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孫
武
曰
く
、
兵
は
国
の
大
事
、
死
生
の
地
、
存
亡
の
道
な
り
。
察
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に

こ
れ
を
経
（
は
か
）
る
に
五
事
を
以
て
し
、
こ
れ
を
校
（
く
ら
）
ぶ
る
に
計
を
以
て
し
て
、
其
の
情
を

索
（
も
と
）
む
。
一
に
曰
く
道
、
二
に
曰
く
天
、
三
に
曰
く
地
、
四
に
曰
く
将
、
五
に
曰
く
法
な
り
。

道
と
は
、
民
を
し
て
上
と
意
を
同
じ
く
せ
し
む
る
者
な
り
。
故
に
こ
れ
と
死
す
べ
く
こ
れ
と
生
く
べ
く

し
て
危
（
う
た
が
）
わ
ざ
る
な
り
。・
・
・
（
孫
子
兵
法 

始
計
第
一
の
文
） 

こ
れ
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
。
兵
と
は
、
い
と
も
簡
単
に
凶
器
（
暴
力
装
置
）
と
な
り
う
る
の
で
、
い

い
加
減
な
気
持
ち
で
こ
の
こ
と
を
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
漢
の
光
武
は
一
回
出
兵
さ
せ

る
毎
に
、
そ
の
心
労
が
ひ
げ
や
髪
の
色
に
現
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
え
を
自
ら
慎
む
の
は
仁

将
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
知
る
者
は
知
将
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
重
ん
じ
る
の
は
礼
将
で
あ
る
。
こ
の

教
え
に
勇
気
を
覚
え
る
の
は
義
将
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
将
た
る
の
ゆ
え
ん
と
す
る
者
は
信
将
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、「
道
」
の
教
え
を
優
先
し
て
天
地
を
計
（
は
か
）
り
考
え
、
そ
の
国
の
将
軍
や
法
律
を
正

し
い
も
の
に
し
よ
う
と
心
掛
け
る
者
は
、
皆
こ
の
始
計
第
一
「
兵
は
国
の
大
事
・
・
・
」
を
尊
重
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
国
に
「
道
」
が
有
る
時
は
勝
ち
、
国
に
「
道
」
が
無
い
時
に

は
敗
れ
る
。「
道
」
と
い
う
も
の
は
、
上
下
相
互
に
正
し
く
あ
っ
て
、
人
と
し
て
の
忠
義
を
尽
く
す
事
で

あ
る
。
人
は
誰
し
も
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
自
ら
の
中
に
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
善
な
る
心
を
有
さ
な
い

も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
上
に
立
つ
者
に
仁
義
の
道
が
あ
れ
ば
、
下
の
者
が
ど
う
し
て
帰
服
し
な
い
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
（
必
ず
や
服
従
す
る
。
） 

 

そ
も
そ
も
上
代
（
飛
鳥
～
奈
良
時
代
以
前
）
に
は
、
人
の
心
も
素
直
に
し
て
純
朴
で
あ
り
、
世
の
中

に
聖
賢
の
君
主
も
多
か
っ
た
の
で
、
四
海
の
内
（
国
内
）
に
も
そ
の
徳
化
の
恩
恵
を
受
け
て
「
道
」
を

知
る
士
（
さ
む
ら
い
＝
武
芸
を
も
っ
て
貴
族
や
武
家
に
仕
え
る
者
）
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
の
で
あ

っ
た
。
昨
今
、
道
徳
の
薄
れ
た
人
情
軽
薄
な
末
の
世
に
な
っ
た
の
で
、
上
に
賢
く
能
力
の
あ
る
君
主
も

稀
で
あ
り
、
下
に
廉
直
（
心
が
清
ら
か
で
私
欲
が
な
く
、
正
直
）
な
士
も
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
兵
の

「
道
」
を
志
す
唯
一
の
後
継
者
も
途
絶
え
て
こ
れ
を
執
（
と
）
る
人
も
い
な
く
な
り
、
凶
器
（
暴
力
装

置
）
と
い
う
名
称
も
何
で
も
な
く
士
が
口
ず
さ
む
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
慎
む
人
も
い
な
い
。
し
か

し
、
今
で
も
仁
愛
に
富
ん
だ
賢
明
な
主
が
上
に
存
在
し
て
、
兵
の
大
事
（
国
の
存
亡
を
賭
け
た
戦
争
）

を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
義
戦
に
馳
せ
参
じ
る
者
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
道
」
を
実
践
す
る
の
に
「
天
」
を
以
て
す
る
と
い
う
の
は
、
常
に
寒
暑
・
時



制
・
陰
陽
・
吉
凶
・
天
候
・
日
時
・
方
角
等
を
勘
案
し
、
万
民
の
労
を
わ
き
ま
え
、
民
衆
や
兵
卒
の
命

を
大
切
に
し
、
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
い
い
加
減
な
気
持
ち
で
扱
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ

れ
が
即
ち
将
た
る
者
の
礼
で
あ
る
。
上
に
立
つ
べ
き
将
軍
が
民
の
命
を
軽
ん
じ
て
土
や
芥
（
あ
く
た
）

の
如
く
扱
え
ば
、
下
の
者
た
ち
は
市
中
の
た
だ
の
人
の
如
く
危
険
に
臨
ん
で
自
ら
命
を
差
し
出
す
者
は

い
な
く
な
る
。
こ
れ
を
人
罰
と
呼
ぶ
人
が
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
怖
し
い
も
の
は
な
い
。
勝
敗
は
こ
こ
に

有
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

「
道
」
を
実
践
す
る
の
に
「
地
」
を
以
て
す
る
と
い
う
の
も
又
、
同
様
で
あ
る
。「
地
」
は
嶮
易
（
け

わ
し
い
、
た
や
す
い
）・
通
絶
・
死
生
等
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
大
部
隊
を
出
動
さ
せ
、
戦
闘
す
る
場
合

の
勝
ち
負
け
や
得
失
と
い
う
も
の
は
、
地
形
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
も
し
も
地
形
を
偵
察
し
て
地
の
利

を
よ
く
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
多
く
の
兵
卒
の
命
を
堕
と
す
こ
と
に
な
る
。
後
方
に
賢
明
な
将
軍
が
い

た
と
し
て
も
、
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
線
に
勇
士
が
い
て
も
、
十
分
に
能
力
を
発
揮
し
て
戦
う
こ

と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
良
将
は
嶮
し
く
、
踏
破
（
と
う
は
）
困
難
な
地
形
を
熟
知
し
、「
無
強

を
図
制
す
る
」
と
云
わ
れ
る
。「
無
強
を
図
制
す
る
」
と
は
、
「
強
者
無
き
軍
団
を
意
の
ま
ま
に
図
り
、

制
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
人
々
が
皆
、
将
軍
が
民
衆
や
士
卒
の

命
の
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
た
と
え
死
ん
で
も
全
く
恨
ま
な
い
と
い
う
心
が

あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
地
」
の
道
を
も
又
、
こ
れ
を
得
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
兵
士
た
ち
の

心
も
定
ま
っ
て
、
こ
こ
に
勝
気
が
実
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
良
将
の
下
に
臆
兵
無
し
」
と
伝
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
勝
気
の
根
元
と
は
た
だ
一
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
強
者
無
き
集
団
に
ま
で
到
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
（
「
道
」、
「
天
」
、「
地
」）
が
、
必
ず
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
つ
の

事
で
あ
る
。 

 

「
道
」
を
実
践
す
る
の
に
「
将
」
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
何
は
さ
て
お
い
て
も
軍
の
生
き
死
に
を
左

右
す
る
者
を
ど
う
し
て
厳
選
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（
最
適
な
人
物
を
厳
選
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
）
大
部
隊
司
令
官
の
将
軍
た
る
人
は
申
す
ま
で
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。
旅
や
卒
と
い
っ
た
中
・
小
部

隊
の
指
揮
官
一
人
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
と
も
人
選
を
誤
り
、
適
格
性
に
欠
け
る
時
は
、
下
級
者
が
苦
し
み
、

兵
卒
は
親
し
ま
な
い
。
そ
の
悪
評
が
つ
い
に
上
級
の
将
軍
や
君
主
に
及
び
、
そ
れ
で
も
止
む
こ
と
が
無

け
れ
ば
、
そ
の
咎
（
と
が
＝
罰
さ
れ
る
べ
き
行
為
、
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
欠
点
）
を
以
て
こ
れ
を
斬
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
誅
殺
（
罪
を
と
が
め
て
殺
す
こ
と
）
が
止
む
こ
と
無
く
、
上
下
の
心
が
相
互

に
離
れ
て
、
万
事
が
成
功
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
孤
軍
」
と
名
付
け
ら
れ
、
弓
な
ど
の
武
器

を
用
い
る
に
も
、
正
し
い
道
理
に
拠
り
用
い
る
こ
と
無
く
、
弓
馬
の
家
業
も
未
熟
な
者
ば
か
り
で
あ
る
。



下
級
者
に
不
忠
の
心
が
湧
き
出
て
き
た
り
、
風
俗
が
善
良
へ
と
移
ら
な
い
根
源
は
、
全
て
上
級
者
に
し

て
長
た
る
者
の
人
選
が
悪
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
『
三
略
』
下
略
に
「
賢
人
帰
す
る
所
は
其
の
国
強
く
、

聖
人
帰
す
る
所
は
六
合
同
す
」
と
あ
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
こ
と
と
次
第
に
よ
り
下
級
者
は
上
司
の

情
に
依
拠
し
て
、
一
時
の
恩
で
さ
え
も
感
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
適
格
な
人
物
を
選
ぶ
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。 

 

「
道
」
を
実
践
す
る
の
に
「
法
」
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
「
道
」
は
も
と
よ
り
、
節
制
（
規

則
正
し
く
統
制
が
と
れ
て
い
る
こ
と
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
曲
法
（
軍
隊
の
編
成
区
分
を
定
め
た
法
）

を
前
提
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
愛
す
る
だ
け
で
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は

「
法
」
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兵
が
多
数
集
ま
っ
て
も
、
隊
列
区
分
が
な
さ
れ
な
い
の
も
「
法
」

が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
勝
つ
こ
と
だ
け
を
追
求
し
て
止
ま
る
こ
と
が
な
い
の
も
「
法
」
が
無
い
か
ら
で

あ
る
。
譎
詭
（
き
け
つ
＝
う
そ
を
言
っ
た
り
し
て
人
を
欺
く
こ
と
）
ば
か
り
で
正
し
い
こ
と
が
無
い
の

も
「
法
」
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
敵
に
全
勝
で
き
な
い
の
も
「
法
」
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
法
令
が
よ

く
整
い
、
我
が
先
ず
こ
れ
ら
を
全
う
し
、
己
を
治
め
て
か
ら
他
を
責
め
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
ど
う
し
て

克
服
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。「
法
」
は
「
理
」
で
あ
る
。
「
理
」
の
外
に
「
法
」
は
無
い
。
法
令

が
出
て
も
、
人
が
こ
れ
を
信
用
し
て
受
け
入
れ
な
い
の
は
、
道
理
に
お
い
て
未
だ
に
尽
く
さ
れ
て
い
な

い
所
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
（「
道
」、「
天
」
、「
地
」
、「
将
」
、「
法
」
）

が
必
ず
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
五
つ
の
事
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
孫
武
が
「
之
を
経
（
た
だ
）
し
う
す
る
に
五
事
を
以
て
す
（
五
つ
の
事
が
ら

に
よ
り
勝
敗
を
は
か
り
考
え
る
）」
と
謂
わ
れ
る
も
の
は
、
切
に
兵
法
家
と
し
て
の
教
え
・
戒
め
を
示
す

と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、「
専
ら
己
に
克
ち
て
而
し
て
敵
無
し
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、「
良
将
は
勝
つ
こ
と
を
難
き
に
求
め
ず
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
道
理
に
外

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
勝
敗
を
は
か
り
考
え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
戦
う
前
に
勝
敗
を
は
か
り
考

え
る
こ
と
で
、
勝
ち
易
き
に
勝
つ
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
兵
と
は
不
祥
（
良
く
な
い
、
不
吉
な
も
の
）
で

あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
道
理
を
悟
り
、
実
践
で
き
る
者
が
こ
れ
を
用
い
れ
ば
、
ど
う
し
て
兵
を

不
祥
な
ど
と
云
え
よ
う
か
。
元
よ
り
人
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
天
与
の
五
才
（
仁
・
智
・
礼
・
義
・
信
）

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
凶
器
な
ど
と
い
う
の
は
、
干
戈
（
武
器
）
そ
の
も
の
を
指
す
に
過
ぎ
な
い
。
吉

凶
は
、
人
が
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
為
す
か
で
あ
り
、
聖
人
が
こ
れ
を
用
い
れ
ば
即
ち
「
吉
」、
愚
劣
な
者

が
こ
れ
を
用
い
れ
ば
即
ち
「
凶
」
と
な
る
。
懲
悪
攘
乱
（
悪
を
懲
ら
し
め
、
乱
を
打
ち
払
う
）
の
徳
こ

そ
が
、
最
高
の
徳
で
あ
り
、
こ
れ
に
及
ぶ
も
の
は
何
も
無
い
の
で
あ
る
。 


