
五 

兵 

  

兵
法
で
は
、
五
つ
の
兵
（
こ
の
場
合
の
「
兵
」
は
、
い
く
さ
、
軍
隊
の
運
用
と
い
う
意
味
）
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
に
は
「
公
兵
」
で
あ
る
。
公
兵
と
い
う
の
は
上
古
（
大
化
の
改
新
よ
り
前
）

の
聖
神
真
武
・
天
理
応
行
と
で
も
言
い
表
す
べ
き
、
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
千
の
敵

を
殺
し
て
一
の
救
世
を
な
す
た
め
の
便
宜
的
な
手
段
で
あ
り
、
殷
の
湯
王
や
周
の
武
王
の
軍
の
よ
う

に
、
天
を
も
欺
（
あ
ざ
む
）
か
ず
、
人
を
も
欺
か
ず
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
二
に
は
「
正
兵
」

で
あ
る
。
正
兵
と
は
覇
者
の
兵
で
あ
り
、
我
が
身
を
修
め
て
部
隊
の
戦
力
を
振
る
わ
す
こ
と
を
根
本

と
し
、
武
の
威
厳
を
以
て
天
下
を
鎮
め
る
も
の
で
あ
る
。
斉
の
桓
公
、
晋
の
文
公
、
日
本
に
お
け
る

源
頼
朝
の
よ
う
に
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
学
び
か
つ
戦
う
者
た
ち
が
行
う
い
く
さ
が
こ
れ
で
あ
る
。

三
に
は
「
義
兵
」
で
あ
る
。
義
兵
と
は
、
朝
敵
や
父
祖
の
仇
（
あ
だ
、
復
讐
）
、
或
い
は
国
家
の
為
に

止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
敢
え
て
自
他
を
省
み
る
こ
と
も
無
い
。
父
の
仇
で
あ
れ
ば
「 

（
と

も
）
に
天
を
戴
か
ず
（
ど
う
し
て
も
生
か
し
て
は
置
け
な
い
と
思
う
ほ
ど
に
深
く
恨
む
こ
と
）
」
、
兄

弟
の
仇
で
は
、
「
朝
し
て
兵
還
ら
ず
」
等
の
類
の
も
の
で
あ
る
。
四
に
は
「
断
兵
」
で
あ
る
。
断
兵
と

は
、
他
の
弑
逆
（
し
ぎ
ゃ
く
＝
君
主
や
親
を
殺
害
す
る
こ
と
）
、
内
乱
に
よ
っ
て
、
敵
国
が
安
定
し
な

い
と
き
に
は
常
に
、
速
や
か
に
軍
を
出
し
て
こ
れ
を
平
ら
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
不
義

を
断
じ
て
人
倫
の
法
を
正
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
に
は
「
匡
兵
（
き
ょ
う
へ
い
）
」
で
あ
る
。
匡

兵
と
は
、
天
下
四
海
が
久
し
く
乱
れ
て
戦
闘
が
止
む
こ
と
な
く
、
万
民
が
こ
れ
に
苦
し
む
時
、
聖
将

が
世
に
出
て
、
民
の
信
頼
を
集
め
て
匡
済
（
悪
を
た
だ
し
、
乱
れ
を
救
う
こ
と
）
す
る
も
の
で
あ
る
。

漢
・
唐
の
太
宗
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

儀
礼
に
は
、
「
九
伐
の
法
を
以
て
邦
国
を
正
す
」
と
云
わ
れ
る
。
弱
者
を
侮
（
あ
な
ど
）
り
、
少
な

い
勢
力
で
あ
れ
ば
阻
害
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
い
（
「
生
」
の
下
に
「
目
」
）
す
る
。



「
わ
ざ
わ
い
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
太
っ
た
肥
満
の
人
を
し
て
痩
せ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

賢
明
さ
を
そ
こ
な
い
、
民
を
害
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
こ
れ
を
伐
す
る
。
伐
と
い
う
の
は
征
伐
の

こ
と
で
あ
る
。
国
内
や
領
内
で
暴
れ
、
国
外
や
領
外
の
こ
と
を
侮
る
者
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
弾(

た
だ)

す
。
弾
す
と
い
う
の
は
「
空
弾
の
地
（
＝
力
に
よ
る
矯
正
を
要
し
な
い
土
地
）
」
に
こ
れ
を
追
放
す
る

こ
と
で
あ
る
。
野
が
荒
れ
て
民
が
散
っ
て
い
く
と
き
に
は
、
こ
れ
を
削
る
。
削
と
は
削
っ
て
こ
れ
を

小
さ
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
頑
固
に
抵
抗
し
て
服
さ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
侵
す
。
侵
と
い
う
の
は
、

兵
を
発
し
て
そ
の
国
を
侵
攻
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
親
を
賊
殺
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
正
す
。
そ

の
君
主
を
放
殺
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
残
（
そ
こ
）
な
う
（
＝
捕
ら
え
て
殺
す
）
。
法
令
を
犯
し
て
政

治
を
侮
る
と
き
は
、
こ
れ
を
杜
（
ふ
さ
）
ぐ
（
＝
防
止
す
る
）
。
外
内
が
乱
れ
て
鳥
獣
の
よ
う
な
行
い

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
滅
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
用
兵
家
の
方
途
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
に
よ
り
「
不

義
を
警
め
る
」
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
で
、
非
礼
に
し
て
（
兵
の
）
利
用
を
私
的
な
も
の
に
せ
よ
な

ど
と
云
う
事
は
、
未
だ
に
有
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
こ
の
世
の
兵
備
が
存
在
す
る
の
は
、
乱
臣
賊
子

を
禁
ず
る
鎖
と
し
て
の
み
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
権
力
者
が
自
己
の
欲
に
執
着
し
て
公
の
天
下
を
煩

わ
す
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
百
戦
百
勝
も
善
の
善
な
る
も
の
に
非
ず
、
た
だ
小
善

の
無
善
に
勝
つ
所
以
な
り
。
」
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
兵
法
に
お
い
て
は
、
い
つ
で
も
自
己
を
省
み
て
、
ま
さ
に
こ
れ
に
勝
つ
べ
く
し
て
勝

つ
も
の
は
『
理
』
の
外
に
は
な
い
。
理
と
は
彼
と
我
と
を
知
る
こ
と
を
云
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼

を
知
る
と
き
は
我
を
知
ら
ず
、
我
を
知
っ
て
彼
を
知
ら
な
い
と
き
に
は
、
す
な
わ
ち
一
戦
は
勝
ち
、

一
戦
は
負
け
る
と
云
わ
れ
る
。
孫
武
は
、
「
未
だ
戦
わ
ず
し
て
廟
算
す
る
に
、
算
を
得
る
こ
と
多
き
者

は
勝
ち
、
算
を
得
る
こ
と
少
な
き
者
は
負
け
る
。
然
も
い
わ
ん
や
算
無
き
に
於
い
て
お
や
。
」
と
云
っ

て
い
る
。
こ
の
算
す
る
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
理
を
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
理
の
外
に
勝

つ
こ
と
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
銘
刀
を
以
て
莫
耶
（
春
秋
時
代
の
名
剣
）
を
斬
ろ
う
と
思
い
、
卵
を



ぶ
つ
け
て
堅
い
甲
を
砕
こ
う
と
思
う
の
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
天
地
の
間
に
存
在
す
る
い
か

な
る
物
も
、
理
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
。
よ
く
そ
の
道
理
に
帰
し
て
、
我
を
捨
て
て
行
動
す
る
と

き
こ
そ
が
兵
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
君
と
臣
と
、
父
と
子
と
、
天
下
の
た
め
と
我
一
己
の
た

め
と
で
何
か
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
君
と
父
と
天
下
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
選
び
、
臣
と
子
と
己
の

た
め
に
す
る
こ
と
を
捨
て
る
の
が
道
で
あ
る
。
理
で
あ
る
。
い
か
に
末
世
の
風
俗
が
浅
ま
し
く
成
り

下
が
っ
た
と
い
っ
て
も
、
も
し
く
は
あ
の
よ
う
な
闘
争
（
南
北
朝
の
争
乱
を
指
す
）
で
、
君
と
父
と

を
捨
て
、
わ
ず
か
に
己
個
人
の
た
め
に
従
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
人
と
し
て
の
理
で
あ
ろ
う
か
。
あ

ら
ゆ
る
心
の
動
き
の
中
で
も
、
人
を
尊
い
と
す
る
も
の
は
、
た
だ
そ
の
道
理
を
知
る
こ
と
を
も
っ
て

尊
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
人
の
命
は
せ
い
ぜ
い
六
十
年
、
寿
命
長
く
て
も
七
十
歳
、

百
歳
に
及
ぶ
者
は
古
今
稀
で
あ
る
。
暫
時
の
身
命
で
あ
る
の
に
、
不
道
不
義
の
者
と
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
、
無
念
の
次
第
で
あ
る
。
我
が
子
孫
た
る
も
の
、
も
し
も
そ
の
生
涯
に
南
北
朝
の
争
乱
の
よ

う
な
事
態
が
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
時
も
自
ら
の
命
を
君
の
た
め
に
奉
げ
て
、
で
き
る
限
り
の
謀
計
を

回
ら
し
、
そ
れ
が
叶
わ
な
け
れ
ば
屍
を
義
の
路
に
曝
（
さ
ら
）
そ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
道
理
は

必
ず
そ
の
中
に
あ
る
の
だ
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

ま
た
、
兵
法
理
論
の
講
習
に
は
常
に
参
加
し
、
信
実
に
貴
重
な
こ
と
を
学
び
取
ろ
う
と
し
て
熱
心

に
こ
れ
を
聞
け
。
こ
れ
は
当
道
の
み
を
特
に
貴
重
な
も
の
だ
と
す
る
の
で
は
な
い
。
兵
法
は
人
命
、

死
生
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
孫
武
の
い
わ
ゆ
る
「
国
の
大
事
」
と
し
て
こ
れ
以
上
の
も
の
は
無
い

か
ら
で
あ
る
。
諸
々
の
兵
器
等
も
ま
た
、
同
様
で
あ
る
。
か
り
そ
め
に
も
こ
れ
を
軽
易
に
す
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
当
道
の
士
で
は
な
い
。
負
版
者
に
軾
（
ひ
ざ
つ
き
）
す
と
は
、
（
神
事
や
宮
中
の
行
事
な

ど
で
、
地
面
に
ひ
ざ
ま
ず
く
と
き
、
半
畳
ほ
ど
の
敷
物
を
地
上
に
敷
い
て
汚
れ
を
ふ
せ
ぐ
）
古
者
の

礼
で
あ
る
。
ま
し
て
や
兵
器
に
こ
う
し
た
敬
意
を
払
わ
な
い
こ
と
が
ど
う
し
て
許
さ
れ
よ
う
か
。
こ

の
こ
と
を
察
す
る
べ
し
。 


