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頁

�
鮮
初
�
に
お
け
る
兵
制
の
改
革

︱
︱
特
に
﹁
甲
士
﹂
設
立
の
	
圖
と
そ
の
變
質
に
つ
い
て

矢

木

毅

は
じ
め
に

一

高
麗
末
の
兵
制

二

太
祖
�
の
改
革

三

太
宗
�
の
改
革

四

甲
士
の
變
質
と
軍
額
の
肥
大
�

お
わ
り
に

附
論

い
わ
ゆ
る
﹁
軍
班
制
﹂
說
の
批


は

じ

め

に

高
麗
�

(九
一
八
～
一
三
九
二
)

の
末
�
に
は
內
憂
外
患
が
打
ち
續
い
て
戰
爭
が
絕
え
ず
︑
各
地
に
元
帥
・
兵
馬
�
な
ど
の
軍
司
令
官
が
�
�

さ
れ
て
現
地
で
軍
�
を
�
募
・
指
揮
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
中
央
の
�
力
者
た
ち
は
�
時
に
お
い
て
も
﹁
留
京
元
帥
﹂︑﹁
留
京
兵
馬
�
﹂
な

ど
の
名
目
で
王
京
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
軍
令
權
を
保
持
し
︑
管
�
す
る
州
郡
か
ら
兵
士
を
�
發
し
て
こ
れ
を
自
ら
の
私
兵
と
し
て
頤
�
し
て
い
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た
︒
こ
れ
ら
の
兵
士
の
名
�
を
﹁
牌
記(1

)

﹂
と
い
う
︒
こ
の
牌
記
に
登
錄
さ
れ
た
私
兵
の
存
在
が
︑
當
時
の
中
央
の
�
力
者
た
ち

︱
︱
宰
臣
・

樞
密
な
ど
︱
︱

の
權
力
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�
鮮
�

(一
三
九
二
～
一
九
一
〇
)

を
創
始
し
た
李
成
桂
︑
あ
ら
た
め
太
祖
李
旦
も
ま
た
︑
も
と
も
と
は
こ
の
種
の
私
兵
を
擁
す
る
�
力
者
の

う
ち
の
一
人
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
て
こ
の
私
兵
の
存
在
こ
そ
が
︑
李
氏
に
よ
る
易
姓
革
命
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ひ
と
た
び
革
命
が
實
現
し
た
以
上
は
︑
國
王
以
外
の
�
力
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
私
兵
を
保
�
し
て
い
る
現
狀
を
そ
の
ま

ま
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
�
鮮
初
�
に
は
私
兵
制
度
の
撤
廢
を
目
 
と
し
て
︑
數
囘
に
わ
た
っ
て
兵
制
の
改

革
が
斷
行
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑
太
祖
�
の
改
革
を
!
"
し
た
の
は
�
鮮
王
�
の
制
度
設
計
者
と
も
い
う
べ
き
²
#
傳
で
あ
り
︑
ま
た
太

宗
�
の
改
革
を
!
"
し
た
の
は
國
王
太
宗
そ
の
人
で
あ
る
が
︑
兩
者
の
改
革
の
方
向
性
は
︑
そ
の
本
質
に
お
い
て
著
し
く
對
蹠
 
な
も
の
で

あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
の
%
い
は
︑
太
宗
�
に
創
設
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
甲
士
﹂
に
お
い
て
︑
も
っ
と
も
端
 
に
示
さ
れ
て
い
た
︒

甲
士
は
�
鮮
初
�
に
お
け
る
兵
制
改
革
の
&
'
で
生
み
出
さ
れ
た
怨
た
な
禁
軍
組
織
で
あ
り
︑
そ
の
設
立
の
經
雲
と
そ
の
後
の
變
�
に
つ
い

て
は
先
學
に
よ
る
詳
細
な
硏
究
が
存
在
す
る(2

)

︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
筆
者
が
屋
上
屋
を
重
ね
て
再
び
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
︑

そ
こ
に
²
#
傳
の
改
革
と
國
王
太
宗
の
改
革
と
の
方
向
性
の
%
い
が
も
っ
と
も
本
質
 
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

そ
の
%
い
を
)
識
す
る
こ
と
は
︑
單
に
�
鮮
初
�
に
お
け
る
兵
制
改
革
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
Õ
っ
て
は
*
�
・
高
麗
時
代
に
お
け
る
兵

制
の
推
移
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
も
必
須
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
︒

一

高
麗
末
の
兵
制

�
鮮
太
宗
�
に
お
け
る
﹁
甲
士
﹂
設
立
の
	
圖
を
探
る
*
提
と
し
て
︑
ま
ず
は
*
�
・
高
麗
の
末
�
に
お
け
る
兵
制
の
實
態
を
+
ら
か
に
し
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て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

3
)

︒

高
麗
時
代
の
中
央
軍
は
︑
戰
時
に
お
い
て
は
三
軍
な
い
し
五
軍
に
-
成
さ
れ
︑
�
時
に
お
い
て
は
二
軍
六
衞
に
-
成
さ
れ
た
︒
こ
の
う
ち
二

軍
六
衞
の
!
力
と
な
る
の
は
三
十
八
領

(三
萬
八
千
人
)

の
精
勇
・
保
/
軍
で
︑
こ
れ
ら
は
地
方
州
縣
よ
り
王
京
に
番
上
す
る
兵
農
一
致
の
農

民
兵
で
あ
っ
た

(も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
衣
論
も
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
)
︒

こ
れ
ら
の
農
民
兵

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
府
兵
﹂
︱
︱

に
は
﹁
軍
人
田
﹂
と
呼
ば
れ
る
領
地

(收
租
地
)

が
與
え
ら
れ
︑
府
兵
は
自
己
の
保
�

す
る
軍
人
田
の
收
益

︱
︱
そ
れ
は
當
該
の
軍
人
の
家
口
・
奴
婢
︑
お
よ
び
そ
の
保
丁

(養
戶
)

に
よ
っ
て
經
營
さ
れ
る
︱
︱

を
基
礎
と
し

て
自
辨
で
軍
裝
を
整
え
︑
王
京
へ
の
番
上
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
軍
役
の
2
擔
が
重
い
た
め
に
府
兵
の

な
か
に
は
番
上
の
義
務
を
怠
る
も
の
も
多
く
︑
ま
た
軍
事
訓
練
の
不
足
す
る
農
民
兵
で
は
い
ざ
と
い
う
と
き
に
戰
闘
の
用
に
立
た
な
い
こ
と
も

少
な
く
な
い
︒
こ
の
た
め
女
眞
と
の
戰
爭

︱
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
九
城
の
役
﹂
︱
︱

に
際
し
て
は
︑
一
般
の
府
兵
と
は
別
に
﹁
別
武
班
﹂
が
組

織
さ
れ
︑
こ
れ
に
は
﹁
工
商
雜
類
﹂
な
ど
の
身
分
の
卑
し
い
者
で
あ
っ
て
も
︑
兵
士
と
し
て
の
7
質
に
優
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
だ
れ
で
も
入

屬
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戰
爭
に
際
し
て
も
︑
內
外
に
お
い
て
﹁
別
抄
﹂
と
呼
ば
れ
る
特
別
の
軍
�
が

組
織
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
も
一
般
の
府
兵
と
は
召
募
の
原
則
が
衣
な
り
︑
立
役
を
荏
え
る
經
濟
基
盤

(軍
人
田
)

の
�
無
に
拘
わ
ら
ず
︑
兵

士
と
し
て
の
7
質
に
優
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
だ
れ
で
も
入
屬
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
ら
は
﹁
特
別
に
8
ば
れ
た

も
の
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
別
抄
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
高
麗
�
で
は
中
葉
以
影
︑
兵
農
一
致
の
農
民
兵

(府
兵
)

を
基
礎
と
す
る
二
軍
六
衞
の
兵
制
が
9
れ
︑
そ
の
缺
を
補
う
た
め

に
し
ば
し
ば
臨
時
の
召
募
兵
が
組
織
さ
れ
た
︒
そ
う
し
て
そ
れ
ら
の
召
募
兵
は
︑
武
臣
政
權
時
代
に
お
い
て
は
政
府
の
瓜
制
を
離
れ
て
武
臣
執

權
者
の
﹁
私
兵
﹂
と
な
り
︑
こ
れ
ら
の
私
兵
が
武
臣
執
權
者
の
庇
護
の
も
と
で
二
軍
六
衞
の
祿
官
職
へ
と
:
出
し
た
︒
し
か
も
彼
ら
は
王
室
へ

の
宿
衞
の
義
務
を
な
い
が
し
ろ
に
し
︑
二
軍
六
衞
の
祿
官
職
を
;
け
な
が
ら
も
︑
も
っ
ぱ
ら
武
臣
執
權
者
へ
の
私
 
な
奉
仕
に
の
み
汲
々
と
し

�鮮初�における兵制の改革
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て
い
た
の
で
あ
る
︒

い
わ
ゆ
る
武
臣
政
權
の
9
壞
に
よ
り
︑
高
麗
の
王
室
は
ひ
と
ま
ず
權
力
を
囘
復
し
た
が
︑
二
軍
六
衞
の
組
織
は
依
然
と
し
て
形
骸
�
し
て
い

た
た
め
︑
歷
代
の
國
王
は
宮
中
に
お
い
て
﹁
成
衆
愛
馬
﹂
と
呼
ば
れ
る
私
兵
・
私
屬
の
組
織
を
獨
自
に
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ

う
し
て
こ
れ
ら
の
私
兵
・
私
屬
が
二
軍
六
衞
の
祿
官
職
へ
と
:
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
來
の
府
兵
は
そ
の
立
役
の
基
盤
と
な
る
軍
人
田
や

祿
官
職
を
奪
わ
れ
︑
ま
す
ま
す
番
上
・
宿
衞
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
︒

か
く
し
て
︑
王
京
に
お
け
る
番
上
・
宿
衞
は
も
ち
ろ
ん
︑
戰
時
に
お
け
る
行
軍

(
>
征
軍
)

の
兵
力
に
も
し
ば
し
ば
不
足
が
生
じ
た
た
め
に
︑

高
麗
末
に
お
い
て
は
中
央
の
�
力
者

︱
︱
宰
臣
・
樞
密
な
ど
︱
︱

が
各
#
に
軍
司
令
官

(元
帥
・
兵
馬
�
)

と
し
て
�
�
さ
れ
︑
現
地
に
お

い
て
獨
自
に
兵
力
を
召
募
・
組
織
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
も
彼
ら
は
﹁
留
京
元
帥
﹂
や
﹁
留
京
兵
馬
�
﹂
と
し
て
︑
王
京
に
留
ま
っ
た
ま

ま
任
地
の
兵
力
を
�
發
し
︑
こ
れ
を
自
己
の
﹁
私
兵
﹂
と
し
て
�
役
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
�
力
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
私
兵
を
保
�
す
る
な
か
で
︑
高
麗
末
の
恭
讓
王
三
年

(一
三
九
一
)

に
は
怨
た
に
﹁
三
軍
摠
制
府
﹂
が

設
立
さ
れ
︑
李
成
桂
を
三
軍
都
摠
制
�
︑
裴
克
廉
を
中
軍
摠
制
�
︑
趙
浚
を
左
軍
摠
制
�
︑
²
#
傳
を
右
軍
摠
制
�
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
て
︑

A
替
で
宮
中
の
宿
衞
の
任
に
當
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
が(4

)

︑
こ
れ
は
B
す
る
に
︑
宮
中
の
宿
衞
兵
を
李
成
桂
の
一
�
が
掌
握
し
た
こ
と
を
	
味

し
て
い
る
︒

か
く
し
て
兵
權
を
掌
握
し
た
李
成
桂
は
︑
百
官
の
推
戴
を
得
て
國
王

(權
知
國
事
)

の
位
に
卽
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
革
命
の
當
初

は
人
心
未
だ
定
ま
ら
ず
︑
不
測
の
事
態
に
も
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
︑
宗
親
お
よ
び
大
臣
た
ち
に
は
引
き
續
き
私
兵
を
瓜
D
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
て
い
た(

5
)

︒

結
局
︑
私
兵
の
分
立
狀
態
を
解
E
し
︑
國
軍
の
組
織
を
再
確
立
す
る
と
い
う
課
題
は
︑
高
麗
末
か
ら
の
宿
題
と
し
て
︑
�
鮮
�
に
そ
の
ま
ま

引
き
繼
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
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二

太
祖
�
の
改
革

�
鮮
�
の
制
度
設
計
者
と
も
い
う
べ
き
²
#
傳
は
︑
�
鮮
初
�
の
兵
制
に
つ
い
て
G
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

國
家
︑
內
に
は
則
ち
府
兵
あ
り
︑
州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
あ
り
︒
外
に
は
則
ち
陸
守
の
兵
あ
り
︑
騎
H
の
兵
あ
り
︒
そ
の
制
み
な
考
う
べ
き

な
り
︒
(﹃
�
鮮
經
國
典
﹄
政
典
︑
軍
制
I
︑
序

(6
)

)

右
に
﹁
內
﹂
と
あ
る
の
は
王
京
の
制
度
︑﹁
外
﹂
と
あ
る
の
は
地
方
州
縣
の
制
度
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
內

(王
京
)

の
兵
に
︑﹁
府
兵
﹂
と

﹁
州
縣
兵
﹂
と
の
二
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
︒

こ
の
う
ち
︑﹁
府
兵
﹂
と
い
う
の
は
�
鮮
�
の
円
國
當
初
に
設
置
さ
れ
た
﹁
義
興
三
軍
府
﹂
の
兵

で
︑
こ
れ
は
戰
時
に
お
け
る
三
軍
と
︑
�
時
に
お
け
る
十
衞

(十
司
)

と
に
よ
っ
て
J
成
さ
れ
る

(表
一
參
照
)
︒
い
わ
ゆ
る
十
衞
と
は
︑
高
麗
時
代
の
二
軍
六
衞
を
引
き
繼
い
だ
八
衞
に
︑
李
成
桂
︑

改
め
太
祖
李
旦
の
私
兵
組
織
で
あ
る
﹁
義
興
親
軍
﹂
の
二
衞
を
加
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ

う
し
て
戰
時
の
三
軍
は
︑
�
鮮
初
�
に
は
そ
の
ま
ま
-
成
が
維
持
さ
れ
て
い
た
︒

い
わ
ゆ
る
十
衞
は
太
祖
三
年

(一
三
九
四
)

に
﹁
十
司
﹂
に
改
-
さ
れ
る
が
︑
そ
こ
で
は
中
軍
K

屬
の
義
興
・
忠
佐
・
雄
武
・
神
武
を
﹁
侍
衞
司
﹂
と
し
︑
左
右
軍
K
屬
の
龍
驤
・
龍
騎
・
龍
武
・
虎

賁
・
虎
M
・
虎
勇
を
﹁
N
衞
司
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
に
O
目
し
た
い
︒
こ
れ
は
²
#
傳
が
自
ら
営
べ

�鮮初�における兵制の改革
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表一 三軍と十衞 (十司)

三 軍 十 衞 (十 司)

中軍

義興親軍左衞 (義興侍衞司)

義興親軍右衞 (忠佐侍衞司)

鷹揚衞 (雄武侍衞司)

金吾衞 (神武侍衞司)

左軍

左右衞 (龍驤N衞司)

神虎衞 (龍騎N衞司)

興威衞 (龍武N衞司)

右軍

備N衞 (虎賁N衞司)

千牛衞 (虎MN衞司)

監門衞 (虎勇N衞司)



る
と
お
り
︑
漢
の
南
北
軍
の
制
度
に
倣
っ
た
も
の
で
︑
こ
の
う
ち
漢
の
南
軍
に
相
當
す
る
侍
衞
司
は
宮
中
の
侍
衞
を
掌
り
︑
北
軍
に
相
當
す
る

N
衞
司
は
王
京
の
N
檢
を
掌
る(

7
)

︒
そ
こ
に
は
李
成
桂
︑
改
め
太
祖
李
旦
の
私
兵
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
た
侍
衞
司

(舊
義
興
親
軍
)

の
軍
�

に
對
し
︑
地
方
州
縣
の
番
上
軍
か
ら
昇
:
し
た
も
の
を
基
礎
と
し
て
組
織
さ
れ
た
N
衞
司
の
軍
�
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
を
牽
制
す
る
	
圖
が
R
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
い
わ
ゆ
る
府
兵
に
對
し
て
は
︑
そ
の
勤
務
の
裏
付
け
と
し
て
武
官
職
と
祿
俸
・
科
田
が
與
え
ら
れ
る
︒
そ
の
定
員
は
︑
十
衞
五
十
領

の
合
計
四
千
二
百
三
十
員
名
で(

8
)

︑
こ
れ
ら
は
﹁
居
常
宿
衞
の
兵
﹂︑
す
な
わ
ち
長
番
兵
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
高
麗
末
の
T
風
を

;
け
て
︑
依
然
︑
宿
衞
兵
以
外
の
者

︱
︱
た
と
え
ば
宮
中
の
宦
官
・
內
豎
・
樂
工
な
ど
︱
︱

が
︑
ポ
ス
ト
を
橫
取
り
す
る
場
合
も
少
な
く

は
な
か
っ
た(

9
)

︒

こ
れ
に
對
し
︑﹁
州
縣
兵

(州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
)
﹂
の
ほ
う
は
一
般
に
﹁
侍
衞
牌
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒﹃
太
祖
實
錄
﹄
卷
六
︑
太
祖
三
年

(一

三
九
四
)

八
V
己
巳
條
に
見
え
る
諫
官
W
伯
英
等
の
上
駅
に
よ
る
と
︑

古
者

い
に
し
え

︑
兵
は
井
田
よ
り
出
ず
︒
周
衰
え
て
法
廢す
た

る
る
も
︑
_
の
府
衞
の
法
に
至
り
て
は
︑
稍や
や

古
に
a
し
︒
今
︑
內
に
三
軍
府
を
立
て
︑
外

に
侍
衞
各
牌
を
置
き
て
以
て
府
に
屬つ

け
︑
番
を
分
か
ち
て
上
下
せ
し
む
︒
此
は
則
ち
府
衞
の
c
法
な
り
︒

と
あ
る
か
ら
︑﹁
州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
﹂
で
あ
る
侍
衞
牌
は
中
央
の
三
軍
府
に
K
屬
し
︑
兩
者
の
關
係
は
_
�
の
﹁
府
衞
の
法
﹂︑
す
な
わ
ち
地

方
の
折
衝
府
と
中
央
の
十
二
衞
と
の
關
係
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

同
じ
く
﹁
府
兵
﹂
と
い
っ
て
も
_

(お
よ
び
高
麗
)

の
場
合
に
は
地
方
の
折
衝
府

(高
麗
で
は
州
縣
の
守
令
)

に
K
屬
す
る
兵
士
の
こ
と
を
府
兵

と
い
い
︑
�
鮮
初
�
に
お
い
て
は
中
央
の
三
軍
府
に
K
屬
す
る
兵
士
の
こ
と
を
府
兵
と
い
う
の
で
紛
ら
わ
し
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
�
鮮
�
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で
は
三
軍
府
の
兵
士

(府
兵
)

の
母
體
は
地
方
州
郡
か
ら
王
京
に
番
上
し
て
く
る
侍
衞
牌

(侍
衞
各
牌
)

で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
8
拔
さ
れ
た
精
銳

た
ち
が
武
官
職
を
得
て
三
軍
府
K
屬
の
府
兵
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
結
局
︑
農
民
兵
を
母
體
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
︒

な
お
︑
州
縣
兵

(州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
)

に
つ
い
て
は
︑
²
#
傳
は
こ
れ
を
﹁
內
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
︑
W
伯
英
は
こ
れ
を
﹁
外
﹂
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
﹁
府
衞
﹂
に
屬
す
る
中
央
軍
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
O
	
し
て
お
き
た

い
︒し

か
し
な
が
ら
︑
高
麗
末
に
は
こ
の
種
の
﹁
府
衞
の
法
﹂
が
9
れ
︑
中
央
の
武
官
職
は
權
勢
家
と
結
び
つ
い
た
宦
官
・
內
豎
・
樂
工
な
ど
の

﹁
內
僚
﹂
に
よ
っ
て
橫
取
り
さ
れ
た
た
め
に
︑
州
縣
か
ら
の
番
上
兵

(府
兵
)

が
そ
の
勤
務
成
績
を
f
し
て
武
班
の
祿
官
職
へ
と
:
出
す
る
こ

と
は
困
難
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
地
方
州
縣
か
ら
の
番
上
兵
た
ち
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
て
い
た
宿
衞
の
制
度
そ
の
も
の
が
形
骸
�
し
︑
そ
の

闕
を
補
う
た
め
に
國
王
自
ら
が
各
種
の
私
兵
・
私
屬

(い
わ
ゆ
る
成
衆
愛
馬
)

を
養
成
す
る
な
ど
︑
變
則
 
な
事
態
は
�
鮮
初
�
に
至
る
ま
で
繼

續
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
惡
循
h
を
斷
ち
切
る
た
め
に
︑
²
#
傳
は
宦
官
・
內
豎
・
樂
工
な
ど
の
﹁
內
僚
﹂
の
官
職
・
位
階
を
別
円
て
に
し(10

)

︑
彼
ら
を
武
官

職
か
ら
排
除
す
る
と
と
も
に
︑
州
縣
か
ら
の
番
上
兵
が
そ
の
勤
務
成
績
に
應
じ
て
順
G
﹁
衞
﹂
の
武
官
職
へ
と
:
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
制
度

︱
︱
す
な
わ
ち
_
や
高
麗
の
﹁
府
衞
の
制
﹂
︱
︱

に
囘
歸
す
る
こ
と
で
︑
古
の
﹁
兵
農
一
致(11

)

﹂
の
理
想
を
實
現
さ
せ
よ
う
と

考
え
て
い
た
︒
諫
官
W
伯
英
等
が
﹁
外
﹂
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
侍
衞
牌

(侍
衞
各
牌
)

を
︑
²
#
傳
が
﹁
內
﹂
の
存
在
と
し
て
︑

す
な
わ
ち
中
央
に
直
屬
す
る
﹁
禁
軍
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
︒

と
は
い
え
︑
�
鮮
初
�
に
お
い
て
は
宗
室
・
宰
樞
な
ど
が
﹁
留
京
元
帥
﹂︑﹁
留
京
兵
馬
�
﹂
な
ど
の
名
目
で
依
然
と
し
て
軍
令
權
を
保
�
し

て
お
り
︑
州
縣
兵

(州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
)

に
つ
い
て
も
︑
そ
の
一
部
は
三
軍
府
の
瓜
制
を
離
れ
て
宗
室
・
宰
樞
な
ど
の
�
力
者
の
﹁
私
兵
﹂
と

し
て
頤
�
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
上
営
の
と
お
り
で
あ
る(12

)

︒
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こ
の
た
め
︑
²
#
傳
は
各
#
の
侍
衞
牌
に
對
す
る
�
時
の
軍
事
指
揮
權
を
﹁
元
帥
﹂
か
ら
奪
っ
て
﹁
兵
馬
�
﹂
に
與
え(13

)

︑
こ
れ
に
よ
っ
て
兵

權
の
細
分
�
を
圖
る
と
と
も
に
︑
諸
王
子
の
D
い
る
私
兵
を
廢
し
て
そ
の
名
籍

(牌
記
)

を
三
軍
府
に
囘
收
し
よ
う
と
し
た
が(14

)

︑
こ
れ
に
反
發

し
た
李
芳
>

(後
の
太
宗
)

ら
の
ク
︱
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
²
#
傳
は
誅
殺
さ
れ
︑
l
上
に
﹁
m
n
﹂
の
汚
名
を
;
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
︒

三

太
宗
�
の
改
革

兵
農
一
致
の
制
度
へ
の
囘
歸
を
理
想
と
す
る
²
#
傳
に
對
し
︑
彼
を
打
倒
し
て
實
力
で
王
位
を
獲
得
し
た
李
芳
>
︑
改
め
�
鮮
太
宗
は
︑
そ

れ
と
は
對
蹠
 
な
J
想
を
o
い
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
太
宗
が
權
力
の
座
を
/
ち
取
っ
た
の
は
︑
彼
の
瓜
D
す
る
私
兵
の
存
在
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
太
宗
は
²

#
傳
の
J
想
と
は
眞
m
に
︑
む
し
ろ
自
己
が
瓜
D
す
る
私
兵
を
基
礎
と
し
て
�
鮮
の
國
軍
の
再
-
を
圖
ろ
う
と
し
た
︒
そ
の
際
︑
そ
の
中
核
兵

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
甲
士
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒

甲
士
は
一
般
に
は
﹁
甲

(よ
ろ
い
)
﹂
を
具
し
た
兵
士
の
こ
と
を
い
う
が
︑
�
鮮
初
�
に
お
い
て
は
一
般
の
農
民
兵
よ
り
も
上
等
の
裝
備
を
し

た
兵
士

︱
︱
具
體
 
に
は
宗
親
・
大
臣
た
ち
の
私
兵
︱
︱

の
こ
と
を
特
に
﹁
甲
士
﹂
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
た
︒
そ
う
し
て
王
宮
の
宿
衞

を
擔
う
兵
士
た
ち
は
︑
!
と
し
て
李
成
桂
︑
改
め
�
鮮
太
祖
の
�
下
の
甲
士
た
ち

(侍
衞
親
軍
)

に
よ
っ
て
J
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
太
祖
を
p
位
に
q
い
R
ん
だ
太
宗
は
︑
ひ
と
ま
ず
同
母
兄
の
恭
靖
王

(定
宗
)

を
國
王
に
立
て
て
自
ら
は
そ
の
世
繼
ぎ

(王
世
子

(15
)

)

と

な
っ
た
が
︑
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
權
力
掌
握
の
た
め
の
經
&
 
な
措
置
に
す
ぎ
な
い
︒
つ
い
で
恭
靖
王
二
年

(一
四
〇
〇
)

六
V
に
は
宮
中
に
宿

衞
し
て
い
る
﹁
鎭
撫
K
甲
士
﹂
三
百
人
を
解
散
さ
せ
︑
そ
の
軍
器
・
鎧
仗
を
す
べ
て
三
軍
府
に
t
付
さ
せ
た(

16
)

︒
宮
中
に
殘
っ
た
の
は
︑
た
だ
恭
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靖
王
の
私
兵

(潛
邸
麾
下
)

百
人
の
み
で
あ
っ
た
が
︑
さ
ら
に
同
年
九
V
に
は
こ
の
私
兵
集
團

(原
從
侍
衞
牌
)

を
も
解
散
さ
せ
︑
宮
中
の
甲
士

の
名
�

(牌
記
)

は
す
べ
て
三
軍
府
に
t
付
さ
せ
た(17

)

︒

こ
の
結
果
︑
恭
靖
王
の
周
圍
に
は
形
式
 
な
儀
仗
兵
だ
け
が
殘
り
︑
實
質
 
な
戰
力
と
し
て
賴
み
と
な
る
武
裝
兵
士
と
し
て
の
﹁
甲
士
﹂
は

だ
れ
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

こ
れ
は
事
實
上
︑
恭
靖
王
に
讓
位
を
w
る
た
め
の
﹁
武
裝
解
除
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
宮
中
の
﹁
甲
士
﹂
の
解
散
を
求
め
た
門
下
府
の
上
駅
を

﹁
兪
允
﹂
し
た
と
は
い
え
︑
恭
靖
王
が
な
に
か
し
ら
不
快
の
色
を
示
し
た
と
い
う
の
も
︑
當
然
と
い
え
ば
當
然
で
あ
る(18

)

︒

一
方
︑
王
世
子

(後
の
太
宗
)

の
ほ
う
は
︑
解
散
さ
せ
た
は
ず
の
﹁
甲
士
﹂
數
百
人
を
D
い
て
開
城
の
郊
外
の
壺
串

(こ
の
こ
ろ
は
一
時
 
に
開

城
に
首
都
を
戾
し
て
い
た
)

で
鷹
狩
り
を
行
っ
て
い
る
が(19

)

︑
こ
ち
ら
は
王
世
子

(太
宗
)

の
事
實
上
の
私
兵
で
あ
り
︑
m
に
い
う
と
︑
こ
の
鷹
狩

り
に
參
加
す
る
こ
と
で
︑
甲
士
た
ち
は
王
世
子

(太
宗
)

に
對
す
る
私
兵
と
し
て
の
忠
y
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
と
き
の
鷹

狩
り
は
︑
兄
・
恭
靖
王
に
對
す
る
王
世
子

(太
宗
)

の
軍
事
 
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒

か
く
し
て
兄
・
恭
靖
王
の
讓
り
を
;
け
た
太
宗
は
︑
卽
位
す
る
と
す
ぐ
︑
手
の
ひ
ら
を
{
す
よ
う
に
し
て
宮
中
に
再
び
﹁
甲
士
﹂
を
設
置
し

た
が
︑
こ
の
と
き
の
甲
士
に
つ
い
て
﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄
太
宗
卽
位
年

(一
四
〇
〇
)

十
二
V
辛
卯
朔
條
に
は
G
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

甲
士
二
千
を
復
立
し
︑
一
千
も
て
諸
衞
の
職
に
閏
て
︑
一
年
相
遞
し
て
式
と
爲
す(20

)

︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
太
宗
は
﹁
甲
士
二
千
﹂
を
復
立
し
︑
そ
の
う
ち
一
千
人
に
諸
衞

(十
司
)

の
祿
官
職
を
與
え
て
一
年
A
替
で
宮
中
の
宿
衞

の
任
務
に
當
た
ら
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
內
容
は
お
そ
ら
く
は
﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄
-
纂
の
段
階
に
お
け
る
q
記
で
あ
り(21

)

︑
太
宗
卽

位
の
時
點
で
﹁
甲
士
二
千
﹂
の
軍
額
が
は
じ
め
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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太
宗
卽
位
當
初
の
﹁
甲
士
﹂
は
︑
上
営
の
鷹
狩
り
に
參
加
し
た
﹁
甲
士
﹂
數
百
人

︱
︱
そ
の
實
態
と
し
て
は
太
宗
の
私
兵
︱
︱

を
中
心

と
し
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
員
數
も
當
初
は
數
百
人
'
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
一
年
相
遞
﹂
の
番

上
兵
と
な
っ
た
の
も
後
年
の
こ
と
で
︑
こ
の
時
點
で
は
む
し
ろ
︑
長
番
の
私
兵
集
團
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う

(そ
の
理
由

に
つ
い
て
は
後
営
す
る
)
︒

太
祖
�
の
²
#
傳
の
J
想
で
は
︑
も
と
も
と
宮
中
の
宿
衞
に
は
三
軍
府
に
K
屬
す
る
﹁
府
兵
﹂︑
お
よ
び
﹁
州
縣
兵

(州
郡
番
上
宿
衞
の
兵
)
﹂

が
當
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
太
宗
は
三
軍
府
の
府
兵
や
州
縣
兵

(侍
衞
牌
)

よ
り
も
自
ら
の
D
い
る
私
兵
集
團
に
信
賴
を
寄
せ
︑
こ
れ

を
宮
中
の
宿
衞
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
し
た
︒
そ
う
し
て
彼
ら
に
優
先
 
に
武
班
の
祿
官
職
を
與
え
︑
祿
俸
や
科
田
を
荏
給
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑﹁
甲
士
﹂
と
し
て
の
長
番
の
勤
務
を
荏
え
よ
う
と
し
た
︒

こ
の
た
め
︑
從
來
の
軍
官

(武
班
)

と
軍
人
と
は
﹁
甲
士
﹂
の
制
度
を
f
し
て
一
體
�
し
て
い
く
︒
甲
士
は
單
な
る
軍
人
と
し
て
で
は
な
く
︑

軍
人
と
し
て
の
實
戰
能
力
を
|
ね
備
え
た
軍
官

(武
班
)

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る(22

)

︒

・
太
宗
二
年
の
甲
士

太
宗
は
自
ら
の
私
兵
を
﹁
甲
士
﹂
と
し
て
再
-
し
た
が
︑
今
や
國
王
と
な
っ
た
以
上
︑
三
軍
府
に
屬
す
る
一
般
の
﹁
府
兵
﹂
た
ち
に
つ
い
て

も
︑
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
太
宗
二
年

(一
四
〇
二
)

に
改
め
て
﹁
甲
士
﹂
を
8
拔
・
補
閏
し
た
が
︑
こ
の

と
き
に
は
從
來
の
﹁
府
兵
﹂
か
ら
も
甲
士
を
8
拔
し
︑
甲
士
と
府
兵
と
の
格
差
を
解
E
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
︒

こ
の
と
き
甲
士
の
8
拔
に
當
た
っ
た
趙
英
茂
と
太
宗
と
の
對
話
に
よ
る
と
︑
太
宗
の
舊
來
の
私
兵

(甲
士
)

に
つ
い
て
は
﹁
內
甲
士
﹂
と
し

て
引
き
續
き
宮
中
の
宿
衞
に
當
た
ら
せ
る
一
方
︑
府
兵
か
ら
は
﹁
外
甲
士
﹂
を
8
ん
で
こ
れ
を
王
京
の
警
衞
に
閏
て
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
う
し

て
﹁
府
兵
・
甲
士
の
區
別
を
な
く
し
︑
人
心
を
一
つ
に
す
る
﹂
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う(23

)

︒

東 方 學 報

212



こ
う
し
た
	
圖
に
從
い
︑﹁
府
兵
﹂
を
取
り
R
ん
だ
形
で
再
-
さ
れ
た
﹁
甲
士
﹂
の
軍
額
は
﹁
一
千
人
﹂
で
あ
っ
た
︒
甲
士
と
府
兵
︑
改
め

﹁
內
甲
士
﹂
と
﹁
外
甲
士
﹂
の
內
譯
に
つ
い
て
は
︑
當
初
の
目
論
見
で
は
﹁
內
甲
士
﹂
が
五
百
︑﹁
外
甲
士
﹂
が
五
百
︑
合
計
一
千
人
'
度
を
目

標
と
し
て
い
た
が(

24
)

︑
�
~
 
に
は
﹁
內
甲
士
﹂
が
四
百
人
︑﹁
外
甲
士
﹂
が
六
百
人
で
︑
そ
の
合
計
が
﹁
一
千
人
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る(25

)

︒

こ
の
う
ち
︑﹁
內
甲
士
﹂
四
百
人
は
︑
從
來
か
ら
宮
中
に
宿
衞
し
て
い
た
國
王
太
宗
の
私
兵
集
團
を
再
-
し
た
も
の
︒
こ
ち
ら
は
左
右
番
各

二
百
人

(計
四
百
人
)

が
︑
四
番
A
替
で
宮
中
の
宿
衞
に
當
た
る

(左
右
番
か
ら
各
五
十
人
ず
つ
︑
計
百
人
を
宿
衞
に
閏
て
る
の
で
あ
ろ
う
)
︒
た
だ
し
︑

非
番
の
と
き
に
も
王
京
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
	
味
に
お
い
て
長
番
兵
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
︒
一
方
の
﹁
外
甲
士
﹂
六
百
人

は
も
と
の
﹁
府
兵
﹂
か
ら
8
拔
さ
れ
た
地
方
州
縣
の
農
民
兵
た
ち
で
︑
彼
ら
は
中
央
の
三
軍
十
司
に
分
屬
し
︑
!
と
し
て
宮
外
の
警
衞
に
當
た

る
︒
こ
れ
ら
は
上
営
の
²
#
傳
の
J
想
に
從
い
︑
漢
の
﹁
南
北
軍
﹂
の
制
度
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑﹁
外
甲
士
﹂
と
い
っ
て
も

後
営
す
る
兩
界
赴
防
の
甲
士
と
は
%
い
︑
あ
く
ま
で
も
王
京
侍
衞
の
甲
士
で
あ
る
こ
と
に
は
O
	
し
て
お
き
た
い
︒

と
も
あ
れ
︑
太
宗
二
年

(一
四
〇
二
)

の
段
階
に
お
け
る
甲
士
の
軍
額
は
合
計
﹁
一
千
人
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
上
営
の
﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄

の
記
事
と
は
矛
盾
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
太
宗
卽
位
年

(一
四
〇
〇
)

十
二
V
の
段
階
で
﹁
甲
士
二
千
﹂
の
兵
數
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
︑
そ
れ
で
宿
衞
の
兵
力
は
閏
分
に
足
り
る
︒
わ
ざ
わ
ざ
﹁
甲
士
﹂
を
8
拔
す
る
必
B
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
實
際
に
は
︑
太
宗

卽
位
當
初
の
甲
士

(
內
甲
士
)

は
數
百
人
'
度
で
︑
そ
れ
で
は
宿
衞
の
兵
力
が
不
足
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
怨
た
に
も
と
の
﹁
府
兵
﹂
を

﹁
外
甲
士
﹂
と
し
て
補
閏
し
︑
こ
の
時
點
で
は
じ
め
て
﹁
甲
士
一
千
﹂
の
軍
額
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
た
い(26

)

︒

²
#
傳
は
私
兵
を
解
體
し
て
﹁
府
兵
﹂
に
再
-
す
る
こ
と
を
J
想
し
た
︒
し
か
し
︑
太
宗
は
そ
れ
と
は
眞
m
に
︑
府
兵
を
み
ず
か
ら
の
私
兵

(甲
士
)

の
組
織
に
取
り
R
み
︑
そ
れ
を
國
軍
の
中
核
に
据
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

�鮮初�における兵制の改革

213



四

甲
士
の
變
質
と
軍
額
の
肥
大
�

當
初
﹁
一
千
人
﹂
で
發
足
し
た
甲
士
は
︑
太
宗
三
年

(一
四
〇
三
)

に
怨
た
に
﹁
五
百
人
﹂
を
加
え
て
合
計
﹁
千
五
百
人
﹂
と
な
っ
た(27

)

︒
そ

の
後
の
軍
額
︑
お
よ
び
番
G
の
變
�
に
つ
い
て
は
︑
あ
ら
ま
し
﹁
表
二
﹂
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
甲
士
の
軍
額
は
�
G
增
加
し
て
い
っ
た
が
︑
王
宮
の
宿
衞
に
當
た
る
當
番
兵
そ
れ
自
體
の
數
は
︑
お
お
む
ね
﹁
一
千
人
﹂

な
い
し
﹁
一
千
五
百
人
﹂
'
度
で
特
に
變
�
し
て
い
な
い
︒
大
き
く
變
わ
っ
た
の
は
︑
そ
れ
が
﹁
長
番
兵
﹂
の
組
織
か
ら
﹁
番
上
兵
﹂
の
組
織

へ
︑
ま
た
﹁
世
蔭
子
弟
﹂
の
組
織
か
ら
﹁
農
民
兵
﹂
の
組
織
へ
と
組
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
點
に
あ
る
︒

そ
も
そ
も
﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
︑
甲
士
は
﹁
一
年
相
遞
﹂
の
番
上
兵
の
組
織
と
し
て
發
足
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ

の
記
事
內
容
を
額
面
ど
お
り
に
;
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
證
據
に
太
宗
七
年

(一
四
〇
七
)

頃
の
甲
士
た
ち
は
︑

鄕
里
を
捐す

て
︑
親
戚
を
棄す

て
︑
入
り
て
侍﹅

衞﹅

に
閏
た
り
︑
纍﹅

年﹅

歸﹅

覲﹅

す﹅

る﹅

を﹅

得﹅

ず﹅
(28
)︒

な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
發
足
當
初
の
甲
士
は
決
し
て
﹁
一
年
相
遞
﹂
の
番
上
兵
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
で
は
甲
士
が
不
憫
で
あ
る
た
め
︑
太
宗
七
年

(一
四
〇
七
)

に
至
っ
て
は
じ
め
て
﹁
覲
親
�
墳
の
法
﹂
が
定
め
ら
れ

た(
29
)

︒
そ
の
背
景
と
し
て
は
︑
も
と
も
と
農
民
兵
か
ら
8
拔
さ
れ
た
甲
士
︑
す
な
わ
ち
﹁
外
甲
士
﹂
に
と
っ
て
は
︑
王
京
に
お
け
る
長
番
の
勤
務

が
G
第
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
︑
と
い
う
事
�
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
甲
士
は
�
里
へ
の
歸
省
や
墓
參

(覲
親
�
墳
)

の

た
め
に
一
時
 
に
王
京
を
離
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
そ
う
な
る
と
︑
こ
れ
を
口
實
と
し
て
王
京
侍
衞
の
任
務
か
ら
離
脫
す

東 方 學 報

214



�鮮初�における兵制の改革

215

表二 甲士の軍額と番G

軍 額 番G 當番兵數 立役�閒 典 據

太 宗

卽位年 (1400) 2000 2 番 1000 1年相遞
恭靖王 (定宗)
2年 12V辛卯朔

2年 (1402)
1000

內甲士 400
外甲士 600

1000 長番？ 6V癸亥條

3年 (1403) 1500 1500 長番？ 正V壬午條

8年 (1408)
3000
(2000)

2 番
1500
(1000)

1年相遞 10V辛丑條

10 年 (1410) 3000 2 番 2000 1年相遞 4V丁巳條

12年 (1412) 3000 2 番 1年相遞 7V戊申條

14 年 (1414)
1000

別 牌 2000
2 番 500 1年相遞 8V辛酉條

18 年 (1418) 1000 1年相遞
世宗 18 年
5V丁亥條

世 宗

10 年 (1428) 3000 3 番
1000

他 務 200
侍 衞 800

1年相遞
2V乙丑條
13年 10V
乙卯條

22年 (1440) 6000 6番 1000 6朔相遞
2V己卯條
5V壬子條

27 年 (1445) 4500 3 番 1500 6朔相遞 7V庚寅條

30 年 (1448)
7500

赴 防 3000
侍 衞 4500

5番
1500

赴 防 600
侍 衞 900

4朔相遞
正V乙卯條
5V庚寅條

魯 山

元年 (1453) 9450 6番 11V癸酉條

2年 (1454) 9450 7番
1350

赴 防 600
侍 衞 750

4朔相遞 正V戊午條

世 祖 3年 (1457)
9450

京 5250
兩 界 4200

11 番 4朔相遞 7V己卯條

睿 宗 20000 4番 5000 成宗 2年 7V乙亥條

成 宗

元年 (1470) 10000 5番 2000 4朔相遞
2V己卯條
2年
7V乙亥條

5年 (1474) 8000 (京) 閏 6V庚子條

6年 (1475)
14800

兩 界 6800
京 8000

9V甲寅條

16 年 (1485)
14800

赴 防 7240
侍 衞 7560

5番
2960

赴 防 1448
侍 衞 1512

6朔相遞 『經國大典』



る
も
の
が
續
出
し
た
こ
と
は
想
宴
に
難
く
な
い
︒

ま
た
そ
れ
と
は
別
に
︑
邊
境
の
防
衞
の
た
め
に
各
#
の
軍
司
令
官

(
�
制
�
)

に
從
っ
て
﹁
赴
防
﹂
の
役
に
赴
き
︑
王
京
侍
衞
の
任
務
を
離

れ
る
も
の
も
少
な
く
は
な
か
っ
た(

30
)

︒
當
然
︑
王
京
侍
衞
の
甲
士
の
數
は
不
足
し
て
く
る
︒
こ
の
た
め
隨
時
缺
員
を
補
閏
し
て
い
た
に
ち
が
い
な

い
が
︑
そ
れ
ら
の
額
外
甲
士
は
制
度
改
革
の
た
び
に
順
G
﹁
正
額
﹂
へ
と
組
み
R
ま
れ
て
い
っ
た
︒

そ
の
員
額
は
︑
太
宗
三
年

(一
四
〇
三
)

の
段
階
で
は
合
計
﹁
千
五
百
人
﹂︑
そ
れ
が
成
宗
�
に
完
成
し
た
﹃
經
國
大
典
﹄
の
段
階
で
は
︑
�

~
 
に
は
﹁
一
萬
四
千
八
百
人
﹂
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
﹁
番
上
制
﹂
の
"
入
に
�
う
も
の
で
︑
當
番
兵
そ
れ
自

體
の
數
は
︑
お
お
む
ね
﹁
一
千
人
﹂
な
い
し
﹁
千
五
百
人
﹂
'
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

・
番
上
制
の
�
入

甲
士
の
﹁
番
上
制
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹃
太
宗
實
錄
﹄
八
年

(一
四
〇
八
)

十
V
辛
丑
條
の
記
事
に
︑

三
軍
甲
士
一
千
五
百
を
加
置
す
︒
甲
士
は
元
數
一
千
五
百
︒
ま
た
一
千
五
百
を
加
え
︑
こ
れ
を
し
て
一﹅

年﹅

相﹅

遞﹅

し
て
︑
輪
G
に
侍
衞
せ
し

む(
31
)

︒

と
あ
る
︒
た
だ
し
︑
元
數
一
千
五
百
に
一
千
五
百
を
加
え
た
合
計
﹁
三
千
人
﹂
の
甲
士
を
一
時
に
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
︑
實

際
に
甲
士
が
﹁
三
千
人
﹂
の
軍
額
を
滿
た
し
︑﹁
一
年
相
遞
﹂
の
番
上
制
に
よ
る
�
用
が
確
立
す
る
に
は
︑
後
営
す
る
太
宗
十
年

(一
四
一
〇
)

の
段
階
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

そ
の
證
據
に
︑﹃
太
宗
實
錄
﹄
九
年

(一
四
〇
九
)

十
V
乙
丑
條
の
記
事
に
よ
る
と
︑
中
央
の
﹁
十
司
﹂
に
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
甲
士
二
百
﹂
が
�

東 方 學 報

216



屬
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
甲
士
の
W
體
數
は
﹁
三
千
人
﹂
の
目
標
に
は
到
�
せ
ず
︑
實
際
に
は
﹁
二
千
人
﹂
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(32

)

︒

*
引
の
﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄
の
記
事
は
︑
あ
る
い
は
こ
の
段
階
の
制
度
を
記
�
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
﹁
一
年
相
遞
﹂
の
番
上
制
に
つ
い
て
も
︑
そ
れ
が
實
際
に
確
立
し
た
の
は
太
宗
十
年

(一
四
一
〇
)

の
こ
と
で
︑
具
體
 
に
は
︑
こ
の

年
に
は
じ
め
て
﹁
甲
士
番
上
の
法
﹂
を
設
け
て
﹁
�

�

こ
も
ご
も
か
た
み

に
番
上
せ
し
め
︑
當
番
者
は
;
祿
し
︑
下
番
者
は
歸
農
﹂
せ
し
む
る
こ
と
と
し
た

の
で
あ
る(

33
)

︒
た
だ
し
︑
こ
れ
に
は
反
對
す
る
者
も
あ
っ
て
︑﹁
豈
に
祿
を
;
く
る
者
を
し
て
�
か
た
み

に
上
下
番
を
爲
さ
し
む
べ
け
ん
や(34

)

﹂
と
批

し

て
い
る
か
ら
︑
少
な
く
と
も
そ
の
頃
ま
で
の
﹁
甲
士
﹂
は
原
則
と
し
て
﹁
長
番
制
﹂
で
�
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
ろ
う
︒

と
も
あ
れ
︑
こ
の
太
宗
十
年

(一
四
一
〇
)

の
改
革
で
は
︑
舊
甲
士
二﹅

千﹅

人﹅

に
對
し
て
怨
甲
士
一
千
人
を
加
え
︑
合
計
三
千
人
の
甲
士
を
二

番
に
分
け
て
︑
そ
の
う
ち
二
千
人
は
番
上
し
︑
一
千
人
は
番
休
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑﹃
太
宗
實
錄
﹄
十
年

(一
四
一

〇
)

四
V
丁
巳
條
︑
お
よ
び
五
V
戊
寅
條
に
G
の
よ
う
に
み
え
る
︒

時
に
元
屬
の
甲
士
二
千
人
︒
上

(太
宗
)

議
す
ら
く
︑﹁
一
千
を
加
定
し
て
︑
分
ち
て
二
番
と
爲
し
︑
一
年
相
遞
せ
し
む
れ
ば
︑
則
ち
國

に
侍
衞
の
疎
な
く
︑
家
に
廢
農
の
嘆
き
な
く
︑
人
に
父
母
妻
子
曠
年
%
離
の
怨
み
な
か
ら
ん
﹂
と
︒
乃
ち
兵
曹
に
命
じ
て
義
興
府
・
訓
鍊

觀
と
同と
も

に
甲
士
一
千
を
試
せ
し
む(35

)

︒

甲
士
宿
衞
下
番
の
法
を
定
む
︒
兵
曹
�
し
て
曰
く
︑﹁
⁝
⁝
願
わ
く
は
二
千
の
額
に
因
り
て
一
千
を
加
置
せ
ん
︒
⁝
⁝
怨
舊
合
計
三
千
︒

二
千
を
留
め
て
宿
衞
せ
し
め
︑
一
千
を
下
番
せ
し
め
ん
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒

以
上
の
案
が
そ
れ
ぞ
れ
に
裁
可
さ
れ
て
︑
以
後
︑
甲
士
は
二
千
人
が
番
上
し
︑
殘
り
の
一
千
人
が
一
年
A
替
で
番
休
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
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從
來
の
﹁
長
番
制
﹂
と
比
�
す
る
と
︑
少
な
く
と
も
三
年
の
う
ち
に
一
年
は
﹁
歸
農
﹂
し
︑
立
役
の
基
盤
と
な
る
經
濟
力
の
囘
復
を
圖
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
地
方
州
縣
の
農
民
兵
た
ち
に
と
っ
て
は
﹁
甲
士
﹂
の
役
が
苦
役
で
あ
っ
た
こ
と
に
%
い
は
な
い
︒
こ
れ
よ
り
以

後
︑
甲
士
の
軍
額
は
漸
G
增
加
し
︑
そ
れ
と
同
時
に
立
役
の
番
G
も
漸
G
增
加
し
て
い
っ
た
が
︑
そ
れ
は
當
番
甲
士
の
立
役
�
閒
を
短
縮
し
︑

番
休
�
閒
を
�
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
農
民
兵
た
ち
の
2
擔
を
少
し
で
も
輕
減
す
る
こ
と
を
目
 
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

・
甲
士
の
變
質

甲
士
が
長
番
制
か
ら
番
上
制
に
移
行
し
た
こ
と
に
�
い
︑
甲
士
の
J
成
も
ま
た
從
來
の
私
兵
か
ら
農
民
兵
を
中
心
と
す
る
も
の
へ
と
變
�
し

て
い
っ
た
︒
い
や
︑
農
民
兵
の
比
重
の
高
ま
り
に
�
っ
て
︑
や﹅

む﹅

を﹅

え﹅

ず﹅

︑
番
上
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
︑
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
あ
ろ
う
︒

そ
も
そ
も
太
宗
が
﹁
甲
士
﹂
を
設
立
し
た
と
き
︑
彼
の
J
想
に
あ
っ
た
も
の
は
︑﹁
世
蔭
子
弟
﹂︑
な
い
し
﹁
士
族
子
弟
﹂
を
中
核
と
す
る
︑

少
數
精
銳
の
禁
軍
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
︑
*
�
・
高
麗
の
兵
制

︱
︱
_
の
府
兵
制
を
ベ
ー
ス
と
す
る
︱
︱

に

大
枠
と
し
て
囘
歸
し
よ
う
と
し
た
²
#
傳
の
兵
制
改
革
に
對
す
る
根
本
 
な
批

で
も
あ
っ
た
︒

一
體
︑
高
麗
時
代
の
二
軍
六
衞
の
武
班
職
は
︑
散
員
以
上
は
!
と
し
て
兩
班
の
子
弟
が
恩
蔭
に
よ
っ
て
就
任
し
て
い
た
が
︑
彼
ら
は
儀
仗
兵

と
し
て
は
と
も
か
く
︑
野
戰
軍
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
賴
り
に
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
三
十
八
領
三
萬
八
千
人
の
精
勇
軍
・
保
/

軍
は
︑
地
方
州
縣
か
ら
王
京
に
番
上
す
る
農
民
兵
で
︑
彼
ら
こ
そ
が
高
麗
の
國
軍
の
中
核
で
あ
っ
た
が
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら
は
二
軍
六

衞
の
下
�
の
武
官
職

︱
︱
校
尉

(正
九
品
)

・
�
正

(
液
外
)

を
!
と
し
て
︑
せ
い
ぜ
い
散
員

(正
八
品
)

ま
で
︱
︱

に
し
か
昇
:
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た

(²
#
傳
﹃
經
濟
�
鑑
﹄
に
︑
別
將
以
上
を
﹁
員
﹂
と
し
て
數
え
︑
散
員
以
下
を
﹁
名
﹂
と
し
て
數
え
て
い
る
の
は
︑
こ
う
し
た
﹁
液
品
﹂
の

區
別
を
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
)
︒
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し
か
し
︑
こ
れ
で
は
本
當
に
戰
力
と
し
て
恃
む
べ
き
も
の
に
祿
俸
が
行
き
渡
ら
ず
︑
結
果
と
し
て
戰
力
の
質
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
は
必

然
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
太
宗
は
自
ら
の
私
兵
で
あ
る
﹁
甲
士
﹂
に
對
し
て
重
點
 
に
武
官
職
を
割
り
當
て
る
と
と
も
に
︑﹁
士
族
﹂
を
積
極
 

に
﹁
甲
士
﹂
に
登
用
し
て
彼
ら
を
國
軍
の
中
核
に
据
え
よ
う
と
し
た
︒
そ
う
し
て
州
縣
か
ら
番
上
す
る
侍
衞
牌
に
對
し
て
は
︑
そ
の
一
部
を

﹁
外
甲
士
﹂
と
し
て
禁
軍
に
取
り
R
む
一
方
︑
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
し
ば
し
ば
番
上
を
免
除
し
て
農
業
に
專
念
さ
せ
る
方
針
を

と
っ
た(

36
)

︒

こ
の
よ
う
に
農
民
兵
で
は
な
く
︑
﹁
士
族
﹂
を
甲
士
の
中
核
に
据
え
よ
う
と
し
た
の
は
︑
彼
ら
が
﹁
奴
婢
﹂
を
K
�
し
︑
奴
婢
か
ら
收
め
る

身
貢
の
收
入
に
よ
っ
て
︑
王
京
に
お
け
る
長
番
の
勤
務
に
も
閏
分
に
耐
え
う
る
こ
と
が
�
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(37

)

︒
こ
れ
は
長
番
軍
を
維

持
す
る
た
め
の
財
源
を
︑
い
わ
ば
﹁
士
族
﹂
に
�
代
わ
り
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
肝
腎
の
﹁
士
族
﹂
た
ち
は
︑
こ
の
﹁
甲
士
﹂
の
役
に
就
任
す
る
こ
と
を
忌
�
し
て
い
た
︒
も
と
よ
り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
も
﹁
祿
官

職
﹂
へ
の
就
任
は
魅
力
 
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
高
麗
時
代
で
あ
れ
ば
門
蔭
に
よ
っ
て
勞
せ
ず
し
て
就
任
す
る
こ
と
の
で
き
た
ポ
ス
ト
を
︑
わ
ざ

わ
ざ
﹁
甲
士
﹂
と
し
て
の
﹁
賤
役
﹂
を
f
し
て
手
に
入
れ
る
必
B
は
な
い
︒
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
免
役
特
權
に
ま
も
ら
れ
た
﹁
閑
良
﹂
と
し
て
︑

別
�
︑
祿
官
職
へ
の
就
任
の
機
會
を
待
っ
て
い
る
ほ
う
が
得
策
で
あ
ろ
う
︒

甲
士
の
職
は
︑
卑
汚
賤
辱
︒
豈
に
世
蔭
子
弟
の
爲
す
K
な
ら
ん
や
︒
(﹃
太
宗
實
錄
﹄
三
年
十
一
V
丙
申
條

(38
)

)

と
い
う
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
士
族
﹂
た
ち
の
僞
ら
ざ
る
本
 
で
あ
っ
た
︒

こ
の
た
め
︑
甲
士
の
募
集
を
行
っ
て
も
﹁
士
族
﹂
の
み
で
そ
の
員
額
を
滿
た
す
こ
と
は
で
き
ず
︑
必
然
 
に
地
方
州
縣
出
身
の
農
民
兵
た
ち

に
よ
っ
て
そ
の
闕
を
補
填
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
多
く
は
﹁
奴
婢
﹂
を
保
�
し
な
い
�
民
で
あ
る
た
め
︑
た
と
え
祿
俸
の
荏
給
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を
;
け
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
王
京
に
お
け
る
長
番
の
勤
務
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
太
宗
は
當
初
の
J
想
を
放

棄
し
︑
甲
士
の
勤
務
を
﹁
番
上
制
﹂
に
切
り
替
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

元
と
士
族
に
係
る
と
曰
う
と
い
え
ど
も
︑
家
世
淸
¢
に
し
て
︑
臧
獲

(奴
婢
)

あ
る
こ
と
鮮
し
︒
D
ね
皆
な
僥
倖
に
入
屬
し
︑
一
二
G
番

上
の
後
︑
力
荏
す
る
能
わ
ず
︑
故こ
と

に
托
し
て
番
上
せ
ざ
る
者
︑
頗
る
多
し
︒
此
れ
に
因
り
て
︑
侍
衞
虛
踈
た
り
︒
(括
弧
內
は
引
用
者
︒﹃
魯

山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)
﹄
元
年
十
一
V
癸
酉
條

(39
)

)

こ
れ
は
甲
士
が
﹁
番
上
制
﹂
に
切
り
替
え
ら
れ
て
す
で
に
久
し
い
魯
山
�

(端
宗
�
)

の
記
事
で
あ
る
が
︑
こ
の
頃
の
甲
士
は
す
で
に
﹁
世

蔭
子
弟
﹂
を
中
心
と
す
る
精
銳
軍
と
し
て
の
性
格
を
失
い
︑
士
族
は
士
族
で
も
﹁
臧
獲
﹂︑
す
な
わ
ち
奴
婢
を
保
�
し
な
い
﹁
家
世
淸
¢
﹂
の

者
や
︑
そ
の
他
の
一
般
の
農
民
兵
を
中
心
と
す
る
軍
�
に
變
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
性
格
の
兵
士
に
よ
っ
て
J
成
さ
れ
る
以
上
︑
甲
士
が
長
�
に
わ
た
っ
て
王
京
に
番
上
侍
衞
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た(40

)

︒
な
る

ほ
ど
︑
當
番
の
甲
士
に
對
し
て
は
祿
俸
が
荏
給
さ
れ
て
い
た
が
︑
も
と
も
と
そ
れ
は
閏
分
な
も
の
と
は
い
え
ず
︑
し
か
も
番
上
制
の
"
入
に
と

も
な
い
甲
士
の
勤
務
�
閒
が
短
縮
さ
れ
る
と
︑
甲
士
の
祿
官
ポ
ス
ト
は
一
年
分
の
祿
俸
を
複
數
人
が
A
替
で
;
給
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
遞
兒

職(
41
)

﹂
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
;
祿
の
後
︑
口
實
を
設
け
て
歸
�
す
る
も
の
が
跡
を
絕
た
な
い
た
め
︑(42

)

も
ら
い
¤
げ
を
防
ぐ
	

味
で
V
單
位
の
﹁
V
俸
﹂
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
し
た
が(43

)

︑
こ
れ
も
問
題
が
多
い
た
め
︑
再
び
遞
兒
職
に
よ
る
祿
俸
の
荏
給
に
切
り
替
え
ら
れ

て
い
っ
た(

44
)

︒
こ
う
し
た
改
革
の
趣
旨
は
︑
も
と
も
と
經
費
W
體
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
︑
結
果
と
し
て
祿
俸
の
減
少
を
招

き
︑
個
々
の
甲
士
の
立
役
2
擔
を
一
層
增
大
�
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
は
爭
え
な
い
︒

ま
た
當
番
の
甲
士
に
は
そ
の
本
籍
地
に
お
い
て
﹁
助
丁

(奉
足
)
﹂
を
與
え
︑
彼
ら
に
甲
士
の
立
役
を
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
で
甲
士
の
立
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役
基
盤
を
補
强
す
る
な
ど
の
對
策
も
取
ら
れ
て
い
た
が(45

)

︑
い
わ
ゆ
る
﹁
閑
丁
﹂
︱
︱
特
定
の
身
役
を
も
た
な
い
者

︱
︱

の
不
足
か
ら
︑
そ
れ

も
充
分
な
效
果
を
收
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

か
く
し
て
﹁
甲
士
﹂
の
立
役
�
閒
は
ま
す
ま
す
短
縮
さ
れ
︑
立
役
の
番
G
は
ま
す
ま
す
增
加
す
る
と
と
も
に
︑
甲
士
の
W
體
と
し
て
の
軍
額

も
ま
た
ま
す
ま
す
增
加
し
て
い
っ
た
︒
そ
う
し
て
そ
れ
は
︑
甲
士
の
精
銳
軍
と
し
て
の
質
の
低
下
を
ま
す
ま
す
加
§
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
︒
時
代
は
下
っ
て
+
宗
�

︱
︱
ま
も
な
く
壬
辰
倭
亂
を
¨
え
る
こ
の
時
�
に
お
い
て
は
︑
甲
士
は
も
は
や
正
兵

(舊
侍
衞
牌
)

と
同
樣
︑

﹁
士
族
に
あ
ら
ざ
る
者
﹂
の
就
役
す
る
︑
�
民
の
軍
役
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(46

)

︒

お

わ

り

に

世
蔭
子
弟
を
中
心
と
す
る
長
番
勤
務
の
精
銳
軍
を
め
ざ
し
て
創
設
さ
れ
た
﹁
甲
士
﹂
は
︑
そ
の
後
︑
同
樣
の
性
格
を
持
っ
た
內
禁
衞
・
別
侍

衞
な
ど
が
怨
設
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
︑
結
局
︑
地
方
州
縣
の
農
民
兵
に
よ
っ
て
J
成
さ
れ
る
A
替
勤
務
の
番
上
軍
に
變
質
し
て
し

ま
っ
た
︒
こ
の
變
�
を
精
銳
部
�
の
﹁
p
�
﹂
と
し
て
捉
え
る
か
︑
そ
れ
と
も
兵
農
一
致
の
理
想
へ
の
﹁
囘
歸
﹂
と
し
て
捉
え
る
か
は
︑
當
時

の
人
々
に
と
っ
て
も
必
ず
し
も
+
確
な
解
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
難
問
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒

い
わ
ゆ
る
﹁
甲
士
﹂
を
長
番
の
精
銳
軍
と
し
て
創
設
し
た
太
宗
は
︑
世
繼
ぎ
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
︑
一
旦
︑
世
宗
に
讓
位
し
た
後
︑
世
宗
四

年

(一
四
二
二
)

に
至
っ
て
薨
去
し
︑
三
年
の
喪
が
+
け
た
世
宗
六
年

(一
四
二
四
)

に
︑
父
・
太
祖
や
兄
・
恭
靖
王
を
祀
る
王
室
の
宗
Ì
に
陞

祔
さ
れ
た
︒
歲
V
の
經
&
と
と
も
に
︑
甲
士
は
G
第
に
﹁
番
上
軍
﹂
と
し
て
の
性
格
を
强
め
て
い
っ
た
が
︑
そ
の
こ
ろ
︑
�
廷
で
は
國
王
世
宗

が
科
擧
に
お
い
て
G
の
よ
う
な
策
問
を
出
題
し
て
い
る
︒
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兵
を
農
に
寓
す
る
は
︑
古
の
良
法
な
り
︒
_
の
府
兵
は
︑
な
お
c
	
あ
り
︒
張
說
︑
古
を
變
え
て
兵
農
始
め
て
わ
か

れ
︑
«つ
い

に
復
す
る
能
わ

ず
︒
我
が
國
︑
民
を
籍
し
て
兵
と
爲
す
は
︑
古
に
庶ち

か

し
︒
然
れ
ど
も
如
し
®
¯
あ
れ
ば
︑
時
に
臨
ん
で
°
發
し
て
︑
未
だ
:
p
の
方
に

閑な

ら
わ
ず
︒
室
を
盡
く
し
て
行
き
︑
²
に
農
桑
の
業
を
廢
す
︒
何
を
以
て
兵
農
を
し
て
K
を
得
し
め
︑
而
し
て
士
卒
を
し
て
精
鍊
な
ら
し

め
ん
や
︒
(﹃
世
宗
實
錄
﹄
十
七
年
四
V
戊
午
條

(47
)

)

こ
こ
で
は
兵
農
一
致
の
兵
制
を
﹁
古
の
良
法
﹂
と
し
て
是
)
す
る
一
方
︑
中
國
で
は
_
の
張
說
が
﹁
彍
騎(

48
)

﹂
を
創
設
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け

と
し
て
い
わ
ゆ
る
﹁
募
兵
制
﹂
に
移
行
し
︑
兵
農
一
致
の
原
則
が
9
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
営
べ
る
︒
一
方
︑
�
鮮
で
は
ひ
と
ま
ず
兵
農
一
致

の
原
則
は
保
た
れ
て
い
る
が
︑
一
旦
︑
戰
爭
と
な
っ
た
場
合
に
︑
�
素
︑
訓
鍊
の
行
き
屆
か
な
い
農
民
兵
た
ち
が
︑
戰
場
に
お
い
て
ど
れ
だ
け

�
い
物
に
な
る
か
を
危
ぶ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
と
き
︑
;
驗
生
た
ち
か
ら
ど
の
よ
う
な
對
策
が
奉
ら
れ
た
の
か
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
︑
と
も
か
く
も
こ
の
と
き
の
策
問
を
一
つ

の
き
っ
か
け
と
し
て
︑
世
宗
二
十
二
年

(一
四
四
〇
)

に
は
甲
士
の
軍
額
が
一
氣
に
﹁
六
千
﹂
に
擴
大
さ
れ
︑
當
番
一
千
人
︑
六
番
︑
六
朔
相

遞
の
制
度
が
怨
た
に
³
擇
さ
れ
た
︒
太
宗
�
に
お
い
て
長
番
勤
務
の
精
銳
軍
と
し
て
創
設
さ
れ
た
甲
士
は
︑
こ
れ
以
影
︑
立
役
�
閒
が
一
年
に

も
滿
た
な
い
A
替
勤
務
の
農
民
兵
た
ち
に
よ
っ
て
閏
當
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
太
宗
が
﹁
甲
士
﹂
を
設
立
し
た
目
 
は
︑
ま
さ
し
く
戰
場
で
�
い
物
に
な
る
精
銳
軍
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
し
か
し
a

世
中
國
が
そ
の
莫
大
な
經
濟
力
に
よ
っ
て
膨
大
な
傭
兵
集
團
︑
な
い
し
﹁
常
備
軍
﹂
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
の
と
は
衣
な
り
︑
a
世
�
鮮
時
代

に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
國
家
の
財
政
基
盤
が
農
業
に
依
存
し
︑
そ
の
脆
´
な
財
政
力
に
よ
っ
て
は
︑
わ
ず
か
に
﹁
一
千
人
﹂
な
い
し
﹁
一
千

五
百
人
﹂
'
度
の
當
番
甲
士
す
ら
閏
分
に
祿
養
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
改
革
の
﹁
p
�
﹂
と
し
て
捉
え
る
に
せ
よ
︑

理
想
へ
の
﹁
囘
歸
﹂
と
し
て
捉
え
る
に
せ
よ
︑
こ
の
よ
う
な
財
政
條
件
の
も
と
で
は
︑
甲
士
が
A
替
勤
務
の
農
民
兵
の
組
織
と
し
て
變
質
し
て
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い
く
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
と
し
て
王
京
侍
衞
の
軍
備
は
ど
の
よ
う
な
形
に
落
ち
着
い
た
の
か
⁝
⁝
︒
我
々
は
宣
祖
�
に
お
け
る

﹁
壬
辰
倭
亂
﹂
當
初
の
實
�
を
︑
柳
成
龍
の
﹃
µ
毖
錄
﹄
を
f
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

坊
里
民
︑
·
び
公
私
賤
・
胥
¸
・
三
醫
司
を
抄
發
し
て
城
堞
を
分
守
せ
し
む
︒
堞
を
計
る
こ
と
三
萬
餘
り
︑
而
し
て
守
城
の
人
口
は
︑
ð

か
に
七
千
︒
D
ね
皆
な
烏
合
に
し
て
︑
皆
な
城
に
縋す
が

り
て
¤
散
す
る
の
心
あ
り
︒
上﹅

番﹅

の
軍
士
は
︑
兵
曹
に
屬
す
と
雖
も
︑
而
も
下
¸
と

相
い
與
に
奸
を
爲
し
︑
賂
を
;
け
て
私
か
に
放
つ
者
︑
甚
だ
多
し
︒
官
員
は
去
留
を
問
わ
ず
︑
¯
に
臨
ん
で
は
皆
な
用
う
べ
か
ら
ず
︒
軍

政
の
解
弛
す
る
こ
と
︑
一
に
此
に
至
る(49

)

︒

王
京
侍
衞
の
番
上
軍
は
︑
こ
の
こ
ろ
W
く
形
骸
�
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

附
論

い
わ
ゆ
る
﹁
軍
班
制
﹂
說
の
批


�
鮮
太
宗
が
J
想
し
た
長
番
兵
と
し
て
の
﹁
甲
士
﹂
軍
は
︑
基
本
 
に
は
國
家
の
財
政
荏
出
に
よ
っ
て
-
成
・
維
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
長

番
・
�
給
の
常
備
軍
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
當
時
の
國
家
財
政
の
未
熟
か
ら
︑
結
局
は
自
辨
に
よ
る
立
役
を
原
則
と
す
る
A
替
勤
務
の
番
上
兵
組

織
へ
と
後
p
す
る
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
︒
一
體
︑
a
代
 
な
常
備
軍
組
織
は
國
家
財
政
の
a
代
 
な
成
熟
を
待
た
な
け
れ
ば
成
立
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
︒
�
鮮
太
宗
が
十
五
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
J
想
し
た
常
備
軍
の
組
織
は
︑
未
だ
中
世
 
な
色
º
を
色
濃
く
殘
し
て
い
た
a
世

�
鮮
時
代
の
財
政
J
»
に
お
い
て
は
︑
そ
の
成
立
の
基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
よ
り
以
*
の
高
麗
時
代
の
兵
制
に
つ
い
て
は
︑
こ
う
し
た
常
識
 
な
立
場
と
は
眞
m
の
解
釋
が
依
然
と
し
て
f
說
と
し
て
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の
地
位
を
保
っ
て
い
る
︒
い
う
ま
で
も
な
い
︑
李
基
白
氏
の
い
わ
ゆ
る
﹁
軍
班
制
﹂
說
が
そ
れ
で
あ
る(50

)

︒

李
基
白
氏
の
K
說
に
よ
れ
ば
︑
高
麗
初
�
の
中
央
軍
は
﹁
兵
農
一
致
﹂
の
農
民
兵
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
_
の
府
兵
制
の
よ
う
な
番
上
軍
で

は
な
く
︑﹁
軍
班
氏
族
﹂
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
家
門
の
出
身
者
が
世
襲
 
に
立
役
す
る
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
に
よ
っ
て
J
成
さ
れ
る
︒
彼
ら
は
一

般
の
農
民
と
は
W
く
別
個
の
存
在

(す
な
わ
ち
農
業
經
營
か
ら
は
完
W
に
分
離
し
た
存
在
)

で
あ
り
︑
國
家
か
ら
の
祿
俸
︑
お
よ
び
﹁
軍
人
田
﹂
と
呼

ば
れ
る
領
地

(收
租
地
)

か
ら
の
收
益
に
よ
っ
て
︑
世
襲
 
に
軍
役
に
從
事
し
て
い
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒

兵
農
一
致
の
原
則
を
否
定
す
る
以
上
︑
李
基
白
氏
の
い
わ
ゆ
る
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
と
は
︑
國
家
か
ら
の
反
對
給
付
に
W
面
 
に
依
存
す
る
と

こ
ろ
の
一
種
の
常
備
軍

︱
︱
そ
れ
が
祿
俸
で
あ
れ
︑
收
租
地

(軍
人
田
)

か
ら
の
收
益
で
あ
れ
︑
軍
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
收

益
の
み
に
よ
っ
て
長
番
で
立
役
す
る
存
在
︱
︱

の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
中
世
初
頭
の
高
麗
初
�
に
お
い
て
︑
果
た

し
て
そ
の
よ
う
な
常
備
軍
を
維
持
す
る
だ
け
の
財
政
基
盤
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？

一
般
に
︑﹁
兵
農
﹂
の
分
離
は
a
世
社
會
の
成
立
を
待
っ
て
實
現
す
る
︒
し
か
し
︑
a
世
�
鮮
時
代
の
初
頭

(太
宗
�
)

に
お
け
る
﹁
甲
士
﹂

軍
の
設
置
J
想
が
︑
極
め
て
短
�
閒
の
う
ち
に
後
p
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
諸
事
�
を
旣
に
知
悉
し
て
い
る
私
た
ち
は
︑
そ
う
し
た
﹁
專
門
 
軍

人
﹂
︱
︱
す
な
わ
ち
長
番
・
�
給
の
常
備
軍
の
組
織
が
︑
中
世
高
麗
時
代
の
初
頭
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
李
基
白
氏
の
K
說
に
は
︑

到
底
同
	
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

な
る
ほ
ど
︑
怨
羅
末
・
高
麗
初
�
の
﹁
豪
族
連
合
政
權
﹂
の
時
代
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
の
�
村
自
衞
兵
力
を
基
盤
と
す
る
豪
族

た
ち
が
︑
自
ら
�
村
民
を
D
い
て
上
京
し
︑
比
�
 
長
�
に
わ
た
っ
て
王
京
に
宿
衞
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
當
時
は
﹁
戰
時
﹂

の
體
制
が
日
常
�
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫

(本
據
地
)

と
王
京
と
は
比
�
 
a
い
¿
離
に
位
置
し
て
い
た
︒
こ
の
た

め
王
京
で
の
長
番
勤
務
を
行
い
な
が
ら
︑
同
時
に
本
貫
に
お
け
る
農
業
經
營
を
維
持
す
る
こ
と
も
充
分
に
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
高
麗
太
祖
が
﹁
三
韓
﹂
を
瓜
一
し
︑
W
國
を
そ
の
版
圖
に
收
め
た
段
階
で
は
︑
>
方
出
身
の
兵
士
た
ち
の
す
べ
て
に
自
辨
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に
よ
る
長
番
の
勤
務
を
强
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
瓜
一
以
後
の
兵
制
は
︑
當
時
の
國
家
財
政
の
條
件
の
も
と
︑﹁
戰
時
﹂

か
ら
﹁
�
時
﹂
へ
の
�
勢
變
�
に
對
應
す
る
か
た
ち
で
︑
お
の
ず
か
ら
﹁
番
上
﹂
の
制
度
へ
と
囘
歸
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
三
韓
﹂
瓜

一
以
後
の
兵
制

︱
︱
す
な
わ
ち
高
麗
*
�
の
兵
制
︱
︱

は
︑﹁
兵
農
一
致
﹂
を
原
則
と
す
る
農
民
兵
の
番
上
に
よ
っ
て
荏
え
ら
れ
て
い
た
と

考
え
る
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
︒

王
京
侍
衞
の
番
上
軍
に
は
﹁
軍
人
田
﹂
と
呼
ば
れ
る
領
地

(收
租
地
)

が
與
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
領
地
の
性
格
に
つ
い
て
も
筆
者
は
李
基
白

氏
と
は
理
解
を
衣
に
し
て
い
る
︒
筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
軍
人
田
は
も
と
も
と
當
該
の
軍
人

(お
よ
び
保
丁
)
が
保
�
し
て
い
る

K
À
田
に
對
し
︑
國
家
が
免
租
の
特
權
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
︒
こ
の
場
合
︑
軍
人
田
の
な
か
に
は
當
該
の
軍
人

(お
よ
び
保
丁
)

が
自
ら
經
營
す
る
K
À
田
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
︑
軍
人
と
農
民
と
は
完
W
に
分
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い(51

)

︒

な
お
︑
李
基
白
氏
が
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
の
存
在
を
!
張
す
る
根
據
と
し
て
擧
げ
る
﹁
軍
班
氏
族
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
そ
れ
は
兵
農

一
致
の
體
制
に
お
け
る
�
兵
の
原
則
と
し
て
解
釋
し
て
も
一
向
に
矛
盾
し
な
い
︒
そ
も
そ
も
番
上
兵
の
立
役
は
原
則
と
し
て
自
辨
で
あ
る
か
ら
︑

立
役
す
る
農
民
兵
は
經
濟
 
に
十
分
な
立
役
基
盤

(具
體
 
に
は
軍
人
田
)

を
保
�
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
軍
人
田
は
國
家
が
收
Á
す
る

円
*
で
あ
る
が
︑
實
際
に
は
世
襲
を
原
則
と
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
軍
人
に
對
し
て
與
え
ら
れ
る
軍
人
田
が
︑
實
際
に
は
當
該
の
軍
人

(お
よ
び

保
丁
)

の
保
�
す
る
K
À
田
の
上
に
設
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る(52

)

︒
こ
の
た
め
︑
王
京
に
番
上
侍
衞
す
る
農
民
兵
た
ち
は
︑
父

か
ら
子
︑
子
か
ら
孫
へ
と
代
々
そ
の
兵
役

︱
︱
·
び
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
の
軍
人
田
︱
︱

を
世
襲
し
て
い
く
の
が
一
般
 
で
あ
っ
て
︑
だ

か
ら
こ
そ
彼
ら
は
﹁
軍
班
氏
族
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
︒

こ
の
場
合
︑
軍
役
の
世
襲
は
自
ら
の
保
�
す
る
K
À
田
の
う
え
に
設
定
さ
れ
た
軍
人
田
の
世
襲
と
表
裏
一
體
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
︒
立
役
の
基
礎
は
あ
く
ま
で
も
自
家
の
保
�
す
る
K
À
田
の
經
營
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
彼
ら
は
決
し
て
農
業
か
ら
分
離
・
獨
立
し
た

﹁
專
門
 
軍
人
﹂
た
ち
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

�鮮初�における兵制の改革
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た
だ
し
︑
こ
う
し
た
兵
農
一
致
の
原
則
は
し
だ
い
に
變
質
し
て
部
分
 
に
は
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
兵
士
た
ち
も
形
成
さ

れ
て
い
く
こ
と
は
事
實
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
肅
宗
末
年
に
お
け
る
﹁
別
武
班
﹂
の
組
織
や
︑
武
臣
政
權
時
代
に
お
け
る
﹁
別
抄
﹂
の
組
織
は
︑

8
拔
さ
れ
た
兵
士
た
ち
の
經
濟
基
盤
の
�
無

(具
體
 
に
は
立
役
の
基
盤
と
し
て
の
收
租
地
の
�
無
)

を
問
わ
な
い
︑
�
字
ど
お
り
の
募
兵

(傭
兵
)

た
ち
の
組
織
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
募
兵

(傭
兵
)

た
ち
の
組
織
は
︑
兵
農
一
致
を
原
則
と
す
る
﹁
府
兵
﹂
の
制
度
と
Â
存
し
つ
つ
︑
高
麗
後

�
に
G
第
に
一
般
�
し
て
い
っ
た
︒

李
基
白
氏
は
高
麗
初
�
に
お
け
る
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
の
組
織

(い
わ
ゆ
る
軍
班
制
)

が
9
壞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
高
麗
後
�
に
﹁
兵
農
一

致
﹂
の
農
民
兵
の
組
織
が
擴
大
し
て
い
っ
た
と
!
張
す
る
が(53

)

︑
事
實
は
そ
れ
と
眞
m
で
︑
兵
農
一
致
の
農
民
兵
の
組
織
が
9
壞
し
て
い
っ
た
か

ら
こ
そ
︑
そ
れ
を
補
填
す
る
	
味
で
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
の
組
織
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
別
抄
﹂
が
擴
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
募
兵

(傭
兵
)

の
組
織
を
維
持
す
る
こ
と
は
︑
國
家
の
財
政
に
と
っ
て
は
大
變
に
重
い
2
擔
と
な
る
︒
こ
の
た

め
︑
²
#
傳
は
兵
農
一
致
へ
の
囘
歸
を
圖
り
︑
m
に
太
宗
は
兵
農
一
致
か
ら
の
脫
皮
を
圖
っ
て
募
兵

(傭
兵
)

の
一
種
で
あ
る
﹁
甲
士
﹂
を
國

軍
の
中
心
に
据
え
︑
經
濟
基
盤
の
確
か
な
﹁
士
族
﹂
の
子
弟
を
中
心
に
こ
れ
を
-
成
す
る
こ
と
で
︑
士
族
に
そ
の
財
政
2
擔
を
�
代
わ
り
さ
せ

よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
太
宗
の
	
圖
は
︑
旣
に
本
稿
に
営
べ
た
と
お
り
︑
結
局
︑
失
敗
に
~
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

李
基
白
氏
の
い
う
よ
う
な
﹁
專
門
 
軍
人
﹂
の
組
織

︱
︱
農
業
經
營
か
ら
完
W
に
分
離
し
︑
國
家
に
よ
る
反
對
給
付
に
W
面
 
に
荏
え
ら

れ
た
長
番
・
�
給
の
常
備
軍
の
組
織
︱
︱

は
︑
a
世
�
鮮
時
代
の
初
頭
に
お
い
て
す
ら
成
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

註(1
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
卽
位
*
記

高
麗
末
︑
官
不
籍
兵
︑
諸
將
各
占
爲
兵
︑
號

曰
牌
記
︒
大
將
若
崔
瑩
・
邊
安
烈
・
池
龍
壽
・
禹
仁
烈
等
︑
幕
僚
士
卒
︑
�
不
如

	
者
︑
詬
罵
無
K
不
至
︑
或
加
榜
棰
︑
至
�
死
者
︑
麾
下
多
怨
Å
︒
太
祖
性
稟
嚴

重
鯵
默
︑
�
居
常
閉
目
而
坐
︑
Å
之
澟
然
︒
·
至
接
人
︑
渾
是
一
團
和
氣
︒
故
人

皆
畏
而
愛
之
︒
其
在
諸
將
中
︑
獨
禮
接
麾
下
︑
�
生
無
誶
語
︒
諸
將
麾
下
︑
皆
願

屬
者
︒

(2
)

車
�
燮
﹃
�
鮮
時
代
軍
制
硏
究
﹄
(一
九
七
三
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
檀
大
出
版
部
)︑
特

東 方 學 報
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に
第
二
違
﹁
鮮
初
の
甲
士
﹂︑
參
照
︒

(3
)

本
�
の
記
営
は
︑
お
お
む
ね
G
の
拙
稿
に
基
づ
く
︒

拙
稿
﹁
高
麗
に
お
け
る
軍
令
權
の
J
»
と
そ
の
變
質
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
七

十
册
︑
一
九
九
八
年
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
K
)

拙
稿
﹁
高
麗
時
代
の
私
兵
に
つ
い
て
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
第
八
十
五
册
︑
二
〇

一
〇
年
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
K
)

(4
)

『高
麗
l
﹄
卷
四
十
六
︑
恭
讓
王
世
家
︑
三
年
正
V
乙
未
條

以
我
太
祖
爲
三
軍

都
摠
制
�
︒
裴
克
廉
爲
中
軍
摠
制
�
︑
趙
浚
爲
左
軍
摠
制
�
︑
²
#
傳
爲
右
軍
摠

制
�
︒

同
右
︑
丙
午
條

三
軍
摠
制
府
閱
兵
︒

同
右
︑
二
V
辛
未
條

三
軍
摠
制
府
︑
閱
K
瓜
兵
︑
分
番
宿
衞
︒

(5
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
太
祖
元
年
七
V
丁
酉
條

命
宗
親
·
大
臣
︑
分
領
諸
#
兵
︒

﹃
恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
四
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年
四
V
辛
丑
條

司
憲
府
|
大
司

憲
權
a
︑
門
下
府
左
散
騎
金
若
采
等
︑
A
違
上
駅
曰
︑﹁
⁝
⁝
惟
我
太
上
王
︑
開

國
之
初
︑
特
置
義
興
三
軍
府
︑
專
掌
兵
權
︑
規
模
宏
>
︑
而
時
議
者
以
爲
︑﹃
革

命
之
初
︑
人
心
未
定
︑
當
備
不
È
之
變
︒
宜
令
勳
親
︑
各
典
私
兵
︑
以
應
倉
卒
﹄︒

由
是
私
兵
未
能
盡
除
︑
而
典
兵
者
反
謀
É
亂
︑
禍
在
不
測
︒
⁝
⁝
﹂

(6
)

『
�
鮮
經
國
典
﹄
政
典
︑
軍
制
I
︑
序

國
家
︑
內
則
�
府
兵
︑
�
州
郡
番
上
宿

衞
之
兵
︒
外
則
�
陸
守
之
兵
︑
�
騎
H
之
兵
︒
其
制
皆
可
考
也
︒
臣
先
営
歷
代
︑

而
後
·
國
家
︑
作
軍
制
I
︒

(7
)

『三
峯
集
﹄
卷
六
︑
經
濟
�
鑑
下

(衞
兵
)

今
將
十
衞
︑
分
爲
侍
衞
・
N
衞
諸
司
︑

蓋
法
漢
�
南
北
軍
之
c
制
也
︒
漢
南
軍
掌
宮
門
侍
衞
︑
北
軍
掌
京
城
N
檢
︒
此
內

外
相
制
︑
長
治
久
安
︑
禍
難
不
生
︑
已
然
+
驗
︒

(8
)

『三
峯
集
﹄
卷
六
︑
經
濟
�
鑑
下

(衞
兵
)

每
一
衞
︑
上
將
軍
一
員
︑
大
將
軍
二

員
︒
每
一
領
︑
將
軍
一
員
︑
中
郞
將
三
員
︑
郞
將
六
員
︑
別
將
六
員
︒
散
員
八
︑

尉
二
十
︑
正
四
十
︒
以
十
衞
五
十
領
︑
合
計
四
千
二
百
三
十
員
名
︒

(＊
別
將
以
上
は
﹁
員
﹂
で
數
え
︑
散
員
以
下
は
﹁
名
﹂
で
數
え
る
︒
)

(9
)

『三
峯
集
﹄
卷
六
︑
經
濟
�
鑑
下

(衞
兵
)

府
兵
不
爲
不
多
︑
而
侍
衞
虛
疎
︑
承

*
�
季
世
之
T
︑
不
核
其
實
故
也
︒

『太
祖
實
錄
﹄
卷
六
︑
太
祖
三
年
八
V
己
巳
條

諫
官
W
伯
英
等
上
駅
曰
︑
⁝
⁝

若
居
常
宿
衞
之
兵
︑
則
將
三
軍
・
各
領
・
各
愛
馬
︑
商
略
定
制
︑
鯵
其
驍
勇
者
︑

閏
其
祿
官
︑
�
相
遞
;
︑
不
許
外
人
雜
;
︒
印
;
田
羸
老
�
疾
者
︑
亦
令
年
壯
子

壻
弟
姪
代
之
︒
(＊
m
に
い
え
ば
﹁
外
人
雜
;
﹂
が
依
然
と
し
て
絕
え
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
︒
)

(10
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
一
︑
太
祖
元
年
七
V
丁
未
條

定
�
武
百
官
之
制
︒
⁝
⁝
�
武

液
品
之
外
︑
別
置
內
侍
府
爲
宦
官
職
︑
掖
廷
署
爲
內
豎
職
︑
典
樂
署
・
Î
樂
署
爲

樂
工
職
︑
皆
別
其
散
官
・
職
事
之
號
︑
不
�
雜
於
液
品
︒

(11
)

具
體
 
に
は
殷
周
の
井
田
法
に
基
づ
く
兵
制
の
こ
と
︒

﹃
漢
書
﹄
卷
二
十
三
︑
𠛬
法
志

殷
周
以
兵
定
天
下
矣
︒
天
下
旣
定
︑
戢
臧
干
戈
︑

敎
以
�
德
︑
而
Ñ
立
司
馬
之
官
︑
設
六
軍
之
衆
︑
因
井
田
而
制
軍
賦
︒

﹃
舊
_
書
﹄
卷
一
百
九
十
下
︑
�
苑
下
︑
劉
蕡
傳

臣
聞
︑
古
者
因
井
田
而
制
軍

賦
︑
閒
農
事
以
脩
武
備
︒
提
封
Ò
卒
乘
之
數
︑
命
將
在
公
卿
之
列
︒
故
兵
農
一
致
︑

而
�
武
同
方
︒
可
以
保
乂
邦
家
︑
式
遏
禍
亂
︒
曁
太
宗
皇
Ô
︑
Õ
円
邦
典
︑
亦
置

府
兵
︒
臺
省
軍
衞
︑
�
武
參
掌
︒
居
閑
歲
則
櫜
弓
力
穡
︑
將
�
事
則
釋
耒
荷
戈
︑

K
以
脩
復
古
制
︑
不
廢
舊
物
︒

(12
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
十
︑
世
宗
二
十
七
年
十
V
丁
巳
條

議
政
府
據
兵
曹
×
�
︑

﹁
開
國
之
初
︑
諸
臣
典
兵
之
時
︑
諸
#
侍
衞
牌
︑
勿
論
歲
之
豐
凶
︑
竝
皆
番
上
︑

各
屬
其
家
︑
田
獵
土
木
之
役
︑
�
之
如
奴
︒
革
私
兵
之
後
︑
一
歲
之
內
︑
一
V
番

上
︑
印
無
土
木
之
役
︑
休
息
大
&
︒
⁝
⁝
﹂

(13
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
五
︑
太
祖
三
年
二
V
己
亥
條


義
興
三
軍
府
事
²
#
傳
等
上

書
曰
︑﹁
⁝
⁝
︒
一
︑
將
兵
者
位
卑
︑
則
順
從
上
命
︑
易
於
役
�
︑
安
守
其
分
︒

⁝
⁝
各
#
州
郡
之
兵
︑
亦
命
兵
馬
�
以
下
掌
之
︑
�
制
�
以
時
糾
察
兵
馬
�
之
勤

慢
︑
則
體
瓜
相
維
︑
兵
雖
聚
而
無
不
戢
之
患
︒
﹂
上
從
之
︒

(14
)

『太
祖
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
太
祖
七
年
八
V
己
巳
條

奉
�
伯
²
#
傳
︑
宜
城
君
南

誾
︑
·
富
城
君
沈
孝
生
等
︑
謀
Ù
諸
王
子
︑
不
克
︑
伏
誅
︒
初
︑
上
以
靖
安
君
開

國
之
功
︑
諸
子
無
與
爲
比
︑
特
賜
世
傳
東
北
面
加
別
赤
五
百
餘
戶
︒
其
後
︑
以
諸

�鮮初�における兵制の改革
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王
子
·
功
臣
爲
各
#
�
制
�
︑
分
管
侍
衞
兵
馬
︒
靖
安
君
W
羅
#
︑
撫
安
君
芳
蕃

東
北
面
︒
⁝
⁝
#
傳
等
印
嗾
散
騎
卞
仲
良
上
駅
︑
Ú
罷
諸
王
子
兵
權
︑
至
再
三
︒

上
不
允
︒
⁝
⁝
時
︑
命
罷
諸
王
子
K
領
侍
衞
牌
︑
已
十
餘
日
矣
︒
⁝
⁝

(15
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
總
序

庚
辰
春
二
V
︑
母
弟
靖
安
公
︑
;
册
封
爲
王
世
子
︒
以

無
嗣
也
︒

(＊
右
の
と
お
り
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
は
同
母
弟
の
太
宗
を
﹁
世
子
﹂
に
册
封
し

た
が
︑
こ
れ
は
父
・
太
祖
の
子
と
い
う
	
味
で
は
な
く
︑
恭
靖
王
の
王
瓜

(
瓜

序
)
を
繼
ぐ
べ
き
者
と
し
て
︑
太
宗
を
恭
靖
王
の
﹁
子
﹂
と
す
る
	
で
あ
っ
た
と

い
う
︒﹃
世
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
五
︑
世
宗
六
年
七
V
乙
酉
條
に
見
え
る
大
提
學
卞

季
良
の
上
議
︑
參
照
︒
)

(16
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
四
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年
六
V
癸
丑
條

成
均
樂
正
²
以

吾
上
書
︑
略
曰
︑﹁
⁝
⁝
殿
下
旣
任
東
宮
以
撫
軍
︑
乃
於
宮
中
︑
別
置
三
軍
府
鎭

撫
︑
而
多
養
宮
甲
︑
東
宮
監
撫
之
	
安
在
︒
願
殿
下
︑
罷
宮
甲
之
養
︑
周
廬
陛
楯
︑

h
以
司
楯
︑
成
衆
愛
馬
︑
日
接
賢
士
大
夫
︑
�
夕
與
居
︑
强
於
政
治
︑
以
永
國
祚
︑

幸
甚
︒﹂
時
︑
甲
士
多
芳
幹
麾
下
人
︒
世
子
出
入
︑
常
懷
戰
慄
︒
故
以
吾
上
此
書
︒

⁝
⁝
卽
罷
鎭
撫
K
甲
士
三
百
︒
軍
器
鎧
仗
︑
皆
t
三
軍
府
︑
只
留
潛
邸
麾
下
百
人
︒

(17
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
五
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年
九
V
己
巳
條

門
下
府
上
駅
︒

Ú
以
甲
士
︑
歸
之
三
軍
府
︒
從
之
︒
駅
曰
︑﹁
殿
下
繼
世
守
�
︑
�
致
太
�
︑
頃

以
甲
士
︑
t
三
軍
府
︑
而
數
十
人
︑
Ñ
守
宮
內
︑
帶
佩
凶
器
︑
�
乖
儀
仗
之
制
︒

伏
Å
悉
以
甲
士
︑
歸
之
三
軍
府
︑
以
示
守
�
之
	
︒﹂
兪
允
︑
若
�
不
豫
色
然
︒

〇
罷
原
從
侍
衞
牌
︑
悉
t
于
三
軍
府
︒
因
門
下
府
K
�
也
︒

(18
)

同
右
︒

(19
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
六
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年
十
V
壬
辰
朔
條

世
子
D
甲
士

數
百
︑
放
鷹
于
壺
串
︒

(20
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
卷
六
︑
恭
靖
王

(定
宗
)
二
年

(太
宗
卽
位
年
)
十
二
V
辛
卯

朔
條

復
立
甲
士
二
千
︑
一
千
閏
諸
衞
之
職
︑
一
年
相
遞
︑
爲
式
︒

(21
)

『恭
靖
王
實
錄
﹄
凡
六
卷
の
�
:
は
︑
宣
德
元
年

(世
宗
八
年
︑
一
四
二
六
)
八

V
の
こ
と
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
記
営
に
後
代
の
制
度
が
Õ
っ
て
反
映
さ
れ
て
い

る
可
能
性
は
︑
常
に
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

(22
)

『
成
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
三
︑
成
宗
四
年
八
V
癸
亥
條

先
是
︑
司
憲
府
大
司
憲
徐

居
正
等
上
駅
︑
至
是
乃
下
︒
其
駅
曰
︑
⁝
⁝
臣
等
以
爲
︑
甲
士
雖
軍
職
︑
亦
武
班
︑

官
至
大
夫
而
止
︒
衣
冠
子
弟
入
屬
者
亦
多
︒
自
今
免
賤
爲
良
者
︑
勿
許
屬
甲
士
︑

皆
隸
正
兵
︑
或
諸
司
匠
人
︑
以
正
名
分
︒
⁝
⁝

(23
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
太
宗
二
年
四
V
辛
未
條

以
摠
制
李
Û
・
韓
長
壽
・
閔
無

咎
︑
分
領
外
甲
士
︒
上
日
議
武
事
︑
謂
趙
英
茂
曰
︑﹁
欲
以
府
兵
爲
外
甲
士
︑
何

如
︒﹂
英
茂
對
曰
︑﹁
善
︒
內
甲
士
五
百
︑
外
甲
士
五
百
︑
幷
一
千
︑
則
兵
勢
稍
足
︑

印
無
府
兵
・
甲
士
之
衣
︑
人
心
一
矣
︒
﹂
卽
命
上
護
軍
朴
淳
︑
聚
府
兵
於
馬
巖
︑

試
騎
步
射
︑
爲
甲
士
︒

(24
)

同
右
︒

(25
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
三
︑
太
宗
二
年
六
V
癸
亥
條

置
三
軍
都
摠
制
以
下
官
︒
每
一

軍
︑
置
都
摠
制
一
︑
摠
制
二
︑
同
知
摠
制
二
︒
以
十
司
分
屬
之
︑
皆
謂
之
甲
士
︒

內
甲
士
四
百
︑
外
甲
士
六
百
︒
內
甲
士
︑
分
爲
四
番
︑
左
右
各
二
百
︑
輪
番
入
直
︒

李
叔
蕃
掌
左
番
︑
趙
涓
掌
右
番
︒
外
甲
士
︑
則
分
屬
三
軍
︑
每
軍
各
二
百
︑
分
爲

三
牌
︑
以
上
大
護
軍
爲
牌
頭
︑
護
軍
掌
之
︒

『世
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
六
︑
世
宗
十
一
年
十
V
甲
申
條

漢
�
府
院
君
趙
涓
卒
︒

⁝
⁝
涓
︑
楊
州
人
︒
初
名
±
︒
⁝
⁝
壬
午

(
太
宗
二
年
︑
一
四
〇
二
)
︑
加
推
忠

翊
戴
功
臣
︑
漢
�
君
︒
時
選
甲
士
毅
勇
者
三

(四
？
)
百
人
︑
稱
爲
內
甲
士
︑
命

李
叔
蕃
與
�
嗣
宗
︑
領
其
Ý
︒
涓
與
韓
珪
領
其
Ý
︑
分
爲
左
右
衞
︑
侍
闕
內
別
寢
︒

(＊
こ
の
う
ち
の
內
甲
士
は
︑
後
に
內
禁
衞
に
再
-
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
七
年
十
V
辛
丑
條
︑
參
照
︒
)

(26
)

車
氏
は
こ
の
と
き
甲
士
が
﹁
二
千
﹂
か
ら
﹁
一
千
﹂
に
減
額
さ
れ
た
と
解
釋
す
る

が
︑
こ
の
說
は
取
ら
な
い
︒

(27
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
五
︑
太
宗
三
年
正
V
壬
午
條

罷
�
長
・
�
副
九
百
人
︑
加
甲

士
五
百
人
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
太
宗
七
年
十
二
V
丁
亥
條

初
置
十
司
|
上
護
軍
︑
罷

各
軍
|
摠
制
︒
⁝
⁝
分
掌
三
軍
︒
每
一
衞
︑
瓜
甲
士
一
百
五
十
人
︒

東 方 學 報

228



(＊
每
衞
百
五
十
人
で
あ
る
か
ら
︑
十
衞
W
體
で
千
五
百
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
)

(28
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
四
︑
太
宗
七
年
九
V
甲
寅
條

立
軍
士
覲
親
�
墳
之
法
︒
兵

曹
�
︑﹁
三
軍
甲
士
︑
捐
鄕
里
︑
棄
親
戚
︑
入
閏
侍
衞
︑
纍
年
不
得
歸
覲
︑
其
�

可
恤
︒
自
今
以
後
︑
令
甲
士
三
年
得
一
歸
覲
︒
其
父
母
已
沒
者
︑
依
覲
親
例
︑
歸

�
墳
塋
﹂
從
之
︒

(29
)

同
右
︒

(30
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
太
宗
十
年
六
V
辛
酉
條

議
政
府
�
停
東
北
面
赴
防
甲

士
公
廩
︒
�
曰
︑﹁
甲
士
百
二
十
五
人
︑
臨
敵
先
潰
︑
無
一
人
盡
心
樹
功
︑
以
報

卵
M
之
恩
者
︒
今
柳
廷
顯
︑
旣
不
科
罪
︑
彼
n
亦
且
不
來
︒
但
以
禁
兵
之
故
︑
幷

其
僕
從
二
百
五
十
人
︑
常
費
公
廩
︑
甚
爲
未
Þ
︒
此
輩
家
在
其
#
︑
與
戍
兵
無
衣
︒

乞
�
之
自
備
︒﹂
從
之
︒
(＊
甲
士
は
﹁
禁
兵
﹂
で
あ
る
︒
)

(31
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
六
︑
太
宗
八
年
十
V
辛
丑
條

加
置
三
軍
甲
士
一
千
五
百
︒

甲
士
元
數
一
千
五
百
︑
印
加
一
千
五
百
︑
�
之
一
年
相
遞
︑
輪
G
侍
衞
︒
召
趙
英

茂
︑
南
在
︑
李
叔
蕃
曰
︑﹁
甲
士
三
千
︑
未
易
得
其
人
︒
宜
鯵
�
長
五
百
人
︑
以

閏
甲
士
︒﹂
議
政
府
�
︑﹁
加
定
甲
士
五
百
︑
其
初
二
番
祿
︑
以
革
去
�
長
�
副
六

百
名
之
祿
計
給
︑
尙
�
不
足
者
︒
乞
減
東
西
一
品
至
九
品
米
豆
各
一
石
︑
一
品
至

七
品
正
布
各
一
à
︑
以
閏
其
數
︒﹂
從
之
︒

(32
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
八
︑
太
宗
九
年
十
V
乙
丑
條

時
︑
李
叔
蕃
掌
中
軍
︑
趙
大

臨
掌
左
軍
︑
權
跬
掌
右
軍
︒
⁝
⁝

三
軍
輪
G
宿
衞
︒
若
出
番
︑
則
就
掌
軍
摠
制
家
︑
以
聽
號
令
︒
上
患
軍
政
多
門
︑

謀
諸
河
崙
︒
崙
Ú
作
騶
È
幡
︑
以
改
軍
政
︒
上
然
之
︒
是
日
︑
議
政
府
上
言
︑
三

軍
律
令
︑
將
士
:
p
之
�
︒
⁝
⁝
三
軍
皆
置
侍
衞
司
︑
每
一
軍
一
司
︑
輪
番
入
直
︒

各
軍
摠
制
︑
每
軍
二
員
︑
輪
番
入
直
︒
僉
摠
制
亦
以
G
入
直
︒
以
中
軍
一
司
爲
N

衞
司
︑
與
義
勇
N
禁
司
︑
各
分
爲
二
番
︑
三
日
相
遞
︑
以
行
N
綽
︒
監
N
摠
制
如

舊
︒
十
司
每
一
司
︑
上
護
軍
二
︑
大
護
軍
三
︑
護
軍
五
︑
甲
士
二
百
︑
�
長
二
十
︑

�
副
︹
四
十
︺︒
其
三
軍
公
事
︑
各
其
軍
僉
摠
制
以
上
︑
同
議
施
行
︒
各
衞
公
事
︑

各
其
護
軍
以
上
︑
同
議
施
行
︒
陪
奉
·
ã
武
時
︑
上
大
護
軍
︑
各
D
一
護
軍
︑
作

�
而
行
︒
⁝
⁝

(33
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
太
宗
十
年
三
V
戊
辰
條

命
義
興
府
︑
設
甲
士
番
上
之

法
︒
傳
旨
義
興
府
曰
︑
﹁
怨
甲
士
取
才
者

何
︒
﹂
韓
珪
對
曰
︑﹁
自
願
者
多
︑
故

已
取
才
者
︑

於
一
千
︒
�
一
二
日
︑
可
以
閏
數
︒
然
或
�
無
奴
婢
者
︒
雖
一
年
︑

不
能
/
此
任
︒﹂
上
曰
︑
﹁
予
將
�
甲
士
�
�
番
上
︒
當
番
者
;
祿
︑
下
番
者
歸

農
︒﹂

(34
)

同
右

(承
*
)

戶
曹

書
李
膺
對
曰
︑﹁
如
此
則
藩
鎭
·
侍
衞
︑
皆
不
實
矣
︒
且

司
直
・
司
正
︑
則
中
國
千
戶
・
百
戶
之
職
︒
不
可
輕
以
與
人
︒
印
豈
可
令
;
祿
者
︑

�
爲
上
下
番
乎
︒﹂

(35
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
十
九
︑
太
宗
十
年
四
V
丁
巳
條

司
諫
院
上
駅
︑
Ú
罷
試
甲
士
︒

時
元
屬
甲
士
二
千
人
︒
上
議
︑
﹁
加
定
一
千
︑
分
爲
二
番
︑
一
年
相
遞
︑
則
國
無

侍
衞
之
疎
︑
家
無
廢
農
之
嘆
︑
人
無
父
母
妻
子
曠
年
%
離
之
怨
︒﹂
乃
命
兵
曹
︑

同
義
興
府
・
訓
鍊
觀
︑
試
甲
士
一
千
︑
自
正
V
至
是
︑
Ñ
未
畢
︒
司
諫
院
上
言
曰
︑

﹁
今
欲
加
定
甲
士
︑
一
番
侍
衞
︑
一
番
歸
農
︒
殿
下
慮
民
之
心
︑
重
農
之
	
︑
可

謂
至
矣
︒
然
時
已
農
V
︑
而
農
不
可
失
時
︒
迨
今
未
畢
其
試
︑
故
不
才
者
︑
皆
D

農
人
二
三
以
待
︒
願
殿
下
侍
衞
外
︑
怨
舊
甲
士
︑
§
令
歸
農
︒﹂
上
覽
駅
曰
︑
﹁
諫

院
之
言
︑
然
矣
︒
予
亦
不
忘
也
︒﹂

(36
)

侍
衞
牌
の
番
上
免
除
︱
︱

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
十
三
︑
太
宗
七
年
二
V
丁
亥
條

放
忠
淸
#
番
上
侍
衞
軍
︒
以

其
#
饑
也
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
十
七
︑
太
宗
九
年
三
V
庚
午
條

停
侍
衞
軍
番
上
︒
以
各
#
失

農
也
︒
惟
慶
尙
・
W
羅
︑
比
諸
#
差
優
︑
�
之
仍
舊
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
四
︑
太
宗
十
二
年
七
V
壬
寅
條

命
放
各
#
今
朔
番
上
侍

衞
軍
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
七
︑
太
宗
十
四
年
四
V
丙
辰
條

放
ä
各
#
番
上
侍
衞
軍
︒

以
農
V
也
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
二
十
九
︑
太
宗
十
五
年
三
V
丙
辰
條

放
各
#
番
上
侍
衞
軍
歸

農
︒

�鮮初�における兵制の改革
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﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
二
︑
太
宗
十
六
年
十
一
V
壬
辰
條

放
�
各
#
番
上
侍
衞

軍
︒
以
冱
¢
也
︒

﹃
太
宗
實
錄
﹄
卷
三
十
五
︑
太
宗
十
八
年
正
V
戊
午
條

命
兵
曹
︑
自
二
V
︑
停

各
#
侍
衞
軍
番
上
︒

﹃
成
宗
實
錄
﹄
卷
四
十
四
︑
成
宗
五
年
閏
六
V
丁
酉
條

御
經
筵
︒
⁝
⁝
領
事
²

麟
趾
�
曰
︑﹁
今
正
兵
︑
舊
侍
衞
牌
也
︒
侍
衞
牌
番
上
︑
或
點
考
卽
放
︑
或
立
番

十
五
日
乃
放
︒
其
侍
衞
宮
闕
︑
專
用
甲
士
︑
未
見
其
不
足
也
︒
⁝
⁝
﹂

(37
)

『魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)﹄
卷
九
︑
魯
山
君

(端
宗
)
元
年
十
一
V
癸
酉
條

議
政
府
據
兵
曹
×
�
︑﹁﹃
兵
典
﹄
甲
士
餘
丁
定
給
條
︑
�
該
︑﹃
三
軍
甲
士
︑
取

保
擧
︑
擇
�
奴
婢
富
實
者
︑
取
才
Á
職
︒
不
給
餘
丁
︒
;
職
後
欲
;
者
︑
論
罪
︒

�
安
#
人
︑
則
擇
�
子
壻
弟
姪
者
︑
取
才
Á
職
︑
以
同
居
人
︑
定
爲
餘
丁
﹄︒
正

瓜
十
一
年

(世
宗
二
十
八
年
︑
一
四
四
六
)
正
V
;
敎
︑﹃
今
後
別
侍
衞
︑
依
甲

士
例
︑
京
中
·
京
畿
人
︑
則
訓
鍊
觀
提
°
︑
外
方
人
則
各
其
#
觀
察
�
︑
考
四

祖
・
陳
省
・
賤
籍
︒
其
元
係
士
族
︑
�
奴
婢
十
口
以
上
者
︑
許
令
試
取
﹄︒
此
皆

軍
士
數
少
時
K
立
之
法
也
︒
⁝
⁝
﹂

(38
)

『太
宗
實
錄
﹄
卷
六
︑
太
宗
三
年
十
一
V
丙
申
條

甲
士
等
擊
申
聞
鼓
︒
初
︑
奉

常
O
�
河
演
︑
戲
謂
甲
士
梁
æ
・
金
出
等
曰
︑﹁
甲
士
之
職
︑
卑
汚
賤
辱
︑
豈
世

蔭
子
弟
之
K
爲
乎
︒﹂
二
人
深
銜
之
︑
乃
與
儕
輩
具
言
之
︒
甲
士
等
怨
且
怒
︑
欲

問
其
故
於
演
而
脅
辱
之
︒
是
日
︑
百
官
�
罷
而
散
︒
甲
士
李
天
生
等
十
餘
人
︑
ç

以
監
察
辛
繼
參
爲
演
︑
走
而
觸
之
︑
臺
¸
詰
之
︑
乃
奮
è
而
歐
之
︒
繼
參
吿
本
府
︒

掌
令
李
灌
執
甲
士
︑
詰
觸
犯
K
司
︑
歐
擊
從
¸
之
故
︑
取
其
供
狀
︒
於
是
甲
士
五

百
餘
人
︑
詣
闕
庭
訴
曰
︑﹁
今
以
甲
士
觸
犯
監
察
之
故
︑
拘
ê
甚
劇
︒
宮
門
爪
牙

之
士
︑
豈
宜
如
此
︒
願
窮
詰
加
罪
︒﹂
上
召
司
憲
府
都
¸
·
其
見
執
甲
士
︑
問
其

狀
︒
命
曰
︑﹁
甲
士
凌
辱
K
司
之
罪
︑
予
當
親
問
︑
毋
�
申
Ú
︒﹂
乃
黜
其
甲
士
︒

甲
士
等
²
擊
鼓
︒
⁝
⁝

(39
)

『魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)﹄
卷
九
︑
魯
山
君

(端
宗
)
元
年
十
一
V
癸
酉
條

議
政
府
據
兵
曹
×
�
︑﹁
⁝
⁝
此
皆
軍
士
數
少
時
K
立
之
法
也
︒
然
我
國
�
奴
婢

者
甚
少
︒
當
初
︑
別
侍
衞
四
百
︑
今
加
四
千
六
百
︒
甲
士
三
千
︑
今
加
六
千
四
百

五
十
︒
厥
數
猥
多
︑
未
能
精
擇
︒
雖
曰
元
係
士
族
︑
家
世
淸
¢
︑
鮮
�
臧
獲
︑
D

皆
僥
倖
入
屬
︑
一
二
G
番
上
後
︑
力
不
能
荏
︑
托
故
不
番
上
者
頗
多
︒
因
此
侍
衞

虛
踈
︒
如
�
®
¯
︑
則
兵
力
寡
´
︑
甚
爲
可
慮
︒
Ú
令
諸
邑
︑
考
其
家
產
貧
富
︑

奴
婢
�
無
︒
如
�
家
貧
無
奴
婢
者
︑
則
以
K
居
鄕
閑
人
·
數
外
日
守
︑
定
給
餘
丁
︒

其
�
奴
婢
·
富
於
家
產
︑
而
欲
;
餘
丁
者
︑
·
守
令
不
分
揀
定
給
者
︑
論
罪
︒
﹂

從
之
︒

(40
)

『世
祖
實
錄
﹄
卷
二
︑
世
祖
元
年
八
V
己
巳
條

兵
曹
�
︑﹁
咸
吉
#
甲
士
︑
每
當

番
三
百
人
內
︑
一
百
人
︑
輪
G
上
番
侍
衞
︒
然
司
正
以
下
︑
祿
俸
不
多
︑
不
堪
留

京
︒
Ú
副
司
直
以
上
︑
三
分
之
一
︑
輪
番
宿
衞
︒
﹂
從
之
︒

(41
)

柳
馨
>
﹃
磻
溪
隨
錄
﹄
卷
十
六
︑
職
官
之
制
︑
下

無
定
祿
而
四
時
考
ã
︑
以
其

分
數
︑
遞
相
高
下
付
祿
︑
謂
之
遞
兒
︒

李
載
龒
﹃
�
鮮
初
�
社
會
J
»
硏
究
﹄
(
一
九
八
四
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑
特

に
第
一
I
・
遞
兒
職
︑
參
照
︒

(42
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
九
十
二
︑
世
宗
二
十
三
年
三
V
戊
戌
朔
條

議
政
府
據
兵
曹
×

�
︑﹁
今
甲
士
︑
分
爲
六
番
︑
以
二
V
初
十
日
·
九
V
初
一
日
相
遞
︑
每
年
二
V

初
十
日
番
上
者
︑
;
夏
秋
兩
孟
朔
祿
俸
︑
九
V
初
一
日
番
上
者
︑
;
冬
春
兩
孟
朔

祿
俸
︑
遞
後
各
留
五
十
日
︑
以
備
從
衞
︑
仍
î
武
藝
︑
此
皆
成
法
也
︒
今
甲
士
等
︑

每
至
遞
朔
︑
已
;
祿
俸
︑
則
妄
托
親
病
︑
爭
先
下
�
︑
�
%
臣
子
奉
職
之
	
︒
自

今
︑
宜
於
仍
留
日
︑
不
時
�
聚
︑
如
�
闕
者
︑
依
常
時
檢
察
例
︑
決
罰
︒
若
行
幸

時
不
從
者
︑
不
問
�
故
與
否
︑
一
依
別
侍
衞
︑
每
一
日
︑
ï
*
五
仕
︒
仍
留
日
旣

盡
︑
兵
曹
與
三
軍
都
鎭
撫
︑
點
t
︒
﹂
從
之
︒

(43
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
一
百
九
︑
世
宗
二
十
七
年
七
V
庚
寅
條

議
政
府
據
兵
曹
×
�
︑

﹁
甲
士
以
侍
衞
精
卒
︑
番
上
日
少
︑
p
休
日
多
︑
厥
數
猥
多
︑
不
爲
精
銳
︒
下
番

之
閒
︑
閑
ð
慢
弛
︑
軍
裝
馬
à
︑
棄
而
不
ñ
︒
·
其
番
上
︑
或
相
借
貸
︒
倘
�
®

¯
︑
實
爲
無
用
︒
⁝
⁝
可
行
條
件
︑
ò
勘
後
錄
︒

一
︑
甲
士
元
額
︑
本
以
六
千
︑
分
六
番
︑
每
番
一
千
︒
今
於
元
額
六
千
︑
減
一
千

五
︹
百
︺
人
︑
改
爲
三
番
︑
每
一
番
一
千
五
百
人
︒
中
軍
仍
舊
爲
四
司
︑
左
右
軍

各
三
司
︑
加
置
龍
奮
・
虎
牙
二
司
︒
三
軍
均
各
四
司
︑
摠
十
二
司
︒
司
各
五
領
︒
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每
軍
五
百
人
︑
每
司
一
百
二
十
五
人
︑
每
領
二
十
五
人
︑
一
年
兩
都
目
︒
十
二
司

和
會
︑
三
十
人
去
官
︒
每
領
︑
司
直
・
副
司
直
三
︒
司
正
・
副
司
正
各
五
︒
司
勇

十
人
︒

一
︑
自
司
直
以
下
︑
不
給
祿
︒
每
一
人
︑
V
給
俸
米
二
十
斗
︒
*
此
︑
六
番
相
遞

時
︑
p
休
日
多
︑
故
�
仍
留
五
十
日
之
法
︒
今
分
三
番
︑
Ú
勿
仍
留
︒
除
ó
制
式

暇
外
︑
其
以
雜
故
Ú
暇
者
︑
下
番
後
︑
準
計
立
番
︑
一
依
*
;
敎
施
行
︒

(44
)

『魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)﹄
卷
十
︑
魯
山
君

(端
宗
)
二
年
正
V
戊
午
條

議

政
府
據
兵
曹
×
�
︑﹁
甲
士
︑
例
於
防
牌
・
攝
六
十
︑
只
給
V
俸
︑
馬
·
戎
器
︑

力
不
能
辦
︑
其
數
雖
多
︑
實
爲
無
用
︒
Ú
增
置
一
番
︑
�
番
上
者
少
︑
依
科
給
祿
︒

(45
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
七
︑
世
宗
二
年
正
V
乙
巳
條

凡
正
丁
一
名
︑
給
餘
丁
︑
�
之

出
財
力
︑
以
助
正
丁
︒
國
俗
︑
謂
之
奉
足
︒

﹃
魯
山
君
日
記

(端
宗
實
錄
)﹄
卷
十
︑
魯
山
君

(端
宗
)
二
年
正
V
丙
寅
條

議

政
府
據
兵
曹
×
�
︑﹁
甲
士
・
別
侍
衞
︑
家
貧
︑
無
奴
婢
者
︑
已
令
K
在
邑
︑
刷

給
隱
丁
·
數
外
日
守
︑
以
爲
助
丁
︒
然
無
定
數
︑
�
多
寡
不
均
之
T
︒
Ú
勿
論
同

衣
居
︑
限
三
丁
定
給
︒﹂
從
之
︒

(46
)

『
+
宗
實
錄
﹄
卷
十
五
︑
+
宗
八
年
九
V
癸
酉
條

憲
府
�
曰
︑﹁
⁝
⁝
a
年
以
來
︑

�
恬
武
嬉
︑
萬
事
解
弛
︒
爲
士
族
者
︑
皆
自
õ
貴
︑
百
計
�
役
︒
以
此
士
族
太
逸
︑

而
軍
卒
÷
苦
︑
液
離
失
K
︑
慘
不
可
言
︒
*
者
�
廷
︑
欲
救
此
T
︑
凡
赴
試
之
武

士
︑
�
之
皆
�
屬
處
︑
甚
良
法
也
︒
但
定
虜
衞
元
額
一
千
五
百
︑
而
其
時
壞
其
元

額
︑
許
令
願
屬
者
皆
屬
︒
故
定
虜
衞
之
數
甚
多
︑
而
其
液
之
T
︑
至
於
謀
�
正

兵
・
甲
士
者
︑
皆
投
屬
焉
︒
是
以
正
兵
・
甲
士
之
額
日
縮
︑
而
定
虜
之
數
日
增
︒

加
以
衞
將
・
部
將
之
徒
︑
托
稱
伺
候
︑
ù
ú
多
端
︑
至
於
�
之
2
擔
雜
物
︒
甲

士
・
正
兵
︑
莫
不
怨
苦
︑
爭
相
窺
�
︒
軍
旅
虛
踈
︑
實
由
於
此
︒
定
虜
衞
之
數
︑

若
ä
依
元
額
︑
�
士
族
屬
焉
︒
非
士
族
者
︑
影
爲
甲
士
・
正
兵
︒
甲
士
・
正
兵
︑

依
祖
宗
�
例
︑
勿
令
ù
ú
役
�
︑
�
之
樂
屬
︑
則
可
救
其
T
︒
⁝
⁝
﹂
答
曰
︑

﹁
如
�
︒﹂

(47
)

『世
宗
實
錄
﹄
卷
六
十
八
︑
世
宗
十
七
年
四
V
戊
午
條

御
勤
政
殿
︑
親
策
�
科

擧
子
︒
⁝
⁝
寓
兵
於
農
︑
古
之
良
法
︒
_
之
府
兵
︑
尙
�
c
	
︒
張
說
變
古
而
兵

農
始

︑
«
不
能
復
︒
我
國
籍
民
爲
兵
︑
庶

於
古
︒
然
如
�
®
¯
︑
臨
時
°
發
︑

未
閑
:
p
之
方
︒
盡
室
而
行
︑
²
廢
農
桑
之
業
︒
何
以
�
兵
農
得
K
︑
而
士
卒
精

鍊
歟
︒

(48
)

『舊
_
書
﹄
卷
九
十
七
︑
張
說
傳

時
︑
當
番
衞
士
︑
û
以
貧
´
︑
¤
ü
略
盡
︒

說
印
円
策
︑
Ú
一
切
罷
之
︑
別
召
募
强
壯
︑
令
其
宿
衞
︑
不
鯵
色
役
︑
優
爲
條
例
︒

逋
¤
者
︑
必
爭
來
應
募
︒
上
從
之
︒
旬
日
︑
得
精
兵
一
十
三
萬
人
︒
分
繫
諸
衞
︑

�
番
上
下
︑
以
實
京
師
︒
其
後
﹁
彍
騎
﹂
是
也
︒

﹃
怨
_
書
﹄
卷
一
百
二
十
五
︑
張
說
傳

時
︑
衞
兵
貧
´
︑
番
休
者
ü
命
略
盡
︒

說
円
Ú
︑
一
切
募
勇
彊
士
︑
優
其
科
條
︑︹
不
︺
鯵
色
役
︒
不
旬
日
︑
得
/
兵
十

三
萬
︑
分
補
諸
衞
︑
以
彊
京
師
︒
後
K
謂
﹁
彍
騎
﹂
者
也
︒

(49
)

『
µ
毖
錄
﹄
卷
一

抄
發
坊
里
民
︑
·
公
私
賤
・
胥
¸
・
三
醫
司
︑
分
守
城
堞
︒

計
堞
三
萬
餘
︑
而
守
城
人
口
︑
ð
七
千
︒
D
皆
烏
合
︑
皆
�
縋
城
¤
散
之
心
︒
上

番
軍
士
︑
雖
屬
於
兵
曹
︑
而
與
下
¸
相
與
爲
奸
︑
;
賂
私
放
者
甚
多
︒
官
員
不
問

去
留
︑
臨
¯
皆
不
可
用
矣
︒
軍
政
解
弛
︑
一
至
於
此
︒

(50
)

李
基
白
﹃
高
麗
兵
制
l
硏
究
﹄
(
一
九
六
八
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)︑
特
に
﹁
高

麗
府
兵
制
說
の
批

﹂
(
二
七
〇
～
二
八
二
頁
)︑﹁
高
麗
軍
班
制
下
の
軍
人
﹂
(二

八
三
～
二
九
七
頁
)︑
參
照
︒

(51
)

拙
稿
﹁
高
麗
時
代
に
お
け
る
土
地
K
�
の
諸
相
﹂
(﹃
l
林
﹄
第
八
十
七
卷
第
六
號
︑

二
〇
〇
四
年
︑
京
都
︑
l
學
硏
究
會
)

(52
)

同
右
︒

(53
)

李
基
白
﹁
高
麗
軍
班
制
下
の
軍
人
﹂
(
*
揭
﹃
高
麗
兵
制
l
硏
究
﹄
K
收
)
︑
同

﹁
高
麗
別
武
班
考
﹂
(﹃
高
麗
貴
族
社
會
の
形
成
﹄
K
收
︑
一
九
九
〇
年
︑
ソ
ウ
ル
︑

一
潮
閣
)︒
な
お
︑
李
基
白
氏
の
說
を
踏
襲
し
て
洪
承
基
氏
も
同
樣
の
說
を
営
べ

る
︒
洪
承
基
﹁
高
麗
初
�
京
軍
の
二
元
 
J
成
論
に
つ
い
て
﹂
(﹃
高
麗
政
治
l
硏

究
﹄
K
收
︑
二
〇
〇
一
年
︑
ソ
ウ
ル
︑
一
潮
閣
)
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