
海
國
兵
談
第
九
巻 

(
現
代
語
訳
) 

器
械
並
小
荷
駄 

糧
米 

兵
器
と
い
う
も
の
は
繁
多
に
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
種
々
の
制
度
、
寸
尺
、
秘
密
伝
授
等
の
習
わ
し
が

あ
る
け
れ
ど
も
、あ
え
て
拘
る
ま
で
も
な
い
。最
初
に
云

た
よ
う
に
、物
ご
と
に
は
本
末
が
あ
る
。

そ
こ
で
兵
器
の
本
末
を
云
え
ば
、
太
刀
は
丈
夫
で
切
れ
味
が
良
く
、
鎗
は
太
く
て
通
り
が
良
く
、
甲

冑
は
札
が
良
く
て
軽
く
、
馬
は
脚
や
爪
が
丈
夫
で
物
に
驚
か
ず
、
こ
れ
ら
が
本
で
あ
る
。
柄
や
鞘
の

造
り
様
、
絵
柄
や
模
様
、
柄
の
削
り
様
、
石
突
の
仕
附
、
縅 

毛
、
小
道
具
の
習
い
、
相
形
、
旋
毛

等
の
掟
は
末
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
事
は
皆
、
本
を
よ
く
会
得
し
て
、
末
は
大
略
だ
け
に
し
て
お
け
。 

さ
て
又
、
昔
は
存
在
し
て
、
今
は
存
在
し
な
い
兵
器
が
あ
る
。
弩
、
角
等
で
あ
る
。
又
、
昔
は
兵
器

に
用
い
て
、
今
は
兵
器
に
用
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
熊
手
、
大
鎌
、
大
棒
の
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

皆
、
利
用
価
値
が
高
い
兵
器
な
の
で
、
志
あ
る
将
帥
が
時
と
し
て
採
用
す
れ
ば
、
必
ず
有
利
に
な
る

だ
ろ
う
。
左
に
兵
器
の
い
く
つ
か
を
記
す
。
さ
ら
に
工
夫
を
加
え
て
製
作
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
刀
は
丈
夫
な
も
の
を
用
い
よ
。
ど
こ
・
誰
の
作
で
あ
る
か
に
拘

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
二
箇

所
、
目
釘
か
、
あ
る
い
は
堅
木
柄
で
あ
る
こ
と
。
詳
し
い
こ
と
は
一
騎
前
で
記
し
て
あ
る
。 

○
特
太
刀
あ
る
い
は
野
太
刀
と
も
云
う
。
こ
れ
又
、
一
騎
前
に
記
述
が
あ
る
。 

 
 

付
記 

片
刃
を
刀
と
云
い
、
両
刃
を
剣
と
云
う
の
で
あ
る
。
刀
剣
の
類
、
そ
の
構
造
に
は
国
々

で
差
異
が
あ
る
。
支
那
は
剣
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
鎬
(

刃
の
背
に
沿

て
小
高
く
な

て
い
る

部
分
)
が
厚
く
て
、
⾧
さ
は
一
尺
二

三
寸
(
約
三
六
・
四

約
三
九
・
四
㎝
)
か
ら
六

七

寸
(
約
四
八
・
五

約
五
一
・
五
㎝
)
ま
で
あ
る
。
二
尺
(
六
〇
・
六
㎝
)
に
及
ぶ
も
の
は
少

な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ヨ

ロ

パ
諸
国
も
剣
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
鎬
が
薄
く
へ
な
へ
な
と

し
な

て
、
⾧
さ
は
概
ね
二
尺
余
り
で
あ
る
。
た
だ
刺
す
こ
と
を
主
と
し
て
切
る
こ
と
を
し
な

附 

こ
だ
わ 

や
り 

さ
ね 

お
ど
し
げ 

つ
か 

か
く 

し
の
ぎ 

た 

ち 

さ
や 

ど 



い
。
そ
の
切
で
あ
る
先
二
寸
(
約
六
・
一
㎝
)
程
に
毒
薬
を
塗

て
お
く
。
勃
泥
国
(
フ

リ

ピ
ン
)
は
刀
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
日
本
刀
の
形
で
あ
る
が
、
た
だ
薄
い
。
鋸 

の
よ
う
に
し

な
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
は
皆
、
右
手
に
刀
剣
を
持
ち
、
左
手
に
楯
を
持
つ
と
い
う
片
手
討
ち
の

戦
法
な
の
で
、
そ
の
刀
剣
及
び
楯
の
軽
さ
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。 

 
 

〇
又
思
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
書
で
五
世
界
諸
国
の
人
や
物
を
図
入
り
で
紹
介
す
る
中
、
某
国
人

の
驍 

勇
と
称
す
る
風
俗
は
、
皆
刀
剣
と
小
楯
と
を
身
か
ら
離
さ
ず
に
所
持
す
る
姿
で
あ
る
。

こ
れ
は
我
が
国
が
両
刀
を
帯
び
る
掟
と
同
じ
く
、
勇
気
の
い
た
す
風
儀
で
あ
る
に
は
違
い
な

い
が
、
そ
の
楯
を
頼
み
と
す
る
心
根
は
甚
だ
弱
い
。
日
本
風
の
「
首
な
ど
敵
に
渡
し
て
、
斬
り

込
む
」
と
い
う
勇
猛
さ
に
、
ど
う
し
て
対
抗
で
き
よ
う
か
。 

 
 

〇
又
思
う
に
、
剣
に
毒
を
塗
り
、
鏃
に
毒
を
塗
る
こ
と
は
、
皆
そ
の
技
が
拙
い
も
の
で
あ
り
、

一
討
ち
に
斬
殺
し
、
一
矢
に
射
貫
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
小
さ
な
傷
で
も
毒
に
よ
り
意
識

を
失
う
よ
う
に
計

た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
よ
う
に
一
刀
に
胴
切
り
、
一
矢
に
射
貫
く
の
で

あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
毒
に
頼
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
俗
人
の
癖
と
し
て
、
毒

矢
と
聞
け
ば
甚
だ
恐
れ
て
、
拙
さ
ゆ
え
に
毒
を
用
い
る
と
云
う
道
理
す
ら
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。愚
か
と
い
う
べ
き
か
。さ
て
、私
自
ら
が
見
た
と
こ
ろ
の
三
つ
の
刀
剣
を
左
に
紹
介
す
る
。 

 
 

 
 

楯
も
た
だ
面
を
防
ぐ
た
め
の
物
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
甚
だ
軽
く
て
薄
く
で
き
て
い
る
。
そ
の

形
は
丸
も
⾧
方
形
も
四
角
も
あ
り
、
好
み
に
応
じ
て
用
い
る
。 

ボ
ル
ネ
ヲ 

の
こ
ぎ
り 

ぎ

う
ゆ
う  

や
じ
り 

つ
た
な 



〇
弓
は
半 

弓
が
良
い
。
も
ち
ろ
ん
突
き
通
す
力
も
強
い
も
の
で
あ
る
。
角
弓
は
最
も
巧
妙
で
あ
る
。

た
だ
し
製
造
法
を
精
密
に
し
な
け
れ
ば
、
弾
く
力
が
弱
い
。
そ
の
製
造
法
は
『
武
備
志
』
に
詳
し
く

書
か
れ
て
い
る
。
又
、
弓
の
専
門
家
に
も
ま
れ
に
知
る
人
が
い
る
。
尋
ね
て
問
う
て
造

て
お
け
。

又
、
急
を
要
す
る
と
き
は
、
ナ
マ
エ
、
ソ
ゾ
ミ
、
樫
等
の
丸
木
弓
を
用
い
よ
。 

〇
平
素
の
稽
古
に
具
足
を
着
け
て
、
塗
弓
根
矢
を
射
る
こ
と
を
修
練
せ
よ
。
当
世
の
射
術
は
奉
射

(
神
社
で
奉
納
す
る
弓
射
)
の
弓
法
な
の
で
、白
い
弓
と
軽
矢
を
用
い
て
、片
肌
脱
ぎ
に
て
射
る
の
で
、

大
い
に
射
易
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
和
な
世
の
礼
射
で
あ

て
、
武
芸
の
奥
の
手
で
あ
る
か

ら
、
ま
ず
は
そ
の
基
本
と
な
る
武
用
軍
中
の
射
術
を
射
覚
え
て
か
ら
、
そ
の
後
に
奥
の
手
の
礼
射
を

習
う
の
が
正
し
い
手
順
で
あ
る
。
片
肌
脱
ぎ
の
射
法
だ
け
を
射
習

て
、
に
わ
か
に
具
足
を
着
け
て

射
る
な
ら
ば
、
平
素
の
上
手
も
下
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
慣
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

誰
も
が
分
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

付
記 

仙
台
の
国
中
に
は
「
カ
マ
ボ
コ
弓
」
と
云
う
も
の
が
多
い
。
ま
た
十
万
打
と
も
云
う
。

伝
え
ら
れ
る
に
は
、
藤
原
秀
衡
が
武
備
の
た
め
に
製
造
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

そ
の
構
造
は
、
白
い
弓
に
し
て
外
竹
の
み
で
、
打
合
わ
せ
る
内
竹
が
な
い
。
そ
れ
で
も
雨
露

は
云
う
に
及
ば
ず
、
水
中
に
入
れ
て
も
離
れ
て
損
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
甚
だ
重
宝
な
も

の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
弓
材
は
粘
り
気
が
非
常
に
強
い
の
で
、
今
で
は
廃
れ
て
し
ま

た
。

で
き
れ
ば
再
興
さ
せ
た
い
弓
で
あ
る
。 

 
 

〇
私
が
思
う
に
、
そ
の
膠
は
普
通
の
膠
で
は
な
い
。
漆
打
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
又

思
う
に
、
竹
木
を
打
ち
合
わ
せ
る
の
に
漆
木
の
下
で
、
漆
を
抓
き
取
り
な
が
ら
、
薬
を
合
わ
せ

て
物
を
接
着
さ
せ
る
と
、
そ
の
粘
着
力
は
甚
だ
強
い
。
も
し
か
し
た
ら
こ
の
類
で
は
な
か
ろ
う

カ
マ
ボ
コ
は
そ
の
形
状
に
よ

て
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
十
万
打
は
地
名
で
あ
る
。
高
館
の
下
に
十
万
坂
と

い
う
所
が
あ
る
。
こ
の
地
に
弓
工
を
居
ら
せ
て
十
万
挺
を
作
ら
せ
た
の
で
、
十
万
弓
と
云
う
の
だ
と
さ
れ
る
。 

は
ん
き

う 

に
か
わ 

う
る
し 

か 



か
。
試
し
て
み
よ
。
薬
は
す
な
わ
ち
麪
粉
(

麦
粉
、
小
麦
粉
、
う
ど
ん
粉
な
ど
)
で
あ
る
。 

〇
矢
の
製
造
は
矢
を
造
る
職
人
だ
け
に
任
せ
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
戦
場
に
出
る
ほ
ど
の
者
で

あ
れ
ば
、
美
し
く
作
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
曲
が

た
矢
竹
を
真
直
ぐ
に
し
、
羽
を
付
け
る
こ

と
は
、
皆
が
仕
覚
え
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
又
、
平
素
の
軍
政
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

付
記 

急
に
矢
を
作
る
に
は
、
ど
ん
な
竹
で
あ

て
も
真
直
ぐ
に
し
て
、
矢
筈
(
矢
の
端
の
、
弓

の
弦
に
つ
が
え
る
切
込
み
の
あ
る
部
分
)
か
ら
六

七
寸
(
約
十
八
・
二

約
二
一
・
二
㎝
)
下
に

穴
を
穿

て
、
そ
の
穴
に
幅
一
寸
(
約
三
㎝
)
⾧
さ
八
寸
(
約
二
四
・
二
㎝
)
程
の
紙
を
引

き
通
し
、
矢
筈
の
方
に
引
き
返
し
て
射
れ
ば
、
羽
が
あ
る
よ
う
に
飛
ぶ
も
の
で
あ
る
。 

〇
弩
は
甚
だ
強
力
で
、
そ
の
上
に
命
中
精
度
も
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
は
絶
え
果
て

て
い
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
再
興
し
て
、
鉄
砲
の
代
り
に
用
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
火
薬
を
節
約

で
き
る
良
い
器
材
で
あ
る
。
古
代
に
は
筑
紫
、
⾧
門
、
奥
州
等
の
辺
境
の
要
地
に
弩
師
と
云

て
、

弩 

組
の
武
士
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
、
諸
史
に
見
ら
れ
る
。
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
矢
籠
の
製
作
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
一
騎
前
(
第
六
巻
「
撰
士 

附
一
騎
前
」)
に
記
し
て
あ
る
。 

〇
オ
ラ
ン
ダ
流
に
大
矢
を
弾
く
柱
弓
が
あ
る
。
詳
し
く
初
巻
(
第
一
巻
「
水
戦
」)
に
記
し
て
あ
る
。

こ
れ
も
又
製
造
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
大
砲
に
各
種
あ
る
。
こ
れ
も
又
初
巻
に
詳
し
く
あ
る
。 

〇
木
筒
、
煉
玉
等
が
あ
る
。
こ
れ
も
又
初
巻
に
出
て
い
る
。 

〇
棒
火
矢
が
あ
る
。
こ
れ
も
又
初
巻
に
詳
し
く
あ
る
。 

〇
鎗
は
⾧
短
同
じ
で
は
な
い
も
の
を
用
い
る
が
、
普
通
の
人
は
短
い
の
が
良
い
。
力
の
あ
る
人
は
⾧

い
の
を
用
い
れ
ば
大
い
に
得
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
の
鎗
も
三
寸
(
約
十
㎝
)
を
穂
先
と
せ
よ
。 

〇
大
太
刀
と
云

て
三
尺
(
九
〇
・
九
㎝
)
内
外
の
刀
に
三
四
尺
(
九
〇
・
九

一
二
一
・
二
㎝
)

べ
ん 

や 

は
ず 

い
し
ゆ
み
ぐ
み 



の
柄
を
仕
付
け
て
、
力
持
ち
の
武
士
に
持
た
せ
て
働
か
せ
よ
。 

〇
大
棒
は
後
部
と
先
に
鉄
を
張
れ
。
こ
れ
も
又
、
力
の
あ
る
人
に
得
な
道
具
で
あ
る
。 

〇
大
鳶
嘴
、
こ
れ
も
又
、
力
の
あ
る
人
に
得
な
道
具
で
あ
る
。 

〇
⾧
柄
の
鎌
、
特
に
船
軍
で
大
い
に
有
利
で
あ
る
。 

〇
鞍
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
馬
の
条
で
後
に
紹
介
す
る
。 

〇
障
泥
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
一
騎
前
に
て
紹
介
し
た
。 

〇
楯
に
種
々
の
製
法
が
あ
る
。
厚
板
で
造
る
も
の
が
あ
る
。
又
、
薄
板
で
厚
さ
二
寸
(
約
六
㎝
)
程

の
平
ら
な
箱
を
こ
し
ら
え
、
そ
の
中
に
綿
や
打
藁
等
を
込
め
る
も
の
が
あ
る
。
又
、
魁
籘
を
八

九

筋
ご
と
簀
の
よ
う
に
編
ん
で
、
二
枚
合
わ
せ
て
作
る
も
の
が
あ
る
。
又
、
藤
蔓
で
そ
の
よ
う
に
作
る

も
の
も
あ
る
。
又
、
一
寸
五
六
分
(
約
四
・
五

約
四
・
八
㎝
)
の
角
木
で
枠
を
こ
し
ら
え
、
両
面

に
生
牛
皮
を
張
り
、
そ
の
中
間
に
綿
を
入
れ
る
と
い
う
布
団
の
よ
う
な
も
の
を
下
げ
て
お
く
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
楯
の
極
品
で
あ
る
。
又
、
仕
寄
楯
、
持
楯
に
も
大
小
各
種
あ
る
。
大
楯
は
高
さ
五
尺

(
一
五
一
・
五
㎝
)
余
、
幅
六
尺
(
一
八
一
・
八
㎝
)
程
で
、
足
に
車
輪
を
取
付
け
、
大
勢
で
持
ち

な
が
ら
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
小
楯
は
高
さ
三
尺
(
九
〇
・
九
㎝
)
弱
、
幅
一
尺
(
三
〇
・
三
㎝
)

余
に
作
り
、
裏
に
持
つ
所
を
付
け
て
、
人
毎
に
自
ら
持

て
詰
め
寄
る
も
の
も
あ
り
、
一
本
足
を
取

付
け
て
、
地
面
に
突
立
て
る
よ
う
に
こ
し
ら
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
よ
く
考
え
て
用
い
よ
。
又
、
支
那
、
オ
ラ
ン
ダ
の
軍
法
に
藤
牌
と
云
う
も
の
が
あ
り
、
戦
法
の

巻
(
誤
り
、
正
し
く
は
、
第
二
巻 

陸
戦
)
で
紹
介
し
て
い
る
。
又
、
足
軽
に
持
た
せ
る
の
に
、
一
枚
楯

に
穴
を
穿
ち
、
鉄
砲
を
貫
い
て
持
つ
よ
う
に
こ
し
ら
え
る
も
の
も
あ
る
。
楠
木
正
成
は
、
掛
金
を
打

ち
つ
け
た
楯
を
用
い
、
又
⾧
楯
に
横
木
を
打

て
梯
子
の
代
り
に
す
る
楯
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
。

総
じ
て
楯
の
構
造
は
軽
く
し
て
、
矢
石
が
抜
け
な
い
よ
う
に
出
来
て
い
る
こ
と
が
極
意
で
あ
る
と

と
び
く
ち 

あ
お
り 

ま
る
と
う 

む
し
ろ 

ふ
じ
つ
る 



知
れ
。 

〇
鳴
物
は
貝
、
太
鼓
、
鐘
等
に
限
ら
ず
、
音
の
異
な
る
物
は
何
で
も
用
い
よ
。
吹
く
物
に
も
貝
、
角
、

大
音
喇
叭
、
⾧
声
喇
叭
等
の
区
別
が
あ
る
。
工
夫
し
て
製
作
せ
よ
。 

右
の
他
に
も
守
攻
の
具
は
種
々
あ
る
が
、
各
条
下
に
記
し
て
こ
こ
に
は
載
せ
な
い
。
全
て
兵
器

及
び
攻
守
の
具
は
、
創
意
工
夫
し
て
新
た
に
製
作
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
将
の
器
量
次
第

で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
無
学
で
あ

て
は
才
覚
も
良
い
考
え
も
出
て
こ
な
い
の
で
、
せ

め
て
和
漢
の
通
俗
軍
談
物
で
も
よ
く
読
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。 

小
荷
駄 

糧
米 

〇
小
荷
駄
は
支
那
で
は
輜
重
と
云
い
、
三
種
類
あ
る
。
車
に
載
せ
る
も
の
が
あ
り
、
牛
馬
に
付
け
る

も
の
が
あ
り
、
人
が
担
う
も
の
が
あ
る
。
全
て
小
荷
駄
は
軍
の
根
本
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支

那
の
軍
法
で
は
、
輜
重
を
軍
の
中
央
に
置
い
て
、
片
端
に
は
置
か
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

〇
日
本
風
に
小
荷
駄
を
一
番
後
に
置
く
の
は
、
こ
う
し
た
本
意
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由

は
、
不
意
に
敵
に
攻
め
ら
れ
る
と
き
は
、
小
荷
駄
だ
け
が
襲
わ
れ
て
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

〇
小
荷
駄
は
糧
米
並
び
に
炊
事
道
具
、
そ
の
他
の
陣
用
(
陣
内
用
具
)
で
あ
る
。
陣
用
は
で
き
る
だ

け
少
な
く
し
、
多
け
れ
ば
寒
気
を
防
ぐ
た
め
の
桐
油
、
木
綿
の
桐
服
一
つ
を
用
い
る
よ
う
に
せ
よ
。

い
ず
れ
そ
の
場
に
臨
ん
で
は
、
寒
気
が
強
く
て
も
菰
、
む
し
ろ
、
藁
等
の
類
を
引

被
れ
ば
事
足
り

る
も
の
で
あ
る
。
も

と
も
⾧
陣
に
は
虱
が
雲
霞
の
ご
と
く
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
も
覚
悟
し
て
お
け
。 

〇
小
荷
駄
が
平
地
を
進
む
に
は
車
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
次
は
牛
馬
を
用
い
る
。
急
い
で
難
所

を
押
し
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
歩
荷
が
便
利
で
あ
る
。
も

と
も
重
量
の
見
積
り
も
予
め
定
め
て
お
か

し
ち

う 
い
く
さ 

こ
も 

わ
ら 

し
ら
み 

か
ち 

に 



ね
ば
な
ら
な
い
。
歩
荷
は
米
な
ら
ば
一
斗
(
約
十
八
ℓ
)
程
度
、
雑
具
で
あ
れ
ば
六
貫
目
(
二
二
・

五
㎏
)
を
限
度
と
せ
よ
。
馬
は
強
け
れ
ば
米
六
斗
(
約
一
〇
八
・
二
ℓ
)
弱
け
れ
ば
四
斗
(
約
七
二
・

二
ℓ
)
程
度
、
雑
具
で
あ
れ
ば
二
十
貫
目
(
七
五
㎏
)
を
限
度
と
せ
よ
。
牛
も
馬
に
準
ず
る
も
の
と

す
る
。車
は
強
馬
が
四
頭
分
の
荷
を
載
せ
て
、牛
な
ら
ば
一
匹
、人
な
ら
ば
四
人
で
押
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
人
の
食
糧
は
一
日
一
升
(
約
一
・
八
ℓ
)
と
見
積

て
、
一
斗
の
米
は
十
人
一
日
の
食
糧

で
あ
る
。
じ
余
の
物
は
こ
れ
を
推
し
て
知
る
べ
し
。 

〇
糧
米
は
兵
糧
奉
行
の
手
配
に
よ
り
、
全
兵
士
の
手
に
割
渡
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。 

〇
陣
用
の
荷
物
は
、
一
組
毎
に
寄
せ
合

て
印
を
付
け
よ
。
た
と
え
ば
陪
卒
無
し
の
人
数
組
で
あ
れ

ば
、
五
伍
二
十
五
人
が
寄
せ
合

て
一
箇
に
ま
と
め
て
お
き
、
番
頭
、
百
人
頭
、
小
組
頭
の
姓
名
を

書
き
記
し
、
並
び
に
一
組
の
印
を
付
け
て
お
け
。
又
陪
卒
が
あ
る
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
一
伍
五
人
の

寄
せ
合
い
で
箇
に
し
て
お
き
、
三
頭
の
姓
名
並
び
に
一
組
の
印
を
付
け
て
お
く
こ
と
。 

〇
前
進
中
に
も
、
陣
地
に
あ

て
も
、
小
荷
駄
を
守
る
兵
士
を
別
に
定
め
て
お
く
こ
と
。
こ
の
人
数

の
多
寡
は
当
時
の
状
況
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

〇
自
国
を
遠
く
離
れ
る
程
、
あ
ら
ゆ
る
事
が
不
自
由
に
な
る
こ
と
か
ら
、
小
荷
駄
を
警
護
す
る
こ
と

で
、
襲
撃
さ
れ
壊
滅
し
な
い
よ
う
に
考
慮
せ
よ
。
こ
れ
ま
で
が
小
荷
駄
に
つ
い
て
の
大
略
で
あ
る
。

こ
れ
以
下
は
糧
食
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

〇
『
孫
子
』
に
「
糧
は
敵
に
因
る
」
と
あ
り
、
敵
国
に
攻
め
入

た
な
ら
ば
、
そ
の
国
の
穀
物
を
取

り
収
め
て
、
我
が
軍
兵
の
糧
米
に
充
て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
妄
り
に
乱
暴
し
て
民

間
の
物
を
掠
奪
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
国
主
の
穀
物
や
絹
織
物
等
の
貯
蔵
場
所
を
取
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仕
組
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
は
、
敵
の
倉
庫
も
首
尾
よ
く
取
ら
れ
て
し
ま
う

こ
お
り 

こ
お
り 



も
の
で
は
な
い
の
で
、
糧
食
不
足
の
時
は
、
民
間
の
穀
物
を
借
り
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
状
況
に

よ

て
は
、
や
む
な
く
乱
暴
に
よ
り
穀
類
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
は
目

付
役
人
等
を
付
添
わ
せ
て
、
必
ず
や
他
の
物
を
取
る
こ
と
を
禁
じ
よ
。
も
し
も
命
令
に
背
く
者
が
あ

れ
ば
、
そ
の
場
で
切
捨
て
に
せ
よ
。
も

と
も
将
帥
の
下
知
が
無
い
の
に
強
奪
を
す
る
者
は
、
乱
妨

(

暴
力
に
よ
り
他
人
の
物
な
ど
を
奪
い
取
る
こ
と
)
の
罪
と
せ
よ
。 

〇
敵
国
に
攻
め
入

て
厳
し
く
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
軍
士
の
乱
妨
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
乱
妨
を
厳
し
く
禁
じ
る
趣
意
は
、
戦
に
勝

て
敵
国
を
手
に
入
れ
て
み
れ
ば
、
敵
が
乱
妨
し
て
い

た
所
も
我
が
物
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
初
め
に
発
生
し
た
乱
妨
に
国
人
が
怨
み
を
抱
い
て
、
我
に
も

信
服
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
乱
妨
を
禁
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
穀
類
を
借
り
る
と
き

に
は
、
番
頭
、
百
人
頭
等
の
券
書
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
敵
国
が
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
、

正
直
に
返
す
に
も
及
ば
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
再
び
敵
国
に
踏
み
入
る
た
め
や
、
た

と
い
踏
み
入
ら
な
く
と
も
信
を
敵
国
に
失
う
こ
と
を
憂
慮
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
返
す
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。
今
、
一
定
に
は
言
い
難
い
。
又
、
清
野
の
術
と
云
う
こ
と
が
あ
り
、
城
下
の
穀
物
や
絹
織

物
も
、
民
間
の
穀
物
や
絹
織
物
も
、
こ
と
ご
と
く
城
内
に
取
り
収
め
て
、
一
粒
も
敵
に
渡
さ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
は
、
い
よ
い
よ
自
国
か
ら
糧
米
を
運
び
続
け
な
け
れ
ば
、

手
に
入
り
か
か

た
国
を
取
り
逃
す
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
粟
を
貯
え
る
こ
と
は
国
主
、

知
行
持
等
の
第
一
の
心
掛
け
と
知
れ
。『
王
制
』
に
も
「
三
年
之
蓄
無
く
ん
ば
、
國
其
の
國
に
非
ず

(
三
年
の
蓄
え
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
国
は
国
家
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
)」
と
あ
る
。
よ
く
考
察
せ
よ
。 

〇
い
か
な
る
場
合
に
も
陣
中
に
お
い
て
飯
を
炊
く
の
に
、
釜
は
不
便
な
も
の
で
あ
る
。
銅
鍋
が
良

い
。
鍋
は
取
手
が
あ
る
の
で
、
ど
ん
な
物
に
も
掛
け
る
こ
と
が
で
き
、
又
物
に
触
れ
て
も
鉄
の
よ
う

に
破
損
し
な
い
の
で
、
銅
鍋
を
用
い
る
の
で
あ
る
。 

て
が
た 



〇
糧
米
は
一
人
に
一
日
一
升
(
約
一
・
八
ℓ
)
と
す
る
。
味
噌
五
勺
(
約
九
〇
㎖
)、
塩
一
つ
ま
み

と
見
積
れ
。
味
噌
を
用
い
る
の
は
上
級
の
軍
役
で
あ
る
。
多
く
は
飯
と
塩
だ
け
で
あ
る
。 

〇
糧
米
を
総
軍
に
渡
す
方
法
は
、
先
ず
兵
糧
奉
行
の
居
場
所
を
虎
落
(

竹
を
筋
違
い
に
組
合
せ
、
縄

で
結
び
固
め
た
柵
)
で
囲
ん
で
口
を
二

所
設
け
、
一
つ
を
入
口
、
一
つ
を
出
口
と
定
め
て
入
口
、
出

口
と
大
札
を
立
て
る
。
そ
こ
で
前
述
の
よ
う
に
、
陪
卒
無
し
の
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
五
伍
二
十
五
人

が
一
同
に
受
取
ら
せ
る
。
陪
卒
が
あ
る
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
一
伍
五
人
で
陪
卒
の
数
を
計
算
し
て
、

一
同
に
受
取
ら
せ
る
。
⾧
陣
で
あ
れ
ば
、
三
十
五
日
分
を
一
度
に
渡
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
て
受
取
る
と
き
は
、
番
頭
誰
組
某
、
幾
人
分
と
札
を
書
い
て
持
参
し
、
米
穀
と
引
替
え
に
せ
よ
。 

〇
大
軍
で
あ
れ
ば
、
兵
糧
所
が
一

所
で
は
不
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
数
の
多
少
を
考
慮
す
れ

ば
、
三

所
も
、
五

所
も
、
あ
る
い
は
十

所
も
必
要
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
一

所
で
三
千
人
に

渡
す
も
の
と
見
積
れ
。 

〇
米
を
渡
す
に
は
、
虎
落
の
中
に
渋
紙
あ
る
い
は
蓆
等
を
敷
い
て
お
き
、
米
を
散
ら
し
、
算
勘
、
帳

付
が
二
人
ず
つ
お
り
、
升
取
り
が
六
人
い
る
よ
う
に
せ
よ
。
こ
の
際
、
一
斗
升
を
用
い
る
。 

〇
鍋
は
鍋
だ
け
を
別
荷
物
に
し
て
車
馬
に
つ
け
て
、「
鍋
」
と
染
め
た
小
旗
を
指
し
立
て
よ
。
着
陣

し
た
後
、
陣
中
の
小
路
々
々
を
持
ち
廻

て
こ
れ
ら
を
渡
す
。
陪
卒
無
し
の
人
数
組
で
あ
れ
ば
、
五

伍
二
十
五
人
に
二
つ
渡
し
、
陪
卒
が
あ
る
人
数
組
な
ら
ば
、
一
伍
五
人
に
二
つ
渡
す
の
で
あ
る
。 

〇
薪
と
水
は
自
分
た
ち
で
支
度
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
陣
取
の
巻
に
記
し
た
と
お
り
。 

〇
行
進
時
と
接
戦
時
は
、皆
が
腰
兵
糧(
携
行
糧
食
)と
せ
よ
。少
な
く
と
も
五
合
飯
を
携
行
せ
よ
。 

〇
陣
所
に
到
着
し
て
飯
を
炊
こ
う
と
し
て
い
る
時
、
急
に
戦
が
始
ま

て
軍
士
が
皆
打

て
出
る

な
ら
ば
、
一
組
に
つ
き
五
人
ず
つ
居
残
り
、
急
い
で
飯
を
炊
い
て
戦
場
に
送
れ
。
も

と
も
大
将
自

ら
が
十
分
に
配
慮
し
て
、
兵
糧
の
世
話
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

こ
の
際
、
旗
本
の
兵
糧
所
、
何
備
の
兵
糧
所
と
い
う
こ

と
を
定
め
よ
。そ
う
し
な
け
れ
ば
二
重
取
り
が
生
じ
る
。 

し

く 

も
か
り 

も
か
り 

む
し
ろ 



〇
陣
中
に
あ

て
は
、
戦
が
無
い
日
で
も
一
日
分
の
飯
を
同
時
に
炊
い
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
る
。

冬
は
二
日
分
も
炊
い
て
お
け
。
飯
が
冷
え
た
な
ら
ば
、
沸
湯
の
中
に
入
れ
て
食
べ
れ
ば
、
温
食
と
な

る
。
焼
味
噌
、
乾
味
噌
等
を
多
く
食
べ
れ
ば
、
別
に
味
噌
汁
を
煮
る
必
要
も
無
い
。
と
か
く
衣
食
住

の
艱
難
は
、
平
和
な
日
に
お
い
て
も
楽
し
み
な
が
ら
折
々
試
み
て
、
心
得
て
い
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
陣
中
で
の
飯
煙
は
、
多
い
少
な
い
を
不
斉
一
に
し
て
立
て
る
よ
う
に
せ
よ
。
上
杉
、
武
田
の
川
中

島
対
陣
の
時
、
武
田
軍
が
夜
に
ま
ぎ
れ
て
人
数
を
廻
す
た
め
の
支
度
に
、
そ
の
日
の
夕
方
一
同
に
飯

を
炊
い
た
。
上
杉
軍
が
そ
の
煙
の
常
よ
り
多
い
の
を
見
て
、
武
田
が
人
数
を
廻
す
支
度
で
あ
る
こ
と

を
察
し
て
、
遮

て
こ
ち
ら
か
ら
人
数
を
廻
す
こ
と
で
、
武
田
を
大
い
に
困
惑
さ
せ
た
の
で
あ

た
。
兵
を
担
う
者
は
心
に
留
め
て
お
け
。 

糧
米
が
尽
き
た
時
、
糧
に
用
い
る
品
々 

〇
塩
を
加
え
て
十
分
に
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
れ
ば
、
草
木
の
葉
で
十
種
の
う
ち
九
種
は
食
べ
ら
れ
る
。 

〇
諸
木
の
内
皮
及
び
根
も
又
、
塩
を
加
え
て
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
れ
ば
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。 

〇
普
段
食
べ
慣
れ
て
い
る
野
菜
類
は
云
う
に
及
ば
ず
、
百
草
の
根
及
び
葉
、
茎
と
も
に
上
述
し
た
よ

う
に
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○
鳥
獣
魚
貝
の
肉
も
又
、
十
分
に
煮
込
ん
で
か
ら
食
べ
よ
。 

〇
炒
め
て
食
べ
れ
ば
、
糠
や
藁
の
類
も
皆
、
飢
え
を
救
う
。
も

と
も
麦
稗
な
ど
の
茎
も
炒
め
て
か

ら
細
か
い
粉
末
に
し
、
湯
に
か
き
混
ぜ
て
飲
む
と
よ
い
。 

〇
十
分
に
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
れ
ば
、
革
道
具
さ
え
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

〇
加
藤
清
正
の
家
士
は
、
蔚
山
籠
城
の
時
、
食
糧
が
尽
き
て
や
む
を
得
ず
、
壁
土
を
水
に
か
き
混
ぜ

て
呑
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
艱
難
は
推
し
て
知
る
べ
し
。
こ
れ
は
虫
の
息
で
も
な
お
存
ず
る
限
り

は
敵
に
降
伏
せ
ず
、
と
の
義
気
の
一
念
で
あ
る
。 

に
え 

ゆ 

め
し
け
む
り 

ぬ
か う

る
さ
ん 



〇
飢
餓
の
極
限
に
及
ぶ
と
き
は
、
人
肉
を
食
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
不
仁
甚
だ
し
く
、
言

語
に
絶
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
勢
に
よ

て
は
遁
れ
去
る
べ
き
手
段
も
な
く
、
又
絶
対

に
降
参
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
又
自
害
や
討
死
も
犬
死
に
準
ず
る
趣
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
肉
を
食

べ
て
さ
え
も
一
日
で
も
生
き
延
び
よ
う
と
判
断
す
る
こ
と
も
、
軍
を
す
る
上
で
は
覚
悟
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
も
一
理
あ
る
の
だ
。 

右
の
他
に
も
海
に
は
昆
布
、
ヒ
ジ
キ
、
ア
ラ
メ
、
ワ
カ
メ
等
の
海
藻
が
あ
る
。
山
に
は
石
麪
※
、

観
音
粉
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
食
べ
て
飢
え
を
救
う
も
の
で
あ
る
。
捜
し
求
め
て
み
よ
。 

  

〇
飢
え
た
人
に
食
物
を
与
え
る
に
は
、
先
ず
赤
土
を
水
に
か
き
混
ぜ
、
お
椀
に
半
分
程
の
量
を
飲
ま

せ
た
後
、
食
物
を
与
え
よ
。
又
、
朴
(
モ
ク
レ
ン
科
の
落
葉
高
木
、
葉
は
殺
菌
作
用
が
あ
り
、
樹
皮
は
生
薬

に
す
る
)
の
皮
を
煎
じ
て
お
椀
一
杯
分
を
飲
ま
せ
た
後
、
食
物
を
与
え
よ
。
こ
の
二
つ
の
方
法
を
用

い
ず
に
直
に
食
物
を
与
え
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
死
ん
で
し
ま
う
も
の
だ
と
云
わ
れ
る
。 

       

第
九
巻
終 

※
石
麪

石
川
郡
の
鶴
来
に
あ
る
氏
神
の
祠
に
、
土
地
の
者
が
大
飢
饉
の
際
に
祈

た
と
こ
ろ
、
空
か
ら
石

の
よ
う
な
白
い
も
の
が
落
ち
て
き
て
、
そ
れ
を
食
べ
る
と
甘
く
て
乳
の
よ
う
だ

た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、

ジ

イ
ア
ン
ト
パ
フ
ボ

ル
と
い
う
キ
ノ
コ
で
あ
ろ
う
。
観
音
粉
も
同
じ
よ
う
な
言
い
伝
え
の
あ
る
食
べ
物
。 

。 
い
く
さ 

せ
き
め
ん 

ほ
お
の
き 


