
場
一
市
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍

ー
ー
そ
の
規
模
と
兵
種
l
|

浅

見

直

郎

は

じ

め

に

第
一
章
遠
征
軍
の
兵
数

第
二
章
惰
の
兵
募

第
三
章
遠
征
軍
中
の
府
兵
と
兵
募

お

わ

り

に

- 23ー

』工

じ

め

陪
朝
第
二
代
皇
帝
・
燭
一
帝
が
、
三
次
に
わ
た
る
高
句
麗
遠
征
を
行
っ
た
こ
と
は
、
史
上
絵
り
に
も
名
高
い
。
そ
し
て
、

そ
の
遠
征
が
悉
く
失

敗
に
終
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
各
地
で
大
規
模
な
反
凱
を
惹
起
し
、
遂
に
は
惰
朝
の
滅
亡
と
い
う
結
果
に
至
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
更
め
て
読
明

す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

惰
代
の
園
際
関
係
の
基
軸
は
、
惰

・
突
阪
聞
の
関
係
に
あ
っ
た
。
成
立
以
来
、
常
に
突
阪
の
勢
力
削
減
に
意
を
用
い
て
い
た
惰
朝
は
、
仁
蕎

三
年
(
六

O
三
〉
、
自
ら
の
支
援
す
る
啓
民
可
汗
を
突
肢
の
大
可
汗
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
突
阪
に
劃
し
て
完
全
な
優
位
に
立
っ
た
。
翌
仁
蕎

四
年
に
即
位
し
た
湯
一帝
は
、
こ
の
突
阪
の
服
属
と
い
う
基
盤
の
上
に
、
積
極
的
か
っ
高
匪
的
な
劃
外
政
策
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
そ
の
組
決
算

23 
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と
も
い
え
る
の
が
三
次
に
わ
た
る
高
句
麗
へ
の
遠
征
で
あ
り
、
惰
朝
の
総
力
を
由
挙
げ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
2〉

本
稿
で
は
、

三
次
に
わ
た
る
高
句
麗
遠
征
の
中
か
ら
、
第
一
次
遠
征
軍
を
考
察
の
封
象
と
し
て
選
び
、

そ
の
規
模
お
よ
び
兵
種
の
問
題
に
つ

い
て
若
干
の
検
討
を
行

っ
て
、
こ
の
遠
征
軍
の
も
つ
特
色
を
論
じ
、
あ
わ
せ
て
兵
制
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

第
一
章

遠
征
軍
の
丘
一敏

『
陪
書
』
巻
4
燭
一帝一
紀
下
、
大
業
八
年
(
六
二
一
)
正
月
壬
午
僚
に
、

第

一
次
高
句
麗
遠
征
の
撃
を
起
す
長
文
の
詔
を
掲
げ
た
後
、
そ
の
兵
数

に
つ
い
て

総
べ

て一

百
一
十
三
高
三
千
八
百
、
放
し
て
二
百
寓
、
そ
の
舘
運
す
る
者
は
こ
れ
に
倍
す
。

と
述
べ
た
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

遠
征
軍
の
総
兵
数
を
最
も
明
瞭
に
示
し
た
史
料
で
あ
っ
て
、

遠
征
軍
の
規
模
や
惰
朝
の
園
カ
の
評
債
に
深

く
関
聯
す
る
こ
と
は
勿
論
、

さ
ら
に
本
稿
で
後
ほ
ど
取
上
げ
る
兵
種
の
問
題
に
も
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
極
め

て
重
要
な
も
の
で
あ

(
3
)
 

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
従
来
こ
れ
を
疑
問
覗
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、

本
章一
で
は
そ
の
貼
に
つ
い
て
検
討
を
行
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う
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
数
字
の
信
頼
性
を
検
謹
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
も
し
全
く
別
系
統
の
史
料
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
撮
っ
て
得
ら

れ
た
数
字
と
比
較
封
照
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
史
料
は
見
出
せ
な
い
の
で
、

や
は
り
『
情
書
』
『
責
治

通
鑑
』
に
由
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

『陪
書』

『資
治
通
鑑
』
に
は
、
右
の
数
字
と
は
別
に
、
こ
の
遠
征
軍
の
総
兵
数
を
推
定
す
る
上
で
の
根
擦
と
な
り
得
る
史
料
が
幾
っ
か
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
遠
征
軍
の
総
兵
数
を
算
出
し
、
そ
の
上
で
最
-
初
に
掲
げ
た
百
十
三
高
除
と
い
う
数
字
と
比
較

す
る
、
と
い
う
方
法
を
取
り
た
い
。
そ
の
結
果
、
も
し
著
し
い
食
違
い
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
『
陪
書
』

に
は
遠
征
軍
の
兵
数
に
つ
い
て
混
凱
が

あ
る
こ
と
と
な
り
、

百
十
三
高
除
と
い
う
数
字
を
直
ち
に
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
逆
に
、

大
き
な
差、
が
無



け
れ
ば
、
こ
と
『
情
書
』
『
資
治
通
鑑
』
に
闘
す
る
限
り
、
こ
の
兵
敷
を
疑
問
と
す
る
だ
け
の
合
理
的
な
理
由
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
検
討
に
あ
た
っ
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
遠
征
軍
全
盟
の
編
制
で
あ
る
。
本
一章
一
冒
頭
に
崩
れ
た
、
『
陪
書
』
巻
4
燭
一
帝
紀
下
の
は

じ
め
に
掲
げ
ら
れ
た
高
句
麗
遠
征
の
詔
に
よ
れ
ば
、
こ
の
遠
征
軍
は
衣
の
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

左
第
一
軍
l
第
十
二
軍
〕

文
二
十
四
軍
)

右
第
一
軍
J
第
十
二
軍
」

皇
帝
の
本
軍
(
御
替
)

軽
装
の
遊
軍

海
路
軍

異
民
族
の
軍

- 25ー

組
兵
力
百
十
三
蔦
徐
と
い
う
数
字
は
、
こ
の
詔
に
績
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
諸
軍
を
合
計
し
た
数
字
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、

遠
征
軍
の
大
分
を
占
め
て
い
た
の
は
二
十
四
軍
・
御
営
・
海
路
軍
の
三
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
る
軽
装
の
遊
軍
が
具
瞳
的
に
ど
の
よ

(
4〉

(
5〉

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
史
書
に
記
載
が
見
え
ず
、
不
明
で
あ
る
。
ま
た
異
民
族
の
軍
と
い
う
の
は
、
西
突
阪
や
軟
弱
族
の
一
一
部
が
従
軍

し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
存
在
し
た
可
能
性
、
が
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
遠
征
軍
の
主
力
で
あ
っ
た
二
十
四
軍
・
御

管
・
海
路
軍
に
つ
い
て
、
兵
数
の
貼
で
順
次
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
二
十
四
軍
で
あ
る
が
、
そ
の
一
軍
は
ど
れ
ほ
ど
の
兵
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
取
上
げ
る
の
は
、
一
軍
の
兵
数
を
二

(

6

)

 

首
問
数
千
と
す
る
、
『
惰
書
』
巻
町
李
海
俸
の
記
事
で
あ
る
。
李
津
は
大
業
十
一
年
(
六
一
五
〉
三
月
に
、
謀
反
の
疑
い
で
一
族
の
李
敏
と
と
も
に

諒
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
謀
反
の
誼
援
と
さ
れ
た
の
が
李
敏
の
妻
字
文
氏
の
謹
言
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
か
つ
て
李
海
が
李
敏
に
衣
の
よ
う
に
話

し
て
い
る
の
を
聞
い
た
、

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

25 

「
も
し
ま
た
遼
河
を
渡
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
と
お
前
は
必
ず
大
賂
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
軍
あ
た
り
二
高
除
兵
だ
か
ら
、

そ
れ
だ
け
で
も
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う
五
前
向
人
と
な
る
。
ま
た
諸
房
の
子
姪
を
波
遣
し
、
内
外
の
親
姫
も
募
っ

て
従
軍
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
我
々
の
一
族
の
子
弟
は

必
ず
主
帥
と
な
り
、
兵
馬
を
分
領
し
て
諸
軍
に
散
在
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
間
隙
を
伺
っ
て
首
尾
腫
ず
れ
ば
よ
い
。
私
と
お
前
が
ま

(
7
〉

ず
起
っ
て
御
替
を
襲
取
し
、
子
弟
が
響
起
し
て
そ
れ
ぞ
れ
軍
の
大
将
を
殺
す
。

一
日
の
聞
に
天
下
は
定
め
ら
れ
る
。」

後
に
な
っ
て
、
こ
の
謹
言
は
虚
偽
で
あ
り
、
事
件
そ
の
も
の
も
担
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ

こ
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
が
、
嘗
時
の
人
に
謀
反
の
寅
在
を
信
じ
さ
せ
る
だ
け
の
員
貫
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で

キ
ふ
、

一
軍
あ
た
り
の
兵
数
が
二
高
数
千
、
二
軍
合
せ
て
五
前
向
、

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
業
十
一
年
と
い
え
ば
第
三
次
の
高
句
麗
遠
征
を
行
っ
た
翌
年
で
あ
る
か
ら
、
「
も
し
ま

た
迷
河
を
渡
る
こ
と
に
な
れ
ば
」
と
は
「
も
し
第
四
固
め
の
高
句
麗
遠
征
を
行
う
こ
と
に
な
れ
ば
」
の
一意
味
と
な
り
、
こ
れ
を
直
ち
に
第
一
次

遠
征
軍
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
は
危
険
な
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
黙
で
あ
る
。
も
っ

と
も
な
疑
問
で
あ
る
が
、

に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
史
料
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に
見
え
る
軍
は
、
第
一
次
遠
征
軍
の
二
十
四
軍
と
同
じ
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
遠
征
軍
の
編
制
は
、
第

一
次
遠
征
軍
の
も
の
と
一
致
し
て
お
り

一
つ
の
軍
が
全
躍
の
中
で
占
め
て
い
る
位
置
も
、
二
十
四
軍
の
場
合
と
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の

「第
四
次
遠
征
軍
」
に
は
御
営
と
い
く
つ
か
の
軍
と
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
第
一
次
遠
征
軍
と
同
じ
で
あ
り
、

ま
た
各
軍
に
大
絡
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
第
一

次
遠
征
軍
の
二
十
四
軍
に
も
や
は
り
大
絡
が
一
人
ず
つ
置
か
れ
て
い
た
。
さ

(8
〉

ら
に
、
李
混
と
李
敏
が
こ
の
大
勝
に
任
命
さ
れ
る
と
改
想
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
首
時
右
犠
衛
大
将
軍
と
勝
作
監
で
あ
り
、
こ
れ
は
第
三
一草

で
見
る
第
一

次
遠
征
軍
の
二
十
四
軍
の
大
将
た
ち
と
同
格
な
の
で
あ
る
。

二
十
四
箪
の
兵
数
に
閲
す
る
史
料
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
第
一
次
の
高
句
麗
遠
征
に
あ
た
っ
て
、
場
一
帝一
は
深
郡
を
本
営
と
し
、
こ
こ
に
海
路

箪
を
除
い
た
全
軍
を
集
結
さ
せ
た
上
で
、

一
軍
ご
と
に
出
陣
さ
せ
て
い
っ
た
。
『
惰
書
』
巻
8
躍
儀
志
一ニ

に
は
、

こ
の
時
に
深
郡
で
行
な
わ
れ

た
い
く
つ
か
の
儀
式
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
二
十
四
軍
の
各
軍
が
ど
の
よ
う
な
陣
容
か
ら
成
っ
て
い
た
の
か
を
述
べ
た
箇
所
が
あ

る
。



こ
の
記
事
に
よ
る
と
、

一
つ
の
軍
に
は
、
大
将
・

E
将
各
一
人
、
騎
兵
四
十
除
、
前
部
鼓
吹
・
後
部
鏡
吹
各
一
部
、
歩
卒
八
十
除
、
受
降
使

者
一
人
と
そ
の
従
者
た
ち
、
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
記
事
に
積
い
て
軍
の
出
障
の
さ
ま
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
、
右
の

ほ
か
さ
ら
に
大
将
の
周
園
に
二
百
騎
、
臣
絡
の
領
し
た
五
百
騎
、

お
よ
び
輔
重
兵
・
散
兵
な
ど
が
い
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
前
部

鼓
吹
・
後
部
鏡
吹
と
い
う
の
は
軍
楽
隊
で
、
人
数
は
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
楽
器
の
数
か
ら
推
し
て
百
人
前
後
で
あ
ろ
う
。
ま
た
受
降

使
者
は
、
大
将
の
統
制
を
受
け
な
い
お
目
付
役
で
、
従
者
の
数
は
十
五
人
で
あ
る
。
従
っ
て
、
軍
の
大
多
数
を
占
め
て
い
た
の
は
騎
兵
と
歩

卒
、
お
よ
び
輔
重
兵
・
散
兵
等
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
除
、
が
百
人
、
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
れ
に
劉
し
、
歩
卒
は
毎
軍
八
十
隊
と
あ
る
だ
け
で
、
一
除
が
何
人
か
ら
成
っ
て
い
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
騎
兵
と
同
様
一
陵
百
人
だ

と
す
れ
ば
、
全
部
で
八
千
人
、
歩
騎
合
計
が
一
高
二
千
人
と
な
る
が
、
こ
れ
で
は
騎
兵
と
歩
卒
の
比
が
一
割
二
と
な
り
、
儀
り
に
も
歩
卒
が
少

ま
ず
人
数
が
確
定
で
き
る
の
は
騎
兵
で
あ
っ
て
、
毎
軍
四
十
除
、

一
軍
に
つ
き
四
千
人
で
あ
る
。
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な
過
ぎ
る
。
慢
に
一
隊
を
倍
の
二
百
人
と
す
る
と
、
全
部
で
一
高
六
千
人
、
歩
騎
合
計
で
二
高
人
、
騎
・
歩
の
比
率
は
一
鈎
四
、
と
な
る
。
雨

者
の
比
率
か
ら
い
っ
て
、
歩
卒
が
こ
れ
よ
り
多
か
っ
た
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
少
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
最
後
の
輯
重
兵
・
散

兵
等
に
つ
い
て
は
、
丘
ハ
数
を
知
る
手
掛
り
が
無
く
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
し
得
な
い
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
不
確
定
な
要
素
が
多
く
、
こ
の
史
料
で
一
軍
あ
た
り
の
兵
数
を
決
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
騎
兵
が
四
千
人
、

歩
卒
が
少
な
く
と
も
一
蔦
六
千
人
、
と
い
う
数
字
は
認
め
て
よ
い
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
他
の
も
の
を
加
え
、

(
9
)
 

少
な
く
と
も
二
高
像
、
と
見
積
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
、
先
の
李
淳
停
に
見
え
る
「
第
四
次
遠
征
軍
」
の
兵
数
、

一
軍
あ
た
り
の
兵
数
は

一
軍
ご
と
に

二
高
数
千
、
二
軍
で
五
高
、

に
近
い
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
多
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
少
な
か
ら
ず
残
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
一
腰
、
二
十
四

軍
の
各
軍
の
兵
数
を
概
ね
二
宮
内
五
千
人
と
見
積
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
遠
征
軍
の
二
十
四
軍
は
合
計
約
六
十
蔦
の
兵

力
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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二
十
四
軍
に
つ
い
て
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
場
一
帝
の
本
陣
で
あ
る
御
替
の
検
討
に
移
り
た
い
。
御
替
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
具
鐙
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的
な
数
字
が
穆
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
陪
書
』
巻
侃
何
調
停
の

(
何
調
は
)
遼
東
の
役
で
は
、
右
屯
衛
賂
軍
を
揖
し
、
御
管
の
湾
手
三
高
人
を
領
し
た
。

と
い
う
記
事
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
御
管
内
に
は
三
高
人
の
怒
っ
手
、
即
ち
機
械
弓
の
射
手
が
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
全

(ω) 

鐙
の
丘
ハ
数
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
手
掛
り
と
な
る
の
は
、
御
替
が
内
・
外
・
前
・
後
・
左
・
右
の
六
軍
か
ら
成
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
或
は
こ
れ
は
周
躍
の
「
王
六
軍
」
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
間
早
な
る
修
鮮
で
は
な
く
、

御
管
内
に
は
貫
際
に
内
・
外
・
前
・
後
・
左
・
右
の
六
寧
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
六
軍
は
、
先
の
二
十
四
軍
と
合
せ
て

(
日

)

「
三
十
軍
」
と
稀
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
六
軍
の
一
軍
と
二
十
四
軍
の
一
軍
と
は
同
じ
く
ら
い
の
規
模
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
先
に
、
二
十

四
軍
の
一
軍
は
二
高
五
千
人
と
見
積
っ
て
お
い
た
か
ら
、
御
営
は
六
軍
で
十
五
蔦
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
十
五
蔦
の
う
ち
三
高
、
即
ち
五
分

ハ
ロ
)

の
一
が
湾
手
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、

少
々
湾
手
の
割
合
が
高
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
が
、
こ
れ
は
、
先
の
一
軍
二
高
五
千
人
と
い
う
数
字
が
少

な
め
に
見
積
っ
た
結
果
で
あ
り
、
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た
め
に
御
替
の
十
五
高
と
い
う
数
も
貧
際
よ
り
は
少
な
く
算
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

(
日
)

問
題
は
残
る
が
、
こ
こ
で
は
、
御
管
の
兵
数
は
少
な
く
と
も
十
五
高
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
く
。

最
後
に
海
路
軍
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
深
郡
に
集
結
し
た
二
十
四
軍
や
御
替
と
は
別
に
、
山
東
半
島
の
東
莱
を
基
地
と
し
、
海
路
卒
壌
に
向
っ

(
U〉

た
も
の
で
あ
る
。
海
路
軍
に
は
、
船
が
三
百
鰻
あ
り
、
水
夫
が
一
寓
人
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
規
模
の
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
全
陸
の
人
数
を
知
る
手
掛
り
は
無
い
。
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
の
は
、
海
路
軍
が
卒
壌
か
ら
六
十
里
の
地
黙
で
高
句
麗
箪
を
破

え
ら

(

日

)

一
気
に
卒
壌
へ
攻
め
寄
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、
「
精
甲
四
寓
を
筒
ん
だ
」
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

海
路
軍
の
兵
数
は
四
寓
を
か
な
り
上

り回
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
は
限
定
で
き
な
い
。
海
路
軍
に
つ
い
て
は
、

一
高
人
の
水
夫
と
四
蔦
人
の
精
兵
が
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
場
一帝
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
の
多
数
を
占
め
た
、
二
十
四
軍
、
御
皆
、
海
路
箪
の
兵
数
に
つ
い
て
検
討
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、

二
十
四
軍
は
六
十
高
、
御
替
は
十
五
前
向
と
算
出
さ
れ
、

海
路
軍
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
五
蔦
の
兵
卒
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
合
計



す
る
と
、

八
十
高
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
断
片
的
な
史
料
を
も
と
に
補
綴
し
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
大
雑
把
な
数
字
で
は
あ

る
が
、
大
勢
を
窺
う
に
は
足
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
八
十
寓
と
い
う
数
字
と
、
本
一章一
の
冒
頭
で
掲
げ
た
百
十
三
高
徐
と
い
う
数
字
と
の
聞
に
、

か
な
り
の
聞
き
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
一章
で
加
え
て
き
た
検
討
が
極
く
大
ま
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
見
積
り
に
あ
た
っ
て
幅
の
生
じ
た
場
合
に
は
少
な
め
の
数

字
を
採
っ
て
き
た
こ
と
、
海
路
軍
の
一
部
や
異
民
族
の
軍

・
軽
装
の
遊
軍
な
ど
、
こ
の
八
十
高
と
い
う
数
字
の
中
に
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
も

の
が
遠
征
軍
中
に
は
ま
だ
存
在
す
る
こ
と
、
等
々
を
考
慮
す
れ
ば
、
雨
者
の
開
隙
は
も
っ
と
狭
い
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
少
な
く
と

も
、
百
十
三
高
徐
と
い
う
数
字
を
疑
問
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
食
い
違
い
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
現
存
の
史
料

に
よ
る
限
り
、
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
の
兵
数
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
百
十
三
高
三
千
八
百
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
疑
う
に
足
る
根
援

は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。第

二
章

惰
の
丘
ハ募

- 29一

前
一章
で
は
、
燭
帝
に
よ
る
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
の
兵
数
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
穂
兵
敷
は
少
な
く
と
も
八
十
高
と
見
積
ら
れ
る
こ
と
、

『
惰
書
』
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
百
十
三
高
と
い
う
数
字
も
決
し
て
誇
張
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
を
述
べ
た
。
こ
の
結
果
は
、
我
々
に
射
し
て

新
し
い
課
題
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
腫
大
な
軍
隊
が
い
か
な
る
種
類
の
兵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

惰
代
の
兵
と
し
て
史
上
に
名
高
い
の
は
府
兵
で
あ
る
。
西
競
の
二
十
四
軍
と
儀
同
府
に
淵
源
す
る
府
兵
の
制
度
は
、
北
周
に
お
い
て
各
地
の

総
管
府
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
中
軍
・
外
軍
の
雨
者
を
統
合
す
る
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
隔
に
入
る
と
、
総
管
府
に
劃
す
る
兵
の
供
給
源
と
し

て
、
新
た
な
軍
府
を
布
置
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
時
を
追
っ
て
整
備
・
横
充
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
場
一帝
の
大
業
元
年
(
六

O
五
〉
に
至
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っ
て
、
各
地
の
穂
管
府
は
鹿
止
さ
れ
、
全
園
の
す
べ
て
の
軍
府
(
嘗
時
は
鷹
揚
府
〉
が
中
央
十
二
衡
の
い
ず
れ
か
に
直
属
す
る
鐙
制
が
成
立
し

(

時

〉

た
。
こ
れ
は
、
通
例
府
兵
制
の
完
成
形
態
と
さ
れ
る
唐
の
貞
観
十
年
(
六
一
ニ
六
)
の
制
度
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
府
兵
制
は
惰
の
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大
業
年
聞
に
至
っ
て
一

一燃
の
完
成
を
見
た
、

と
言
っ
て
よ
い
。
か
く
し
て
惰
代
の
兵
と
い
え
ば
直
ち
に
府
兵
が
想
起
さ
れ
、
故
に
高
句
麗
遠
征

と
い
う
推
論
が
な
さ
れ
る
の
も
嘗
然
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
推
論
に
は
兵
数

の
上
で
難
黙
が
あ

軍
も
府
丘
(
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
、

る
。惰

代
の
府
兵
の
数
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
そ
こ
で
、

そ
の
大
勢
を
知
る
た
め
の
参
考
と
し
て
唐
の
府
兵
の
数
を
調
べ
て
み
る
と
、

そ
の
最

多
時
に
お
い
て
約
五
十
高
な
い
し
六
十
高
、
し
か
も
こ
れ
は
机
上
の
見
積
り
で
あ
っ
て
、
寅
際
に
は
逃
亡
・
避
役
の
た
め
に
、
こ
れ
よ
り
も
ず

(
げ

)

っ
と
少
な
か
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
惰
代
の
府
兵
総
数
も
、
恐
ら
く
こ
れ
と
大
差
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
府
兵
の
主
要
任
務

は
園
都
の
警
備
と
，川越境
の
防
衛
で
あ
り
、
こ
の
任
務
に
つ
い
て
い
る
者
は
外
征
時
と
い
え
ど
も
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、

遠
征
に
動
員

で
き
る
兵
数
は
さ
ら
に
限
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ
で
は
、
先
に
見
た
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
の
磨
大
な
兵
数
を
ま
か
な
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
で

ホ
り
ヲ
ハ
v

。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
府
兵
と
は
異
る
形
で
徴
設
さ
れ
た
兵
が
存
在
し
、
こ
れ
が
遠
征
軍
に
多
数
加
わ

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
線
に
治
っ
て
史
書
を
倹
し
て
み
る
と
、

失
の
三
例
が
見
出
さ
れ
る
。
以
下
、

順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
惰
末
の
群
雄
の
一
人
で
、
河
北
に
大
勢
力
を
張
っ
た
賓
建
徳
の
話
で
あ
る
。

器
質
建
徳
は、

貝
州
津
南
豚
の
人
で
あ
る
。
:
:
:
大
業
七
年
、
人
々
を
徴
募
し
て
高
句
麗
を
討
っ
た
時
、
本
郡

(
清
河
郡
〉

は
特
に

勇
敢
な

者
を
選
ん
で
小
帥
に
充
て
る
こ
と
と
し
、
そ
こ
で
建
徳
を
二
百
人
長
に
任
命
し
た
。
嘗
時
山
東
は
大
水
に
見
舞
わ
れ
、
人
々
は
多
く
流
散

し
て
い
た
。
こ
の
津
南
豚
に
孫
安
租
と
い
う
者
が
お
り
、
家
は
大
水
で
流
さ
れ
、
妻
子
は
飢
死
し
て
い
た
。
照
で
は
、
安
租
が
醍
勇
で
あ

る
の
で
、
彼
も
選
抜
し
て
遠
征
軍
中
に
入
れ
た
。
安
組
は
貧
乏
を
理
由
に
僻
退
し
よ
う
と
し
、
産
南
豚
令
に
言
上
し
た
が
、
豚
令
は
怒
っ

て
彼
を
答
打
っ
た
。
安
組
は
鯨
令
を
刺
殺
し
、
逃
げ
て
建
徳
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。

(『蓄
唐
書
』
省
副
作
費
建
徳
停
)

こ
の
史
料
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
燃
が
丘
ハ
卒
を
選
抜
し
、
徴
渡
し、

そ
し
て
管
理
し
て
い
る
貼
で
あ
り
、
孫
安
租
の
場
合
に
明
瞭
に
見
ら



れ
る
。
彼
が
、
臨
勇
で
あ
る
が
故
に
鯨
に
よ
っ
て
従
軍
兵
と
し
て
選
抜
さ
れ
た
こ
と
、
従
軍
の
辞
退
を
申
入
れ
た
相
手
が
鯨
令
で
あ
っ
た
こ

と
、
問
問
令
は
そ
れ
を
聞
入
れ
ず
、
怒
っ
て
彼
を
答
打
っ
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
樟
南
鯨
は
、
第
一
次
高
句
麗
遠
征
に
従
軍
す
る
兵
卒

を
集
め
る
に
嘗
っ
て
、
鯨
内
の
民
の
中
か
ら
醸
勇
な
者
た
ち
を
選
び
、
徴
護
し
、

そ
し
て
彼
ら
が
遠
征
軍
の
本
営
が
置
か
れ
た
源
郡
に
出
護
す

る
ま
で
の
問
、
鯨
令
の
監
督
の
も
と
に
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
豚
の
上
部
に
あ
っ
て
、
郡
も
や
は
り
徴
兵
の
仕
事
に
開
輿
し
て
い
た
、

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
建
徳
が
清
河
郡
か
ら
二
百
人
長

に
任
命
さ
れ
た
、
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
郡
が
、
麻
の
管
理
下
に
あ
っ
た
兵
卒
た
ち
の
中
か
ら
遁
嘗
な
者
を
選
び
、
リ
ー
ダ
ー
に
任
命
す

る
、
と
い
う
任
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
郡
の
行
っ
た
仕
事
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
時

豚
が
行
っ
た
徴
兵
は
、
窮
極
的
に
は
中
央
政
府
の
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
郡
は
、
中
央
政
府
と
鯨
と
の
間

に
あ
っ
て
、
徴
兵
業
務
の
全
般
に
わ
た
り
、
政
府
の
一
意
向
を
受
け
つ
つ
、
管
下
の
諸
豚
を
指
揮
・
監
督
し
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
史
料
は
、
第
一
次
高
句
麗
遠
征
に
首
っ
て
、
中
央
政
府
か
ら
郡
・
牒
に
徴
兵
の
指
示
が
下
さ
れ
、
郡
の
監
督
下

に
、
豚
が
管
内
の
人
民
の
中
か
ら
適
嘗
な
者
を
選
抜
・
徴
護
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
中
央
十
二
衡
|
|
鷹
揚
府
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と
い
う
系
列
の
管
理
下
に
あ
る
府
兵
と
は
全
く
異
っ
た
兵
種
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

第
二
の
例
は
、
江
南
を
舞
蓋
と
し
て
い
る
。

徐
杭
の
劉
元
準
・
:
:
。
場
一
帝
が
遼
東
の
役
を
輿
し
、
民
衆
が
騒
動
す
る
と
、
元
準
は
、
自
分
の
容
貌
が
非
凡
で
あ
る
の
で
、

ひ
そ
か
に
反

逆
の
心
を
抱
き
、
遂
に
人
々
を
集
め
、

亡
命
者
を
糾
合
し
た
。
折
し
も
場
一
帝
が
再
び
遼
東
に
遠
征
す
る
こ
と
と
な
り
、
果
・
舎
の
地
で
徴

兵
し
た
。
徴
護
さ
れ
た
兵
卒
は
皆
話
し
合
っ
て
、
「
去
年
、
我
々
の
父
兄
で
皇
帝
の
遠
征
に
従
軍
し
た
者
は
、
惰
朝
全
盛
の
時
で
あ
っ
た

の
に
大
牢
が
死
亡
し
、
遺
骨
さ
え
蹄
ら
な
か
っ
た
。
今
天
下
は
巴
に
罷
敵
し
て
い
る
か
ら
、
も
し
行
け
ば
、
我
々
の
一
族
は
誰

一
人
生
き

残
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
と
云
っ
た
。
そ
こ
で
亡
散
す
る
者
が
多
く
、
郡
・
廓
は
彼
ら
を
捕
え
る
の
に
急
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
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ち
、
楊
玄
感
が
教
陽
で
反
凱
の
兵
を
起
す
と
、
元
進
は
天
下
の
者
が
飢
を
思
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
師
事
兵
し
て
彼
に
鷹
じ
た
。
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(『
陪
蓄
』
#位
向
劉
元
潅
侮
)

徴
設
さ
れ
な
が
ら
逃
亡
し
た
兵
卒
を
、
郡
・
師
闘
が
躍
起
に
な
っ
て
捕
え
よ
う
と
し
て
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
河
北
の
場
合
と
同

様
、
こ
こ
で
も
兵
卒
を
管
理
し
て
い
た
の
は
郡

・
豚
で
あ
る
。
選
抜
し
、

徴
渡
し
た
の
が
何
れ
の
機
関
で
あ
っ
た
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
け

れ
ど
も
、

や
は
り
郡
・
厭
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
関
連
い
あ
る
ま
い
。

な
お
、
楊
玄
感
の
飢
は
大
業
九
年
(
六
二
ニ〉
、
組閣
一帯
の
第
二
次
遠
征
の
際
に
起
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
も
そ
の
時
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
中
の
兵
卒
の
言
葉
か
ら
、
前
年
の
徴
兵
も
こ
の
年
の
徴
兵
と
問
機
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
、
第

一
夫
遠
征
の
際
に
も
、
郡

・
腕
が
丘
ハ
卒
を
選
抜
し
、
徴
護
し
、
管
理
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
兵
卒
の
言
葉
の
中
に
「
去
年
、
我
々
の
父
兄
で
皇
帝
の
遠
征
に
従
軍
し
た
者
は
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ

の
時
の
徴
兵
が
、

決
し
て
浮
浪
流
亡
の
徒
を
封
象
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

一
定
の
土
地
に
定
住
し
、
家
族
生
活
を
営
ん
で
い
た
民
を

封
象
に
、
秩
序
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
秩
序
立
っ
て
、

と
い
う
の
は
、

た
だ
闇
雲
に
男
子
を
か
き
集
め
る
の
で
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は
な
く
、

一
戸
内
に
従
軍
可
能
な
男
子
が
数
人
い
る
場
合
、
第
一
次
遠
征
の
際
に
は
そ
の
中
の
一
部
の
み
を
徴
護
し
、
第
二
次
遠
征
の
時
に

は
、
残
り
の
中
か
ら
ま
た
一
部
を
徴
渡
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
、
順
次
徴
鼓
し
て
従
軍
せ
し
め
た
、
と
い
う
一
一
意
味
で
あ
る
。
至
極
営
然
の
こ
と

の
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
郡
・
豚
が
各
戸
の
構
成
員
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
な
い
と
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
陳
の
滅
亡
か
ら

約
二
十
五
年
を
鰹
た
大
業
九
年
と
い
う
時
期
に
、
除
杭
の
地
に
お
い
て
、
隔
朝
の
権
力
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
程
度
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
こ

と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
の
例
は
、
惰
朝
の
第
一
次
遠
征
の
た
め
の
準
備
を
述
べ
た
記
録
の
中
に
あ
る

ま
た
江
准
以
南
の
水
手
一
高
人
、
努
手
三
高
人
、
嶺
南
の
排
銭
手
三
薦
人
を
徴
渡
し
た
。

(『
資
治
通
鑑
』

品位
m大
業
七
年
四
月
燦
)

と
い
う

一
節
で
あ
る
。
文
中
の
水
手
は
水
夫
、
湾
手
は
石
弓
の
射
手
、
排
錯
手
は
不
明
だ
が
、
鎗
は
矛
の
一
種
と
い
う
か
ら
武
器
に
は
遣
い
な



く
、
排
錯
手
と
は
そ
れ
を
操
る
技
能
を
身
に
つ
け
た
兵
卒
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
府
兵
と
は
異
る
兵
と
考
え
る
理
由
は
、
第
一
に
、
唐
代
に
折
衝

府
が
少
な
か
っ
た
地
域
、
従
っ
て
隔
の
鷹
揚
府
も
あ
ま
り
置
か
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
地
域
を
封
象
と
し
て
お
り
、
記
載
さ
れ
た
敷
を
満

た
す
だ
け
の
府
兵
が
存
在
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
徴
震
に
嘗
っ
て
、
特
定
の
技
能
を
持
っ
た
兵
を
指
定
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。
南
船
北
馬
の
中
園
の
こ
と
、
江
准
以
南
に
操
船
技
術
に
長
け
た
者
が
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
が
、
同
様
に
、
江

(
同
)

准
以
南
に
湾
を
射
る
に
巧
み
な
者
が
、
ま
た
嶺
南
に
鋸
を
用
い
る
に
秀
で
た
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
お
り
、
惰
朝
は
彼
ら
を
徴
設
し
て
従

軍
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
地
域
に
固
有
の
技
能
を
身
に
つ
け
て
い
た
が
故
に
徴
設
さ
れ
た
兵
卒
が
、
終
身
服
役
で
あ
り
、
そ
の

開
種
々
の
訓
練
を
施
さ
れ
た
府
兵
で
あ
る
、
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
三
つ
の
史
料
に
現
れ
た
兵
は
、
い
ず
れ
も
府
兵
と
は
異
る
兵
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
惰
代
の
諸
規
定
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
に
一
該
嘗
す
る
も
の
は
見
嘗
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
前
後
の
時
代
に
類
例
を
求
め
て
み
る
と
、
唐

の
前
半
期
に
現
れ
る
、
兵
募
と
呼
ば
れ
る
兵
種
が
、
前
記
三
例
の
兵
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

(ω〉

唐
の
兵
募
に
つ
い
て
は
、
早
く
玉
井
是
博
氏
・
日
野
開
三
郎
氏
に
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
承
け
て
菊
池
英
夫
氏
が
組
括
的
な
研
究
を
護

(

却

〉

(

幻

)

表
し
て
お
り
、
ま
た
近
年
、
中
園
の
唐
耕
耕
民
も
同
様
の
報
告
を
し
て
い
る
。
兵
募
の
原
則
的
な
規
定
に
閲
し
て
は
、
菊
池
氏
の
所
設
も
唐
氏

の
所
読
も
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
の
で
、
以
下
菊
池
設
に
擦
っ
て
唐
代
の
兵
募
の
概
要
を
列
島
宇
し
て
み
よ
う
。
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ケ)

中
央
兵
部
の
監
督
下
に
、
州
・
鯨
が
徴
募
・
差
遣
す
る
。

Lイ)

徴
募
の
時
期
・
地
域
・
員
数
・
期
聞
に
閲
す
る
原
則
的
な
規
定
は
無
く
、
有
事
の
際
、
臨
時
に
、
地
域
・
員
数
・
期
聞
を
そ
の
都
度
指

定
し
て
徴
募
す
る
。

(ウ)

地
域
の
生
活
形
態
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た
技
能
を
戦
力
化
し
、
野
戟
に
投
入
す
る
場
合
が
あ
る
。

徴
募
は
税
役
を
負
携
す
る
戸
を
封
象
と
し
、
特
に
富
戸
・
多
丁
戸
か
ら
優
先
的
に
差
取
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。

臨
機
の
必
要
を
漏
た
す
震
に
、
年
齢
を
含
め
て
、
正
常
の
規
定
で
は
従
軍
を
菟
ぜ
ら
れ
る
ベ
き
者
で
も
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

1手当
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t力)

装
備

・
食
糧
・
武
器
等
は
、
徴
護
地
及
び
沿
道
の
州
が
負
捨
す
る
。

件)

従
軍
中
、
本
人
は
謀
役
を
菟
ぜ
ら
れ
、
家
族
も
減
免
さ
れ
る
。

汐)

州
・

燃
に
徴
募
さ
れ
る
が
、
刺
史
に
で
は
な
く
、
中
央
任
命
の
現
地
指
揮
官
に
服
属
す
る
。

(
幻
)

以
上
が
唐
の
兵
募
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
例
例
の
二
鮎
に
闘
し
て
箔
池
氏
は
更
に
研
究
を
護
表
し
、
唐
代
前
半
期
の
行
軍
即
ち
遠
征
軍

(7-l 

行
軍
に
お
い
て
戦
闘
要
員
、
鎮
守
軍
に
お
い
て
屯
成
兵
員
と
な
る
。

に
お
い
て
、
そ
の
主
力
と
な
っ
た
の
は
府
兵
で
は
な
く
兵
募
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
(
唐
耕
縞
論
文
に
も
同
様
の
言
及
が
あ
る
)
。

こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
陪
の
高
句
麗
遠
征
時
の
史
料
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

そ
の
諸
特
徴
が
い
ず
れ
も
唐
の
兵
募
の
制
度
の
そ
れ
に
包
含

さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

ま
ず
最
初
に
接
げ
た
貨
建
徳
の
例
で
は
、
郡
・

鯨
が
兵
卒
を
選
抜
し
、
徴
設
し、

管
理

し
て
い
た
。
周
知

の
よ
う

に
、
惰
は
、
文
一帝
の
開
皇
三
年
(
五
八
三
)
に
郡
を
慶
し
て
、
従
来
の
州
l
郡
|
鯨
の
三
等
紐
制
を
州
|
豚
の
二
等
級
制
に
改
め
、
さ
ら
に
場
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一帝一
の
大
業
三
年
(
六

O
七
〉
に
は
州
を
郡
と
改
稿
し
て
郡
|
腕
の
二
等
級
制
と
し
た
。
唐
は
こ
れ
を
開
皇
の
制
に
戻
す
べ
く
郡
を
州
と
改
稿
し

た
の
で
、
要
す
る
に
惰
の
大
業
年
間
(
厳
密
に
は
三
年
四
月
壬
辰
以
後
)
の
郡
と
唐
代
の
州
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
郡
・
豚
に
よ
る

徴
兵
と
い
う
特
徴
は
、
唐
の
兵
募
の
特
徴
の
肘
、
州

・
豚
に
よ
る
徴
募
・

差
遣
、

と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
唐
の
兵
募
は
、

同
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、

徴
設
地
の
州
に
お
い
て
装
備

・
食
糧
等
を
支
給
さ
れ
た
が
、
資
建
徳
の
例
で
も
、
彼
が
清
河
郡
か
ら
二
百
人
長
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
各
腕
に
徴
鼓
さ
れ
た
兵
卒
は
郡
の
手
で
編
制
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
に
、
本
替
の
置
か

れ
た
深
郡
ま
で
の
装

備

・
食
糧
等
を
興
え
ら
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
繍
く
劉
元
進
の
例
で
も
同
様
で
、
徴
設
さ
れ
た
兵
卒
は
郡

・
鯨
の
管
理
下
に
入
っ
て
お
り
、

や
は
り
肘
に
合
致
す
る
。
な
お
雨
例
と
も
に
、
深
郡
(
ま
た
は
海
路
軍
の
基
地
で
あ
っ
た
東
茶
〉
到
着
後
は
、
地
元
の
郡
太
守

・
豚
令
の
管
理
を
離

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
所
属
の
軍
の
指
揮
官
に
服
属
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
黙
は
例
に
一
致
す
る
。
ま
た
第
三
の
例
で
は
、
高
句
麗
遠
征

と
い
う
有
事
の
際
に
、
地
域
と
員
数
と
を
指
定
し
て
徴
護
を
行
っ
て
い
る
黙
が
刊
に
、
水
手

・
湾
手

・
排
銭
手
の
よ
う
に
、
地
域
の
生
活
形
態

に
よ
っ
て
特
殊
の
技
能
を
身
に
つ
け
た
人
々
を
兵
卒
と
し
て
戦
力
化
し
て
い
る
貼
が
肋
に
、

そ
れ
ぞ
れ
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



以
上
三
例
の
兵
は
、
大
業
七
J
八
年
の
第
一
次
遠
征
時
に
同
時
に
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
諸
特
徴
は
唐
の
兵
募
の
そ
れ
に
一
致
す
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
は
同
一

種
類
の
兵
で
あ
り
、
唐
の
兵
募
の
先
騒
け
を
震
す
も
の
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
惰
代
に
闘
す
る
記
録
に
は
、
こ

の
兵
種
を
表
わ
す
呼
稽
が
無
い
の
で
、
唐
代
の
名
稽
を
借
り
て
、
こ
れ
を
「
惰
の
兵
募
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
に
従
軍
し
た
兵
募
の
数
は
、
残
念
な
が
ら
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
た
だ
、
先
に
述
べ
た
遠
征
軍
の
飽
兵
数
と
府
兵
の

敷
と
を
比
較
し
、
雨
者
の
差
の
大
き
い
こ
と
に
注
意
す
る
と
、
恐
ら
く
遠
征
軍
の
過
牢
は
兵
募
の
占
め
る
所
で
あ
っ
た
、
と
推
測
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
場
一
帝
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
は
、
教
の
上
で
は
「
惰
の
兵
募
」
を
そ
の
主
力
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

遠
征
軍
中
の
府
兵
と
兵
募

前
一
章
で
は
、
場
一
帝
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
中
に
、
唐
の
兵
募
の
先
駆
を
な
す
兵
、
即
ち
「
惰
の
兵
募
」
が
相
嘗
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
府
兵
は
全
く
参
戦
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
く
、

や
は
り
府
兵
も
従
軍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

そ
の
貼
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

第
一
一
章
一
で
も
鯛
れ
た
が
、
場
一帝
は
、
大
業
七
年
(
六
一
一
)
に
深
郡
の
臨
朔
宮
に
行
幸
し
た
後
、
こ
こ
で
出
陣
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式

を
行
っ
た
。
そ
の
時
の
様
子
は
『
陪
書
』
巻
8
薩
儀
志
一
一
一
に
見
え
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

大
業
七
年
、
遼
東
に
遠
征
す
る
に
あ
た
り
、
場
一
帝
は
諸
時
間
を
遣
し
て
、
:
:
;
宜
祉
の
穫
を
行
わ
せ
た
。
一
帝
は
臨
朔
宮
の
懐
荒
殿
で
粛
し

み
、
預
告
の
官
と
侍
従
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
で
驚
み
、
十
二
衡
の
衛
士
も
み
な
粛
ん
だ
。

原
文
に
「
十
二
衛
士
」
と
あ
る
が
、
衛
士
と
は
十
二
衛
に
所
属
す
る
軍
士
の
総
稀
で
あ
る
か
ら
、
右
の
よ
う
に
詳
し
て
お
い
た
。
彼
ら
は
府
兵

で
あ
る
。
文
一
意
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
に
見
え
る
「
十
二
街
土
」
は
、
府
兵
の
う
ち
で
も
か
な
り
上
級
の
者
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
彼

(
お
)

ら
の
下
に
は
幾
ら
か
の
府
兵
が
配
属
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
遠
征
に
際
し
で
も
そ
の
麿
下
に
あ
っ
て
従
軍
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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府
兵
の
参
戦
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
府
兵
と
兵
募
と
が
、
遠
征
軍
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
興
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
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と
い
う
鈷
を
考
慮
し
つ
つ
、

も
う
少
し
考
察
し
て
み
た
い
。

先
に
、
高
句
麗
遠
征
軍
が
、
皇
帝
の
御
営
の
ほ
か
、

左
右
各
十
二
軍
、
合
計
二
十
四
軍
の
陸
路
軍
と
、
山
東
牢
島
の
東
莱
を
基
地
と
し
た
海

路
軍
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
『
陪
書
』
『
資
治
通
鑑
』
に
は
、
こ
れ
ら
各
軍
の
大
将
を
務
め
た
人
物
の
名
が
散
見
す
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
判
明
す
る
限
り
、
軍
名

・
姓
名

・
肩
書
の
順
に
列
撃
し
て
み
よ
う。

(

引

品

)

兵
部
向
書

・
揖
左
武
街
将
軍

(
お
)

左
屯
街
大
将
軍(お〉

左
候
衛
大
将
軍

左
第
二
軍

左
第
四
軍

左
第
六
軍

左
第
七
軍

同
左
第
八
軍

左
第
九
軍

左
第
十
一
軍

左
第
士
一
軍

右
第
三
軍

右
第
七
軍

右
第
八
軍

右
第
九
軍

右
第
士一
軍

海
路
軍

紫
子
蓋

吐
蕃
緒

段
文
振

楊刑
元
怪

辛
世
雄

字
文
述

辞
世
雄

子
仲
文

ヲ+マ
寸~史楊

義
臣

越張来
護
見 雄

太左右右右左右左京
僕醸武朔吻捌屯醸兆
卿§街街 術 衛衛街街ヂ
)将大大駒大将大
軍jミ!博一将軍21降ー軍291寄検

〉軍8軍g)軍診 )軍82
朔
街
大
!降

軍5?

- 36ー

_m 
)'['， 品羊才

(
お
)

右
候
街
将
軍

(
日
出

)

右
禦
衛
将
軍

(
お
)

右
臨
衛
大
賂
軍

珪



こ
の
ほ
か
、
大
将
を
務
め
た
と
記
録
に
あ
る
が
、
何
れ
の
軍
の
大
賂
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
三
例
あ
る
。

〈

mg

刑
部
尚
書
・
検
校
右
禦
衛
大
将
軍

(

川

叫

)

深
郡
太
守

・
検
校
左
武
衛
将
軍

(
日
制
〉

信
都
太
守

衛

玄

控
弘
昇

王
仁
恭

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
の
大
部
分
が
十
二
衝
の
大
将
軍
・
将
軍
の
肩
書
を
持
っ
て
い
る
。
惰
の
大
業
年
聞
に
は
、
左
右
捌
衛
・
左

右
腰
衡

・
左
右
武
衛
・
左
右
屯
衛
・
左
右
禦
街
・
左
右
候
衡
の
十
二
衛
が
置
か
れ
、
各
地
の
鷹
揚
府
を
分
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
下
の
鷹
揚
府

に
所
属
す
る
府
兵
を
統
率
し
て
い
た
。
そ
の
十
二
衡
の
最
高
責
任
者
が
大
将
軍
(
各
衛
一
人
〉
・
将
軍
(
二
人
)
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
い
わ
ば

府
兵
系
統
の
最
高
指
揮
官
な
の
で
あ
る
。
各
軍
の
大
将
を
務
め
た
人
物
の
大
部
分
が
、
こ
の
府
兵
系
統
の
最
高
指
揮
官
の
任
に
あ
っ
た
と
い
う

事
貧
は
、
高
句
麗
遠
征
軍
に
府
兵
が
参
加
し
て
い
た
と
い
う
先
の
剣
断
を
別
の
角
度
か
ら
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
軍
中
に
お
け
る

い
ま
、
こ
れ
ら
の
大
勝
軍
・
将
軍
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
す
る
と
、

そ
の
中
に
は
、
高
句
麗
遠
征
の
事
を
起
す
に
嘗
っ
て
そ
の
地
位
に
任
じ
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府
兵
の
あ
り
方
に
劃
し
て
、
あ
る
一
示
唆
を
興
え
る
も
の
で
あ
る
。

ら
れ
た
人
物
が
か
な
り
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
他
に
本
官
を
有
し
な
が
ら
、
「
検
校
」
「
掻
」
な
ど
を
附
し
た

十
二
衡
の
大
将
軍
・
賂
箪
の
肩
書
を
輿
え
ら
れ
た
者
で
、
前
記
十
八
名
中
、
奨
子
蓋

・
楊
雄

・
衛
玄
・
佳
弘
昇
の
四
人
に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
遠

征
直
前
に
な
っ
て
衛
大
将
軍
の
地
位
に
就
い
た
者
が
、
吐
蕃
緒
(
前
官
は
東
卒
太
守
)
と
段
文
振

〈
兵
部
向
書
〉

の
二
人
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は

大
賂
を
務
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
首
時
政
界
の
最
有
力
者
の
一
人
で
、
納
言
の
地
位
に
あ
っ
た
蘇
威
が
「
本
官
を
以
て
左
武
街
大
賂
軍
を
領

(

必

)

(

川

崎

)

し
」
て
参
戦
し
て
お
り
、
太
府
卿
粂
少
府
監
で
あ

っ
た
何
澗
も
揖
右
屯
衛
将
軍
と
し
て
従
軍
し
て
い
る
。
高
句
麗
遠
征
は
皇
一
一
帝
の
親
征
で
あ

り
、
惰
朝
が
総
力
を
あ
げ
た
戦
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
軍
関
係
以
外
の
官
に
就
い
て
い
た
者
も
、
一
部
の
留
守
役
を
除
い
て
、
従
軍
し
た
の
で
あ

37 

そ
の
際
、
政
界
に
あ
っ
て
あ
る
程
度
以
上
の
地
位
を
占
め
て
お
り
、
遠
征
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
す
べ
き
人
物
は
、
右
の
例
に
見

る
よ
う
に
、
十
二
衡
の
大
将
軍
・
賂
軍
に
就
任
し
た
り
、
或
い
は
臨
時
に
そ
の
官
を
帯
び
た
り
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。

る
が
、
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十
二
術
に
お
い
て
大
賂
軍

・
将
軍
に
次
ぐ
地
位
は
武
賞
郎
絡
で
あ
り
、
各
衡
に
四
人
ず
つ
置
か
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
大
将
軍

・
将
軍

と
同
様
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
武
貫
郎
賂
は
、
将
軍
よ
り
一
段
格
が
下
る
だ
け
に
史
書
中
の
記
事
が
少
な
く
、
第
一
次
高
句
麗
遠
征
に
参
加
し

た
と
い
う
記
述
も
僅
か
に
四
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
例
は
「
本
官
を
以
て
武
黄
郎
絡
を
領
す
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
よ
う

(

川

叫

)

に、

遠
征
に
際
し
て
臨
時
に
武
賞
郎
絡
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
句
麗
遠
征
に
在
来
の
官
の
ま
ま
従
軍
せ
ず
、
十
二
衡
の
大
将
軍

・
終
軍

・
武
黄
郎
将
な
ど
に
轄
任
し
た
り
、
或
い
は
そ
れ

を
臨
時
に
粂
領
し
た
り
し
た
上
で
参
戦
し
た
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
終

(
必
)

軍
職
の
も
つ
稿
枕
と
し
て
の
性
格
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
、
そ
れ
ら
が
府
兵
系
統
の
最
高
指
揮
官
で
あ
り
、
そ
の
地
位

に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
府
兵
を
指
揮
す
る
資
格
が
生
じ
る
、
と
い
う
貼
に
由
る
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
隔
の
十
二
衡
の
制
は
、
府丘ハ

制
の
淵
源
と
さ
れ
る
西
貌
の
二
十
四
軍
の
制
に
由
来
し
、
十
二
衡
の
十
二
人
の
大
将
軍

・
二
十
四
人
の
将
軍
は
、

西
説
の
十
二
大
将
軍

・
二
十
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四
開
府
儀
同
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
っ
て
、
府
兵
の
指
揮

・
統
轄
が
そ
の
本
来
の
任
務
で
あ
る
。
前
記
の
人
々
は
、
遠
征
に
あ
た
っ
て
こ
の

十
二
衡
の
大
将
軍

・
将
軍

・
武
賞
郎
将
の
地
位
を
付
興
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
府
兵
を
指
揮
統
轄
す
る
権
限
を
得
、
そ
し
て
貫
際
に
府
兵
を
配

属
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
遠
征
軍
中
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
た
任
務
を
、
こ
の
陛
下
の
府
兵
を
指
揮
し
て
遂
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
、
府
兵
の
側
に
覗
貼
を
移
し
て
考
え
て
み
る
と
、
遠
征
軍
中
に
お
い
て
府
兵
の
興
え
ら
れ
て
い
た
地
位
が
推
察
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
府
丘
ハ
は
、

軍
の
大
賂
な
ど
遠
征
に
際
し
て
指
導
的
役
割
を
果
す
べ
き
重
要
人
物
の
周
囲
に
配
さ
れ
て
い
た
、

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
府
兵
は
本
来
宮
中
お
よ
び
首
都
の
響
固
に
嘗
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
遠
征
軍
に
あ
っ
て
は
皇
帝
の
御
営
に

も
配
属
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
府
兵
が
こ
れ
ら
緊
要
の
地
を
占
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、

一
方
の
兵
募
は
そ
の
周

迭
の、

さ
ほ
ど
緊
要
で
は
な
い
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
、
府
兵
で
緊
要
の
地
を
固
め
、
丘
(
募
を
そ
の
周
溢
に
配
す
る
、
と
い
う
園
式
は
、
雨
者
の
性
格
を
比
較
す
る
こ
と
で
裏
づ
け
ら
れ
る
。

丘
ハ
募
は
、
前
一章
で
見
た
通
り
、
あ
く
ま
で
も
高
句
麗
遠
征
に
際
し
て
臨
時
に
徴
震
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
軍
事
的
な
訓
練
は
ほ
と
ん
ど
受
け
て



お
ら
ず
、
陪
朝
と
の
閥
係
も
薄
か
っ
た
。
こ
れ
に
謝
し
て
府
兵
は
、
卒
時
で
も
農
閑
期
に
は
軍
府
に
お
い
て
軍
事
訓
練
を
施
さ
れ
、
定
期
的
に

首
都
の
警
固
も
し
く
は
進
境
防
衛
の
任
に
首
っ
て
い
て
、
惰
朝
と
の
閲
係
は
、
兵
募
に
比
べ
で
は
る
か
に
緊
密
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
晴
朝

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
雨
者
の
聞
に
は
、
そ
の
信
頼
性
に
お
レ
て
格
段
の
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
遠
征
軍
の
編
制
に
お
い
て
も
、
要

所
に
は
信
頼
度
の
高
い
府
兵
を
、
周
迭
に
は
兵
募
を
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
、
府
兵
と
兵
募
が
徴
鼓
さ
れ
た
地
域
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
府
兵
の
徴
設
は
鷹
揚
府
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
そ
の
劉
象
と
な
る

地
域
は
鷹
揚
府
の
置
か
れ
た
州
で
あ
っ
た
。
唐
代
、
折
衝
府
の
分
布
が
一
様
で
な
く
、
そ
の
多
く
が
関
内
・
河
南
・
河
東
の
三
道
、
と
り
わ
け

(
必
)

長
安
・
洛
陽
の
周
迭
に
存
在
し
、
残
り
は
漫
境
の
諸
州
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
賓
で
あ
る
が
、
折
衝
府
の
前
身
で

あ
る
隔
の
鷹
揚
府
の
分
布
も
、
大
勢
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
陪
代
の
府
兵
は
、
そ
の
多
く
が
長
安
・
洛
陽
の
周
濯
の
州
に

て
徴
獲
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
高
句
麗
遠
征
に
参
加
し
た
府
兵
も
、
や
は
り
そ
の
地
域
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
兵
募
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
前
一章
で
第
一
に
奉
げ
た
賛
建
徳
の
例
で
あ
る
が
、
彼
が
徴
護
さ
れ
た
の
は
河
北
の
清
河
郡

〈
唐
代
は
貝
州
〉
に
お
い
て
で
あ
る
。
河
北
の
地
は
高
句
麗
に
近
く
、

し
か
も
遠
征
の
経
路
に
嘗
っ
て
い
る
か
ら
、
物
資
の
補
給
を
含
め
て
重
い
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負
措
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
今
後
さ
ら
に
精
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
本
稿
で
は
、
開
皇
・
仁
蕎
以
前
に
清
河
郡

の
地
に
線
管
府
が
置
か
れ
た
こ
と
は
無
く
、
従
っ
て
府
兵
の
供
給
地
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

唐
代
の
貝
州
は
折
衝
府
を
置
か
れ

て
い
な
い
非
軍
府
州
で
あ
り
、

や
は
り
府
兵
の
供
給
地
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、

か
ら
判
断
し
て
、
陪
の
大
業
年
聞
に
も
清
河
郡
に
鷹
揚
府
は
置

か
れ
ず
、
府
兵
の
徴
震
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、

と
い
う
指
摘
を
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
兵
募
の
第
二
例
と
し
て
奉
げ
た
劉
元
進
の
場
合
、
そ
の
舞
蓋
は
江
南
の
臭
・
舎
の
地
で
あ
り
、
第
三
例
は
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
准
南
・
江
南
・
嶺
南
の
地
を
封
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
唐
代
に
折
衝
府
が
ほ
と
ん
ど
置
か
れ
ず
、
府
兵
の
徴
震
は
極
く
少
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数
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
惰
代
に
お
い
て
も
同
様
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
先
の
費
建
徳
の
例
と
合
せ
て
、
三
例
の

兵
募
は
い
ず
れ
も
府
兵
の
負
捨
の
無
い
、
も
し
く
は
極
め
て
軽
い
地
域
か
ら
徴
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
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い
。
菊
池
英
夫
氏
は
、
唐
代
の
府
丘
(
と
兵
募
の
徴
設
を
論
じ
て
、
丘
(募
が
、
府
兵
の
負
捨
を
も
た
ぬ
非
軍
府
川
か
ら
差
設
さ
れ
た
場
合
が
多
い

そ
れ
に
よ
っ
て
唐
朝
が
、
軍
府
州
と
非
軍
府
州
と
の
聞
で
州
民
の
負
措
に
あ
る
程
度
の
卒
衡
を
保
と
う
と
し
て
レ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

ハ
幻
)

と
、
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
陪
代
の
丘
ハ
募
が
府
兵
の
負
措
の
軽
い
地
域
か
ら
徴
設
さ
れ
た
の
も
、
同
様
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な

い
か
。
特
に
、
遠
く
江
南
や
嶺
南
の
地
で
徴
兵
し
、
は
る
か
高
句
麗
ま
で
従
軍
せ
し
め
た
貼
に
、
惰
朝
の
配
慮
が
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
場
一
一
帯
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
の
姿
が
、
極
く
お
ぼ
ろ
げ
に
で
は
あ
る
が
、
浮
び
上
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
長

ヤ
」
'
戸
」
、

安
・
洛
陽
附
近
出
身
の
府
兵
を
要
所
に
据
え
、
河
北
・
准
南
・
江
南
・
嶺
南
で
徴
渡
し
た
兵
募
を
そ
の
周
過
に
配
す
る
、

て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
陪
朝
の
全
鎧
像
に
も
通
じ
る
一
面
が
あ
っ
た
、

と
い
う
構
造
を
も
っ

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

為、

わ

り

tこ

本
稿
は
、
燭
一帝
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
を
め
ぐ
っ

て、

ま
ず
そ
の
兵
数
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
渡
し
た
。
そ
の
結
果
、

遠
征
軍
の
兵
数
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は
少
な
く
と
も
八
十
高
と
推
算
さ
れ
、
『
惰
書
』
本
紀
の
記
す
百
十
三
高
徐
と
い
う
数
値
も
決
し
て
あ
り
得
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
の
屠

大
な
兵
が
動
員
で
き
た
の
は
、
惰
代
既
に
唐
の
兵
募
の
先
揺
を
な
す
兵
種
が
存
在
し
、
こ
れ
が
府
兵
と
と
も
に
従
軍
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
、

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
府
兵
と
兵
募
の
在
り
方
の
相
違
や
雨
者
の
関
聯
に
つ
い
て
は
、
前
三章
で
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
場
一一帝
の
高
句
麗
遠
征
の
際
、
郡
の
徴
設
す
る
丘
ハ
募
が
「
既
に
」
存
在
し
て
い
た
、
と
述
べ
た
が
、
惰
の
兵
募
は
、
こ
の
時
代
の

兵
制
史
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
興
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
翻
っ
て
考
え
る
に
、
そ
れ
以
前
の
時
代
、
州
(
大
業
年
開

を
統
轄
し、

の
郡
〉
が
兵
を
徴
設
し、

管
理
す
る
こ
と
は
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
南
北
朝
時
代
に
は
、
都
督
諸
州
諸
軍
事
が
数
州
の

軍
事

と
い
う
健
制
が
普
遍
的
だ
っ
た

の
で
あ
り
、
州
が
州
兵
を
統
率
す
る
の

ま
た
そ
の
中
の
一
州
の
刺
史
を
粂
領
し
て
民
政
を
司
る
、

も
極
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

こ
の
よ
う
な
朕
況
の
中
に
、
府
兵
制
の
濫
柿
切
で
あ
る
西
貌
の
二
十
四
軍
の
制
が
出
現
す
る
。
そ
れ
は
、
も
と
も
と
州
兵
と
は
別
系
統
の
も
の



で
あ
っ
た
が
、
以
後
北
周

・
惰
と
継
承
さ
れ
て
い
く
聞
に
、
地
方
の
組
管
府
と
結
び
つ
き
、
州
兵
を
そ
の
系
列
下
に
牧
め
た
。
こ
れ
以
後
、
川

丘
ハ
は
、
或
い
は
軍
府
の
統
領
下
に
置
か
れ
て
府
兵
制
に
組
込
ま
れ
、
或
い
は
勢
力
を
削
減
さ
れ
て
委
を
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
州
兵
は
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
し
い
役
割
を
輿
え
ら
れ
て
再
生
し
て
く
る
。
こ
の
新
し
い
役
割

こ
そ
、
本
稿
で
兵
募
と
稽
し
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
中
央
政
府
の
指
示
に
も
と
づ
い
て
、
有
事
の
際
に
臨
時
に
徴

鼓
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
郡
〈
州
)
は
彼
ら
を
徴
護
こ
そ
す
れ
、
寅
戦
で
の
指
揮
権
は
興
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
来
て
郡
(
州
)
は
、

か
つ
て
の
軍
事
権
を
失
い
、
中
央
の
統
制
下
に
、
管
下
の
民
を
封
象
と
し
て
徴
護
・
差
遣
を
行
う
だ
け
の
機
関
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
は
あ

た
か
も
場
一
帝
の
大
業
年
問
、
府
兵
制
に
お
い
て
は
、
地
方
の
総
管
府
を
鹿
止
し
、
各
地
の
軍
府
を
す
べ
て
中
央
十
二
衡
に
直
属
せ
し
め
る
鰻
制

が
成
立
し
た
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
州

・
郡

・
豚
の
民
政
機
構
か
ら
軍
事
権
を
分
離
し
、
地
方
の
擢
力
を
割
取
し

づ
け
を
興
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ょ
う
と
す
る
、
中
央
集
権
化
へ
の
強
い
志
向
で
あ
る
。
こ
の
陪
朝
の
中
央
集
権
鐙
制
の
中
で
、

か
つ
て
の
州
兵
は
、
兵
募
と
い
う
新
た
な
位
置
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場
一
帝
の
第
一
次
高
句
麗
遠
征
軍
は
、
こ
の
兵
募
が
【
初
め
て
史
上
に
現
れ
、
府
兵
と
相
互
補
完
の
関
係
を
も
ち
つ
つ
編
制
さ
れ
た
軍
隊
で
あ

る
、
と
い
う
粘
'
で
兵
制
史
上
に
一
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
遠
征
が
、
惰
朝
が
滅
亡
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
る
轄
回
貼
と
な
っ
た
の

は
、
け
だ
し
歴
史
の
皮
肉
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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註近
人
の
研
究
は
、
末
尾
に
一
括
し
て
一示し
、
註
の
中
で
は
符
放
に
よ

っ
て
略

記
し
た
。

(
1
〉
陪
と
突
阪
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
護
雅
夫
氏
の
雄
篇
同
が
あ
る
。

ま
た
、
階
の
封
高
句
麗
政
策
に
つ
い
て
は
、
堀
敏
一

ωを
参
照
の
こ
と
。

(
2
)

史
上
に
名
高
い
携
果
の
兵
は
、
第
二
次
遠
征
の
時
に
初
め
て
出
現
す

る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
考
察
の
劉
象
と
し
な
い
。

(
3
)

宮
崎
市
定

ω、
一
五
四
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

陪
書
巻
脳
北
秋
俸
西
突
版
。

(
5
〉
陪
書
巻
飢
東
夷
俸
株
額
。

(
6
)

北
史
各
ロ
惰
本
紀
下
、
大
業
十
一
年
三
月
丁
酉
脇
陣
。
世
間
書
巻
4
場一帝

紀
下
は
、
諸
本
と
も
に
五
月
丁
酉
に
作
る
。
こ
の
問
題
の
月
に
は
、
了

直

・
笑
卯
・
己
酉
の
三
僚
が
あ
る
が
、
三
月
は
葵
巳
朔
、
五
月
は
壬
辰
朔

で
、
と
も
に
支
障
は
無
く
、
こ
の
熱
か
ら
は
い
ず
れ
が
正
し
い
か
決
定
で
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き
な
い
。
そ
こ
で
手
掛
り
と
な
る
の
は
、
資
治
通
鐙
谷
川
出
が
惰
書
の
五
月

丁
酉
を
斥
け
、
北
史
に
従
っ

て
三
月
丁
酉
に
繋
年
し、

し
か
も
通
鑑
考
異

に
は
何
の
言
及
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。
推
測
す
る
に
、

司
馬
光
た
ち
の
見

た
階
蓄
に
は
正
し
く
三
月
丁
酉
と
あ
り
、
隔
書
の
現
行
諸
本
が
五
月
丁
酉

に
作
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

(

7

)

原
文
に
は
「
軍
将
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
軍
の
大
将
を
指
す
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
註
(
初
)
(
幻
)
(
お
)
の
用
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(8
〉

註
(
6
)

に
同
じ
。

(
9
)

通
典
巻
川
兵
一
、
立
軍
の
僚
に
、
李
鏑
兵
法
を
引
い
て
「
諸
大
将
出

征
、
且
約
援
丘
一
二
寓
人
、
卸
分
骨
周
七
軍
、
如
或
少
、
臨
時
更
定
」
と
述
べ

た
後
、
さ
ら
に
具
位
的
な
軍
編
制
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

一

人
の
大
将
の
下
に
あ
る
兵
は
全
部
で
二
高
二
千
人
、
う
ち
戦
兵
は
一
高
四

千
人
で
あ
り
、
馬
軍
(
騎
丘
ハ
)
は
四
千
人
含
ま
れ
て
い
る
。
二
十
四
軍
の

各
軍
と
は
編
制
が
異
る
の
で
、
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
こ
の
時
代
の
遠
征
軍
の
あ
り
方
を
示
し
た

一
例
と
し
て
参
考
に
な
ろ

〉
勺
ノ
。

(ω
)
惰
書
記
官
8
碓
儀
士
山
=
一
。

(
日
)
同
右
。

(
ロ
)
註

(
9
〉
に
引
い
た
李
靖
兵
法
に
よ
れ
ば
、
遠
征
軍
の
全
軍
二
高
二

千
人

(う
ち
戦
兵
は

一
高
四
千
人
)
に
射
し
、
湾
手
は
二
千
人
含
ま
れ
て

い
る
。
軍
全
慢
の
十
一
分
の
一
、
戦
兵
全
部
に
針
し
て
も
七
分
の
一
で
あ

る
。

(
m
H
)

陪
書
巻
臼
字
文
述
停
に
「
初
、
渡
遼
九
軍
三
十
高
五
千
人
、
及
還
至

泣
東
城
、
唯
二
千
七
百
人
」
と
あ
り
、
こ
の
九
軍
が
も
し
二
十
四
軍
(
ま

た
は
三
十
箪
〉
の
中
の
九
つ
の
軍
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
比
例
計
算

二
よ
っ
て
二
十
四
軍
と
御
替
の
兵
数
が
割
出
せ
る
。
た
だ
、
同
各
4
燭
一
帝

紀
下
、
大
業
八
年
七
月
壬
寅
僚
に
「
九
軍
並
陥
」
と
い

い
、
ま
た
同
巻
礼

誠
節
博
滋
元
に
「
{
子
文
述
等
九
軍
敗
績
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
を
見
る

と
、
こ
れ
ら
の
九
軍
と
は
究
数
で
は
な
く
、
天
子
の
軍
の
一意
味
か
と
も
思

わ
れ
る
の
で
、
決
定
は
留
保
し
た
い
。

(凶
)
資
治
通
鑑
巻

m大
業
七
年
二
月
壬
午
僚
に
、
東
莱
の
海
ロ
で
船
三
百

伎
を
造
ら
せ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
が
海
路
軍
の
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
繍
い
て
四
月
僚
に
、
江
准
以
南
の
水
手
一
高
人
を

裂
し
た
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
海
路
軍
の
船
の
潜
ぎ
手
と
し
て
徴
愛
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う。

筒
書
谷
川
品
食
貨
志
に
は
、
江
准
南
の
丘
(
を
海
路
軍
の
大

将
・
来
護
鬼
の
も
と
に
配
し
た
、
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

(
時
)
資
治
通
鑑
忠
信
肌
大
業
八
年
六
月
係
。

(日
〉
以
上
の
記
述
は
、
菊
池
英
夫

ω、
二ハ|一一一

0
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
菊

池
料
、
四

一
O
|
四

一
九
ペ
ー
ジ
、
に
よ
る
。

(げ
)
漬
口
重
図
閥
、

二
二ペ

ー
ジ
。
菊
池

ω、
三
九
ペ
ー
ジ
。
菊
池
刷
、

四
二
五
ペ
ー
ジ
。

(
同
)
か
な
り
後
の
記
録
で
あ
る
が
、
宋
史
各

m兵
士
宝
に
、
剤
湖
路
の
郷

兵
に
湾
手
の
い
た
こ
と
を
体
え
る
。
剤
湖
路
は
現
在
の
湖
北

・
湖
南
雨
省

に
内
品
る
。

(ω
〉
玉
井
是
博
的
。
日
野
開
三
郎
刷
。

(
却
)
菊
池
例
。

(
幻
)
唐
耕
絹
川
。

(
辺
)
菊
池
川
お
よ
び
例
。

(
お
)
こ
こ
に
述
べ
た
の
は
琢
郡
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宜
祉
と
は
出
陣
に

片
品
っ
て
祉
を
祭
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
参
加
者
は
質
際
に
従
軍
し
た
は
ず

- 42ー
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で
あ
る
。

(
担
)
陪
書
巻
田
繁
子
葦
停

除
民
部
俗
書
O
i
-
-
-
遼
東
之
役
、
徴
掻
左
武
衛
将
軍
、
出
長
与
道
。

陪
書
巻
4
燭
脅
紀
下
、
大
業
八
年
正
月
壬
午
僚
の
征
麗
詔
の
中
に
「
左

:
:
第
二
軍
可
長
与
道
」
と
あ
り
、
左
第
二
軍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
下
も
同
様
。

(
お
〉
惰
書
巻
町
吐
蕃
緒
俸
。

(
お
)
惰
書
巻
印
段
文
振
陣
。

〈
幻
)
階
書
巻
必
観
徳
王
雄
博
。

(
お
)
資
治
通
鑑
各
山
山
大
業
八
年
六
月
降
。
楊
雄
は
大
業
七
年
二
月
壬
成
に

死
ん
で
い
る
(
惰
紀
〉
の
で
、
剤
元
値
は
そ
の
後
任
で
あ
ろ
う
。

〈m
U
)

資
治
通
鑑
巻
山
山
大
業
八
年
六
月
候
。
こ
こ
に
は
左
屯
街
賂
軍
と
あ
る

が
、
同
七
月
僚
お
よ
び
惰
書
各
4
燭
帝
紀
下
、
大
業
八
年
七
月
壬
寅
篠
に

よ
り
改
め
た
。

(ω)
階
書
巻
町
出
字
文
述
俸
。

(
引

ω
〉

階
堂百巻
町
欝
世
雄
博
。

(
m
M
〉
惰
書
各
印
子
仲
文
侍
。

(
お
〉
階
書
巻
日
本
寸
景
停
。

(
M

剖
)
惰
書
巻
臼
史
群
停
。

〈
お
)
惰
書
巻
田
楊
義
臣
停
。

(
お
)
筒
書
巻
目
山
越
才
捕
問
。

(
明
山
)
資
治
通
鑑
巻
山
山
大
業
八
年
六
月
候
。

(
叩
ぬ
〉
来
護
見
に
つ
い

て
は
問
題
か
あ
る
。
障
害
容
白
木
俸
に
よ
れ
ば
、
彼

は
右
曲
折
衝
大
将
軍
↓
右
吻
衛
大
賂
軍

l
左
吻
衛
大
将
軍
の
順
に
遜
官
し
て

い
る
。
高
句
麗
遠
征
の
記
事
は
右
吻
衛
大
将
軍
昇
進
の
直
後
に
あ
る
か

ら
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
遠
征
嘗
時
は
右
吻
衛
大
勝
軍
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

資
治
通
鑑
巻

m大
業
八
年
六
月
繰
も
そ
う
記
す
が
、
こ
れ
は
子
仲
文
の
官

と
抵
燭
す
る
。
通
鑑
胡
注
は
こ
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
子
仲
文
に
つ
い
て
は

以
前
の
官
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。

し
か
し
惰
蓄
を
検
す
る
と
、
子
仲
文
の
官
に
つ
い
て
は
混
飢
が
無
い
の

に
封
し
、
来
護
見
に
つ
い
て
は
、
本
紀
・
本
俸
の
ほ
か
、
第
一
次
高
句
麗

遠
征
の
時
に
賎
衛
大
将
軍
(
倉
山
品
食
貨
志
〉
、
楊
玄
感
の
範
の
時
に
左
禦

街
将
軍
(
巻
臼
字
文
述
停
〉
右
臨
折
衝
大
勝
軍
〈
巻
河
楊
玄
感
俸
)
と
混
飢

を
極
め
て
お
り
、
矛
盾
の
責
任
は
来
護
見
の
側
に
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
解
決
策
で
あ
る
が
、
私
は
、
惰
書
本
俸
の
記
述
に
お
い

て
、
右
親
衛
大
賂
軍
昇
進
の
記
事
は
、
第
一
次
遠
征
の
次
に
置
く
べ
き
も

の
と
考
え
る
。
彼
は
、
右
援
術
大
将
軍
と
し
て
第
一
次
遠
征
に
従
軍
し
、

右
吻
衛
大
終
寧
の
子
仲
文
が
大
業
八
年
十
一
月
に
除
名
さ
れ
る
(
陪
紀
)

と
そ
の
官
を
襲
っ
た
。
翌
年
正
月
に
は
李
津
が
右
犠
衛
大
将
軍
と
な
っ
て

い
る
(
階
紀
)
か
ら
、
昇
進
は
そ
れ
以
前
(
ま
た
は
同
時
〉
で
あ
る
。
こ

う
す
れ
ば
、
字
文
述
俸
だ
け
は
如
何
と
も
し
難
い
が
、
食
貨
士
山
は
「
右
」

の
脱
落
と
し
て
、
楊
玄
感
俸
は
数
箇
月
前
の
官
を
書
い
た
も
の
と
し
て
慮

理
で
き
る
し
、
子
仲
文
に
代
っ
て
右
吻
衛
大
賂
軍
、
字
文
述
に
代
っ
て
左

凋
衛
大
将
軍
(
惰
紀
大
業
十
二
年
十
月
、
十
二
月
)
と
い
う
よ
う
に
、
ラ

イ
バ
ル
た
ち
が
失
脚
し
た
り
死
ん
だ
り
し
て
い
く
中
で
、
順
調
に
昇
進
し

て
い
っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

(
ぬ
)
隔
書
倉
田
街
玄
俸
に

「
培
地
道
に
出
づ
」
と
あ
る
が
、
征
麗
詔
に
増

地
道
は
見
え
な
い
。

(品開
)
資
治
遁
鑑
各

m大
業
八
年
六
月
僚
に
「
途
城
道
に

出
づ
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
も
見
え
な
い
。
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(
川
叫
〉
惰
書
巻
時
王
仁
恭
捕
時
。
皐
に
軍
賂
と
な
っ
た
と
記
す
の
み
で
あ
る
c

(
必
)
惰
書
巻
必
蘇
威
惇
。

(
A
W
)

陪
書
を
印
山
何
調
停
。

(
川
制
)
袈
矩
(
陪
書
巻
U
本
俸
〉
、
閣
欧
(
巻
目
山
本
臨
時
)
、
梁
文
謙
(
巻
河
循

吏
惇
梁
彦
光
附
〉
、
陰
世
師
(巻
鈎
陰
窒
同
市
博
附
)
。
臨
時
の
任
命
は
前
の
一一一

人
。

(
必
)
こ
の
推
測
を
篤
さ
し
め
る
の
は
、
検
校
左
均
衛
大
将
軍
と
し
て
従
軍

し
た
楊
雄
の
例
で
あ
る
。
彼
は
帝
室
の
一
族
で
、
開
皇
一
ヰ
中
氏
に
高
原
ら
と

と
も
に
「
四
貴
」
の

一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
た
c

大
業
年
聞
に
は
京
兆
奇
ノ

と
な
り
、
そ
の
六
年
、
突
厭
の
啓
畏
可
汗
を
は
じ
め
と
す
る
誇
圏
の
園
主

が
朝
賀
の
た
め
洛
陽
を
訪
れ
、
そ
れ
を
迎
え
て
百
戯
が
催
さ
れ
た
際
に

は
、
開
中
か
ら
の
参
加
に
つ
い
て
縫
責
任
者
と
な
る
な
ど
、
洛
陽
を
本
援

と
し
た
燭
一
帝
一
に
代
っ
て
開
中
を
預
っ
て
い
た
(
惰
書
巻
必
本
附
降
、
巻
目立一日

繁
志
下
)
。
こ
の
楊
維
が
、
従
軍
に
あ
た
っ
て
、
左
四明衛
大
鰐
軍
と
い

う

衛
の
将
軍
中
最
高
の
地
位
を
、
既
に
{
子
文
連
か
そ
の
任
に
あ
っ
た
に
も
拘

ら
ず
、
「
検
校
」
を
附
し
た
上
で
輿
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
人
物
の
格
に

ふ
さ
わ
し
い
将
軍
位
を
輿
え
る
、
と
い
う
配
慮
が
気
さ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

(
組
制
)
漬
口
一樹
、
一

O
l
一
一
ペ
ー
ジ
e

〈
円
む
菊
池
仙
、
三
四
|
三
五
ペ
ー
ジ
。

引
用
研
究
一

資

制

菊

池
英
夫
-
唐
代
兵
募
の
性
格
と
名
穏
と
二
つ
い
て
」
(
E
.

史
細川
』
釘

・

白
山
合
輯
、
一

九
五
六
U

制
菊
池
「
節
度
使
制
確
立
以
前
に
お
け
る
「
箪
」
制
度
の
展
開
」
(
『
東
洋

閉息子報』

HH
l
2
、
一

九
六

一
)

ω
菊
池
「
節
度
使
制
確
立
以
前
に
お
け
る

一
軍」

制
度
の
展
開

(
綴
穏
と

(
『
東
洋
盟
五
十
報
』

6
1
1
、
一

九
六
二
)

仙
菊
池
「
唐
折
衝
府
の
分
布
問
題
に
関
す
る
一
解
霞
」
(
三
東
洋
史
研
究
』

幻

1
2
、
一
九
六
八
)

例

菊

池

「
府
兵
制
度
の
展
開
」
(
E

岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

5
、
岩
波
書

庖
、
一

九
七

O
〉

的
玉
井
是
博
「
唐
代
防
丁
考
」
(『
支
那
社
舎
経
済
史
研
究
』
、
岩
波
書
庖
、

一
九
四
二
)

倒

潰

ロ
重
園

「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
(
『
秦
漠
陪
唐
史
の
研
究
』
上

巻
、
東
京
大
畢
出
版
合
同
、
一

九
六
六
)

ω
日
野
関
三
郎
「
唐
府
兵
制
時
代
の
園
結
兵
に
つ
い
て
」
会
一
日
野
関
三
郎

東
洋
史
撃
論
集
』
第

一
巻
、一
一
一
一
書
房
、
一

九
八

O
〉

ω
堀
敏

一
「
惰
代
東
ア
ジ
ア
の
園
際
関
係
」
(
唐
代
史
研
究
舎
謡
『
陪
唐

脅
園
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
、
汲
古
書
院
、
一

九
七
九
〉

ω
宮
崎
市
定
『
世
間
の
煽
菅
』
(
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
)

ω
護
雅
夫

「
突
厭
と
陪

・
唐
雨
王
朝
」
(
『
古
代
ト

ル
=
民
族
史
研
究
』

ー
、
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
)

ω
唐
耕
鰐

一唐
代
前
期
的
兵
募
」
会
一
歴
史
研
究
』

-44-

一
九
八
一
l
i
四
)



seems to belong to the tradition of persons as Wei Ran 魏丹ａｎｄFan Sui

苑唯．

ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE ARMY

　

RECRUITED FOR SUI YANGDI 煽帝’ＳFIRST

　　　

CAMPAIGN AGAINST KOGURYO高句麗

　　　　　　　　　　　　　　　　

ASAMI Naoichiro

　　

In the present study of the military system of the Sui dynasty l focus

on the army recruited for Sui Yangdi's first campaign against Koguryo.

The preparations for this military expedition began in ６１１and the ｅχpedi-

tion

　

itself was undertaken in 612. The number of soldiers said to have

participated is ｅχtremely large, but there are no grounds in the records

at our disposal for doubting its correctness. According to several sources

at least 800,000 soldiers took part in the campaign. In the ｅχpeditionary

force were soldiers that had been recruited extraordinarily by the com-

manderies (lｕｎ郡) and prefectures Qxian !^). Soldiers as these were the

precursors of the so-called ｂｉｎｇｍｕ兵募‘draftsoldiers' of the first half of

the Tang dynasty. They had previously been recruited and commanded

by the commanderies, but were now　recruited　by　the　commanderies

(ｚkoｗ州, called j吻z in the Dave 大業period) and led instead by ａ com-

mandant sent by the central government. The extremely large number

of soldiers participating in the Koguryo campaign did not comprise militia

soldiers (/;ぷ７１ｇ府兵）ｏｎｌｙ; the number was possible because of the

great number of draft soldiers incorporated in the ｅχpeditionary force.

- ２－


