僚
に
見
え
る
記
事
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
威
遠
衡
守
備
の
民

月士
カ2

「秋
に
来
て
春
に
去
り
、
更
代
不
常
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

尤
も
こ
の
よ
う
な
形
は
民
祉
の
調
用
が
恒
久
的
に
な
っ
て

か
ら
の
も
の
で
、
最
初
は
事
あ
れ
ば
調
し
、
事
寧
ら
げ
ば
放
回
す
匂

と
い
う
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
内
地
一
般
の
民
吐
の
場
合
と
異
ら
な

ぃ
。
従
っ
て
そ
の
後
も
、
非
常
事
態
に
際
し
て
は
随
時
調
用
期
間
延

長
な
ど
の
こ
と
、が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
右
む
よ
う
に
透
境
の
防
秋
防
冬
に
赴
く
民
社
は
、
毎
年

全
員
が
守
備
地
と
郷
里
の
聞
を
往
復
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
交
代
制
の
方
が
普
通
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
代
州
三
闘
に
つ
い
て
は
、
孝
宗
貫
録
弘
治

十
二
年
四
月
戊
成
の
僚
に
よ
る
と
、
弘
治
六
年
以
後
三
班
の
輪
番
制

に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
貫
際
防
透
に
赴
く
の
は
三
年
に
一
回
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
尤
も
班
数
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
交
替
制
が
弘

治
六
年
よ
り
透
か
に
前
か
ら
貫
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
憲
宗
貫
録

成
化
二
年
五
月
発
巳
の
篠
に
、
民
枇
の
歓
員
を
補
っ
て
奮
の
如
く
輪

班
操
守
せ
し
め
る
と
い
う
記
載
が
あ
る
所
か
ら
知
ら
れ
る
。
孝
宗
貫
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録
弘
治
十
四
年
入
月
壬
申
の
傑
に
よ
る
と
、
大
同
西
路
威
遠
衛
防
冬

の
民
壮
は
、
天
順
聞
の
設
置
以
来
雨
班
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
三
闘
の
場
合
も
三
班
に
な
る
前
は
雨
班
だ
っ
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
三
闘
の
場
合
に
は
嘉
靖
八
年
に
至
っ
て
さ
ら
に

四
班
制
に
饗
更
さ
れ
、
ま
す
ま
す
負
携
軽
減
が
計
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
世
宗
貫
録
同
年
三
月
甲
子
の
傑
に
よ
れ
ば
、
第
一
班
が
透
郡

を
守
れ
ば
第
二
班
は
本
籍
の
府
鯨
城
を
守
り
、
第
三
、
第
四
班
は
騎

農
せ
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
透
境
守
備
に
か

り
出
さ
れ
る
の
は
四
年
に
一
回
と
な
り
、
し
か
も
残
る
三
年
の
う
ち

の
二
年
ま
で
は
民
社
の
貫
役
に
は
服
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
且
つ
ま



た
北
透
守
備
の
民
壮
と
内
地
警
備
の
民
祉
と
が
、
は
っ
き
り
分
れ
た

も
の
で
は
な
く
て
、
同
じ
民
祉
が
あ
る
年
に
は
北
漫
に
赴
き
、
あ
る

年
に
は
内
地
の
警
備
に
嘗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
わ
け

で
、
北
遺
勤
務
の
輪
番
制
は
、
反
面
か
ら
い
え
ば
内
地
警
備
の
輪
番

制
で
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

明
代
の
径
役
が
か
な
り
早
い
時
代
か
ら
銀
納
雇
役
化
の
途
を
た
ど

り
始
め
、
弘
治
の
・中
頃
に
は
い
わ
ゆ
る
銀
差
と
力
差
の
直
別
が
、
名

稿
は
と
も
か
く
と
し
て
既
に
成
立
し
て

い
た
こ
と
は
、
嘗
て
筆
者
の

@
 

論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
民
社
の
場
合
と
て
も
そ
の
例
外
で
は
な

い
。
も
っ
と
も
絡
役
と
し
て
の
民
枇
の
取
扱
い
は
、
地
方
に
よ
っ
て

差
が
あ
り

た
と
え
ば
こ
れ
を
均
各
中
の
一
種
目
と
し
て
扱
っ
て
い

る
場
合
も
あ
れ
ば

い
わ
ゆ
る
四
差
の
一
つ
と
し
て
、
騨
停
と
と
も

に
里
甲
や
均
各
と
な
ら
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し

て
内
地
に
お
け
る
普
通
の
民
壮
は
、
銀
差
成
立
の
首
初
に
お
い
て
は
、

未
だ
銀
納
化
の
例
が
ひ
ら
か
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
民
推
が
均
各
の

中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
地
方
に
お
い
て
は
、
力
差
に
属
し
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
、
民
社
が
北
透
の
防
衛
に
使
用
さ
れ

補

て
い
る
場
合
に
は
、
銀
納
化
の
始
ま
り
が
比
較
的
早
か
っ
た
。
e
M

し
か

も
そ
の
銀
納
化
の
事
情
に
は
、
民
壮
特
有
の
理
由
が
見
出
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
そ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
、
知
り
え
た
と
と
ろ
を
述
べ
て
み
よ

よ
ノ

北
透
に
お
け
る
民
壮
銀
納
化
の
問
題
が
最
初
に
出
て
く
る
の
は
、

孝
宗
貫
録
弘
治
十
年
七
月
乙
卯
の
仲
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
大
同
巡
撫

の
劉
轍
ら
が
、
大
同
西
路
威
遠
衛
の
守
備
に
参
加
す
る
山
西
の
民
吐

を
放
菟
し
て
、
そ
の
代
り
に
一
名
に
つ
き
年
に
銀
二
一
同
を
納
め
し
め
、

そ
れ
を
買
馬
の
用
に
あ
て
た
い
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
兵
部

の
覆
奏
に
よ
っ
て
こ
れ
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

措
置
を
取
ろ
う
と
す
る
理
由
に
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

-163-

す
な
わ
ち
民
批
の
服
務
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
秋
に
来
て
春
に
去
る

と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
防
冬
に
参
加
す
る
の
み
で
更
代
不
常
で
あ
る
こ

と
が
そ
の
一
つ
。

し
か
も
そ
の
中
に
は
老
弱
者
が
多
く
、
賞
用
に
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
の
貼
は
こ
の
時
期

に
こ
と
新
し
く
問
題
と
す
る
に
は
首
ら
な
い
こ
と
で
、
元
爽
民
祉
の

恒
常
的
な
服
務
形
態
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、

ま
た
官
軍
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
班
軍
に
つ
い
て
は
同
じ
事
情
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
根
本
的
な
理
由
と
し
て
は
む
し
ろ
第
二
の

黙
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

攻
に
出
て
く
る
の
は
同
じ
く
弘
治
十
二
年
四
月
成
成
の
僚
で
、
こ
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こ
で
は
代
州
三
闘
の
民
社
が
問
題
と
な
り
、

一
人
に
つ
き
月
に
銀
三

分
を
納
め
し
め
て
、
や
は
り
透
軍
買
馬
の
用
を
助
け
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
貼
は
、
第
一
に
人
民
を
民
世

と
い
う
よ
う
な
形
で
徴
避
す
る
と
、
か
れ
ら
は
農
事
に
つ
と
め
て
賦

税
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
民
祉
に
謝
し

⑪
 

て
、
あ
る
程
度
税
糧
そ
克
除
す
る
規
定
が
あ
る
所
か
ら
来
た
考
と
思

わ
れ
る
。
第
二
に
か
れ
ら
が
遼
境
防
衛
に
充
分
効
果
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
内
地
の
民
が
戟
宇
に
な
れ
て

い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
出
た
意
見
で
あ
る
。
第
三
に
は
役
を
克
じ

て
銀
を
徴
枚
す
れ
ば
、
民
力
を
裕
か
に
し
て
園
用
に
資
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。以
上
の
三
貼
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

然
ら
ば
民
社
を
放
克
し
た
あ
と
の
空
白
を
伺
に
よ

っ
て
補
充
す
る
か

と
い
う
黙
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
貼
で
こ
の
意
見
は
い
う
な
ら

ば
具
瞳
性
を
飲
い
で
い
る
。
果
し
て
周
年
五
月
壬
午
の
傑
に
は
、
虜

衆
が
悉
く
大
同
宣
府
の
境
外
に
住
牧
し
て
い
る
現
肢
で
は
、
民
壮
を

放
菟
す
れ
ば
随
一

の
際
の
防
衛
に
差
支
え
る
と
い
う
理
由
で
、
右
の

意
見
そ
否
定
す
る
兵
部
の
議
覆
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

民
壮
銀
納
化
の
第
一
歩
が
ふ
み
出
さ
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
二
年
徐

を
経
た
弘
治
十
四
年
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
孝
宗
貫
録
同
年
入
月
壬
申

の
篠
に
よ
る
と
、
大
同
巡
撫
の
劉
字
が
、
大
同
西
路
威
遠
街
服
務
の

民
推
を
放
克
し
、
そ
の
代
り
に
民
壮
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
除
さ
れ

た
税
糧
一
石
に
つ
き
銀
入
銭
を
納
入
せ
し
向
、
こ
れ
を
大
聞
に
迭
ら

せ
て
糧
草
雑
緋
を
補
い
た
い
旨
の
上
奏
を
し
て
、
裁
可
を
得
て
い
る
。

な
お
民
世
を
放
克
し
た
あ
と
の
人
員
と
し
て
は
、
威
逮
附
近
の
屯
種

の
軍
丁
、
雑
排
の
合
徐
を
以
て
補
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
人
員
は
透
境
に
生
長
し
て
戟
陣
に
な
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
用

い
な
い
で
は
る
ば
る
内
地
の
民
壮
を
つ
れ
て
く
る
の
は
得
策
で
な
い

と
い
う
こ
と
と
、
民
社
に
は
逃
亡
が
多
い
の
に
そ
の
行
糧
は
故
の
よ

そ
れ
と
優
菟
さ
れ
た
税
糧
の
額
と
を
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う
に
官
吏
が
冒
支
し
て
お
り
、

併
せ
る
と
数
高
に
も
上
る
と
い
う
貼
と
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
同
じ
威
遠
地
方
に

つ
い
て
武
宗
貫
録
正
徳
二
年
七
月
戊

辰
の
僚
に
は
、
山
西
清
源
等
懸
の
民
三
千
名
の
成
を
や
め
、
人
ご
と

に
銀
一
一
間
二
銭
を
出
さ
せ
て
買
馬
を
助
け
し
め
る
と
い
う
記
載
が
あ

る
。
こ
の
民
と
い
う
の
は
恐
ら
く
民
社
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

う
す
る
と
弘
治
十
四
年
の
記
録
と
の
聞
に
い
く
ら
か
の
矛
盾
を
空
ず

る
こ
と
に
な
る
。
弘
治
十
四
年
の
そ
れ
が
貫
行
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
弘
治
十
四
年
に
定
め
ら
れ
た
納
銀
の
ほ
か
に
、
重
ね

て
正
徳
二
年
の
規
定
が
附
加
さ
れ
た
の
か
、
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と



に
な
る
で
あ
ろ
う
。

弘
治
か
ら
正
徳
に
か
け
て
の
時
期
に
お
け
る
民
推
銀
納
化
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
卑
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
わ
ず
か
上
述
の
数
例
に
す
ぎ
な

ぃ
。
し
か
も
そ
れ
が
現
質
化
し
た
の
は
、
大
同
西
路
威
遠
衡
を
守
備

す
る
民
妊
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
地
方
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
数
十
年
を
へ
た
嘉
靖
の
中
年
以
後
ま
で
遅
れ
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
を
民
吐
銀
納
化
の
第
一
期
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
第
二
期
は
嘉
靖
三
十
七
年
頃
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

世
宗
貫
録
同
年
二
月
戊
成
の
篠
に
嘗
時
の
財
政
朕
態
を
述
べ
た
一

文
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明
史
食
貨
志
に
も
一
部
引
用
さ
れ
た
も
の
で

そ
こ
に
は
「
民
壮
を
折
す
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
。
そ
の

あ
る
が
、

前
後
は
財
政
の
窮
乏
を
救
う
た
め
に
と
ら
れ
た
種
々
の
手
段
を
述
べ

て
い
る
の
で
、
折
民
壮
す
な
わ
ち
民
社
そ
銀
納
化
す
る
と
い
う
こ
と

も
、
財
政
補
救
の
一
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
の
内
地
民
妊
の
銀
納
化
は
、
既
に
佐
伯
教
授
が
迅
ベ
て
お
ら

れ
る
。
但
し
遺
防
関
係
の
民
枇
に
つ
い
て
は
い
つ
ど
の
地
方
で
ど
う
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い
う
風
に
行
な
わ
れ
た
の
か
具
韓
的
な
事
例
は
ま
だ
検
索
し
得
て
い

な
い
が
、
民
仕
を
銀
納
化
し
て
そ
の
銀
を
透
境
め
軍
事
費
に
使
用
し

た
例
と
し
て
は
、
世
宗
貫
録
嘉
靖
四
十
二
年
六
月
甲
寅
の
傑
に
、
太

原
卒
陽
、
瀦
安
の
三
府
と
揮
遼
め
扮
の
四
州
の
拍
除
民
仕
銀
を
防
秋
の

兵
前
銀
に
充
嘗
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
も
の
や
、
皇
明
世
法
録
単
位
七

三
の
隆
慶
五
年
四
月
の
篠
に
、
侠
西
三
透
線
督
の
王
之
詰
が
修
透
民

吐
銀
を
逢
堵
域
差
の
増
築
費
に
あ
て
よ
う
と
い
っ
て
い
る
も
の
な
ど

が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
嘉
靖
の
末
、
隆
慶
か
ら
高
暦
の
初
期
に
か
け
て
の
時

期
に
、
民
兵
の
銀
納
化
と
見
ら
れ
る
記
録
が
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。

民
壮
と
民
兵
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
一
言
を
費
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
に
民
兵
と
い
う
名
蒋
で
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

一
定
の
性
格

内
容
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
し
、
ま
た
嘉
靖
の

後
字
以
後
の
時
期
に
な
る
と
、
一
般
に
民
社
よ
り
も
民
兵
の
方
が
、
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少
く
と
も
北
透
防
衛
と
関
聯
す
る
限
り
で
は
多
く
現
れ
て
く
る
。
い

わ
ば
民
兵
が
民
社
に
と
っ
て
代
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
、

そ
う
い
う
民
兵
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
考
え
る
と
と
に
し
た
い
。

民

兵

の

入

衛

明
代
後
期
に
お
け
る
蒙
古
民
族
の
中
国
侵
窟
に
つ
い
て
、
庚
成
の

費
を
頂
貼
と
し
て
、
嘉
靖
年
聞
に
ア
ル
タ
ン
汗
の
激
し
い
活
動
が
あ

い
ま
さ
ら
説
く
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
謝
し
て
明
朝

っ
た
と
と
は
、
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は
軍
事
的
に
も
財
政
的
に
も
、
種
々
の
措
置
を
講
じ
て
封
麗
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
軍
事
面
に
お
け
る
借
置
の
一
つ
と
し
て
、
兵

力
の
充
賀
補
強
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ

の
方
策
が
あ
る
が
、
前
例
に
鑑
み
る
な
ら
ば
民
吐
の
動
員
も
嘗
然
そ

の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
頃
に
な
る
と
民
壮

が
現
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
前
述
の
よ
う
に
民
兵
と
よ
ば
れ
る
も
の
の

方
が
透
か
に
頗
出
す
る
。
具
盤
的
に
い
う
な
ら
ば
、

北
直
隷
入
府
の

ほ
か
、
山
東
山
西
河
南
の
三
省
の
民
兵
が
、
北
京
防
備
の
た
め
に
入

術
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
丁
度
前
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た

土
木
の
鑓
後
に
お
け
る
民
世
の
北
京
防
衛
と
封
比
し
得
る
で
あ
ろ

ぅ。

尤一
も
民
兵
の
入
衡
と
い
う
場
合
、

そ
の
防
衛
分
措
地
域
は
北
京

域
内
外
と
い
っ
た
狭
い
も
の
で
は
な
く
、
北
京
前
面
の
防
衡
を
措
嘗

す
る
繭
州
銀
管
下
の
各
地
に
わ
た
り
、
園
境
の
第
一
線
ま
た
は
そ
れ

に
近
い
と
こ
ろ
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
数
に
お
い
て
も
、
正

統
十
四
年
に
北
京
に
動
員
さ
れ
た
民
壮
の
数
が
、
僅
か
二
千
で
あ
っ

た
の
に
封
し

は
る
か
に
多
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
の
民
兵
が
い
つ
い
か
に
し
て
編
成
さ
れ
、

い
つ
か
ら
入
術

す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
鮎
に
開
し
て
は
、
遺
憾
乍
ら
あ
ま
り

は
っ
き
り
し
た
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
入
術
の

時
期
と
し
て
は
世
宗
貫
録
嘉
靖
二
十
四
年
七
月
発
未
の
僚
に
見
え
る

の
が
最
も
早
く
、
こ
れ
を
最
初
と
す
れ
ば
、
編
成
さ
れ
た
時
期
も
こ

れ
に
近
い
過
去
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
但
し
そ
れ
も
山
東
河
南
に
つ

い
て
で
あ
っ
て
、
山
西
の
場
合
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
北
直
隷
に
閥

⑫
 

し
て
は
、
沿
遼
地
方
の
民
兵
は
別
と
し
て
、
入
衛
民
兵
と
し
て
は
嘉

靖
二
十
九
年
の
末
に
な
っ
て
は
じ
め
て
編
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
旬
。

@
 

人
員
に
つ
い
て
は
山
東
河
南
は
は
じ
め
六
千
だ
っ
た
の
が
、
ま
も
な

⑬
 

く
三
千
に
減
ぜ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
山
西
も
や
は
り
三
千
だ
っ

⑮
 

た
ら
し
い
。
ま
た
北
直
隷
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
最
低
三
千
だ
っ

⑫
 

た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
最
低
の
場
合
を
考
え
て
、
入
街
民
兵
の
総

数
は
一
高
二
千
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
ら
民
兵
が
貫
際
に
活
動
し
た
期
聞
は

さ
ほ
ど
長
く
は
な
か

っ
た
。

つ
ぎ
つ
ぎ
に
入
衡
を
克
じ
て
銀
雨
を
徴
す
る
と
い
う
形
に
嬰

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
最
も
早
い
の
は
河
南
の
民
兵
で
、

⑬
 

早
く
も
嘉
靖
三
十
七
年
に
見
ら
れ
る
。
山
西
で
は
嘉
靖
四
十
一
年
、

⑬
 

山
東
も
翌
年
に
は
そ
の
措
置
が
と
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
北
直

@
 

隷
は
高
暦
に
入
っ
て
か
ら
に
な
る
。
た
だ
し
入
衡
を
克
ぜ
ら
れ
る
こ

と
が
、
直
ち
に
民
兵
の
完
全
な
解
散
を
意
味
し
た
か
ど
う
か
は
、
ま

た
別
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
翠
純
に
銀
納
化
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
。



右
の
よ
う
な
民
兵
に
つ
い
て
は
、
漠
然
と
述
べ
れ
ば
簡
軍
で
あ
る

が
、
や
や
立
ち
入
っ
て
考
え
る
と
む
し
ろ
不
明
な
黙
が
多
い
。
こ
こ

で
は
比
較
的
材
料
の
あ
る
山
東
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
る

こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
民
兵
が
編
成
さ
れ
る
前
に
お
け
る
民
妊
の
朕
況
を
見
て
お
く

@
 

と
、
そ
の
人
員
に
つ
い
て
は
弘
治
二
年
の
令
に
よ
っ
て
い
た
筈
で
あ

る
が
、
貫
際
に
は
そ
の
規
定
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
。
嘉
靖

二
十
年
に
翠
鵬
が
述
パ
た
所
に
よ
る
と
、
直
隷
、
山
東
、
河
南
の
民

壮
は
多
く
触
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
旬
。
事
貰
嘉
靖
山
東
遁
志

に
載
せ
て
い
る
民
壮
の
数
は
、
わ
ず
か
に
有
馬
民
社
六
九

O
人
だ
け

@
 

で
あ
っ
た
。
の
ち
に
民
壮
と
と
も
に
民
兵
編
成
の
母
瞳
と
な
っ
た
快

手
は
二
四
二

O
人
で
、
南
者
を
併
せ
て
も
三
千
徐
人
に
す
ぎ
ず
、
本

来
の
規
定
に
よ
っ
た
民
社
の
数
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
北
逢
の

非
常
事
態
が
績
く
と
と
も
に
、
こ
の
吠
態
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
動

き
が
出
て
く
る
の
は
嘗
然
で
、
右
の
翠
鵬
が
上
言
し
て

い
る
ほ
か
、

嘉
靖
二
十
二
年
に
は
廷
臣
の
曾
議
で
防
透
二
十
四
事
が
ま
と
め
ら
れ

'

た
と
き

そ
の
一
事
は
民
社
に
閲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
民
社
の
数
を
増
し
て
大
州
豚
は
千
名
、
そ
の
次
は
八
九
百
名
、
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ま
た
つ
ぎ
は
六
七
百
名
、
最
少
の
州
鯨
で
も
五
百
名
に
し
よ
う
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
頃
か
ら

内
地
民
壮
の
充
賓
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俵
に
一
州
牒
一
や

均
五
百
名
と
し
で
も
、
山
東
全
省
で
は
一

O
四
州
蘇
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
数
は
合
計
五
高
二
千
，名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貰
際
に
は
そ
れ

ほ
ど
の
増
加
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
嘉
靖
二
十
七
年
の
数
字

に
よ
る
と
、
圏
操
民
壮
が
九
九
六
二
名
、
守
域
民
世
が
入
一

O
O名、

併
せ
て
一
八
、

O
六
二
名
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
じ
時
期
の
有
馬
快
手

は
二
四
八
五
名
で
、
通
士
山
の
数
字
よ
り
六
五
名
ふ
え
て
い
る
に
す
ぎ

@
 

な
い
。
こ
れ
だ
け
が
山
東
に
お
け
る
民
兵
編
成
の
基
礎
と
な
っ
た
も
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の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
民
兵
を
編
成
し
て
入
衛
せ
し
め
た
の
は
い
つ
か
。

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
遺
憾
乍
ら
充
分
に
は
明
か
で
な
い
。
世
宗
貫
録

嘉
靖
二
十
四
年
七
月
美
未
の
僚
に
は
、
河
南
の
民
兵
六
千
と
山
東
の

長
鎗
手
六
千
を
近
ご
ろ
紫
荊
遁
州
等
の
慮
に
赴
い
て
協
守
せ
し
め
る

こ
と
と
し
た
旨
が
見
え
、
翌
二
十
五
年
二
月
丙
申
の
僚
に
は
、
宣
大

線
督
翁
首
問
達
が
調
兵
を
求
め
る
に
つ
い

て
、
河
南
山
東
の
民
兵
は
無

盆
で
あ
る
か
ら
、
山
東
の
長
槍
手
三
千
だ
け
を
調
し
た
い
と
述
べ

こ
れ
に
封
す
る
兵
部
の
意
見
で
は
、

山
東
の
長
槍
手
や
河
南
の
毛
商

車
は

そ
れ
ぞ
れ
用
槍
走
山
に
長
じ
て
い
る
の
で
、
所
司
が
雇
募
し
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て
保
障
に
資
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
毎
省
六
千
名
と
も
な
れ
ば
、
老

弱
を
充
て
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
か
ら
、
三
千
人
だ
け
用
い
る
こ

と
に
し
た
い
と
い
っ
て
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
記
載
か
ら
考
え

る
と
、
河
南
の
場
合
は
民
兵
と
毛
萄
藍
が
事
質
上
同
一
の
も
の
と
さ

れ
て
い
る
の
に
封
し
、
山
東
の
場
合
翁
高
達
の
意
見
で
は
民
兵
と
長

槍
手
は
別
の
も
の
か
、
少
く
と
も
長
槍
手
は
民
兵
中
の
特
殊
の
も
の

と
し
て
直
則
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
う
け
と
れ
る
。
こ
の
長
槍
手
ま
た

は
長
鎗
手
は
、
貫
録
の
中
で
は
嘉
靖
二
十
四
年
頃
か
ら
二
十
八
年
頃

ま
で
の
短
い
期
聞
に
だ
け
現
れ
る
も
の
で
、
間
早
に
槍
手
と
も
記
さ
れ
、

河
南
の
民
兵
と
並
べ

ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く

そ
れ
自
睡
も
民
兵

と
稽
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
長
槍
手
を
も
含
め
て
考
え
る

と
、
山
東
民
兵
の
入
術
は
河
南
と
と
も
に
嘉
靖
二
十
四
年
頃
か
ら
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
長
槍
手
と
い
う
も
の
の
性
格
で

あ
る
が
、
民
兵
と
い
う
名
稽
か
ら
し
て
軍
戸
に
非
ざ
る
一
般
民
戸
の

中
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
。
そ
し
て
右
に
あ
げ
た
質

録
嘉
靖
二
十
五
年
二
月
丙
申
の
僚
に
見
え
る
兵
部
の
言
を
信
ず
れ

ば
、
そ
れ
は
民
間
の
常
各
で
は
な
く
、
所
司
の
雇
募
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
か
ら
、
役
の
一
種
と
し
て
割
り
嘗
て
ら
れ
る
民
壮
な
ど
と

は
闘
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
義
勇
兵
の
一
種
だ
っ

た
と
考
え
る

ψ

へ
き
で
あ
ろ
う
。

山
東
か
ら
の
入
術
民
兵
が
民
妊
や
快
手
を
基
礎
と
し
て
編
成
さ
れ

た
の
は
、
嘉
靖
二
十
八
年
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
山
東
経
曾
録
昌
也

七
に
よ
る
と
こ
の
年
兵
部
の
題
に
よ
っ

て
、
科
部
等
の
官
を
近
省
兵

備
選
に
赴
か
し
め
、
民
兵
を
抽
選
招
募
し
て
北
征
を
助
け
し
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
山
東
で
は
圏
操
民
壮
の
四
分
の
一
を

有
馬
民
社
に
改
め
、
馬
快
手
と
併
せ
て
有
馬
の
人
数
回
、
九
七
七
名

そ
の
中
か
ら
快
手
二
九

O
名
と
民
壮
六
八
七
名
を
除
く
四
千

を
得
、

名
を
民
兵
と
し
て
、
兵
部
の
要
求
に
臆
じ
、
残
徐
の
壮
快
九
七
七
名
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は
従
来
週
り
各
兵
備
道
の
も
と
に
お
い
て
圏
操
せ
し
め
る
こ
と
と
し

た
。
翌
嘉
靖
二
十
九
年
に
は
、
例
の
庚
成
の
賓
と
よ
ば
れ
る
蒙
古
軍

の
北
京
進
撃
が
あ
っ
た
か
ら
、
新
編
の
民
兵
も
早
速
動
員
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
。
貫
録
に
も
、
京
師
防
衛
に
関
聯
し
て
民
兵
と
い
う
文
字
が

@
 

散
見
す
る
が
、
但
し
山
東
の
民
兵
が
ど
の
よ
う
に
配
備
さ
れ
た
か
な

し
か
し
こ
の
頃
は
遁
年
入

ど
の
具
瞳
的
な
貼
ま
で
は
明
か
で
な
い
。

衛
の
形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
経
曾
録
に
よ
れ
ば
三
十
一

年
に
な
っ
て
そ
の
非
常
態
制
は
解
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
以
後
は
防
秋
の
際
を
除
き
、
他
の
三
季
に
は
従
前
遁
り
各
兵
備
遁

の
も
と
に
お
い
て
囲
操
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
三
十
年
に
は
民



兵
三
五
名
の
増
員
が
行
な
わ
れ
、
翌
年
に
は
残
留
民
壮
に
つ
い
て
も

若
干
の
増
員
が
あ
っ
て
、

ヨ嘉
靖
三
十
一
年
の
人
員
は
、
民
兵
四
、

O

三
五
名
、
圏
操
の
有
馬
快
手
二
九

O
名
、
有
馬
民
壮
六
九
五
名
、
歩

四
七

O
名
、
守
域
民
社
入
、

隊
民
妊
七
、

一
五

O
名
で
、
二
十
八
年

に
比
ベ
る
と
総
数
に
お
い
て
九
三
名
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

曾
典
に
よ
る
と
嘉
靖
三
十
二
年
に
、
山
東
の
民
世
快
手
か
ら
六
千

名
を
選
ん
で
二
倍
と
し
、

一
径
は
徳
州
に
駐
屯
し
て
調
遣
を
ま
ち
、

一
管
は
省
城
に
お
い
て
訓
練
し
、
も
し
徳
州
の
一
径
が
北
去
す
れ
ば

省
域
の
一
営
が
徳
州
に
移
動
し
て
膳
援
に
備
え
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

@

@

 

い
る
。
と
こ
ろ
が
経
曾
録
に
は
こ
の
措
置
に
つ
い
て
周
年
に
は
何
の

記
載
も
な
く
、
三
十
四
穿
に
至
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
改
革
が
行
な
わ
れ

た
。
す
な
わ
ち
兵
部
の
容
に
よ
っ
て
民
兵
二
千
名
を
減
じ
、
翌
年
正

月
残
る
二
千
名
の
う
ち
か
ら
さ
ら
に
馬
一
千
匹
を
減
じ
た
。
従
っ
て

有
馬
民
兵
千
名
、
無
馬
民
兵
千
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
減
額
二
千

名
に
つ
い
て
は
、
圭
然
や
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く

四
O
玉
名
を

有
馬
快
世
に

一
、
五
六

O
名
を
歩
隊
民
壮
に
編
入
し
て
兵
備
道
の
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下
で
園
操
せ
し
め
、
三
玉
名
だ
け
を
裁
草
し
た
。
さ
ら
に
都
察
院
の

勘
合
に
よ
っ
て
、
改
め
て
圏
操
民
壮
の
う
ち
か
ら
歩
兵
一
千
名
を
選

び
、
さ
き
の
二
千
名
の
民
兵
と
合
せ
て
三
千
名
で
一
倍
と
し
、
こ
れ

を
防
秋
入
衡
に
備
え
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
結
局
従
前
回
、

O
三
玉
名
の
民
兵
が
三
千
名
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
民
兵
、

有
馬
壮
快
、
歩
隊
民
壮
は
そ
れ
ぞ
れ
負
揖
が
ち
が
う
の
で
、
こ
れ
を

機
曾
に
各
種
目
に
つ
い
て
の
省
内
の
割
嘗
に
つ
い
て
も
改
革
が
行
な

わ
れ
た
が
あ
ま
り
に
繁
蹟
に
な
る
か
ら
省
略
す
る
。

と
こ
ろ
で
右
に
遮
ベ
て
き
た
よ
う
に
、
山
東
の
民
兵
と
い
う
の
は

繭
州
鎮
に
躍
援
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
は

南
方
で
も
い
わ
ゆ
る
倭
冠
の
活
動
の
激
し
い
時
期
で
あ
っ
て
、
庚
成

の
費
を
頂
駐
と
す
る
ア
ル
タ
ン
汗
の
活
動
が
い
く
ら
か
下
火
に
な
る

と
、
山
東
の
民
兵
は
倭
冠
防
衛
に
動
員
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と

は
世
宗
貫
録
嘉
靖
三
十
七
年
九
月
辛
丑
の
傑
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
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こ
で
兵
部
郎
中
唐
順
之
は
民
兵
を
用
い
る
の
を
や
め
て
そ
の
費
用
を

徴
収
し
、
蔚
鎮
で
雇
募
す
れ
ば
七
、
八
千
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ

@
 

う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
貫
録
で
は
裁
可
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
買
施
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
曾
典
で
は
嘉
靖
四
十
二
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
山
東
民
兵

の
入
衡
を
克
じ
、
有
馬
者
は
一
名
に
つ
き
工
食
銀
十
二
雨
、
無
馬
者

は
一
名
に
つ
き
七
雨
を
徴
牧
し
、
合
計
六
寓
六
千
雨
を
繭
鎮
に
逢
っ

て
、
軍
器
を
造
り
軍
士
を
稿
う
の
用
に
あ
て
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
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か
ら
で
あ
る
。
こ
の
徴
銀
額
は
同
年
の
う
ち
に
一
名
に
つ
き
二
一
関
ず

つ
増
加
さ
れ
て
い
伊
。
と
こ
ろ
が
同
書
に
は
ま
た
嘉
靖
四
十
三
年
以

降、

三
千
名
の
民
兵
を
訓
練
し
て
七
月
初
旬
に
閉
鎖
に
赴
い
て
防
禦

@
 

せ
し
め
る
と
い
う
規
定
も
あ
り
、
し
て
み
る
と
入
術
を
克
じ
て
銀
を

徴
し
た
の
は
四
十
二
年
だ
け
の
こ
と
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
経
曾
録
に
も
四
十
二
年
頃
に
民
兵
の
入
街
が
克
ぜ
ら
れ
た
よ
う

な
記
載
は
な
く
、貫
録
で
は
大
分
の
ち
の
隆
慶
六
年
頃
に
な
っ
て
、
山

東
の
民
兵
の
う
ち
馬
歩
兵
各
五
百
名
を
減
じ
、
そ
の
代
り
に
工
食
銀

二
着
四
千
雨
を
荷
額
に
迭
ら
し
め
て
兵
嗣
に
あ
て
る
と
い
う
こ
と
に

@
 

な
っ
た
。
さ
ら
に
翌
高
暦
元
年
に
な
る
と
、
山
東
の
民
兵
三
千
名
を

減
じ
、
銀
玉
商
六
千
雨
を
徴
収
す
る
こ
と
に
き
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ

@
 

は
高
暦
二
年
か
ら
貫
施
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
こ
の
銀
は
将
来
繭

鎮
の
兵
員
数
が
充
足
し
訓
練
が
で
き
た
ら
徴
牧
を
停
止
す
る
と
い
う

係
件
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、

さ
き
の
兵
嗣
と
い
わ
れ
る
も
の
の
具
憧

的
な
使
途
と
し
て
は
募
兵
の
費
用
と
訓
練
費
と
で
あ
ろ
う
。

来
の
徴
枚
停
止
で
あ
る
が
こ
れ
は
い
う
べ
く
し
て
行
な
い
難
い
こ
と

一
方
特

は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
事
貫
三
年
後
の
紳
宗
貫
録
禽
暦
四
年
八
月

辛
未
の
傑
に
は
、
繭
鎮
の
土
兵
が
未
だ
充
質
せ
ず
、
従
っ
て
工
食
を
徴

解
す
る
と
と
も
停
止
で
き
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
高

暦
十
一
年
に
な
っ
て
、
山
東
巡
撫
陸
樹
徳
ら
の
請
に
よ
っ
て

ょ
っ

や
く
そ
の
う
ち
の
三
寓
二
千
雨
が
山
東
に
存
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
か
よ
う
に
し
て
入
術
の
民
兵
は
解
瞳
さ
れ
た
が

そ
れ
は

民
兵
が
全
く
解
消
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
馬
兵
は
馬
快
手
に、

歩
兵
は
民
社
に
改
め
ら
れ
て
、
依
然
と
し
て
各
道
の
も
と
に
お
い
て

訓
練
を
受
け
、
存
一
樹
分
を
そ
の
費
用
に
あ
て
た
の
で
あ
っ
同
。

以
上
山
東
の
入
街
民
兵
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
で
民
兵
が
民
世
と
快
手
か
ら
選
ば
れ
て
編
成
さ
れ
た
と
い
う
鮎

は
、
山
東
以
外
の
地
方
で
は
全
く
不
明
な
鮎
で
あ
る
。

し
か
し
民
兵
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そ
の
代
り
に
銀
を
徴
枚
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
他
の
地
方
に
お
い
て
も
、
民
兵
は
そ
れ
自

龍
一
種
の
役
と
し
て
設
定
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
山
東
と
同
様
に
既

の
入
街
を
克
じ
て
、

存
の
役
を
基
礎
と
し
て
編
成
さ
れ
た
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

人
民
の
負
措
の
増
大
と
い
う
黙
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
後
の
場
合
の

方
が
よ
り
大
き
な
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

一日一

民
兵
に
選
定
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
ま
ま
固
定
し
て
い
わ
ば
永
充
の
か

た
ち
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
相
嘗
の
年
数
を
経
過
す
る
と

民
兵
老
朽
化
の
現
象
が
生
ず
る
。
世
宗
貫
録
嘉
靖
三
十
八
年
一
月
戊

子
の
w
慨
に
は
、
保
定
紫
荊
一
帯
の
民
兵
に
つ
い
て
老
弱
者
を
革
去
し



精
壮
に
し
て
馬
を
有
す
る
者
だ
け
を
残
一
し
、
そ
れ
も
主
某
が
充
質
し

た
な
ら
督
撫
の
奏
に
よ
っ
て
や
め
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
の
と
き
老
弱
者
が
ど
の
程
度
問
汰
さ
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
し
、

ま
た
他
地
方
の
民
兵
に
つ
い
て
、
同
じ
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
か

ど
う
か
も
明
か
で
な
い
。

し
か
し
こ
う
い
う
民
兵
老
弱
化
の
現
象
が

進
行
す
る
ご
と
に
よ
っ
て
、
銀
納
へ
の
轄
換
が
一
一
暦
切
買
な
問
題
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
に
民
妊
に
つ
い
て
考
え
た
所
か
ら
し

て
も
、
容
易
に
推
察
で
き
る
筈
で
あ
る
。
神
宗
貫
録
高
暦
五
年
二
月

辛
巳
の
傑
に
は
、
保
定
河
間
二
府
の
入
衛
民
兵
三
千
名
に
つ
い
て
、

毎
年
工
食
銀
四
高
一
千
六
百
雨
を
徴
し
、
軍
門
に
解
遺
し
て
土
兵
二

千
名
を
召
募
す
る
こ
と
を
定
め
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
中
で
蔚
遼
線

・督
楊
兆
が
徴
銀
募
兵
の
便
な
る
所
以
を
七
笛
傑
に
わ
た
っ
て
列
皐
し

て
い
る
。
や
や
繁
冗
に
わ
た
る
嫌
い
が
な
い
で
は
な
い
が
、
民
兵
の

銀
納
化
を
考
え
る
恰
好
の
材
料
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
簡
箪
に
解
説
し

て
み
よ
う
。

第
一
は
「
兵
は
遠
徴
せ
ず
、
舗
に
定
額
あ
り
1

一
で
、
遠
隔
地
の
民

兵
を
動
員
す
る
代
り
に
、
一
定
の
銀
雨
を
徴
枚
し
て
軍
費
に
あ
て
る
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と
い
う
こ
と
は
、
民
兵
の
役
を
負
搭
す
る
人
民
に
と
っ
て
も
、
ま
た

政
府
に
と
っ
て
も
好
都
合
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
と
に
第
二
に

「
学
年
の
践
更
を
以
て
終
歳
の
常
成
と
属
す
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

秋
冬
の
牟
年
だ
け
服
務
し
て
、
毎
年
駐
屯
地
と
本
籍
の
聞
を
往
復
す

る
民
兵
は
、
民
兵
た
る
者
自
身
が
面
倒
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
兵

力
と
し
て
の
安
定
性
に
お
い
て
も
、
召
募
し
た
土
兵
が
常
時
勤
務
す

る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
非
常
な
差
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
「
人

に
定
名
あ
り
、
之
を
練
り
て
精
な
ら
し
む
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

常
時
勤
務
の
募
兵
で
あ
れ
ば
、
人
員
の
費
動
も
な
く
、
訓
練
は
比
較

的
容
易
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
「
土
著
の
民
は
透
方
に
生
長
し
、

-虜
情

に
習
知
す
」
と
あ
る
の
は
、
募
兵
の
封
象
た
る
透
境
人
民
の
有
す
る

長
所
で
、
内
地
の
民
に
は
求
め
て
も
得
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
第
五

噌

E
A

勾

4
噌
自
ム

の
「
父
母
妻
子
は
鐙
を
以
て
家
と
な
し
、
ま
た
内
顧
せ
ず
」
と
い
う

の
は
、
土
箸
の
民
を
召
募
し
た
場
合
に
、
兵
士
が
家
族
と
一
緒
に
生

活
で
き
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
、
民
兵
が
家
族
を
郷
里
に
お
い
て

遠
成
す
る
の
と
は
、
士
気
な
ど
の
面
に
相
嘗
大
き
な
差
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。
第
六
は
「
什
伍
相
保
し
二
た
び
次
を
離
る
る
有
る
も
、
近
き

に
就
い
て
迫
補
し
、
有
司
を
煩
わ
す
な
し
」
と
い
う
の
で
、
逃
亡
な

と
の
際
に
も
、
土
兵
の
方
が
補
充
し
易
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
第
七
は
「
非
時
に
警
あ
る
も
、
令
を
聞
か
ば
即
ち
に
行
く
」

と
あ
っ
て
、
土
著
民
が
常
勤
す
る
こ
と
の
有
利
な
黙
を
述
べ
た
も
の
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で
あ
る
。
以
上
土
著
民
を
兵
と
な
す
こ
と
の
利
鮎
に
重
き
が
置
か
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
民
兵
を
入
街
さ
せ
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
や
め
て

銀
を
徴
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
募
兵
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
の
理

由
を
、

か
な
り
網
羅
的
に
指
摘
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
制

度
を
改
め
る
た
め
に
は
、
新
し
い
制
度
に
ど
れ
ほ
ど
利
貼
が
考
え
ら

れ
て
も
、
従
来
の
制
度
で
具
鵠
的
に
困
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
容
易

に
改
革
の
貫
施
に
ま
で
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
貼
こ
の
七
箇

4

僚
の
う
ち
で
は
第
二
と
第
三
が
い
く
ら
か
そ
れ
に
嘗
る
よ
う
で
あ
る

が
、
や
は
り
前
述
し
た
民
兵
自
瞳
の
老
弱
化
と
い
う
こ
と
が
、
大
き

な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

む

び

す

軍
戸
制
度
を
基
盤
と
す
る
明
代
の
兵
制
に
お
い
て
、
兵
員
の
充
足

は
必
ず
し
も
ス
ム
ー
ズ
に
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
時
代
の
降
る
に

つ
れ
て
む
し
ろ
非
常
に
困
難
に
な
っ
た
と
い
っ
た
方
が
安
首
で
あ
ろ

う
c

そ
ζ

で
嘗
然
別
の
方
法
に
よ
る
兵
員
補
充
策
が
講
じ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
募
兵
制
で
あ
り
、
第
こ
に
は
民
壮

と
か
民
兵
と
か
の
繕
役
に
よ
る
人
民
の
徴
用
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
は

正
統
末
以
来
紹
え
ず
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
第
二
の

方
策
の
貰
施
吠
況
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
こ
こ
に
蔑
さ
れ
た
疑

聞
が
一
フ
あ
る
。
民
妊
の
場
合
に
そ
の
弱
瞳
化
が
問
題
と
な
り
、
民

壮
を
使
用
す
る
よ
り
も
、
遺
境
土
著
の
民
を
招
募
し
た
方
が
有
効
で

あ
る
と
い
う
事
賓
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同

じ
こ
と
が
民
兵
の
場
合
に
も
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
民
兵
と
民
社
と

の
性
格
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
基
本
的
に
は
共
通
な
も
の
で

あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
嘗
然
民
兵
編
成
の
首
初
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と

が
務
見
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
民
兵
が
編
成
さ
れ
た
の
は

何
故
で
あ
っ
た
の
か
。

n
，u
 

巧

d
噌

'Ea

こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
将
来
の

弱
憧
化
は
別
と
し
て
、
首
面
こ
の
方
法
が
手
取
り
早
い
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
根
本
的
に
は
財
政
と
の
閥
聯
に

お
い
て
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
募
兵
を
行
う
た
め
に
は
普

通
新
た
な
財
源
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
募
兵
に
は
財
政
面
か
ら
の

制
約
を
克
れ
な
い
。
そ
の
制
約
を
の
り
こ
え
る
に
は
増
税
以
外
に
方

法
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
増
税
の
名
は
矯
政
者
の
最
も
嫌
う
こ
と
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
民
戸
に
役
を
負
搭
さ
せ
る
こ
と
は
、
人

民
の
負
携
に
臆
す
る
貼
で
は
同
じ
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず

一
般
的
な

増
税
と
は
全
く
異
っ
た
観
念
で
迎
え
ら
れ
た
。
民
壮
と
か
民
兵
と
か



が
置
か
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
全
く
そ
乙
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
一
旦
設
置
さ
れ
る
と
、
今
度
は
そ
れ
が
老
弱
化
し
た
場
合
に
、

こ
れ
を
銀
納
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
財
源
を
聞
き
そ
れ
に
よ

っ
て
募
兵
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
設
置
か
ら
銀
納
化
ま
ーで
の
過

程
が
、
民
兵
の
場
合
に
は
民
社
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
短
か
か
っ

た
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註ω
佐
伯
宮
、
明
清
時
代
の
民
批
に
つ
い
て
、
東
洋
史
研
究
第
十
五
谷
第
四

放。ω
た
と
え
ば
民
枇
に
関
す
る
最
も
早
い
記
録
で
あ
る
英
宗
質
録
正
統
二
年

六
月
壬
戊
の
僚
に
は
、
召
募
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

ω
正
徳
大
明
曾
典
倉
一
一
二
、
高
暦
大
明
曾
曲
問
答
一
三
七
の
民
地
の
係
、

い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。

，

ω
英
宗
貫
録
天
順
五
年
六
月
壬
午
の
係
。

制
た
と
え
ば
憲
宗
貫
録
成
化
二
年
間
三
月
美
巳
、
同
成
化
六
年
三
月
壬
寅

な
ど
の
傑
参
照
。

・

ω
憲
宗
貫
録
戚
化
十
二
年
八
月
乙
百
の
係
、
武
宗
寅
録
正
徳
λ
年
六
月
丙

午
の
篠
な
ど
。
た
だ
し
後
者
に
は
民
兵
と
あ
り
、
必
ず
し
も
民
推
と
は
断

定
で
き
な
い
。

仰
寅
録
の
そ
の
肱
慨
に
は
「
山
西
清
源
等
の
民
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
人

教
と
守
備
地
の
一
致
か
ら
、
民
推
を
指
す
も
の
と
み
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ

う
し
、
あ
る
い
は
妊
の
字
が
脱
落
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ω
た
と
え
ば
孝
宗
寅
録
弘
治
十
二
年
四
月
戊
戊
の
僚
の
、
正
統
末
に
お
け

る
民
社
の
動
員
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
乙
ろ
に
は
、
事
寧
放
固
と
記
き

れ
、
そ
の
後
も
或
調
或
放
だ
っ
た
と
い
う
・
こ
れ
ら
の
語
は
③
に
あ
げ
た

曾
典
の
正
統
十
四
年
令
の
な
か
の
、
遇
響
調
用
、
事
定
品
川
復
震
民
と
い
う

規
定
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω
拙
稿
、
銀
差
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
史
林
第
四
十
谷
第
五
腕
。

帥
大
明
曾
典
の
民
枇
の
篠
に
載
せ
る
天
順
元
年
令
で
は
、
本
戸
の
温
五
石

と
、
戸
下
の
二
丁
の
雑
役
を
菟
ず
る
乙
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
威
遼
衡

防
冬
の
民
社
は
糧
七
石
を
菟
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
民
鮭
の
待
遇
に

つ
い
て
は
既
に
佐
伯
数
授
が
前
掲
論
文
で
明
か
に
き
れ
た
所
で
あ
る
。

ω
前
註
で
述
べ
た
よ
う
に
、

ζ

の
地
の
民
推
が
七
石
の
糧
を
菟
ぜ
ら
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
石
八
銭
と
し
て
計
五
爾
六
銭
を
納
入
す
る
こ
と
に
な

場。。

帥
北
直
隷
沿
迭
の
民
兵
に
つ
い
て
は
、
武
宗
賓
録
正
徳
八
年
六
月
丙
午
の

僚
に
、
三
屯
営
か
ら
山
海
闘
に
か
け
て
の
地
方
に
、
各
州
懸
か
ら
民
兵
の

調
用
さ
れ
て
い
た
と
と
を
述
べ
て
あ
る
の
が
、
最
も
時
期
の
早
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
世
宗
寅
録
嘉
靖
二
十
三
年
十
二
月
庚
辰
の
僚
や
、

同
じ
く
二
十
四
年
丙
午
の
係
な
ど
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
民
兵
は
右

の
第
二
の
記
録
に
明
か
な
よ
う
に
、
民
社
を
中
心
に
そ
の
他
の
も
の
を
併

せ
て
漠
然
と
穏
し
た
も
の
で
、
特
別
な
民
兵
と
い
う
も
の
が
編
成
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
嘉
靖
二
十
五
年
に
な
る
と
、

治
透
地
方
で
新
た
に
民
兵
の
編
成
が
行
わ
れ
た
。
世
宗
寅
録
の
周
年
四
月

壬
子
の
僚
に
よ
る
と
、
沼
唱
坦
各
師
牌
に
命
じ
て
民
兵
の
愈
還
を
行
わ
せ
た

が
、
大
麻
は
五
百
人
、
中
前
脚
は
三
百
人
、
小
懸
は
二
百
人
と
い
う
基
準
が

。。
n
i
 

噌

i
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示
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
場
合
の
民
兵
は
本
虜
の
城
池
防
護
が
任
務
で
、
他

地
方
へ
の
出
動
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
皇
明
経
世
文
編
各
二

二
三
に
見
え
る
翁
高
遠
の
「
易
州
議
罷
抽
民
兵
疏
」
に
よ
れ
ば
、
乙
の
計

登
が
直
隷
八
府
の
内
地
に
も
遜
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

帥
世
宗
質
録
嘉
埼
二
十
九
年
十
二
月
甲
子
の
係
。

帥

同

替

嘉
靖
二
十
周
年
七
月
突
未
の
係
。

帥
同
書
嘉
靖
二
十
五
年
二
月
丙
申
の
係
。

側
同
番
嘉
堵
四
十
一
年
三
月
丙
申
の
係
。

仰
紳
宗
質
録
商
暦
五
年
二
月
辛
巳
の
傑
に
よ
れ
ば
、
保
定
と
河
問
の
二
府

だ
け
で
三
千
名
の
入
術
民
兵
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
諮
府
で
も
設
け
ら
れ

て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
人
員
は
不
明
で
あ
る
。

脚
部
勝
大
明
曾
奥
谷
二
一
九
、
兵
部
、
各
鋲
分
例
の
う
ち
の
罰
則
鎖
募
調
兵

の
係
。

帥
同
書
、
都
銀
入
衛
兵
の
係
。
た
だ
し
山
東
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
よ
う

に
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。

帥
同
書
同
僚
。

倒
正
徳
大
明
曾
州
問
答
一
一
二
、
高
暦
大
明
禽
曲
州
各
二
二
七
に
載
せ
ら
れ
た

'と
ζ

ろ
に
よ
る
と
、
最
少
の
州
廓
で
も
五
百
名
は
置
か
れ
た
筈
に
な
る
。

な
お
佐
伯
数
授
前
掲
論
文
四
三
頁
参
照
。

闘
世
宗
貫
録
嘉
靖
二
十
年
十
一
月
丙
申
の
係
。

倒
嘉
靖
山
東
迦
志
谷
八
。
な
お
同
番
は
嘉
精
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
ζ

に
記
さ
れ
た
倣
字
も
そ
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

仰
山
東
経
曾
録
谷
七
、
均
径
因
革
上
。
な
お
山
東
経
曾
録
は
内
藤
湖
南
博

士
の
奮
描
摘
に
か
か
る
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
紹
介
す
る
橡
定
で

あ
る
。

帥

世

宗

寅

録
嘉
靖
二
十
九
年
八
月
辛
巳
、
同
じ
く
三
十
年
六
月
美
未
の
傑

な
ど
。

脚
部
暦
大
明
曾
曲
内
各
二
ニ
て
各
銀
分
倒
、
山
東
防
守
の
係
。

師
以
下
の
記
述
は
山
東
経
曾
録
谷
九
均
値
抽
附
録
、
お
よ
び
谷
七
均
億
四
因
革

上
に
見
え
る
と
こ
ろ
を
綜
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

倒
こ
の
上
言
は
荊
川
先
生
外
築
谷
ニ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
篠
陳
刻
鋲
補

兵
足
食
事
宜
」
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
貫
録
と
は
多
少
の

相
違
が
あ
る
。

帥
背
荷
問
暦
大
明
曾
典
晶
谷
甘
一
二
九
、
剖
翻
刷
鋲
入
衡
兵
の
肱
篠
怖
。

側
同
書
谷
一

側
穆
宗
寅
録
隆
慶
六
年
ニ
月
甲
成
の
W係慨
。

ω
一
榊
脚
宗
賓
録
寓
暦
元
年
五
月
戊
戊
の
肱
篠
怖
。

附
同
書
古
菌
両
暦
十
一
年
五
月
戊
戊
の
係
。

補
他
の
筏
役
の
場
合
に
も
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
民
壮
の
場
合
に
は

特
に
銀
納
化
と
い
う
こ
と
ば
の
内
容
に
注
意
!を
携
う
必
要
が
あ
る
。
と
い

う
の
は
次
節
で
民
兵
の
場
合
に
つ
い
て
も
述
べ
る
よ
う
に
、
放
菟
納
銀
と

書
か
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
役
自
慢
の
全
面
的
な
免
除
で
は
な
く
、
透

防
に
参
加
す
る
こ
と
だ
け
が
菟
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

か
ら
。

附
記

本
稿
に
用
い
た
明
寅
録
は
、
お
お
む
ね
明
代
満
蒙
史
料
の
蒙
古
篇
に

ょ
っ
た
。
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The Minchuang民ft and the Defence of

　　

the Nothern Frontierof the Ming

　　　　　　　　　　　　　　　　　

Hiｒｏ＆hiTｗａｍｉ

　　　

Due to the inefficiency of the military household system (chiln-

ｈｕ軍戸）tｈｅMing practised enlistment in the form of corvee which

was called minchuang. The minchuang were employed not only for

maintenance of internal peace and order but for the defence of the

northern frontier. However, the tendency appeared later that the

minchuang system degenerated into payment in money in place of

military service. In the Chiaching 嘉靖era, when the Mongols made

frequent invasions, ａnew kind of militia. minping,民兵which was

again ａ kind of corvee, was set up. The latter also became ･ａkind

of dues, i.e. payment in money. In view of the fact that the mine-

chuang system was more convenient for frontier　defence than the

minping, the establishment of the latter seems to have been due

to financial reasons.

３－


