
「
常
備
軍
と
富
僚
制
の
発
達
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
当
時
は
芸
術

に
お
い
て
も
「
富
津
化
」
と
い
う
べ
き
現
象
が
進

行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
自
己
主
張
」
及
び
第
六
章
「
勝
利
の

時
代
」
で
は
、
親
政
を
開
始
し
た
ル
イ
が
、
自
ら

も
積
極
的
に
イ
メ
ー
ジ
創
出
に
乗
り
出
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
戦
争
で

の
勝
利
に
よ
っ
て
栄
光
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
ル

イ
は
、
お
気
に
入
り
の
芸
術
家
や
歴
史
家
を
戦
地

に
ま
で
連
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
七
章
「
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
」
で
は
、

オ
ラ
ン
ダ
戦
役
後
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ル
イ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
様
々
な

儀
礼
行
為
と
、
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
関
連
が
検
討
さ

れ
る
。
加
え
て
、
後
世
に
は
批
判
さ
れ
た
ナ
ン
ト

の
勅
令
の
廃
止
が
、
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
や
聖
王
ル
イ

九
世
に
も
比
肩
す
べ
き
異
端
根
絶
の
功
績
と
し
て
、

公
式
に
は
賛
美
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

続
く
第
八
章
「
日
は
沈
む
」
で
は
、
栄
光
に
騎
り

が
見
え
始
め
た
晩
年
の
ル
イ
と
、
彼
の
全
能
ぶ
り

を
も
は
や
強
調
す
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
イ

メ
ー
ジ
政
策
と
の
対
比
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
第
九
章
以
降
は
、
前
章
ま
で
で
フ
ォ
ロ
ー
し
き

れ
な
か
っ
た
点
を
論
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
九
章
「
伝
統
的
表
現
の
危
機
」
で
は
、
一
七

世
紀
に
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
知
的
革
命
に
よ
り
、

知
識
入
の
間
で
神
秘
的
な
も
の
の
見
方
が
衰
退
し

て
い
く
中
、
ル
イ
の
イ
メ
ー
ジ
創
出
が
こ
う
む
っ

た
影
響
が
、
　
一
〇
童
・
「
メ
ダ
ル
の
裏
爾
」
で
は
、

ル
イ
の
治
世
に
対
し
て
行
わ
れ
た
国
内
外
の
批
判

が
、
実
は
ル
イ
を
称
え
る
た
め
に
創
ら
れ
た
公
式

の
イ
メ
ー
ジ
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
一
章
「
ル
イ
一
四

世
の
受
容
砿
で
は
、
ル
イ
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る

パ
リ
と
地
方
の
上
流
階
級
、
外
国
の
宮
廷
の
反
応

が
紹
介
さ
れ
る
。
最
後
に
第
＝
叢
早
「
比
較
の
な

か
の
ル
イ
一
四
繊
扁
で
は
、
ル
イ
の
イ
メ
ー
ジ
の

系
譜
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
リ
ペ
四
季
や

コ
ジ
モ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
等
、
ル
イ
に
影
響
を
与

え
た
と
さ
れ
る
君
主
の
紹
介
と
、
二
〇
世
紀
の
統

治
者
達
が
行
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
政
策
と
の
比
較

が
行
わ
れ
、
本
書
の
考
察
は
終
わ
る
。

　
い
ず
れ
の
章
も
、
著
者
が
持
つ
該
博
な
知
識
、

方
法
論
的
な
面
白
さ
が
存
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
お

り
、
図
版
の
挿
入
も
豊
富
で
あ
る
。
加
え
て
、
意

外
な
人
物
が
意
外
な
形
で
ル
イ
の
イ
メ
ー
ジ
創
出
、

あ
る
い
は
そ
の
批
判
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
点
も
、
本
書
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。

　
た
だ
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
領
域
が
広
い
分
、

個
々
の
分
析
に
つ
い
て
は
今
ひ
と
つ
掘
り
下
げ
が

足
り
な
い
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
図
像
史
料
の

解
釈
に
関
し
て
、
他
の
研
究
者
の
見
解
が
そ
れ
ほ

ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
点
も
少
し
残
念
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
現
代
の
政
治
文
化
と
の
関
連
も
視
野

に
入
れ
て
考
察
が
な
さ
れ
た
本
書
は
、
訳
者
石
井

三
隅
氏
に
よ
る
読
み
や
す
い
日
本
語
訳
と
分
か
り

や
す
い
専
門
用
語
の
解
説
が
加
わ
っ
て
、
専
門
分

野
の
垣
根
を
越
え
て
読
者
を
獲
得
し
う
る
だ
け
の

素
地
を
持
っ
て
い
る
。
一
読
を
す
す
め
た
い
。
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川
田
稔
編

『
浜
口
雄
幸
集
』

　
資
料
集
に
接
す
る
喜
び
、
読
み
解
く
快
楽
と
い

う
も
の
を
、
歴
史
家
を
志
す
者
は
誰
も
が
知
っ
て

い
る
。
た
だ
、
そ
こ
か
ら
論
考
を
構
築
し
て
い
く

楽
し
さ
ま
で
与
え
て
く
れ
る
資
料
集
は
、
そ
う
多

く
な
い
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
川
田
稔
氏
編
纂
の

ユ50 （712）



介紹

『
浜
口
雄
幸
登
臨
二
冊
は
、
間
違
い
な
く
い
く
つ

も
の
論
考
を
生
み
出
す
可
能
性
を
持
つ
資
料
集
で

あ
る
。

　
浜
ロ
は
、
大
局
を
明
晰
に
語
れ
た
数
少
な
い
政

治
家
の
一
人
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
悲
劇
的
な
環

境
の
中
で
、
政
治
家
と
し
て
多
く
の
苦
悩
に
身
を

置
い
た
人
で
も
あ
る
。
こ
の
資
料
集
は
、
第
一
冊

目
に
彼
の
「
論
述
・
講
演
」
を
、
二
冊
目
に
「
議

会
演
説
」
を
集
め
て
、
そ
の
足
跡
を
た
ど
る
。
主

に
｝
九
一
五
年
か
ら
三
～
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る

が
、
政
治
家
と
そ
の
構
想
を
取
り
囲
む
歴
史
構
造

と
の
間
に
、
い
か
に
残
酷
な
関
係
が
横
た
わ
っ
て

い
る
か
を
、
読
む
者
に
あ
か
ら
さ
ま
に
見
せ
つ
け

て
い
る
。

　
浜
口
の
活
躍
し
た
時
代
は
、
軍
事
的
な
明
治
型

国
家
形
成
が
終
わ
り
、
政
党
政
治
の
も
と
で
国
際

協
調
と
経
済
発
展
を
課
題
と
し
た
国
家
に
転
換
し

て
い
こ
う
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
原
敬
が
成
立

さ
せ
た
そ
の
路
線
を
、
浜
日
は
徹
底
的
に
推
し
進

め
た
。
大
蔵
省
出
身
で
財
政
に
明
る
く
、
平
和
が

い
か
に
経
済
に
資
す
る
か
を
良
く
知
っ
て
い
た
彼

は
、
政
党
政
治
こ
そ
が
日
本
の
進
む
べ
き
道
で
あ

る
と
確
信
し
て
い
た
。
彼
の
口
か
ら
は
、
幣
原
外

交
と
井
上
財
政
の
セ
ッ
ト
の
意
味
や
、
中
国
政

策
・
金
解
禁
・
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
・
産
業

政
策
・
普
通
選
挙
制
度
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
転
換

と
か
か
わ
る
の
か
が
、
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
彼
が
進
め
よ
う
と
し
た
こ
れ
ら
の

諸
施
策
は
、
大
恐
慌
と
い
う
塵
界
資
本
主
義
の
崩

落
の
大
波
に
呑
み
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
に
は
、
超

国
家
主
義
に
覆
わ
れ
た
不
幸
な
時
代
が
や
っ
て
く

る
。
議
院
内
閣
制
を
確
立
し
、
世
界
の
中
の
日
本

を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
彼
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く

逆
に
、
日
本
近
代
史
上
の
負
の
節
目
を
、
結
果
的

に
彼
の
内
閣
は
作
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
局
観
に
も
と
づ
い
た
思
索
と
政
策
が
、
環
境

の
悪
化
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
さ
ま
は
、
資
料

を
読
み
進
む
者
を
息
苦
し
く
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

政
治
な
ら
び
に
政
治
史
と
向
き
合
う
者
に
と
っ
て
、

き
わ
め
て
多
く
の
学
ぶ
べ
き
事
柄
が
こ
こ
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
日
本
近
代
の
脱
皮
の
苦
悩
を
、
翫
場

感
を
も
っ
て
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
前
後
に
位
置
す
る
明
治
と
昭
和
前
期
の
輪

郭
も
、
明
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
日
記

や
書
簡
集
は
事
実
の
機
微
を
見
出
す
の
に
役
立
つ

が
、
政
治
構
想
・
国
際
構
想
を
把
握
で
き
る
こ
と

は
ま
れ
で
あ
る
。
本
資
料
は
そ
の
構
想
を
こ
そ
読

み
取
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

く
る
地
平
は
広
い
。

　
こ
の
よ
う
な
資
料
集
を
編
む
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
編
者
川
田
稔
氏
が
、
資
料
か
ら
論
考
を
生
み

出
す
名
手
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
資
料

集
を
生
命
あ
る
も
の
と
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
所

詮
編
者
の
研
究
者
と
し
て
の
力
貴
に
か
か
っ
て
い

る
。　

氏
に
よ
る
巻
末
解
説
は
、
浜
口
の
経
歴
と
国
家

構
想
を
詳
述
し
た
も
の
で
、
こ
の
資
料
集
か
ら
生

ま
れ
た
最
初
の
論
考
で
あ
る
。
浜
口
研
究
の
た
め

の
概
説
と
し
て
、
つ
ま
り
政
党
政
治
期
研
究
の
手

引
き
と
し
て
、
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
実
証
的

研
究
手
法
を
「
資
料
を
し
て
語
ら
し
め
る
」
と
い

う
言
い
方
で
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
資
料
を
読
み
解
く
緻
密
な
考
察
と
大
胆
な
構
想

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
の
解
説
は
容

易
に
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
一

読
に
値
す
る
。
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