
後
漢
末
軍
閥
考

ー
流
民
問
題
及
び
募
兵
制
を
中
心
に
i

吉

田

健
太
郎
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第

一
章

で
は
ま
ず
流
民
を
考
察
す
る
目
的
を
明
ら
か
と
す
る
。
本
論
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
特
徴
で
あ
る

「分
裂
の
世
」
を
生
み
出
し

た
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
「分
裂
の
世
」
を
引
き
起
こ
し
た
直
接
原
因
に
西
晋
期
に
起
こ
っ
た
八
王
の
乱
と
そ
れ
に
続

く
五
胡
の
侵
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
他
に
想
定
し
う
る
原
因
に
中
国
全
土
、
特
に
華
北
地
区
で
の
相

対
的
な
国
力
低
下
、
言

い
換

え
る
と
戸
口
の
減
少
が
指
摘
で
き
る
。
五
胡
の
勃
興
も
五
胡

の
総
人
口
が
増
加
し
た
と

い
う
よ
り
も
中
国
本

土
の
人
口
が
減
少
し
た

こ
と
に
よ
り
少
数
民
族
で
あ
る
五
胡
の
台
頭
が
起
こ

っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
前
代
に
あ
た
る
後
漢
期
に
顕
著
と

な
る
流
民
問
題
を
考
察
し
、
流
民
が

い
か
に

「分
裂

の
世
」
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
合
わ
せ
て
後
漢
の

兵
制

と
流
民
問
題
と
の
関
連
を
主
に
後
漢
の
軍
勢
徴
厚
方
法
の

一
つ
で
あ
る
募
兵
制
よ
り
考
察
す
る
。

第

二
章
に
お
い
て
は
本
稿
の
中
心
論
題
と
な
る
後
漢

の
流
民
問
題
に

つ
い
て
論
及
す
る
。
ま
ず
後
漢
代
に
起
こ

っ
た
諸
反
乱
と
流
民
の

関
係

を
考
察
す
る
。
多
田
猫
介
氏
は
後
漢
帝
国

の
下
降
期
を
三
段
階
に
分
け
て
考
察
、
第

一
段
階

(
一
〇
〇
～

一
三
〇
)
は
完
人
の
反
乱

の
長
期
化
と
災
害
の
多
発
に
よ
り
流
民

.
貧
民
が
発
生
し
反
乱
が
生
じ
た
こ
と
、
第

二
段
階

(
一
三
〇
～

ニ
ハ
○
)
は
華
北

へ
物
資
を
供
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給
す

る
こ
と
の
負
担
に
よ
る
江
潅
地
区

へ
の
反
乱

の
波
及
、
第
三
段
階

(
一
六
●
～

.
八
四
)
は
さ
ら
に
南
下
し
黄
巾
の
乱
に
帰
結
す
る
。

反
乱
と
流
民
の
関
係
を
見
る
た
め

一
四
二
年
に

一
度
反
乱
集
団
を
解
散

し
そ
の
後
再
度
反
乱
を
起
こ
し
た
張
嬰

の
反
乱
の
事
例
を
考
察

し
、

そ
の
結
果
反
乱
原
因
は
郡
太
守

の
収
奪

に
あ

っ
た
こ
と
、
張
嬰
は
再
度
反
乱
を
起

こ
し
て
い
る
が
前
回
は

「数
万
」
あ

っ
た
勢
力
が

「数
千
」

に
減
少
し
て
い
る
が
こ
れ
は
広
陵
太
守
張
綱

の
帰
農
政
策
に
よ
り
生
業
の
復
興
が
な
さ
れ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
反
乱
集
団
が
多

く
流
民

・
貧
民
層
に
依
拠

し
て
い
た
と
考
え
る
。

次

に
後
漢
国
家
の
流
民
対
策
の
現
状
は
ヒ
谷
浩

.
氏

・
東
晋
次
氏
の
見
解
よ
り
和
帝
～
安
帝
期
に
か
け
て
中
央

政
府
の
積
極
的
な
地
方

政
府

へ
の
流
民
問
題
等
の
具
体
的
な
対
策
実
行
の
強
化
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
以
後
外
戚
や
宙
官

の
専
横
や
様
々
な
立
場

の
豪

族
の
攣
肘

に
よ
り
地
方
行
政
が
機
能
し
な
く
な

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
戸
口
の
虚
偽
登
録
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

『後
漢
書
』
に
散
見
す
る
史
料
よ
り
後
漢

の
総
人
目
が
五
千
万
を
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
実
質
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ

っ
た
と

考
え
る
。
ま
た
、11
口
の
虚
偽
登
録
分
の
諸
税
が
他

の
戸
籍
登
録
者
の
負
担
に
な
る
可
能
性
か
ら
流
民
化
の
長
期
継
続
が
指
摘
で
き
、
こ
れ

が
黄
巾

の
乱
の
ド
地
と
な

っ
た
と
考
え
る
。

次

に
後
漢
末
軍
閥
と
流
民
の
関
係
に
お
い
て
ま
ず
後
漢
末
軍
閥
が
流
民
を
軍
隊
供
給
源
と
し
て
い
る
事
例
を
挙
げ
流
民
の
存
在
が
戦
乱

の
原
因
と
な
る
こ
と
、
地
方
行
政
機
能
の
復
興
が
軍
閥
諸
勢
力
の
拡
大
防
止
と
流
民

の
帰
農
に
か
か
せ
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

魏

の
移
民
政
策
に
お

い
て
魏
王
朝
建
国
当
初
も
な
お
戸
口
把
握
状
況
が
低
か

っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
魏
の
文
帝
曹
丞
は
曹
操

の
中
原
地

区
の
戸
口
増
加
の
政
策
を
継
承
し
よ
り
明
確
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、
移
民
政
策
は
移
民
費
用
や
税
免
除
等

の
経
済
的
負
担
は
軽
視
で
き
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

曹

操
と
孫
権
の
境
界
に
あ
た
る
江
潅
地
区
で
、
、
.
三
年

に
十
余
万
戸
も
の
流
民
が
発
生
し
て
い
る
が
こ
の
原
因
は
移
民
の
実
行
に
あ
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る
。

こ
の
移
民
の
失
敗
事
例
と
成
功
事
例
で
あ
る
魏
蜀
の
境
界
で
の
移
民
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
江
潅
の
事
例

で
は
劉
酸

・
陳
登
等

の

死
去

に
よ
る
有
力
地
方
官
の
欠
如
、
曹
操
が
行
な

っ
た
徐
州
で
の
大
虐
殺
、
戸
口
登
録
者
も
屯
田
民
に
編
人
す
る
態
度

へ
の
不
安
の
三
つ

の
移

民
を
阻
害
す
る
要
素
が
あ

っ
た
こ
と
、
魏
蜀
で
の
事
例
で
は
張
既

・
杜
襲

・
楊
阜
等
有
力
地
方
官
の
配
置
、
強
制
屯
田
編
入
防
止
の

浸
透

に
求
め
る
。
ま
た
両
地
区

の
状
態
の
違

い
に
も
着
目
し
江
准
地
区
が
多
く
自
活
し
う
る
人
民
で
あ

っ
た
の
に
対
し
関
中
か
ら
漢
中
に

か
け

て
は
董
卓

の
長
安
遷
都
に
よ
る
洛
陽
住
民
の
長
安

へ
の
移
転
に
始
ま
り
董
卓
残
党
の
略
奪
や
馬
超

・
韓
遂
に
よ
る
反
乱
に
よ
り
多
量

の
流
民
群
が
充
満
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
こ
こ
か
ら
流
民

の
軍
閥

へ
の
編
人
の
容
易
さ
を
指
摘

し
こ
れ
か
ら
も
流
民
が

「分
裂
の
世
」

を
創

出
す
る
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。

第

三
章
に
お
い
て
は
第

二
章
に
お

い
て
論
及
し
た
流
民
と
後
漢
の
兵
制
の
関
連
を
考
察
す
る
。
ま
ず
後
漢
光
武
帝
の
軍
備
縮
小
政
策
に

つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
軍
備
縮
小
政
策
に
よ

っ
て
少
な
く
と
も
後
漢
中
期
頃
ま
で
内
郡
に
お
い
て
徴
兵
が
行
わ
れ
な
い
時
期
が
あ
る
こ
と
、

浜
口
重
国
民
の
説
く
人
民

の
兵
役
義
務
意
識
の
薄
れ
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
、
戸
口
把
握
の
減
少
等
の
情
勢
下
に
募
兵
制
が
隆
盛

し
た
要
因
を
指
摘
す
る
。

次

に
後
漢

の
募
兵
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
募
兵

の
要
素
で
あ
る
賞
賜
に
つ
い
て
論
及
し
募
兵
の
支
給
金
は
邑
ご
と
に
払
わ
れ
て
い

る
こ
と
、
謝
安
の
事
例
よ
り
あ
る
程
度
集
団
を
形
成
し
た
者
の
募
兵
も
行

っ
て
い
た
事
、
そ
の
場
合
金
銭
の
ほ
か
爵
位
や
食
邑
が
与
え
ら

れ
る
事
を
挙
げ
る
。
ま
た
募
兵
軍
は
充
分
な
賞
賜
が
得
ら
れ
な
い
場
合

「賊
」
化
す
る
危
険
性
を
も

つ
事
、
朱
蓋

の
長
期
間
の
兵
役
に
つ

い
て

い
た
と

い
う
事
例
か
ら
朱
蓋

の
生
活
基
盤
が
農
業
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
職
業
軍
人
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
募
兵
軍
に
よ
る
常
備
兵

の
構
成
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
賞
賜
不
足
の
問
題
は
当
時

の
税
収
入
の
低
下
の
ほ

か
西
北
方
面
の
事
例
と
し
て
L
級
軍
人
が
扶
持
米
を
自
己
の
懐
に
入
れ
末
端
ま
で
到
達
し
な
か

っ
た
事
例
を
あ
げ

る
。
後
漢
の
募
兵
軍
の
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集
大

成
と
も
言
え
る
西
園
軍
に
つ
い
て
は
数
箇
所
の
軍
隊
補
強
地
を
挙
げ
そ
の
中
で
泰
山

・
丹
楊
の
募
兵
は
自
然
環
境
が
厳
し
い
こ
と
に

よ
り
精
兵
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
か
流
民
の
集
合
地
で
あ
る
山
に
着
目
し
穀
物
生
産
に
従
事
す
る
税
役
負
担
者
で
あ
る
編
戸
の
民
に
兵
役

を
課
す

こ
と
を
避
け
る
必
要
L
、
山
に
集
ま
る
流
民
を
募
兵
の
対
象
と
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

次

に
後
漢
末
軍
閥
の
軍
勢
徴
集
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
軍
勢
徴
集
方
法
と
し
て
劉
表
の
場
合
江
南
で
勢
い
が
さ
か
ん
だ

っ
た
宗
賊
を
招

き
寄

せ
騙
し
討
ち
に
し
て
そ
の
軍
勢
を
吸
収
し
て
い
る
。
曹
操

の
初
期
の
軍
勢
徴
集
は
多
く
募
兵
を
行

っ
て
お
り
そ
の
募
兵
地
に
西
園
軍

と
同

様
に
丹
楊
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
他
後
漢
末
軍
閥
の
軍
勢
徴
集
を
鑑
み
た
際

い
ま
ま
で
考
察
し
て
き
た
穀
物

生
産
に
従
事
す
る
も
の

へ
の
兵
役
負
担

の
回
避
が
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
曹
操
に
お
い
て
は
徴
兵
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
徴
兵
の
事
例
を
考
察
し
た
結
果
全
て
二
〇
四
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り
こ
れ
は
屯
田
経
営
の
発
展
に
よ
る
穀
物

生
産
量
の
増
大
に
よ
り

軍
事

力
強
化
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
た
め
と
考
え
る
。

第

四
章
に
お
い
て
い
ま
ま
で
考
察
し
て
き
た

こ
と
の
ま
と
め
と
魏
晋
期
の
情
勢
を
展
望
す
る
。
後
漢
王
朝
に
と

っ
て
流
民
の
発
生
は
税

収
入

の
減
少
や
反
乱
等
の
社
会
不
安
を
醸
成
す
る
も
の
で
否
定
的
な
現
象
で
あ
る
の
に
対
し
後
漢
末
軍
閥
等
の
新

興
勢
力
に
と

っ
て
流
民

は
軍

事

・
生
産
の
両
面
に
わ
た
り
活
躍
し
そ
の
編
入
も
編
戸
の
民
に
比
べ
容
易
で
兵
士

・
穀
物
生
産
者
と
そ
の
加

工
も
楽
に
行
え
る
点
で

は
軍
閥
に
と

っ
て
肯
定
的
に
捉
え
得
る
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
に
流
民
が
王
朝
の
衰
退
と

「分
裂

の
世
」
を
引
き
起

こ
す
要
因
で
あ
る
と
結

論
づ
け
る
。

後

漢
の
兵
制
と
流
民
と
の
関
連
に
お
い
て
流
民
発
生
に
よ
る
戸
口
の
減
少
に
募
兵
制
の
隆
盛

の
原
因
と
し
た
が
逆
に
王
朝
に
お
け
る
徴

兵
制

の
運
行
は
王
朝
の
国
力
の
安
定
の
指
標
と
も
言
え
る
。

最
後
に
三
国
時
代
を
各
国
境
線
上
を
除
き
比
較
的
安
定
し
た
時
代
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
が
蜀
及
び
呉
の
滅
亡
当

時
の
人
口
と
後
漢
時
の
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人
口
を
比

べ
る
と
蜀

.
呉
の
人
口
の
減
少
が
目
に
付
く
。
こ
れ
は
三
国

の
鼎
立
が
戦
時
の
状
況
で
軍
隊
維
持
等

の
様
々
な
軍
事
費

の
負
担

に
よ

っ
て
中
国
の
国
力
が
復
興
し
て
い
る
時
代
と
は
言

い
難

い
。
魏
を
継
ぎ
中
国
を
統

一
し
た
西
晋
は
後
漢
に
お
け
る
光
武
帝

・
明
帝

・

章
帝

三
代
の
如
く
し
ば
ら
く
の
復
旧
期
間
を
設
定
す
る
必
要
が
あ

っ
た
が
ま
も
な
く
起
こ
っ
た
八
王
の
乱
に
よ
り
中
国
の
国
力
が
低
下
し

た
ま

ま
五
胡
の
侵
入
を
蒙
り
長
期
の

「分
裂
の
世
」
を
現
出
さ
せ
た
と
考
え
る
。
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