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批

評
・
紹

介

気
賀
津
保
規
著

『
府
兵
制
の
研
究
』

白

須

員

海

「
府
兵
兵
士
と
そ
の
祉
舎
」
と
副
題
を
添
え
ら
れ
た
木
書
を
=
試
し
、
斬
新

な
調
貼
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
劃
期
的
な
著
作
、
そ
の
よ
う
な
印
象
を
率
直
に
受
け

た
。
こ
れ
は
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

9

(
一
九
九
九
年
〉
に
牧
録
さ
れ
た
妹

尾
建
彦
「
中
華
の
分
裂
と
再
生
」
、
吉
岡
員
「
北
朝
・
陪
唐
支
配
者
層
の
推
移
」

に
も
似
て
、
著
積
さ
れ
た
従
前
の
研
究
に
必
ず
し
も
束
縛
さ
れ
な
い
新
手
法
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
牧
録
論
考
を
陸
系
的
に
要
約
し
著
作
組

曲
胞
の
事
前
認
識
を
求
め
る
「
序
論
」
の
致
用
は
大
き
く
、
「
讃
み
や
す
い
専
門

書
」
へ
の
試
み
と
受
け
と
め
た
。

さ
て
著
者
は
、
西
致
・
北
周
・
陪
・
唐
で
賞
施
さ
れ
山
間
援
に
至
っ
た
府
兵
制

(
六
世
紀
中
葉
J
八
世
紀
前
半
)
を
、

序
論

第

I
縞
前
期
府
兵
制
の
成
立
と
そ
の
構
造

第
一
一
事
前
期
府
兵
制
研
究
序
説
ー
そ
の
成
果
と
論
鈷
を
め
ぐ
っ
て

l

第
二
一
章
丁
兵
制
の
性
格
と
そ
の
展
開
西
説
大
統
十
三
年
文
書
の
負
捨

陸
系
の
再
検
討
|

北
朝
陪
の
「
軍
人
」
に
つ
い
て

東
貌

l
北
湾
政
権
下
の
郷
兵
集
固

第
三
一
章

第
四
一
章

第

E
編
後
期
府
兵
制
の
展
開
と
府
兵
兵
士

第
五
一
平
陪
煽
帝
期
の
府
兵
制
を
め
ぐ
る
一
考
察

第
六
一
章
騒
果
制
考
|
陪
帰
一
帝
期
兵
制
の
一
側
面
|

第
七
章
唐
代
府
兵
制
に
お
け
る
府
兵
兵
士
の
位
置

第
八
章
唐
代
西
州
に
お
け
る
府
兵
制
の
展
開
と
府
兵
兵
士

第
九
草
唐
の
吐
魯
呑
(
西
州
)
支
配
と
府
兵
制

第
E
縞
府
兵
制
史
再
論
l
府
兵
と
寧
府
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

と
編
章
を
立
て
て
論
述
す
る
。
一
貫
し
て
一
般
民
と
分
離
さ
れ
た
「
兵
土
の
立

場
」
か
ら
前
期
府
兵
制
の
本
質
と
展
開
を
明
確
化
し
(
第

I
縞
て
そ
れ
が
後

期
府
兵
制
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
鑓
わ
る
の
か
を
追
求
し
て
〈
第

E
編
)
、
府

兵
制
全
鐙
の
概
観
と
歴
史
的
位
置
づ
け
を
行
う
(
第
匝
編
)
と
い
う
の
が
、
そ

の
大
き
な
枠
組
み
で
あ
る
。
な
お
前
期
と
後
期
の
分
岐
に
は
、
陪
の
文
一
帝
の
開

皇
十
年
(
五
九

O
〉
の
兵
制
改
卒
を
蛍
て
て
い
る
。

著
者
が
、
こ
う
し
た
手
法
で
府
兵
制
に
迫
る
の
は
、
従
来
の
研
究
に
釘
す
る

殿
し
い
批
判
が
背
景
に
あ
る
。
先
行
研
究
相
互
聞
の
検
詮
が
十
分
で
な
か
っ
た

た
め
研
究
成
果
の
批
判
的
縫
承
設
展
に
繋
が
ら
ず
、
府
兵
兵
士
の
制
度
同
社
合

的
位
置
づ
け
や
存
在
援
態
へ
の
問
も
あ
ま
く
府
兵
制
の
本
質
に
迫
り
切
れ
な
か

っ
た
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
(
序
論
)
。
だ
か
ら
こ
そ
著
者
は
、
「
兵
民

分
離
・
一
致
の
論
を
基
軸
」
に
据
え
、
「
何
よ
り
も
府
兵
兵
士
の
立
場
」
を
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
以
前
に
な
い
府
兵
制
研
究
の
集
約
」
を
は
た
す
の
だ
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
兵
民
分
離
・
一
致
、
府
兵
兵
土
の
立
場
を
二
つ
な

が
ら
意
識
し
て
本
書
を
読
み
通
し
て
い
く
こ
と
は
、
新
見
解
を
提
示
し
た
若
者

の
意
固
に
か
な
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
「
序
論
」
に
お
い
て
本

書
の
周
到
な
要
泊
…
か
な
さ
れ
、
各
絹
平
に
沿
っ
た
書
評
も
す
で
に
い
く
つ
か
琵

表
さ
れ
て
い
る
今
、
類
似
の
昇
、
加
も
避
け
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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「
丘
(
民
分
離
・
一
致
の
論
」
と
著
者
の
定
義
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「
兵
民
分
離
・
一
致
の
論
」
と
は
、
「
兵
士
お
よ
び
兵
士
を
出
し
た
家
と
一

般
農
民
ハ
お
よ
び
そ
の
一
家
)
と
が
、
戸
籍
あ
る
い
は
日
常
の
生
活
の
場
で
ど

の
よ
う
な
関
係
に
た
っ
か
」
〈
六
頁
〉
と
い
う
兵
と
民
の
問
題
で
あ
り
、
「
か

り
に
兵
民
分
離
と
い
え
ば
、
受
方
戸
籍
を
異
に
し
、
丘
(
籍
(
軍
籍
)
と
民
籍
と

の
二
本
立
て
と
な
り
、
兵
籍
に
所
属
す
る
兵
士
が
軍
事
の
主
力
を
構
成
す
る
吠

態
を
想
定
す
る
」
(
同
)
こ
と
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
兵
と
農
の
分
離
・
一

致
と
い
う
直
裁
な
聞
を
越
え
て
「
府
兵
制
と
い
う
制
度
の
枠
内
に
お
さ
ま
ら
な

い
、
時
代
そ
の
も
の
の
浪
幹
」
(
七
頁
)
に
係
わ
る
の
だ
と
い
う
。

た
だ
こ
の
著
者
の
意
固
を
誤
解
な
く
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
『
兵
籍
(
軍

籍
)
と
い
っ
て
も
、
通
常
そ
れ
に
局
し
た
兵
士
一
家
は
、
専
門
兵
(
府
丘
(
)
と

な
っ
た
仕
丁
を
除
け
ば
ふ
つ
う
の
農
民
と
同
じ
く
農
耕
で
生
計
を
た
て
、
諜
役

は
菟
除
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
兵
士

の
一
家
(
兵
籍
戸
〉
に
お
け
る
「
兵
農
」
一
致
の
姿
を
示
す
わ
け
だ
が
、
本
研

究
で
は
こ
の
形
態
は
営
面
考
慮
の
外
』
〈
七
頁
〉
に
置
く
と
い
う
限
定
を
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
。
「
府
兵
兵
士
は
そ
の
個
々
人
(
お
よ
び
そ
の
家
)
を
取
り

出
せ
ば
兵
曲
目
一
致
の
生
活
形
態
」
(
四
二
五
頁
〉
と
は
な
っ
て
も
、
「
祉
舎
全

盟
の
な
か
で
押
さ
え
る
と
兵
民
分
離
の
原
則
に
立
脚
し
」
(
同
〉
て
い
た
の

か
0
・
さ
ら
に
は
「
府
兵
と
な
っ
た
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
一
般
民
(
四
二
四

頁
)
と
の
関
に
は
「
登
然
た
る
一
線
」
(
同
)
が
引
か
れ
て
い
た
の
か
?
そ

れ
ら
が
「
府
兵
制
の
木
質
」
ハ
四
二
五
頁
)
に
係
わ
る
重
要
な
問
題
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
著
者
の
「
兵
民
分
離
・
一
致
の
論
」
は
、
「
兵
農
一
致
」

を
止
揚
し
た
「
兵
民
分
離
」
論
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
う
し
た
稿
貼
に
立
っ
と
、
前
期
府
兵
制
は
「
府
兵
が
兵
戸
(
軍
戸
)

と
し
て
一
般
民
の
民
籍
〈
豚
籍
)
か
ら
別
立
て
さ
れ
た
」
全
一
一

O
頁
)
一
貫

し
た
兵
民
分
離
と
確
定
で
き
、
後
期
を
代
表
す
る
唐
の
府
兵
制
も
、
従
来
の
理

解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
兵
民
公
己
一
致
」
の
典
型
で
は
な
く
、
逆
に
「
後

漢
末
に
始
ま
る
兵
民
分
離
の
基
調
に
沿
う
」
(
一
三
頁
〉
も
の
だ
と
い
う
。
し

か
も
唐
の
場
合
、
「
兵
と
民
が
同
じ
戸
籍
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

な
が
ら
」
(
三
一
一
頁
)
も
「
雨
者
の
あ
い
だ
に
は
越
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
な

い
見
え
ざ
る
一
線
」
(
一
一
一
一
頁
〉
に
よ
っ
て
、
一
般
民
よ
り
も
兵
士
が
名
替
あ

る
存
在
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
浮
か
び
上
っ
て
く
る
と
い
う
。

な
お
過
渡
期
の
隔
に
つ
い
て
は
、
開
皇
十
年
(
五
九

O
)
の
兵
制
改
卒
に
よ

っ
て
軍
籍
・
民
籍
が
一
僅
化
さ
れ
た
け
れ
ど
も
兵
民
分
離
の
原
則
に
は
鑓
更
は

な
く
、
甥
-
帝
に
至
っ
て
「
徴
兵
的
兵
民
一
致
の
陸
制
」
が
迫
求
は
さ
れ
た
が
、

第
一
次
高
句
麗
遠
征
の
失
敗
に
よ
っ
て
兵
民
分
離
に
回
師
し
た
と
み
る
。

し
た
が
っ
て
著
者
は
、
前
期
・
後
期
を
通
し
、
府
兵
制
は
、
兵
民
分
離
の
観

酷
か
ら
と
ら
え
る
有
数
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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前
期
府
兵
制
に
お
け
る
兵
民
分
離
と
府
兵
の
立
場

前
期
府
兵
制
を
兵
民
分
離
と
主
張
す
る
著
者
は
、
府
兵
は
民
籍
と
は
別
の
兵

籍
に
位
置
附
け
ら
れ
た
兵
戸
で
あ
り
、

家
族
を
と
も
な
い
城
中
に
集
住
し
た
り
(
軍
坊
〉
、
田
野
に
散
居
し
た
り

(
郷
国
て
あ
る
い
は
前
線
近
く
に
築
か
れ
た
銀
域
に
移
住
し
た
り
し
て
、

通
常
の
軍
務
に
つ
き
戟
争
に
出
陣
し
た
。
兵
士
と
そ
の
一
家
は
一
般
民
に

か
け
ら
れ
た
課
役
を
菟
れ
た
が
、
み
ず
か
ら
の
生
活
は
奥
え
ら
れ
た
団
地

を
耕
作
し
て
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
四
三
三
頁
)
。

と
認
識
す
る
。
こ
の
田
地
耕
作
の
根
援
が
、
「
そ
の
身
に
か
か
る
租
庸
詞
を
一

切
免
ず
る
。
農
閑
期
に
は
戟
陣
の
訓
練
を
し
:
:
:
」
(
『
賀
治
通
鐙
』
二
ハ
三
・
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梁
大
賢
元
年
、
五
五

O
年
)
や
「
そ
の
身
の
租
庸
調
を
克
ず
る
。
郡
守
は
農
隙

に
閲
兵
を
数
試
し
:
:
:
」
(
唐
・
李
繁
挺
『
鄭
侯
家
倖
』
〉
と
い
う
文
献
の
一

節
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
兵
戸
で
あ
る
府
兵
の
耕
す
団
地
の
庚
さ
は
、
身
に
か
か

る
租
一
皇
制
の
菟
除
加
古
、
つ
ま
り
均
田
制
下
の
課
口
農
民
に
等
し
い
と
想
定
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
こ
の
著
者
の
理
解
を
、
あ
え
て
極
端
に
受
け
と
め
る
と
、

兵
士
た
ち
〔
た
だ
し
原
文
は
兵
士
軍
人
〕
は
臨
時
に
軍
坊
や
軍
府
に
置
か

れ
、
各
地
の
戟
争
に
駆
り
出
さ
れ
、
居
庭
定
ま
ら
な
か
っ
た
。
あ
げ
く
は

き
ち
ん
と
し
た
家
も
、
落
ち
着
く
べ
き
土
地
も
な
く
、
各
地
を
轄
々
と
す

る
境
遇
に
身
を
落
と
し
、
郷
里
の
名
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
責

I
、

『
情
書
』
巻
二
・
高
祖
本
紀
下
・
開
皇
十
年
。
著
者
誇
、
二

O
頁
)

と
い
う
か
の
ロ

l
マ
の
護
民
官
グ
ラ
ッ
ク
ス
に
も
似
た
陪
の
文
一
帝
の
開
皇
十
年

の
嘆
は
、
も
と
よ
り
抽
出
見
で
き
た
こ
と
、
そ
う
映
っ
て
く
る
。
戟
飢
多
設
の
時

代
に
兵
士
た
ち
が
奥
え
ら
れ
た
団
地
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
つ
つ
柏
開
戦
す
る
こ

と
は
耐
え
う
る
は
ず
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
『
資
治
通
鐙
』
や
『
都
侯

家
停
』
の
一
節
か
ら
想
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
府
兵
の
生
活
形
態
は
、
『
北

史
』
(
各
六

O
李
弼
等
俸
の
後
附
)
や
『
後
致
章
一
日
』
(
陪
・
貌
滋
ら
の
撰
)
に

は
ま
っ
た
く
な
く
、
陳
寅
格
氏
な
ど
が
そ
の
一
節
「
郡
守
は
農
隙
に
関
兵
を
数

試
し
:
:
:
」
に
疑
念
を
持
っ
た
個
所
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
前
期
府
兵
制
の
理
解

に
強
い
て
極
論
を
針
比
さ
せ
た
の
は
、
著
者
が
従
前
の
唐
府
兵
制
研
究
に
抱
い

た
同
じ
疑
念
(
「
本
営
に
営
初
か
ら
:
:
:
矛
盾
を
は
ら
む
構
想
に
立
脚
し
て
い

た
の
か
」
一
二
J
三
頁
)
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
府
兵
の
あ
り
方

は
、
西
貌
の
府
兵
制
創
建
嘗
初
か
ら
の
定
ま
っ
た
現
質
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
貼
に
係
わ
っ
て
王
仲
鋒
氏
の
『
貌
菅
南
北
朝
史
』
下
(
一
九
八

O
年、

六
一
七
J
九
頁
〉
の
見
解
が
、
気
に
か
か
る
。
概
論
で
も
あ
り
著
者
が
取
り
あ

げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
安
蛍
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
て
み
よ

h
h
J

。府
兵
制
創
立
時
の
西
貌
府
兵
の
身
分
は
高
く
、
民
籍
に
は
編
入
さ
れ
な
い
で

軍
籍
に
あ
り
、
そ
の
数
も
多
く
は
な
く
、
農
業
生
産
に
は
従
事
し
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、

建
徳
三
年
(
二
年
を
改
め
る
。
五
七
四
〉
、
軍
士
を
侍
官
と
改
め
、
百
姓

を
募
っ
て
こ
れ
に
充
て
、
そ
の
豚
籍
か
ら
除
く
。
こ
の
の
ち
夏
人
(
渓

人
)
が
兵
の
半
ば
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
責

H
、
『
陪
宝
同
』
径
二

四
・
食
貨
志
、
著
者
謬
、
三

O
頁〉

と
あ
る
北
周
武
請
の
府
兵
基
盤
の
讃
大
は
、
以
後
、
大
量
の
渓
人
均
田
良
民
を

取
り
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
兵
民
異
籍
と
し
た
も
の
の
均
回
戸
の
農

業
生
産
を
放
棄
さ
せ
な
い
た
め
に
「
土
著
軍
府
」
を
設
置
し
て
収
容
し
た
。
こ

の
「
土
著
軍
府
」
の
侍
官
(
府
兵
)
に
課
せ
ら
れ
た
の
が
、
先
に
翠
げ
た
郡
守

に
よ
る
農
隙
に
お
け
る
閲
兵
の
数
試
で
あ
る
。
こ
う
し
て
初
期
の
兵
浸
分
離
の

府
兵
制
は
、
均
田
制
下
の
農
民
を
吸
枚
す
る
過
程
で
均
田
制
と
結
合
す
る
方
向

性
を
と
り
、
開
皇
十
年
の
陪
の
文
一
帝
に
よ
る

あ
ら
ゆ
る
軍
人
は
悉
く
州
燃
に
属
す
ベ
し
。
墾
田
・
符
帳
は
一
に
民
と
同

じ
く
す
。
軍
府
の
統
領
は
宜
し
く
沓
式
に
依
る
ベ
し
。
(
資
皿
、
前
掲

『
隔
世
一
同
』
官
同
組
本
紀
下
・
開
皇
十
年
。
著
者
語
、
二

O
瓦
。
な
お
こ
の
責

E
は
、
資

I
に
理
抑
制
す
る
が
、
便
宜
上
分
離
)

と
い
う
兵
制
改
革
を
経
て
、
「
兵
良
合
一
制
」
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
な
お
「
土
著
軍
府
」
が
唐
の
折
衝
府
の
前
身
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
説
明
の
必
要
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
王
氏
の
見
解
は
、
著
者
が
否
定
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
府
兵
制

創
建
蛍
初
の
西
貌
の
府
兵
を
生
産
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
み
た
こ

-176ー



177 

と
、
ま
た
建
徳
三
年
以
降
の
大
量
の
渓
人
均
田
良
民
を
「
土
者
軍
府
」
に
配
置

し
兵
民
呉
籍
の
丘
(
民
合
一
を
み
た
こ
と
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
顧
慮
に
値
し
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
著
者
は
こ
こ
に
溺
れ
た
建
徳
三
年
の
記
事
(
資

E
)
に
つ
い
て
、

園
内
の
一
元
支
配
を
完
成
し
北
芹
征
服
に
本
格
的
に
采
り
出
し
た
北
周
の
武
一
帝

は
、
す
で
に
軍
籍
に
あ
っ
た
軍
土
(
府
兵
)
と
も
ど
も
橋
募
し
た
百
姓
も
、
さ

ら
に
は
兵
の
半
ば
を
占
め
た
夏
人
(
渓
人
〉
兵
士
も
軍
籍
に
入
れ
て
「
侍
官
」

と
し
、
直
属
の
中
央
軍
(
親
街
軍
〉
を
構
成
し
た
と
理
解
し
た
。
ま
た
こ
れ
に

係
わ
っ
て
、
そ
の
際
、
募
に
感
じ
ず
良
民
に
留
ま
っ
た
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
力

役
こ
そ
陪
庖
の
正
役
の
直
接
的
淵
源
な
の
だ
と
解
き
明
か
し
た
。
研
究
蓄
積
金

位
を
見
通
し
つ
つ
鋭
い
切
り
口
で
展
開
さ
れ
る
第
二
章
「
丁
兵
制
の
性
格
と
そ

の
展
開
」
は
、
本
舎
に
あ
っ
て
も
特
に
際
立
ち
、
数
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

さ
て
こ
う
し
た
大
き
な
成
果
の
な
か
に
あ
っ
て
は
さ
さ
や
か
な
こ
と
に
は
な

る
が
、
こ
の
北
周
に
お
け
る
「
侍
官
」
化
問
題
に
係
わ
っ
て
教
示
を
請
い
た

い
。
著
者
の
言
う
よ
う
に
、
「
軍
士
」
の
「
侍
官
」
化
が
彼
ら
の
地
位
の
向

上
、
「
募
に
隠
じ
た
百
姓
」
の
「
侍
官
」
化
に
あ
っ
て
は
さ
ら
な
る
地
位
の
向

上
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
ハ
二
二
五
頁
)
、
雨
者
の
庭
遇
の
相
違
は
ど
こ
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
こ
の
の
ち
夏
人
が
兵
の
半
ば
を
占
め
る
こ
と

に
な
っ
た
」
と
い
う
兵
の
増
大
紋
況
を
認
め
、
そ
の
増
大
し
た
兵
も
募
に
医
じ

た
百
姓
と
同
一
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
〈
一
三
五
、
四
一
一
一
一
一
一
頁
て
こ
れ
ら

「
軍
士
」
・
「
募
に
隠
じ
た
百
姓
リ
兵
」
の
庭
遇
も
「
侍
官
」
と
し
て
一
律
と
受

け
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
唐
は
、
康
範
な
一
府
兵
ま
で
を
「
街
土
」
と
呼
び
本
人
の
課
役
を
克

除
し
た
。
も
し
北
周
の
「
侍
官
」
も
同
様
に
康
範
な
一
府
兵
に
ま
で
及
ん
だ
総

陸
間
呼
穏
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
「
侍
官
」
化
に
と
も
な
っ
て
想
定
し
た
段

階
的
地
位
向
上
と
の
整
合
性
が
消
え
、
従
来
か
ら
の
兵
戸
と
の
差
違
も
解
り
に

く
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
北
周
の
「
侍
官
」
化
は
、
柱
固
に
所

属
し
な
い
皇
帝
の
親
軍
、
つ
ま
り
「
侍
官
」
と
い
う
美
穂
、
兵
籍
、
謀
役
菟
除

と
い
う
一
律
的
庭
過
に
終
わ
っ
た
と
読
み
と
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

資
料
を
欽
く
な
か
で
問
に
問
を
重
ね
る
の
は
、
「
夏
人
が
兵
の
半
ば
を
占
め

る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
「
兵
」
の
理
解
に
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
こ
の
「
兵
」
は
、

閲
皇
十
年
の
文
一
帝
の
詔
の
冒
頭
に
見
え
る
軍
坊
や
寧
府
に
置
か
れ
た
「
兵

士
軍
人
」
を
著
者
誇
の
よ
う
に
「
兵
士
た
ち
」
(
資

I
)
と
一
括
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
?

「
兵
士
軍
人
」
の
う
ち
兵
士
で
は
な
く
「
あ
ら
ゆ
る
軍
人
は
悉
く
州
豚
に

厨
す
ぺ
し
」
(
資
皿
〉
と
あ
る
の
は
、
皐
に
「
兵
士
」
の
脱
落
と
み
な
し

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
?

と
列
血
申
し
た
「
兵
士
」
に
係
わ
る
疑
問
と
運
動
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
文
一
帝
の
詔
の
「
兵
士
」
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
詔
の
冒
頭
に
「
兵
士

軍
人
」
と
あ
り
な
が
ら
「
兵
士
」
を
除
外
し
て
「
軍
人
」
だ
け
を
「
悉
く
川
燃

に
属
す
ベ
し
」
に
掛
け
た
の
は
誤
っ
た
記
述
で
は
な
い
、
そ
う
候
定
し
て
み
よ

う
。
と
す
れ
ば
、
「
軍
人
」
と
「
兵
士
」
は
同
一
で
は
な
く
「
兵
士
1
4
1
け
は

も
と
よ
り
州
燃
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
(
民
籍
〉
な
お
か
つ
兵
で
あ
っ
た
、
つ
ま

り
、
均
田
良
民
と
同
じ
土
地
を
支
給
さ
れ
課
役
を
菟
除
さ
れ
、
軍
坊
や
軍
府
に

局
し
た
府
兵
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
北
周
建
徳
三
年
の
記
事
に
見
え

る
夏
人
の
「
兵
」
の
後
窃
と
み
る
の
は
、
無
理
な
推
定
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
彼
ら
兵
士
が
、
「
圏
」
に
所
属
し
統
領
さ
れ
て
い
た
と
み
れ
ば
、
「
寧

府
の
統
領
は
宜
し
く
杏
式
に
依
る
べ
し
」
と
あ
る
の
は
、
軍
府
に
よ
る
彼
ら
兵

士
の
統
領
形
態
に
鑓
更
が
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
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こ
の
俣
定
は
、
兵
士
(
丘
(
)
は
、
兵
籍
に
あ
っ
て
「
侍
官
」
と
呼
ば
れ
た
と
み

る
著
者
の
見
解
と
は
逆
と
な
る
。

さ
て
「
兵
士
」
及
び
「
兵
」
を
こ
の
よ
う
に
佼
定
す
る
と
、
「
軍
人
」
と

は
、
府
丘
二
般
兵
士
を
統
領
す
る
軍
府
配
厨
の
寧
官
・
高
度
な
戟
闘
技
能
習
得

者
、
つ
ま
り
そ
れ
故
に
兵
籍
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
純
然
た
る
職
業
軍
人
と
想
定

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
の
翠
げ
る
「
軍
人
」
の
用
例
(
第
三
草
北
朝

隔
の
「
軍
人
」
に
つ
い
て
)
か
ら
み
て
も
大
き
な
支
障
は
な
い
よ
う
に
思
え

一
告
と
す
れ
ば
文
需
が
民
籍
へ
移
し
た
の
は
、
そ
の
詔
に
言
う
と
お
り
軍
籍
に

あ
っ
た
こ
の
「
軍
人
」
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
民
籍
に
あ
っ
た
「
兵
士
」
を

民
籍
に
入
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
詔
に
「
兵
士
」
と
い
う
記
載
が
な
い
の
は

蛍
然
の
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
今
紛
れ
た
「
固
」
に
よ
る
兵
士
の
統
括
と
い
う

「
軍
人
」
と
し
て
の
任
務
は
、
奮
来
ど
お
り
で
あ
っ
た
。
民
籍
に
あ
る
兵
士
を

民
籍
に
あ
る
軍
人
が
統
領
す
る
こ
と
は
、
唐
府
兵
制
の
校
尉
以
下
の
折
街
府
下

級
軍
官
の
「
図
」
の
統
事
例
を
参
酌
す
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
で
な
い
。
仮
定
の

上
の
仮
定
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
整
合
す
る
。

し
た
が
っ
て
北
周
武
請
に
よ
る
「
侍
官
」
化
は
、
「
寧
土
」
・
「
募
に
隠
じ
た

百
姓
」
に
留
ま
っ
て
彼
ら
だ
け
が
兵
籍
に
再
編
さ
れ
、
「
募
に
際
じ
た
百
姓
」

に
燭
愛
さ
れ
て
「
兵
」
と
な
っ
た
夏
人
の
兵
は
、
「
侍
官
」
と
は
さ
れ
ず
府
兵

の
一
般
兵
士
と
し
て
民
籍
の
ま
ま
で
あ
っ
た
、
そ
う
理
解
す
る
の
は
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
蛍
初
の
「
侍
官
」
は
、
唐
の
「
衛
士
」
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
異
な
っ
て
府
兵
兵
士
の
総
陸
を
指
す
の
で
は
な
く
府
兵
兵
士
の
統
卒
者
集

固
と
見
な
し
、
彼
ら
は
兵
戸
と
し
て
兵
士
以
上
の
庭
遇
を
受
け
た
と
推
察
し
て

み
た
い
の
で
あ
る
。
著
者
が
「
侍
官
」
化
に
蛍
た
っ
て
想
定
し
た
「
寧
土
」
の

地
位
の
向
上
、
「
募
に
隠
じ
た
百
姓
」
の
さ
ら
な
る
地
位
の
向
上
も
こ
の
仮
定

の
上
で
は
整
合
す
る
。
も
し
北
周
が
、
こ
の
大
量
の
夏
人
「
兵
」
、
す
な
わ
ち

府
兵
一
般
兵
士
も
含
め
て
膨
大
な
軍
事
関
係
者
の
「
侍
官
」
化
(
民
と
は
別
籍

で
俸
給
支
給
な
ど
も
伴
う
ほ
ど
完
成
度
の
高
い
兵
民
分
離
)
に
蛍
初
よ
り
成
功

で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
耕
地
を
耕
し
つ
つ
将
戦
す
る
制
度
内
矛
盾
は
解

決
さ
れ
、
文
一
帝
の
こ
れ
ほ
ど
の
嘆
き
に
は
至
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

限
ら
れ
た
資
料
、
そ
れ
も
字
句
の
解
穆
だ
け
か
ら
危
険
な
佼
定
を
試
み
た
の

は
、
均
田
制
と
リ
ン
ク
し
た
で
あ
ろ
う
府
兵
制
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
著
者
の
理
解

か
ら
は
浮
か
び
上
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
言
う
よ
う
に
、
兵
士

が
「
一
般
民
に
か
け
ら
れ
た
謀
役
を
売
れ
た
が
、
み
ず
か
ら
の
生
活
は
奥
え
ら

れ
た
田
地
を
耕
作
し
て
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
す
る
な
ら
ば
、
均

団
法
規
に
照
ら
し
た
と
理
解
さ
れ
る
菟
謀
役
相
蛍
の
田
地
は
ど
の
よ
う
に
し
て

配
分
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
府
兵
は
兵
籍
に
あ
っ
て
豚
籍
に
な
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
係
の
闘
県
は
営
然
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
文
意
か
ら

は
、
軍
府
が
管
理
す
る
よ
う
な
屯
田
か
ら
の
分
給
の
よ
う
に
も
受
け
と
め
ら
れ

な
い
。
均
田
制
と
は
別
に
、
寧
府
な
ど
が
「
夏
人
の
半
ば
」
と
い
う
膨
大
な
兵

士
に
ほ
ん
と
う
に
国
土
を
分
給
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
難
問
が
残
る

よ
う
に
思
え
る
。
と
す
れ
ば
王
氏
の
言
う
、
均
回
戸
の
設
業
生
産
を
放
棄
さ
せ

な
い
た
め
の
「
土
若
草
府
」
の
設
置
は
、
「
兵
民
異
籍
」
を
除
け
ば
や
は
り
気

に
か
か
る
。
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後
期
府
兵
制
に
お
け
る
兵
民
分
離
と
府
兵
の
地
位
に
つ
い
て

著
者
は
、
従
来
「
兵
民
(
良
)
一
致
」
と
し
て
疑
い
も
持
た
れ
な
か
っ
た
底

の
府
兵
制
を
、
前
期
府
兵
制
と
の
整
合
性
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
兵
民
分
離
と
と

ら
え
な
お
し
て
い
く
。
そ
の
安
蛍
性
が
高
い
と
な
れ
ば
、
高
校
世
界
史
の
数
科

書
、
教
師
用
指
導
君
、
大
摩
入
試
問
題
の
記
述
の
あ
り
方
に
も
影
響
は
及
ぶ
で

あ
ろ
う
。
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さ
て
こ
の
課
題
に
迫
る
第
七
草
「
唐
代
府
兵
制
度
に
お
け
る
府
兵
兵
士
の
位

地
」
も
、
著
者
は
十
二
分
に
カ
を
設
揮
し
た
。
袋
小
路
に
入
っ
た
感
の
あ
っ
た

番
上
兵
士
の
負
捻
問
題
や
府
兵
の
糧
食
問
題
(
「
番
還
」
の
解
程
)
な
ど
に
柔

軟
な
悶
貼
を
蛍
て
て
次
々
と
新
見
解
を
提
示
し
、
従
来
、
府
兵
と
均
田
良
民
の

閲
に
想
定
さ
れ
て
い
た
負
拾
の
等
位
・
偏
重
論
を
、
均
等
同
一
の
観
念
的
所

産
・
山
間
援
過
程
か
ら
の
府
兵
制
の
認
識
と
か
た
づ
け
て
分
離
論
へ
と
導
い
た
。

ま
た
行
論
の
過
程
に
散
見
す
る
「
成
年
男
子
に
等
し
く
府
兵
に
な
る
機
舎
と
傑

件
が
用
意
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
」
〈
二
七
四
頁
)
、
「
兵
民
一
致
が
ど

う
し
て
望
ま
し
い
形
で
あ
る
の
か
」
(
二
七
二
頁
〉
と
い
っ
た
逆
説
的
な
問
い

か
け
に
は
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
著
者
は
、
府
兵
(
衛
士
)
は
、
農
民
と
の
閲
に
は
「
越
え
る
こ
と

の
許
さ
れ
な
い
み
え
ざ
る
一
線
」
が
あ
り
、
「
日
常
的
に
も
地
域
社
舎
の
な
か

で
何
ら
か
の
特
典
あ
る
い
は
待
遇
を
有
し
た
可
能
性
が
高
い
」
(
四
八
一
一
兵
〉

と
見
な
し
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
分
離
論
の
背
景
的
説
明
の
一
つ
と
し
て
、
栄

え
あ
る
林
市
街
の
兵
士
(
衛
士
H
府
丘
(
)
は
、
「
白
丁
の
職
役
の
な
い
者
」
だ
け

で
な
く
「
六
品
己
下
の
子
孫
」
た
る
品
子
か
ら
も
筒
貼
さ
れ
た
こ
と
を
重
翻
し

た
(
二
九
八
頁
)
。
確
か
に
品
子
は
、
一
般
の
均
田
農
民
(
白
丁
〉
に
は
不
可

飽
な
三
品
以
上
の
文
武
殺
事
に
奉
仕
す
る
「
親
事
・
帳
内
」
に
就
役
で
き
、
そ

の
功
に
よ
っ
て
文
武
官
へ
の
道
が
聞
か
れ
て
い
た
。
た
だ
し
重
要
な
の
は
、
就

(
6
)
 

役
し
た
と
し
て
も
少
な
く
と
も
租
調
は
負
指
し
つ
つ
、
年
間
二

O
O日
、
一

O

年
も
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
数
も
絞
ら
れ
て
一
寓
人
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
貞
翻
十
に
咋
の
記
録
(
『
唐
合
要
』
虫
色
九
三
)
に
し
て
納
資
と
な
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
親
事
・
帳
内
」
か
ら
の
官
途
の
規
定
は
空
文
に

近
か
っ
た
と
い
う
現
究
も
霊
協
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
品
子
は
六
ロ
問
己

下
の
子
と
は
い
っ
て
も
、
均
衡
や
勃
官
の
上
護
軍
か
ら
騎
都
尉
(
硯
正
三
品
l

調
従
五
ロ
同
上
)
の
子
も
合
ま
れ
、
そ
の
数
の
多
さ
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

う
し
た
事
究
は
、
品
子
を
本
来
の
身
分
相
隠
の
待
遇
、
つ
ま
り
法
制
上
の
好
傑

件
の
待
遇
か
ら
排
除
し
、
白
丁
が
衛
士
と
な
る
庶
人
の
場
へ
環
流
し
よ
う
と
す

る
意
国
的
な
運
用
賀
態
を
示
し
て
い
る
、
そ
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
、
品
子
も
取
れ
と
い
う
規
定
が
確
か
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
街
土
の
地
位
の

高
さ
へ
と
無
保
件
に
結
び
つ
く
と
は
容
易
に
は
言
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
口
問
子
が
一
般
農
民
と
遣
う
生
活
の
場
を
持
っ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
、
や
は

り
限
ら
れ
た
職
事
官
の
子
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
後
に
増
大
化
の
一
途
を
た
ど

る
こ
と
に
な
る
百
姓
勃
官
の
子
の
大
半
が
均
田
農
民
と
接
す
る
郷
里
社
舎
村
に

い
た
こ
と
(
唐
初
は
膨
大
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
〉
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
、
唐
の
西
州
の
郷
帳
、
著
者
の
言
う
資
料
A
B
C
D
(
三
四
三
J
四、

三
四
六

l
七
頁
。
西
川
の
四
折
衝
府
の
府
兵
総
数
推
定
資
料
と
し
て
使
用
)
か

ら
も
、
街
土
と
均
田
農
民
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
雨
者
聞
の
一
線
を

主
張
す
る
著
者
の
い
わ
ば
そ
の
前
提
と
な
る
作
業
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
ず
貞
翻
十
八
(
六
四
四
〉
年
と
推
定
さ
れ
る

A
「
唐
西
州
某
郷
戸
口
帳

(
草
ど
を
再
掲
し
て
み
よ
う
。

〔
前
依
〕

口

口

百

五

密

戸

一

十

七

新

国
語
読
笹
口
二
千
六
十
四

一
千
九
百
八
十
二
宮

八

十

二

新

七

百

廿

三

2

4

1

i

向
同
問
問
り
雑
任
、
術
士
及
職
資
、
侍
了
門
川
ハ

-179ー
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白
川
叩

二
百
七
十
三
人
白
丁
円
ハ
ハ

口

十

七

一

二

百

ヨ

引

人

匿

e

H

U

 

閃

一

人

新

口
百
五
十
二
老
雰
、
丁
妻
、
夫
、
小
女

-

百

一

十

六

人

践

口

十

九

人

奴

訂

叩

八

白

主一統
県
五
十
四
訴

一
白
丁
並
依
A
H
A

、
後
若

7 8 12 11 10 9 14 13 

口

口
人

口

後

飲〕(
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
四
加
二
一
七
J
八
頁
、

一
九
八
三
年
〉

こ
の
A
は、

B
「
唐
貞
翻
十
八
年
(
公
元
六
四
四
年
〉
西
州
高
日
日
豚
武
城
戸

口
帳
」
令
吐
魯
番
出
土
文
書
』
四
朋
二
一
四
J
五
頁
、
引
用
は
省
略
)
と
類

似
す
る
が
、
他
の
郷
帳
C
・
D
と
は
多
少
記
載
形
式
に
統
一
性
を
飲
く
。
た
だ

し
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
郷
の
戸
口
数
と
課
口
・
不
課
口
、
見
総
・
見
不
総
の
内

誇
を
把
握
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
貼
に
係
わ
っ
て

の
使
用
で
あ
れ
ば
形
式
の
多
少
の
不
統
一
は
営
面
支
障
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の

貼
を
確
認
し
て
ま
ず
類
似
す
る
A
・
B
の
記
載
を
み
る
と
、

ω「
雑
任
・
衛
士
及
職
資
・
侍
了
円
ハ
」
(
A
6
行
〉
な
い
し
は
「
雑
任
・
街

土
・
老
・
小
・
三
疾
等
」

(
B
〉
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
課
口
見
不
総

(
雑
任
・
衛
士
・
職
資
・
侍
丁
〉
と
不
課
口
〈
老
・
小
・
三
疾
)
を
合
わ
ぜ

た
良
人
男
性
、
「
老
寡
・
丁
妾
・
寅
小
女
」

(
A
m
行
)
と
記
載
さ
れ
る
の

が
良
人
女
性
の
不
課
口
、

ωこ
れ
に
釘
し
て
「
白
丁

n
l」
(
A
7
行)、

「
白
丁
見
稔
」

(
B〉
と
記
載

さ
れ
て
い
る
の
が
謀
口
見
総
の
良
人
男
性
、

ωこ
れ
に
如
え
て
「
奴
」

(
A
U
行
・

B
)
と
記
載
さ
れ
る
の
は
賎
人
の
男
性
、

「稗」

(
A
日
行
・

B
)
と
記
載
さ
れ
る
の
は
賎
人
の
女
性
で
と
も
に
桐
劃

口、

と
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
(
資
B
の
引
用
は
省
略
)
。
さ

て
そ
こ
で
問
題
と
す
る
衛
士
に
焦
貼
を
蛍
て
て
み
る
と
、
衛
士
は
良
人
の
課
口

見
不
総
と
不
課
口
を
合
わ
せ
た
な
か
の
「
課
口
見
不
総
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
れ
は
雑
任
・
職
資
・
侍
丁
と
並
列
さ
れ
る
存
在
と
確
認
さ
れ
る
。

「
雑
任
」
と
は
、
官
府
に
あ
っ
て
流
内
官
の
下
級
職
と
し
て
勤
務
し
た
流
外

官
と
、
そ
の
下
に
あ
っ
て
官
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
務
を
捨
蛍
し
た
人
々
を
合
わ

せ
た
紹
穏
で
あ
り
、
職
掌
人
、
有
吏
、
吏
と
も
呼
ば
れ
た
。
流
内
官
と
同
様
に

定
員
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
流
外
官
で
な
い
も
の
は
、
告
身
は
註
給
さ
れ
な

か
っ
た
。
な
お
C
「
唐
永
徽
二
年
ハ
公
元
六
五
一
年
)
後
某
郷
戸
ロ
一
般
ハ
草
)
」

(
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
六
部
一
一
三
J
四
頁
、
一
九
八
五
年
〉
に
お
い
て
、

残
疾
と
と
も
に
一
括
さ
れ
た
不
課
〔
口
〕
の
な
か
に
「
佐
史
、
里
正
、
衛
士
、

侍
丁
、
白
直
、
口
水
」
が
列
摩
さ
れ
る
の
は
、
街
士
、
侍
丁
と
と
も
に
雑
任
を

戸
千
?
】

佐
史
、
里
正
、
白
直
、
口
水
と
共
陸
的
に
翠
げ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

先
述
し
た
衛
士
・
侍
丁
、
穀
任
の
並
列
と
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
職
資
」
は
、
著
者
に
「
勅
官
を
有
す
る
も
の
、
な
い
し
そ
れ
に
相
蛍
す
る

立
場
に
あ
っ
て
公
課
を
除
か
れ
た
も
の
」
(
一
一
二
J
三
頁
)
と
す
る
定
義
が

あ
る
が
、
郷
帳
記
載
に
印
し
た
直
接
的
意
味
は
、
質
際
に
官
職
に
あ
る
も
の
、

そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
職
事
を
も
っ
官
人
が
す
で
に
官
人
身
分
と

し
て
も
と
よ
り
不
課
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
謀
口
、
不
課
口
を

集
計
す
る
郷
帳
に
こ
の
職
資
の
記
載
が
あ
る
こ
と
白
位
が
不
可
解
で
は
あ
る

が
、
ど
の
よ
う
な
官
職
を
指
す
の
か
を
問
え
ば
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鈷

-180ー
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は
留
保
し
て
後
に
鈎
れ
る
。

「
侍
丁
」
と
は
、
色
役
(
庶
民
が
負
拾
し
た
雑
任
捻
蛍
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
公

務
〉
の
一
つ
で
、
八

O
歳
以
上
の
老
人
と
鰐
疾
に
奉
侍
す
る
庶
民
が
負
指
し
た

カ
役
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
再
度
経
認
す
る
と
、
配
備
士
は
、
雑
任
・
侍
丁
・
留
保
し
た
職
資

と
と
も
に
課
口
で
あ
り
な
が
ら
謀
役
菟
除
と
さ
れ
る
見
不
総
で
一
括
さ
れ
て
い

る
。
時
と
し
て
官
人
と
み
な
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
流
外
官
で
さ
え
雑
任
に

含
め
ら
れ
て
官
(
土
)
と
は
扱
わ
れ
ず
、
本
来
は
謀
役
を
負
拾
す
べ
き
民

(
庶
)
と
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
衛
士
が
官
で
は
な
く
民
と
見
な
さ

れ
た
こ
と
は
動
か
な
い
。
と
す
れ
ば
街
土
と
均
田
農
民
(
白
丁
)
は
良
人
の
民

と
し
て
は
ま
っ
た
く
同
一
の
範
時
に
あ
っ
て
差
濯
は
な
く
、
今
、
謀
役
を
負
拾

し
て
い
る
か
否
か
だ
け
が
相
違
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
衛
士
と
均
田
農
民
が
と

も
に
生
活
す
る
場
(
郷
里
〉
に
お
け
る
謀
役
の
究
態
か
ら
は
、
街
士
が
均
田
農

民
の
地
位
を
上
回
る
法
制
白
な
一
線
は
、
こ
れ
ら
郷
帳
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。

た
だ
し
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
た
め
に
は
、
先
に
留
保
し
た
職
質
の
検
討
を

残
し
て
い
る
。
こ
の
黙
に
係
わ
っ
て
D
「
唐
西
州
某
郷
戸
口
帳
」
が
、

〈
前
略
〉

口
口
営
郷
白
丁
、
街
士
、
三
百
間
五
人

ロ

口

問

一

七

人

衛

士

、

除

口

日

白

人

校

尉

、

放

帥

、

隊

副

巳

上

H

四

人

侍

丁

目

六

十

人

見

在

(

後

略

)

(

『

吐

魯

番

出

土

文

書

』

四

加

八

頁

〉

と
、
街
士
を
侍
丁
と
並
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
を
統
率
す
る
除
口
、
校

尉
・
旋
帥
・
際
副
己
上
、
つ
ま
り
折
衝
府
下
級
軍
府
官
と
も
並
置
し
て
い
る
こ

と
は
見
過
ご
せ

rぃ
。
こ
の
賠
は
「
底
、
氷
山
徽
元
年
(
六
五

O
年
〉
後
某
郷
郷
ロ

帳
(
草
〉
」
二
と
題
さ
れ
た
別
の
郷
帳
に
、

〔
前
紋
〕

口
国
一
日

口

七

十

一

回

二

駿

1 3 

男老

号
口
四
、
年
八
十
巴
上
@

ー
ノ
口
七
十
三
、
年
六
十
日
上
。

2 

七疾ハハ一男

同

一

一

樹

九

職

責

ロ

二

十

二

見

口

口

一

十

一

前

庭

口

一

校

尉

口

三

放

帥

口

四

除

正

三

段

一

回
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4 5 6 7 

口

8 9 12 11 10 

口
口
[

〔
後
依
〕
(
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
六
班
、
二
二
五

t
六
頁
)

門府
u

と
あ
る
の
を
参
酌
す
る
と
い
っ
そ
う
明
確
と
な
る
。
前
庭
口
の
校
尉
・
放
帥
・

段
正
・
除
一
四
干
一
人
を
老
男
・
三
疾
(
侍
丁
ら
と
同
じ
く
「
課
口
見
不
総
」
)

と
同
様
に
並
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
折
衝
府
下
級
軍
官
を
「
職
責
」
と

門
在
?
】

明
記
す
る
か
ら
で
あ
る
(
四
十
九
人
の
職
責
の
う
ち
二
十
二
人
の
見
口
の
な
か

の
十
一
人
と
し
て
〉
。

さ
て
著
者
は
、
西
川
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
前
庭
府
を
上
折
街
府
と
見
た
の
で

あ
る
か
ら
(
三
四
八
頁
〉
、
校
尉
は
従
七
品
下
、
放
帥
は
従
八
品
上
、
除
正
は
正

九
品
下
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
つ
二
六
頁
等
よ
り
)
。
こ

の
よ
う
な
官
口
聞
を
持
つ
折
衝
府
下
級
軍
官
が
、
資
際
に
官
職
に
あ
る
者
の
意
味
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に
理
解
し
た
職
責
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
蛍
然
で
は
あ
る
が
、
問
題
な
の
は
、

街
土
・
雑
任
・
侍
丁
な
ど
と
併
置
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
職
買
が
民
(
庶
〉
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
雑
任
の
場
合
に
も
流
外
官
を
民
の
扱

い
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
九
品
以
上
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
前
庭
府
の
校

尉
・
按
帥
・
除
正
ま
で
が
官
で
は
な
く
民
と
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
官
の

公
式
な
分
類
で
は
「
衛
官
」
に
含
め
ら
れ
る
折
衝
府
下
級
軍
官
が
、
一
般
の
職

事
官
と
は
同
一
蹴
さ
れ
ず
職
掌
の
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
統
一
門
官
と
は

公
式
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

こ
の
問
題
は
、
折
衝
府
下
級
軍
官
の
流
内
武
官
・
流
外
武
官
併
存
、
折
衝
府
の

上
中
下
の
等
級
な
ど
検
討
課
題
も
絡
ん
で
や
や
複
雑
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く

今
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
職
責
の
具
箆
例
と
し
て
翠
げ
ら
れ
た
上
折
衝

府
の
武
官
も
、
官
で
は
な
く
本
来
は
謀
役
を
負
捻
す
べ
き
民
と
見
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
折
衝
府
武
官
の
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
も
、
郷
帳

で
は
均
田
良
民
ハ
白
丁
〉
と
同
一
の
範
時
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

ら
に
統
率
さ
れ
た
街
土
と
均
田
農
民
の
一
線
は
、
い
っ
そ
う
確
認
し
に
く
く
な

ろ
う
。こ

の
現
買
は
、
差
科
符
が
、
流
内
九
品
以
上
の
官
人
を
除
外
し
た
民
に
課
せ

ら
れ
る
差
科
の
記
載
簿
で
あ
り
な
が
ら
、
折
衝
府
軍
官
を
記
載
し
た
の
と
同
様

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
衛
士
だ
け
で
な
く
彼
ら
を
率
い
る
折
衝
府
下
級
軍
官
で
さ

え
、
郷
帳
に
あ
っ
て
も
差
科
簿
に
あ
っ
て
も
均
田
農
民
と
同
様
に
民
以
外
の
範

時
に
は
ま
っ
た
く
入
ら
な
い
、
つ
ま
り
本
来
は
謀
役
を
負
捻
す
べ
き
存
在
と
し

て
一
様
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
衛
士
の
ス
テ
イ
タ
ス

を
確
認
し
よ
う
と
す
る
際
、
著
者
に
は
蛍
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
折
衝
府
下

級
軍
官
が
唐
の
官
制
に
お
い
て
占
め
た
こ
の
位
地
の
低
さ
を
抜
い
て
語
る
こ
と

は
、
や
や
配
慮
を
紋
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
底
と
い
う
園
家
の
身
分
制
や
謀
役

負
拾
の
原
則
か
ら
折
衝
府
下
級
寧
官
・
街
土
の
地
位
を
確
認
し
て
お
く
こ
と

は
、
徒
出
刀
だ
け
に
は
移
わ
ら
な
い
。

一
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
治
者
と
被
治
者
」
〈
官
と
民
、
土
と
庶
)
が
従
九

品
下
以
上
の
流
内
官
以
上
と
以
下
で
一
線
を
区
切
る
か
の
よ
う
に
す
べ
て
に
わ

た
っ
て
分
離
さ
れ
、
こ
の
原
則
が
社
曾
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
常
に
貫
か
れ
た
わ
け

で
は
決
し
て
な
い
。
雑
任
や
折
衝
府
下
級
軍
官
に
み
た
よ
う
に
、
官
と
民
〈
土

と
庶
〉
の
閲
は
、
郷
帳
と
い
う
法
制
的
一
一
議
附
け
が
推
定
さ
れ
る
文
書
上
に
あ
っ

て
す
ら
、
極
め
て
幅
庚
く
と
ら
え
て
運
用
さ
れ
て
い
た
。
街
土
が
「
土
」
と
呼

ば
れ
て
士
身
分
を
意
味
し
な
い
こ
と
が
現
買
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
幅
の

庚
さ
に
呼
隠
す
る
暖
味
さ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
課
口
と
し
て
の
原
則
が
強
く
貫
か
れ
る
民
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、

加
え
て
官
と
民
の
境
界
の
幅
の
庚
さ
も
重
複
す
る
現
買
の
な
か
に
あ
っ
て
、
街

土
と
良
民
の
一
線
を
求
め
る
こ
と
は
、
や
は
り
課
題
は
大
き
い

0

・
著
者
が
想
定

し
た
大
き
な
成
果
〈
一
般
民
了
の
公
課
負
拾
の
換
算
九

O
日
よ
り
も
街
土
の
七

一
一
日
が
騒
い
、
三

O
七
頁
〉
も
、
街
土
を
園
寧
の
兵
士
と
し
て
優
通
し
よ
う
と

す
る
統
治
者
の
意
回
性
は
お
く
と
し
て
、
負
拾
の
質
を
強
く
質
成
1
9
る
郷
里
祉

舎
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
官
の

世
界
と
異
な
っ
て
付
県
(
俸
給
・
官
人
永
業
固
な
ど
)
で
は
な
く
、
克
除
シ
ス

テ
ム
下
ハ
さ
ま
ざ
ま
な
公
務
負
捻
に
封
し
、
一
律
な
公
卒
な
謀
役
負
捻
な
ど
か

ら
相
殺
し
て
あ
が
な
わ
さ
せ
る
菟
除
の
シ
ス
テ
ム
)
に
置
か
れ
た
民
の
限
は
、

想
像
以
上
に
皐
純
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
民
の
拐
に
帥
く
ベ

ク
ト
ル
は
、
街
土
と
良
民
の
二
つ
だ
け
を
取
り
出
し
て
封
時
し
う
る
も
の
で
は

な
く
、
郷
里
社
曾
に
お
い
て
複
合
化
し
た
認
識
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
郷
里
社
舎
の
複
合
認
識
を
求
め
る
に
は
、
か
つ
て
西
州

の
泥
羨
墓
誌
に
見
え
る
「
前
城
主
」
と
沙
州
の
「
詩
昌
城
主
」
を
比
較
検
討
し
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た
際
に
取
っ
た
手
法
は
、
今
も
無
放
で
は
な
い
と
考
え
る
。

誤
解
を
招
き
た
く
な
い
の
は
、
評
者
は
、
著
者
の
言
う
街
土
と
均
田
農
民
の

一
線
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
民
の
場
〈
郷
里
社
合
〉
に
お

け
る
そ
の
一
線
の
見
え
方
、
そ
の
模
索
の
方
法
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

丘
(
民
分
離
と
兵
長
分
離
に
つ
い
て
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
著
者
に
あ
っ
て
は
よ
く
整
理
さ
れ
た
「
兵
民
分
離
」

で
は
あ
る
が
、
東
洋
史
と
い
う
場
を
離
れ
る
と
日
本
史
の
「
兵
良
分
離
」
と
の

類
似
が
や
は
り
気
に
か
か
る
。
民
中
設
整
理
で
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
「
兵
民
分

離
」
で
は
な
~
が
「
兵
良
分
離
」
と
し
て
の
使
用
例
も
少
な
く
な
い
と
な
れ
ば
な

お
さ
ら
で
あ
る
。
高
校
に
あ
っ
て
、
日
本
史
・
世
界
史
捻
品
目
闘
を
兼
ね
る
教
師
が

少
な
く
な
い
・
う
え
に
、
従
来
、
唐
の
府
兵
は
均
田
茂
氏
が
兵
隊
と
な
る
兵
良
一

致
、
そ
う
数
え
て
い
た
の
が
誤
り
と
な
れ
ば
い
さ
さ
か
や
や
こ
し
い
。

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
本
史
に
お
け
る
「
兵
良
分
離
」
は
、
中
世

か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
、
直
接
生
産
(
設
)
か
ら
遊
離
し
て
兵
の
専
業
を
指

向
す
る
武
士
が
、
百
姓
・
町
人
な
ど
よ
り
も
高
い
身
分
に
位
置
附
い
て
彼
ら
を

支
配
す
る
、
そ
の
よ
う
な
社
合
位
制
の
形
成
過
程
を
指
し
て
使
用
す
る
。
し
た

が
っ
て
兵
と
農
の
単
純
な
分
離
だ
け
を
号
一
回
う
の
で
は
な
く
、
兵
が
民
の
上
に
立

つ
支
配
身
分
層
を
形
成
す
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
検
地
・
万
狩
り
・
人
挑
令

の
諸
政
策
は
、
兵
・
町
人
・
百
姓
な
ど
職
業
に
も
と
づ
く
身
分
、
活
動
、
居
住

の
場
の
分
離
な
ど
も
こ
の
「
兵
度
分
離
」
と
運
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
著
者
が
し
ば
し
ば
川
勝
義
雄
氏
の
読
を
取
り
上
げ
て
言
及
し
た
中
国

に
お
け
る
「
武
士
的
階
級
を
持
つ
封
建
祉
舎
の
不
成
立
」
(
二
六
八
頁
〉
と
逆

例
を
な
す
よ
う
で
興
味
深
い
。
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
強
い
著
者
の
こ

の
聞
に
、
日
本
史
の
成
果
な
ど
も
援
用
し
陪
庚
く
再
考
し
て
い
く
の
も
一
案
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
兵
良
分
離
は
、
今
述
べ
た
日
本
史
用
語
と
の
類
似
だ
け
に
終

わ
ら
な
い
。
中
園
史
、
そ
れ
も
府
兵
制
崩
壊
後
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
兵
長

分
離
は
、
兵
良
一
致
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
用
例
を
見
出
す
。
高
校
世
界
史
に

限
定
し
て
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
関
連
し
て
登
場
す
る
兵
戸
、
傭
兵
な
ど
も
如
え

て
み
る
と
、
傭
兵
と
説
明
さ
れ
る
節
度
使
の
軍
国
、
傭
兵
と
説
明
さ
れ
る
宋
の

禁
軍
、
僚
兵
に
代
わ
る
兵
良
一
致
と
説
明
さ
れ
る
宋
の
王
安
石
の
保
甲
法
、
世

間
却
の
軍
戸
に
よ
る
兵
長
一
致
と
説
明
さ
れ
る
明
の
街
所
制

m
た
だ
し
兵
戸
と
民

戸
の
分
離
で
は
兵
食
分
離
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
〉
、
漠
人
の
傭
兵
と
説
明
さ
れ
る
清

の
線
街
な
ど
を
列
翠
で
き
よ
う
。
粗
雑
な
概
観
で
も
あ
り
こ
と
の
詳
細
は
お
く

と
し
て
も
、
中
園
史
に
お
い
て
兵
農
の
分
離
・
一
致
の
用
語
が
、
世
界
史
教
育

の
現
買
の
場
に
繰
り
返
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
う
る
で
あ
ろ

》
円
ノ
。
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大
量
の
労
働
者
層
や
商
入
居
の
成
立
を
み
な
い
前
近
代
社
舎
に
あ
っ
て
一
時

間
鑓
動
が
あ
っ
た
に
せ
よ
農
業
従
事
者
の
比
率
が
歴
到
的
に
高
く
、
彼
ら
が
兵

と
な
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
菟
れ
よ
う
が
な
か
っ
た
、
こ
の
貼
は
一
際
認
め
て

よ
か
ろ
う
。
ま
た
兵
士
が
屯
田
な
ど
に
よ
っ
て
、
農
業
生
産
に
閲
興
し
た
こ
と

も
特
異
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
ど
の
時
代
で
も
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
中
園
史
に
お
け
る
兵
農
の
分
離
・
一
致
の
頻
出
は
、
こ
う
し
た
全
陸
伏

況
の
自
然
な
反
映
と
見
な
し
て
よ
い
。
わ
が
固
に
あ
っ
て
武
士
が
支
配
者
層
を

形
成
し
生
産
か
ら
遊
離
し
た
こ
と
は
、
世
界
史
的
に
見
れ
ば
特
異
な
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
を
意
識
し
た
日
本
史
の
「
兵
良
分
離
」
の
概
念
は
敷
俗
化
は
で
き
え

p
h

、。

・ψ
'
H
Lし

た
が
っ
て
前
近
代
社
曾
の
多
く
に
あ
っ
て
、
兵
良
の
一
致
と
分
離
が
繰
り

返
さ
れ
る
歴
史
状
況
は
、
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
と
認
識
し
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て
よ
く
、
著
者
の
言
う
「
兵
長
一
致
」
を
止
揚
し
た
「
兵
民
分
離
」
は
、
そ
の

主
張
の
正
し
さ
は
お
く
と
し
て
、
全
鐙
朕
況
と
や
や
阻
踏
を
生
じ
る
き
ら
い
は

あ
ろ
う
。
均
田
農
民
か
ら
筒
貼
さ
れ
、
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
な
い
前
提
下
に

運
用
さ
れ
た
唐
の
府
兵
制
を
兵
長
一
致
と
し
、
そ
の
上
で
兵
士
と
均
団
長
民
と

の
一
線
を
主
張
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
繰
り
返
さ
れ
る
兵
良

分
離
・
一
致
の
な
か
で
な
ぜ
一
致
を
採
用
し
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
な
ぜ
兵
民

分
離
と
な
る
の
か
、
そ
れ
を
時
代
吠
況
の
な
か
で
探
る
手
法
が
解
り
や
す
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
一

mw
し
た
が
っ
て
数
科
書
全
陸
の
記
述
バ
ラ
ン
ス
も
加
味

す
れ
ば
、
現
時
貼
で
は
、
唐
府
兵
制
に
係
わ
る
記
述
の
箆
更
ま
で
は
必
要
は
な

か
ろ
う
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
こ
の
分
野
の
開
拓
者
で
あ
る
沼
口
童
図

氏
が
、
兵
農
の
分
離
・
一
致
を
前
近
代
社
曾
の
一
般
的
概
念
で
と
ら
え
た
の
は

や
む
を
得
な
い
。
た
だ
あ
ま
り
に
周
到
で
隙
の
な
い
整
理
と
認
識
さ
れ
た
た
め

に
、
氏
の
府
兵
制
認
識
が
し
だ
い
に
動
か
し
難
い
ほ
ど
の
枠
組
み
を
形
成
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
日
中
の
膨
大
な
蓄
積
に
も
れ
な
く
目
を
通
し
、
そ

こ
に
府
兵
制
に
針
す
る
共
通
認
識
の
不
成
立
を
見
て
取
っ
た
著
者
は
、
先
行
研

究
の
兵
民
一
致
・
分
離
を
焦
貼
化
し
て
批
列
し
た
た
め
に
、
そ
の
批
判
の
枠
組

み
の
範
圏
内
に
自
ら
も
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
評
者
は
同

者
の
深
い
皐
識
に
深
い
敬
意
を
排
う
と
と
も
に
、
雨
タ
イ
プ
の
著
書
の
並
存
か

ら
翠
ぶ
と
い
う
幸
還
を
心
か
ら
感
謝
す
る
。

お

わ

り

府
兵
兵
制
が
恒
常
的
に
研
究
者
の
関
心
を
失
わ
な
い
の
は
、
北
朝
に
始
ま
る

均
田
制
・
租
層
調
制
と
と
も
に

E
大
-
帝
園
・
唐
を
導
出
し
支
え
た
と
す
る
強
い

認
識
に
、
わ
が
国
の
律
令
軍
制
へ
の
影
響
も
相
乗
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た

だ
留
一
怠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
遠
征
軍
(
行
軍
)
に
組
織
的
に
編
入
さ

れ
た
無
視
し
が
た
い
府
兵
外
の
兵
員
(
募
人
、
兵
募
〉
が
物
語
る
よ
う
に
、
府

兵
制
だ
け
が
唐
の
軍
制
の
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
軍
府
の
置
か

れ
た
敦
柏
田
や
吐
魯
番
か
ら
出
土
し
た
兵
募
の
張
君
義
告
身
、
募
人
の
氾
箆
謹
告

身
、
募
人
の
郭
租
醜
告
身
な
ど
は
、
非
寧
府
州
の
府
兵
外
の
兵
員
動
員
と
と
も

に
、
唐
の
兵
制
紹
鐙
の
な
か
で
改
め
て
関
心
を
持
た
れ
る
べ
き
資
料
で
あ
ろ

う
。
ま
た
や
や
性
格
を
具
に
す
る
と
し
て
も
蒋
燦
州
の
軍
府
も
無
頑
は
で
き
な

い
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
専
者
を
手
に
取
る
側
に
あ
っ
て
も
留
意
す
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。

私
に
課
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
西
川
の
府
兵
制
の
問
題
に
つ
い
て
は
時
も
紙
数

も
二
つ
な
が
ら
に
使
い
果
た
し
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
遺
憾
と
す
る
。
府
兵
制

穏
健
を
意
識
し
た
こ
と
の
な
い
評
者
に
と
っ
て
章
一
き
に
過
ぎ
た
作
業
で
あ
っ
た

が
、
日
中
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
を
止
揚
す
る
著
者
の
研
究
に
深
く
援
し
、
改
め

て
敬
意
を
深
く
し
た
。
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註(
1
〉
『
唐
代
史
研
究
』
一
二
(
二

O
O
O年
)
に
山
口
正
晃
氏
の
、
『
殴
豆

史
問
中
』
一

O
九
(
同
年
〉
に
石
田
勇
作
氏
の
、
『
明
大
ア
ジ
ア
史
論

集
」
五
ハ
同
年
)
に
江
川
式
部
氏
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
2
〉
著
者
は
一
家
も
含
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
兵
戸
は
、
陪
の
駿
呆

の
家
の
よ
う
に
「
府
兵
の
場
合
の
上
を
い
く
特
典
」
(
二
四
八
頁
)
、

た
と
え
ば
不
課
戸
、
あ
る
い
は
課
戸
不
見
総
の
よ
う
な
趣
旨
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

〈

3
)

『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
特
刊
之
三
・
隙
寅
格
先
生
論
集
』

(
一
九
七
一
年
〉
八
八
、
三
六

O
頁。



(
4
〉
「
西
涼
建
一
初
一
一
一
(
四
一
ム
ハ
〉
年
正
月
敦
煙
郡
敦
伯
屈
服
西
宕
郷
高
昌

旦
籍
」
が
民
籍
で
間
違
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る

「
兵
」
を
民
籍
に
あ
る
と
見
な
す
の
は
相
同
然
で
あ
る
。
池
田
温
『
中
国

古
代
籍
帳
研
究
』
(
一
九
七
九
年
)
、
三
六
頁
。
ま
た
著
者
が
言
及
さ

れ
た
一
般
良
民
が
「
兵
的
な
力
役
」
を
負
っ
た
六
丁
兵
も
、
「
兵
」
の

呼
稽
な
の
で
あ
る
。

〈

5
)

著
者
が
翠
げ
ら
れ
た
諸
例
の
う
ち
、
「
於
是
奏
令
諸
州
百
姓
及
寧

人
、
劫
課
蛍
社
、
共
立
義
倉
。
」
(
『
陪
章
一
口
径
二
四
食
貨
志
)
と
あ
る

の
は
、
軍
人
を
生
産
か
ら
遊
離
し
た
職
業
軍
人
と
見
る
こ
の
見
解
に
抵

飼
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
統
卒
者
で
あ
る
軍
人
が
、
管
下
の
圏
に

あ
っ
て
設
業
生
産
も
兼
ね
る
兵
士
を
指
揮
し
義
倉
を
作
ら
せ
た
、
そ
う

理
解
す
れ
ば
矛
盾
で
は
な
い
。

〈

6
〉
宮
崎
市
定
「
唐
代
賦
役
制
度
新
考
」
『
ア
ジ
ア
史
論
考
』
中
(
一
九

七
六
〉
、
二
三
三
頁
。

(
7
〉
西
村
元
一
茄
『
中
国
経
済
史
研
究
』
(
一
九
七
O
年
〉
、
五
八
七
J
八

頁
。
日
野
間
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
H
謀
総
篇
上
』
(
一
九
七
五

年
〉
、
二
二
七
J
八
頁
。

(
8
〉
検
討
は
必
要
と
思
う
が
、
こ
の
「
賀
」
は
、
官
職
の
地
位
・
資
格
に

近
い
も
の
と
理
解
す
る
。

(

9

)

こ
の

D
文
書
は
、
数
値
の
庭
理
に
苦
し
む
が
、
六
O
人
と
さ
れ
た
府

兵
兵
士
の
数
(
三
四
五
頁
〉
を
別
の
個
所
で
六
四
名
(
見
在
六
O
名
・

侍
丁
目
名
〉
と
解
説
さ
れ
る
の
は
(
三
九
五
頁
)
理
解
で
き
な
い
。
侍

丁
と
い
う
差
料
を
営
て
ら
れ
た
街
土
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

185 

あ
る
。
ま
た
不
明
で
口
と
さ
れ
た
数
字
を
、
根
援
を
示
さ
ず
「
七
」

(
ロ
行
〉
、
「
十
一
二
」
(
日
行
〉
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
の
は
、
算
定

の
基
準
に
係
わ
る
だ
け
に
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
十
一
二
」

は
著
者
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
「
同
一
出
百
一
」
と
文
書
に
は
書
か
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
口
は
一
つ
で
あ
っ
て
こ
の
黙
だ
け
か

ら
も
推
定
数
字
は
再
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
文
書
の
扱
い
が
安
易
に

す
ぎ
る
こ
と
が
気
に
か
か
る
。

(m〉
池
田
温
「
中
園
律
令
と
官
人
機
構
」
『
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
吐

合
』
一
九
六
七
年
、
一
六
四
頁
。

(
日
〉
拙
稿
「
唐
代
の
折
衝
府
の
等
級
と
西
川
の
折
衝
府
の
等
級
に
関
す
る

究
え
全
日
き
」

ω『
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
舎
舎
報
』
六
八
、
一
九
九
一

年
、
三
頁
。

(
ロ
)
池
田
前
掲
書
、
一
O
二
頁
。

(
臼
〉
拙
稿
「
唐
代
の
西
州
の
武
城
城
の
前
城
主
と
沙
州
の
誇
昌
城
主
」

「
西
北
史
地
』
(
関
州
大
皐
)
一
九
八
九
年
三
期
。

(

M

)

日
本
史
に
あ
っ
て
も
「
兵
良
分
離
」
よ
り
も
、
「
兵
民
分
離
」
が
ょ

い
と
主
張
す
る
人
も
あ
る
。
農
民
と
だ
け
の
分
離
で
は
な
い
と
い
う
趣

旨
で
あ
る
。

(
日
)
た
と
え
ば
谷
川
道
雄
氏
が
、
「
府
兵
制
園
家
論
」
に
お
い
て
宋
の
禁

軍
と
比
較
さ
れ
た
の
は
、
示
唆
に
富
む
見
解
で
あ
る
。
同
「
増
補
陪
唐

帯
図
形
成
史
論
」
(
一
九
九
八
年
)
、
四
五
六
頁
。

一
九
九
九
年
二
月

四
四
五
+
一
O
+
九
十
九
+
一
一
一
一
只
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五
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1


