
242:

漠

代

の

遵

境

組

織

-

軒

の

配

置

に

つ

い

て
1

米

田

賢

次

､

郎

一.F

漠
代
連
境
組
織
を
研
究
の
封
象
と
す
る
以
上
は
'
軍
隊
の
命
令
系

統
に
そ
っ
て
'
軍
政
組
織
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
来
の
目

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
嘗
時
の
連
境
防
備
の
組
織
を
そ

の
ま
1
現
在
の
地
園
の
上
に
複
原
す
る
･に
は
木
簡
の
地
名
と
聾
掘
地

鮎
の
番
牧
と
の
照
合
を
始
め
､
な
お
幾
多
の
な
す
べ
き
困
難
な
基
礎

作
業
を
穣
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
組
織
全
体
を
目
的
と
す
る
に
は
'

私
の
現
在
の
研
究
が
余
-
把
も
不
充
分
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
弊
斡

氏
の
研
究
成
果
,
す
な
わ
ち

｢居
延
漠
簡
考
盈

撃

中
に
牽
表
さ

れ
て
い
る
左
の
漢
代
連
境
組
紋
の
国
表

′ヽ1

都
尉
-

候
官

-
候
長
-

軒
長

錬士部丞
属史尉

倶
史

I_50

に
つ
5
て
若
干
の
不
満
と
､
多
少
の
療
間
を
持
た
ぬ
で
は
な
い
が
'

今
は
そ
れ
を
穣
し
た
ま
1
'
最
も
末
端
の
'
そ
の
故
に
こ
そ

l
番
具

体
的
な
資
料
に
富
む
熊
を
嘗
面
の
研
究
封
象
と
し
て
'
こ
れ
を
各
面

よ
-
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
｡

候
麿
の
研
究
と
し
て
は
夢
斡
氏

｢樺
漠
代
的
亭
邸
輿
蜂
健
｣
｡
｢漠
代

的
亭
制
L

の
論
文
が
-

t
.差

前
述
の

｢
居
延
漠
簡
考
樺
諸

L

(著
作
日
録
参
照
)

に
も
相
常
の
頁
数
が
割
か
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら

の
作
品
は
居
延
漠
筒
を
駆
使
し
て
従
乗
の
資
料
を
補
足
し
た
弊
作
で
､
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い

づ

れ
も
新
知
見
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
､
な
お
簡
自
体
に
印
し
た

研
究
の
展
開
に
'
可
成
の
不
満
が
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
｡

我
国
に
お
い
て
も
村
落
の
研
究
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
'
附
謄
的
に

研
究
さ
れ
て
釆
た
が
'
最
近
絵
本
青
海
氏
の
着
目
す
べ
き
好
論

文

｢秦
漠
時
代
に
苦

る
革
の
襲
遼
｣
謡

文
靴
押
韻

韻

葬
の
豪
雪

み
た
｡
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
研
究
を
批
判
し
'
捨
て
る
べ
き
を
捨
て
'

探
る
べ
き
を
探
っ
て
'
そ
の
上
に
該
博
な
引
詮
と
精
密
な
推
理
を
以
′

て
組
立
て
た
こ
の
論
文
は
'
連
境
の
革

(
す
な
わ
ち
候
燃
)
に
つ
い
.

て
次
の
様
に
結
論
を
下
し
て
い
る
.

｢
(
出
上
を
)
整
理
す
る
と
お
お
よ
そ
次
の
如
-
に
な
ろ
う
.

3革

は
連
轟
の
陣
の
下
に
位
す
る
軍
事
施
設
で
'
監
視
噌

(候
)
と
狽
煙

育
(健
)
と
'
そ
の
大
な
る
も
の
は
兵
舎
(
こ
れ
が
本
来
の
事
か
)
と

を
兼
ね
'
有
事
の
際
に
は
ト
ー
チ
カ
と
も
な
る
.

何事
に
は
'
そ
の

上
に
候
長
'
さ
ら
に
そ
の
上
に
士
吏
が
そ
れ
ぞ
れ
戊
卒
を
率
い
て
駐

屯
L
t
障
に
駐
屯
す
る
尉
の
統
率
を
受
け
る
.
掬
事
は
'
こ
れ
等
の

戊
卒
が
蜂
火
煙
塵
を
奉
げ
'
ま
た
侍
書
を
リ
レ
ー
し
て
軍
情
を
報
知

す
る

(
恐
ら
-
は
ま
た
軍
需
品
を
遮
迭
す
る
)
た
め
の
摸
鮎
と
な
る
｡

㈲革
に
は
屯
田
が
附
設
せ
ら
れ
､
/そ
こ
で
屯
戊
の
吏
卒
'
な
ら
び
に

こ
土
に
寄
宿
す
る
使
客
の
食
糧
が
生
産
さ
れ
る
L

と
熱
の
性
格
を
論

逃
し
二

皿
果

一
俵

･
十
里

]
革
の
男
が
机
上
の
基
文
で
な
-
'
文
具

は
郷
里
の
数
を
指
す
も
の
で
は
な
-
'
距
離
の
男
で
あ
る
こ
と
を
詳

l

細
9
,考
琵
し
て
い
る
.~
結
論
に
射
し
て
私
は
反
封
す
る
わ
け
で
は
な

い
.
し
か
し
氏
自
身
の
附
記
よ
り
判
断
す
る
に
種
々
の
事
情
よ
り
新

出
資
料
居
延
木
簡
の
債
値
を
み
と
め
つ
つ
も
'
そ
れ
を
利
用
す
る
こ

と
が
出
釆
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
い
ら
れ
る
.
･幸
い
私
も
此

の
研
究
合
で
木
簡
を
通
譲
す
る
横
合
を
得
て
'
蜂
無
に
関
す
る
若
干

の
資
料
と
'メ
そ
れ
に
伴
っ
て
二
'
三
の
新
知
見
を
持
つ
を
得
た
の
で
'

蛇
足
の
恐
れ
が
あ
る
が
'

1
鷹
ま
と
め
て
み
た
い
.
本
稿
で
は
手
順

と
し
て
幣
の
配
置
に
つ
い
て
の
方
法
'
及
び
そ
れ
に
附
接
し
て
倉
庫

の
7
両
と
に
ふ
れ
て
み
た
い
O

〓

秦
漠
時
代
す
で
に
北
連
の
地
に
候
幣
の
構
築
さ
れ
た
こ
.と
を
示
す

資
料
は
決
し
て
少
-
な
い
.
そ
の
日
ぼ
し
い
も
の
を
二
･
三
拾
っ
て

み
よ
う
｡

秦
の
統

丁
後
､
将
軍
蒙
情
は
十
寓
,Q
兵
を
率
い
て
北
征
し
河
南
の

地
を
奪
取
し
た
後
'
北
連

7
帯
に
長
蛇
の
ご
と
き
要
塞
線
を
き
づ
い

た
こ
と
は
次
の

｢河
に
因
っ
て
基
を
為
り
'
四
十
四
僻
に
築
-
o
城

(15㍗
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は
河
に
臨
み
'
適
戊
を
徒
し
て
以
て
こ
れ
を
充
た
す
･･･中
略
･･･因
っ

て
山
陰
に
適
し
'
渓
谷
を
担
り
'
繕
う
可
き
も
の
は
こ
れ
を
治
め
-

-
L
㌶

紅

の
記
事
に
も
明
ら
か
な
こ
と
で
-

0

漠
に
な
る
と
､
桑
公
羊
の
上
奏
中
に

｢
ま
す

-
慨
田
を
重
し
'

次
々
に
列
亭
連
城
を
築
き
'
西
は
以
て
西
国
を
威
し
'
烏
孫
を
輔
-
O

-
中
略
-
巌
に
太
守
都
尉
に
勅
し
て
蜂
火
を
明
ら
か
に
L
t
士
馬
を

選
び
斥
候
を
警

み
薬
草
を
貯
え
L

順
鞘
軌
齢

と
述
べ
克

,
武
師

将
軍
李
庚
利
が
敗
北
後
'
大
鴻
櫨
ら
が
連
境
問
題
を
討
議
し
た
中
に

｢
今
連
塞
正
し
か
ら
す
'
聞
出
禁
ぜ
ら
れ
す
'
障
候
長
束

は
卒

を

し
て
獣
を
独
せ
し
め
皮
肉
を
以
て
利
と
な
す
｡
卒
苦
し
む
｡
而
し
て

蜂
火
亡
L
t
朱
も
ま
至

集
す
る
を
え
す
｣
鯛
と
連
境
防
備
の
腐
敗
の

状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
蘭
出
と
は
逃
亡
で
あ
り
'
し
か
も
そ
れ

を
主
ど
る
障
候
の
長
吏
が
こ
れ
を
取
締
ら
な
い
ば
か
り
か
'
彼
等
白

身
戊
卒
を
私
役
し
鳥
獣
を
獲
り
'
そ
の
皮
や
肉
皇
買
っ
て
私
利
を
澄

み
､
戊
卒
が
そ
の
た
め
に
疲
弊
L
t
任
務
で
あ
る
蜂
火
警
報
の
こ
と

を
忽
に
す
る
｡
こ
.の
有
様
で
あ
る
か
ら
上
に
報
薯
す
べ
き
亡
失
者
の

数
が
中
央
に
集
ま
ら
な
い
と
.
こ
の
痛
歎
ぶ
り
よ
り
'
す
で
に
こ
の

北
連
の
地
に
は
障

･
候
が
置
か
れ
て
相
昔
の
期
間
が
す
ぎ
'
最
初
の

緊
張
が
失
わ
れ
て
き
た
と
も
t
や
1
臆
測
の
勝
つ
殊
い
が
あ
る
が
､

考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡
最
も
詳
密
な
記
録
と
し
て
は
'
元
帝
の

博
'
呼
韓
邪
草
子
が
玉
穂
を
宴
と
L
t
漠
に
悦
服
し
て
服
属
を
ち
か

い
'
白
か
ら
連
境
の
保
壁
た
ら
ん
と
と
を
申
し
い
で
'
群
臣

1.由

fJ
れ

に
賛
成
し
た
際
'

一
人
こ
れ
に
反
封
し
た
郎
申
侯
魔
の
廠
答
が
あ
る
｡

彼
は
嘗
時
通
事
に
習
う
を
以
て
有
名
で
あ
ゎ
'
こ
の
時
逸
事
に
､つ
い

て
十
傑
の
上
奏
を
行
っ
て
い
る
.
其
の
中
で
塞
革
に
関
し
て

｢孝
武

の
世
に
至
り
'
師
を
出
し
て
征
伐
L
t
此
の
地
を
斥
奪
し
て
之
を
幕

.ヽ

北
に
壊
う
.
塞
微
を
建
て
亭
陳
を
起
し
'
外
城
を
築
d
て
屯
戊
を
設

け
'
も
っ
て
之
を
守
る
｡

-
中
略
-
墓
を
起
し
て
以
釆
百
飴
年
'
皆

は
土
垣
を
以
て
す
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
｡
或
は
山
に
因
り
'
巌
石

･

木
柴

･
慮
落
'
浴
谷

･
水
間
に
よ
っ
て
守
る
｡
や
や
平
と
な
れ
ば
'

卒
徒
を
動
か
し
て
之
を
築
治
す
｡
功
費
久
遠
に
し
て
勝
げ
て
計
る
べ

か
ら
す
L

欄
鯛
蜘
舶

こ
の
文
に
讐

て
み
れ
ば
'
轟

代
遠

境

壷

に
塞
が
お
か
れ
た
の
み
な
ら
ず
'
こ
れ
等
の
塞
は
'
あ
る
い
は
沙
漠

中
平
坦
の
地
に
土
垣
を
も
っ
て
築
か
れ
'
あ
る
い
は
要
音
の
地
に
厳

重
な
防
備
施
設
を
姪
ど
こ
し
て
作
ら
れ
'
し
か
も
常
に
修
繕
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
b

後
漢
書
に
は
建
武
十
三
年
に
王
覇
が
社
茂
と
協
力
し
て
沌
刑
の
徒

六
千
飴
人
を
率
い
て
飛
狐
遇
を
治
め
､
石
を
堆
み
､
土
を
布
S
て
､

52-I
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亭
陣
を
築
起
し
た
瑚
o#
溺
覇

次
い
で
建
武
二
十

毒

始
め
て
中
郎

将
馬
摸

･
論
者
を
遺
し
て
力
を
分
か
ち
､
蜂
候
を
築
か
し
め
た
の
で
､

保
壁
は
し
だ
い
に
興
っ
た
慧

鵬
陀
詣

と
あ
る
.

か
-
漠
の
時
代
に
は
'
時
に
は
防
備
が
ゆ
る
み
亭
幣
の
絶
滅
を
見

た
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
'
大
体

1
代
を
通
じ
て
北
方
連
境
に
は

候
黙
む
き
す
い
て
'
旬
奴
そ
の
他
の
塞
外
民
族
の
侵
入
に
封
し
て
鼠

重
な
警
戒
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡

三

で
は

一
体
候
無
は
如
何
な
る
土
地
を
選
ん
で
築
造
さ
れ
た
も
の
な

の
か
｡
勿
論
そ
の
職
務
か
ら
必
然
的
に
'
候
豊
の
利
-
高
地
で
あ
り
'

敵
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
要
害
の
土
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
収

常
識
か
ら
云
っ
て
嘗
然
す
ぎ
る
程
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
い
ま
さ

ら
云
々
す
る
こ
と
も
な
い
が
'

7
度
常
時
の
資
料
に
よ
っ
て
確
か
め

た
い
｡
す
な
わ
ち
私
は
嘗
時
の
無
名
か
ら
こ

れ
ら
の
幣
の
位
置
を
推

定
し
'
そ
れ
と
同
時
に
特
に
熱
と
同
じ
位
置
に
倉
の
あ
っ
た
JJ
と
を

示
す
若
干

-
少
数
で
は
あ
る
が

I
の
木
簡
か
ら
防
禦
組
織
と
類

似
の
倉
庫
網
の
あ
っ
た
こ
と
を
類
推
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡

(
以
下
伊
藤
道
治
氏
の
多
作
に
な
る
麿
の
配
置
簡
(
四
八
‥
四
九
貢
)を
参
照

き
れ

た

い

｡)

糾
旬
奴
の
戦
闘
の
た
め
'
専
ら
軍
事
的
債
値
を
目
榛
に
構
築
さ
れ

た
も
の

こ
れ
は
性
質
上
嘗
然
の
こ
と
b
あ
り
'
現
在
判
朋
し
て
い
る
無
名

の
大
年
は
こ
れ
に
屠
す
る
も
の
b
あ
る
.
そ
の
中
'
兼
山

･
登
山

･

嘗
山
等
の
名
を
持
つ
幣
は
山
に
凍
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
b
あ
ら
う
L
t

察
欲

･
望
遠

･
胡
望

･･
望
喜

･
高
望

･
通
望
等
の

7
連
の
類
似
し
た

熱
名
を
轟

つ
も
の
は
'
種
々
な
軍
事
上
の
任
務
中
'
特
に
候
望
が
主

た
る
目
的

eJ.あ
つ
た
で
あ
ろ
う
.
さ
ら
に
沙
頭

･
高
抄
等
沙
漠
の
中

に
あ
つ
た
と
推
察
さ
れ
る
幣
は
､
沙
漠
の
交
通
路
を
守
る
た
め
の
革

に
違
い
な
い
.

㈲
河
川
ま
た
は
湖
池
に
近
く
'
水
の
確
保
に
便
利
な
地
鮎
灯
設
け

ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
も
の

こ
の

7
群
に
は
渠
井

･
臨
水

･
升
水

･
湖
池

･
嘗
井

･
河
上

･
河

曲
等
々
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
.
ま
た
黙
名
で
な
S
が
簡
中

に
熱
が
水
に
近
く
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
も
あ
る
｡

･

所
持
木
枕
喜
滅
復
水
門

重
言
石

(天
)
田
北
行
出
倶
起
撫
南
天
田
爽
河
遠
入
熱
南
天
田

童

丁
((

右
の
二
簡
申
'

1
は
天
田
に
入
っ
て
来
た
曲
者
は
自
分
の
所
持
し
て

W35㌔
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い
た
枚
で
も
つ
て
'
そ
の
足
跡
を
塔
内
し
な
が
ら
永
門
を
復
し
て
(意

味
不
明
)
-
･･･こ

と
云
う
の
b
あ
ろ
う
.｡

第
二
簡
は
如
何
な
る
陳
か

分
明
で
な
い
が
t
と
に
か
-
天
田
を
警
戒
し
な
が
ら
北
行
し
て
'
倶

起
幣
の
南
の
天
田
に
出
で
'
河
を
爽
み
て
還
り
野
の
南
の
天
田
に
入

る
-
-
L
と
云
う
意
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
二
簡
は
い
ず
れ
も
'
天
田
の

中
か
'
ま
た
は
天
田
紅
綬
い
て
河
水
の
あ
る
こ
と
'
換
言
す
れ
ば
陳

が
水
に
近
い
所
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
因
み

に
こ
れ
ら
の
熱
に
お
け
る
水
の
確
保
に
は
'
嘗
局
も
相
常
の
青
紫
が

あ
っ
た
ら
し
-

匹
言
之
其
母
井
著
各
積
水
亭
十
石

皇
E･
九

と
水
の
優
の
な
い
も
の
は
亭
ご
と
に
氷
十
石
を
貯
蔵
せ
し
め
て
'
も

っ
て
飲
料
水
そ
の
他
の
用
に
供
さ
し
め
た
も
の
b
あ
ろ
う
.

榊

は
特
叱
甲
渠
候
官
に
屠
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
t

r
第

7
幣
｣
｢
第
四
候
｣

｢第
五
黙
j
の
如
-
に
'
ナ
ン
バ
ー
の
付
さ
れ
た

熱
で
あ
る
.
こ
れ
は
仝
-
現
在
の
私
と
し
て
は
臆
測
の
域
を
出
な
い

が
'
今
の
考
で
は

r
エ
チ
ナ
河
流
域

1
帝
の
農
耕
適
地
で
'
河
流
に

沿
っ
て
農
耕
が
行
な
わ
れ
'
そ
の
農
耕
地
の
幾
つ
か
に
倉
が
鮎
殺
し

て
置
か
れ
,
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
保
護
連
絡
の
か
め
に
候

･
陳

(目
的

上
か
ら
革
と
呼
ん
だ
方
が
よ
い
場
合
も
あ
ろ
う
が
)
が
設
置
さ
れ
て

い
た
｣
も
の
と
思
う
｡

lLuCq

こ
1
で

1
度
黙
か
ら
離
れ
て
北
連
に
置
か
れ
た
で
あ
ろ
う
鷹
倉
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
史
記

･
漢
書
に
は
そ
の
詳
し
い
組
織
に
つ

い
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
｡

元
鳳
三
年
十
月
戊
子
酒
泉
座
食
安
臥
以
近
攻
兼
行
大
守
事主0-号

三

十

1
月
丁
卯
張
故
大
守
奉
世
守
部
司
馬
行
長
史
事
庫
令
行
丞
事

下
居
延
都
尉
(詔
)
□
清
泉
大
守
口
国

吉
予
去

三
月
丙
午
張
披
長
史
延
行
太
守
事
屑
水
倉
長
湯
条
行
丞
事
下

属
国
農
都
尉
小
府
願
宮
東
書
従
事
下
常
用
者
如
詔
書
/
守
展

宗
助
府
佐
定

1Q
･至

最
初
の
簡
は
酒
泉
の
庫
令
安
国
は
近
攻
を
以
て
太
守
の
仕
事
を
代

I

行
し
た
記
録
で
-

.
欝
葦

の
詮
明

朝
糾
諸

諸

に
よ
る
喜

夷
と
は
地
位
が
爽
ぐ
卓
茶
う
こ
と
で
な
-
資
歴
近
き
に
ii
つ
て
代
行

す
る
の
で
あ
る
と
云
う
｡
資
歴
と
地
位
の
達
は
私
に
は
明
ら
か
で
な

い
が
'
そ
れ
は
別
と
し
て
､
雨
着
は
余
り
に
も
版
行
す
る
も
の
と
も

考
え
ら
れ
ぬ
｡
し
た
が
っ
て
同
氏
が
呉
式
芽
の
封
泥
考
路
を
引
用
し

I

つ
つ

｢
上
郡

･
漁
陽

･
北
地
の
諸
郡
に
庫
令
が
あ
ゎ
'
其
の
地
位
は

暮
し
願
令
に
比
す
べ
き
も
0
.で
あ
る
L

鯛
ど
決
論
し
て
い
る
の
は
億

一-45∴



如才

を
置
-
べ
き
や
あ
ろ
う
｡

第
三
筒
は
'
張
液
長
史
姪
が
太
守
の
こ
と
を
代
行
す
る
｡
遷
都
の

長
史
は
丞
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
り
'
そ
こ
で

一
名
丞
が
釈
け
た
か
ら
､

･

倉
長
の
揚
が
丞
の
事
を
発
行
し
て
展
開
農
都
尉
や
小
府

･
願
官
に
書

を
下
し
'
更
に
彼
等
か
ら
書
を
受
け
て

(嘗
際
に
)
仕
事
に
従
っ
て

事
に
嘗
る
者
に
下
さ
し
め
た
命
令
通
知
書
で
あ
る
｡

二
者
を
併
せ
て
考
え
れ
ば
'
庫
令
は
太
守

･
丞
を
代
行
し
'
倉
長

は
麓
の
こ
と
を
発
行
す
る
と
す
れ
ば
庫
令

･
倉
長
共
に
そ
の
地
位
が

相
等
に
高
く
'
弊
韓
の
云
っ
て
い
る
ご
と
-
願
令
'
或
は
太
守
府
の

塵
に
比
肩
す
る
か
'
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
地
位
に
置
か
れ
舟
も
の
で

あ
ら
う
｡

し
た
が
っ
て
こ
1
で
は

｢庫
命

･
倉
長
-

連
境
の
兵

姑
任
韓
の
最
高
地
位
に
あ
る
者

-
の
地
位
は
相
等
高
い
も
の
で
あ

る
L
と
云
う
決
論
だ
け
は
出
し
得
る
で
あ
ら
う
｡

や
は
こ
の
庫
命

･
倉
長
の
下
部
姐
磯
は

7
体
ど
う
な
っ
て
い
る
か
､

非
常
に
資
料
が
少
い
の
で
'
ま
っ
た
-
推
量
の
域
を
出
な
い
が
'
そ

れ
に
賄
係
あ
る
筒
を
左
に
挙
げ
よ
う
.

糾第
廿
三
然
倉
建
平
五
年
十

7
月
吏
卒
嘗
食
者
案
受
穀
簿

天

畠

･
七

㈱
令
史
弘
校
第
廿
三
倉
敷
'
十
月
簿
飴
穀
稗
櫨
大
石
六
十

一
石
八

斗
三
升
大

吉
X
･々

㈱
牧
虜
倉
河
平
元
年
十
月
穀
入
簿

芸

<
･
心

細第
廿
六
l
廿
五
倉
五
鳳
五
年
五
月
穀
出
入
帝

7
0

1
･
1

㈱
寄
速
倉
建
昭
三
年
二
月
常
食
案
塑
出
入
簿

真

勇

㈱
出
鉾
銀
幕
五
千
給
寄
滝
倉

‥
十
月
丙
戊
春
速
候
史
彰
受
命
見

回

7
升

□
口
黙
卒
王
博

嘗
曲
無
卒
重
安
世

血
書
燃
卒
重
患

願
望
黙
卒
王
□
□

止
北
怖
卒
陳
口

蓋

･
こ
畠

㈱
牧
虜

･

紳廿
五
倉
は
､
各
席
牧
虜
練

･
第
廿
五
牌
の
位
置
に
設

′

直
さ
れ
た
倉
に
違
い
あ
る
ま
い
.

L｢■リ

㈱

㈲

の
寄
遠
は
､
育
遠
轡
と
寄
速
陳
と
候

･
席
両
方
あ
る
が

(
廿

三
陳
も
同
様
)
'

後
述
の
ど
と
-
阿

1
名
の
候

･
嫌
は
別
の
も
の
や

な
S
と
考
え
る
が
'
備
わ
に
同

T
で
な
-
と
も
'
同
じ
虚
に
位
置
し

た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
此
虚
で
は
問
題
で
は
な
S
c
以
上
山ハ例

に
よ
っ
て
も
連
境
警
備
の
末
端
地
域
に
ま
で
'
侯

･
解
の
置
か
れ
た

先
端
ま
で
'
兵
鈷
倉
庫
の
散
布
さ
れ
て
S
た
こ
と
は
充
分
想
像
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
LO
勿
給
金
部
の
候

･
黙
で
は
な
-
極
-

f
部
分
で
あ
る

が
1

倉
と
記
さ
れ
た
筒
の
級
数
か
ら
判
断
さ
れ
る
-

倉
が
あ
つ

た
と
す
れ
ば
候
官
の
屯
成
し
て
S
た
地
鮎
に
も
倉
が
建
て
ら
れ
て
.,i

兜
と
考
え
て
頗
る
べ
き
で
あ
ろ
う
.0

-55i-
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た
だ
甲
葵
城
倉

･
升
井
城
倉
の
様
な
'
候
官
の
設
置
さ
れ
た
地
名

･

の
付
せ
ら
れ
た
倉
の
あ
る
木
簡
の
な
い
こ
と
が
'
断
定
を
妨
げ
る
が
t

.

太
守
の
場
所
に
庫
令
あ
り
'
都
尉
の
場
所
に
倉
長
あ
り

(眉
水

･
都

尉
あ
り
)
､

下
っ
て
候
幣
の
あ
る
場
所
に
倉
が
あ
れ
ば
'
候
官
に
類

す
る
位
置
に
も
倉
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
て
も
不
可
で
は
あ
る
ま
い
.

以
上
を
要
約
す
れ
ば

｢
太
守

-
都
尉

-
候
宮

-
候

･
幣
と
戦
闘
部

隊
が
組
織
さ
れ
て
い
.る
の
と
同
様
の
組
織
で
こ
れ
ら
の
場
所
に
庫

･

倉
の
設
備
も
な
さ
れ
て
S
た
o
更
に
根
壌
薄
弱
で
あ
る
が
彼
等
庫
倉

閲
係
の
官
吏
の
地
位
は
封
鷹
す
る
戦
闘
部
隊
の
そ
れ
に
此
し
て
や
1

下
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡
L

と
考
え
る
｡

こ
1

で
前
に
戻
っ
て
'

殊
な
例
か
も
知
れ
ぬ
が
'

倉
と
熱
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
.
特

ノヽ▲-

集
中
的
に
牽
見
さ
れ
た
嚢
津
第
二
革
の
木

簡
を
中
心
に
考
え
た
い
｡

0入
廉
小
石
十
四
石
五
斗
馬
大
石
八
石
七
斗

三
年
正
月
己
卯
朔

0

辛
巳
第
二
亭
長
骨
受
第
六

(辛
)
長
延
寺

云
八
･九

0人
廉
小
石
十
四
石
五
斗

始
元
二
年
十

7
月
戊
戊
朔
戊
戊
第
二

0

亭
長
野
受
代
田
倉
験
見
都
丞
延
毒
臨

云
q
･7辛

0

口
年
十

一
月
戊
辰
朔
戊
辰
第
二
亭
長
骨
受
岸
胡
倉
験
書
都
丞
延

専
臨

]8
0
<

･
望

右
の
三
簡
は
第
二
革
長
の
静
が
'
第
六
亭
長
延
寺
'
或
は
代
田
倉

･

犀
胡
倉
よ
り
若
干
の
穀
を
受
け
取
っ
た
こ
と
め
記
録
で
あ
る
｡

O

o

出
廉
四
三
石

二
斗
征
和
三
年

八
月
戊
戊
朔
己
末
第
工
事
長
付

属
□
官
長
千
長

7
宍

･
7

0

(七
-
)

石
六
斗

九
月
戊
辰
朔
戊
辰
通
津
第
二
亭
長
骨
付
第
十
享
長
柄

己
'
以
食
吏
卒
四
人

畠宝
畠

こ
の
二
簡
は
同
じ
-
第
二
亭
長
骨
の
手
を
経
て
属
口
千
長
官
長
｣

や

或
は
近
-
と
想
像
さ
れ
る
第
七
革
長
に
穀
を
迭
付
し
て
'
其
虚
の
人

々
の
食
糧
に
供
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
か
く
考
え
る
と
第
二
革
は
代

田
倉
や
厚
胡
倉
の
近
く
に
あ
り
'
そ
の
倉
の
搬
出
入
さ
れ
る
穀
物
は

第
二
革
長
の
手
を
経
て
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
よ
-
.
こ
の
場

合
前
述
の
香
坂
毒
八
･九
の
受
第
六
(亭
)
長
や
次
の

廉

酢

酢

か

四
輔

征
和
四
年
十
月
葵
亥
朔
乙
丑

第
二
亭

長
野
受
却
漂

長

軍

117竿

の
ど
と
く
亭
長
や
然
長
か
ら
穀
を
受
け
た
と
云
う
記
録
を
如
何
に
解

樺
す
る
か
｡
し
か
し
T
こ
の
附
近
の
可
耕
地
は
鮎
々
と
散
在
す
る
オ

ナ
シ
ス
地
帯
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
廉
い
耕
地
に
は
倉
を
置
-
が
'

小
さ
い
耕
地
に
は
倉
を
お
か
ぬ
｡
し
た
が
っ
て
倉

へ
は
そ
の
鞄
ぼ
か

れ
で
は
な
-
､
′附
近
の
衛
星
的
耕
地
か
ら
も
収
穫
物
が
蓮
ば
れ
て
釆

56
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た
.
そ
の
際
の
翰
遠
路
は
他
の
物
資
が
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
､

]
般

■

交
通
路
た
る
醇
革
を
通
過
し
て
来
た
｣
と
考
え
て
も
矛
盾
し
た
所
が

感
じ
ら
れ
な
い
棟
に
思
う
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
｡

も
し
こ
の
前
提
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
掬
項
の
初
頭

に
述

べ
た

｢
農
耕
地
及
び
そ
の
集
散
の
た
め
の
倉
の
保
護
連
絡
の
た
め
に
軸
を

設
置
す
る
｣
と
云
う
想
定
も
ま
た
嘗
然
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
ろ

う
か
｡
そ
し
て
こ
れ
等
の
幣
が
番
牧
を
付
せ
ら
れ
た
鮎
か
ら
計
書
的

ノヽ｢.【九

に
｢
且
つ
1
拳
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
.

で
は
こ
れ
等
の
倉

(尭
耕
地
)
は

一
体
如
何
な
る
指
揮
系
統
に
屠

す
る
も
の
な
の
か
｡

d̂
金
く
候

･
幣

･
革
に
附
属
し
て
其
の
指
揮
を
受
け
て
い
る
も
の

lヽ
カ

碑
文
は
農
都
尉
の
下
に
屠
す
る
も
の
か
-
従
っ
て
直
接
屯
田
に
関

係
の
あ
る
も
の
か

率
直
に
云
え
ぼ
い
づ
れ
と
も
断
定
出
来
る
有
力
な
資
料
も
な
-
'･
ま

逆
に
積
極
的
に

一
方
を
否
定
す
る
資
料
も
な
い
か
ら
'
決
定
で
き
す

に
'
隔
靴
童
痔
の
感
が
あ
る
が
'
ど
こ
ま
で
考
え
ら
れ
る
か
'
可
能

性
の
範
菌
で
述
べ
て
み
た
い
.

庫
や
城
倉
等
の
大
き
な
倉
庫
の
管
理
に
つ
S
て
は
庫
令

･
倉
長

･

庫
合
皮
.

城
倉
令
野
等
の
役
名
が
あ
る
か
ら
都
尉

･
候
官
な
ど
の
軍

隊
組
織
に
附
属
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
-
て

そ
れ
自
体
の
庫

･

倉
の
た
め
の
弼
立
し
た
管
理
者
の
あ
っ
た
こ

と
は
欧
に
明
白
な
事
賓

で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
末
端
の
倉
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
C

･
静
受
代
田
長
屑

以
食
吏
士
四
人
辛
酉
轟
庚
項
廿
八
日
穂
首
二

十
二
人

望

ヤ

火

野
と
は
前
述
の
第
二
亭
長
の
こ
と
で
あ
る
｡
代
由
長
屑
は
'
代
田
の

長
儲
な
る
人
物
か
'
或
は
代
田
長
の
席
な
の
か
｡
類
似
の
簡
が
な
い

か
ら
確
た
る
こ
と
は
云
い
得
な
い
が
'
穀
そ
の
他
の
授
受
の
場
合
'

多
く
は
貴
任
者
の
名
前
の
み
な
ら
ず
身
分
も
記
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら

節
約
的
に
云
つ
て
こ
こ
で
は
代
田
の
長
債
よ
り
も
代
田
長
の
属
と
読

む
の
が
安
雷
で
あ
ろ
う
｡
代
田
長
の
屑
な
ら
ば
そ
れ
は
代
田
倉
長
の

膚
の
脱
字
で
あ
る
.
こ
の
想
像
が
可
能
な
れ
ば
'
倉
に
も
倉
長
が
あ

っ
た
.
す
な
わ
ち
'
候

･
嫌
長
と
は
別
の
管
理
者
が
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
｡
そ
し
て
も
し
倉
が
嫌
に
附
属
す
る
な
ら
ば
然
長
の
下
に
倉
長

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
O
小
さ
な
勝
に
長
の
二
人
も
あ
る
こ
と
は
不
自

然
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
陳
と
倉
と
は
分
離
し
て
い
た
と
み
な
す
.JJ

と
が
出
来
よ
う
｡

●

し
か
し
勝
と
倉
の
分
離
に
つ
い
で
単
に
前
述
の
不
完
全
な

7
筒
を

-57-
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根
接
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
O
そ
れ
な
ら
ば

｢
代
田
倉
に
は
其
虚

に
位
置
す
る
伴
が
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
.
春
遠
倉

･
第
廿
三

黙
倉

･
牧
虜
倉
の
様
に
陳
と
同
じ
場
所
に
あ
る
も
の
は
'
倉
は
候
陳

に
附
設
さ
れ
て
5
て
倉
長
は
無
か
つ
た
｣
と
の
疑
問
も
穣
る
｡
し
か
し

倉
が
附
設
さ
れ
て
S
た
な
ら
ば
嫌
は
倉
を
通
じ
て
そ
の
附
近
の
耕
作

を
も
交
配
し
て
い
た
は
す
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
黙
卒
の
戊
役
の
中

に
田
作
が
重
要
な
仕
事
の

1
つ
で
な
-
七
は
な
ら
な
い
｡
し
か
る
に

.7
人
守
図

7
人
吏
養

□
□
障
卒

7
人
助
園

二
人
馬
下

一
入
治
計

一
人
削
工

7
人
取
狗
湛

責
ヤ
ニニ

二
十
言

戊
申
三
人

繊
絹
針
韻

大
77等

"
輿
些
言

字

義

の
例
の
如
-
戊
卒
の
仕
事
と
し
て
は
野
菜
作
り
か
'
黄
探
り
位
し
か

見
ら
れ
な
い
.
右
は
障
の
例
で
あ
る
が
､
陳
卒
と
限
る
な
ら
ば
除
抄

か
塑
作
位
よ
ね
外
あ
ま
り
な
い
O

ま
た
常
時
は
戊
卒
と
田
卒
と
は
明
確
に
直
別
さ
れ
て
S
た
ら
し
い

0
0
0

□
以
食
成
田
卒
轟
積
廿
九
日

望
E
･火

0
0
0

始
元
二
年
成
田
卒
千
五
百
八
･･････空
q
･
三

●

校
そ
の

7
例
で
あ
る
O
し
た
が
っ
て
幣
が
耕
作
を
管
理
し
て
い
た
な

ら
ぼ

｢
0
0
鎌
田
卒
某
L
と
記
さ
れ
た
筒
も
嘗
然
多
量
に
あ
っ
た
は

す
で
あ
る
が
t
か
･̂

る
簡
は
JJ
れ
ま
た

1
枚
も
饗
見
ざ
れ
ぬ
｡
故
に

嫌
に
直
接
の
附
属
し
た
耕
作
地
は
無
-
'
然
卒
は
耕
作
し
な
い
と
青

は
ざ
る
を
得
な
S
.
し
か
し
以
上
は
単
に

.1■H】

的倉
庫
と
候
嫌
と
は
管
耳
者
が
別
で
軌
官

的

陳
は
直
接
生
産
に

従
事
し
て
い
な
い
こ
と
を
云
い
得
た
の
み
で
あ
っ
て
'

｢
庫
令
よ
ね

倉
長
ま
で
の
人
々
は
都
尉

-
黙
長
の
措
揮
命
令
を
受
け
て
仕
事
し
て

い
な
い
L

こ
と
に
は
な
ら
な
い
O

碑

で
は
農
都
尉
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
｡
農
都
尉
は
武
帝

の
世
に
置
か
れ
'
連
郡
に
患
い
て
屯
田
殖
警

主
っ
た
謂

鯛
五

も
し
農
都
尉
の
指
揮
下
に
あ
れ
ば
'
今
造
農
耕
地
と
云
つ
て
来
た
所

は
屯
田
鞄
と
換
畳
も
出
来
る
わ
け
で
あ
る
O
木
簡
中
に

守
大
司
農
光
線
大
夫
調
味
死
言
守
受
簿
丞
虚
前
-
中
略
-
以
東

室
河
西
郡
十

7
農
都
尉
官
官
調
物
銀
穀
酒
樽
籍
鳥
居
困
乏
啓
調

.

有
飴
給

二
学
皇

詞
と
は
非
調
の
こ
と
で
あ
り
'
彼
が
犬
司
兵
に
な
っ
た
の
は
漢
書
百

官
公
卿
表
に
よ
る
と
元
帝
の
永
光
二
年
で
あ
る
.
こ
の
簡
は
し
た
が

っ
て
永
光
二
年
後
間
も
無
い
頃
の
も
の
で
あ
ら
う
が
'
嘗
時
河
西
に

室
る
ま
で
十

7
の
集
都
尉
が
置
か
れ
て
S
た
こ
と
に
な
る
O
真
部
尉

一･58･-
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の
位
置
は
穣
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
'
こ
の
地

1
帝
は

エ
チ
ナ
河

に
沿
-つ
て
漠
北
の
数
少
な
い
農
耕
の
適
地
で
あ
る
か
ら
屯
田
の
最
も

盛
ん
な
所
の
7
で
あ
ろ
う
0

-
-
案
屠
丞
始
元
二
年
成
田
卒
千
五
百
人
馬
群
馬
田
宮
鳥
推
奨

廼
正
月
己
酉
准
陽
郡
･･･-
芸
I･7r

qOq
･言

は
こ
の
地
の
屯
田
の
規
模
の
頗
る
大
き
か
つ
た
こ
と
を
物
語
る
｡
そ

れ
故
に
こ
の
地
の
倉
も
叉
農
都
尉
の
指
揮
下
に
属
し
た
可
能
性
が
あ

る
が
'
農
都
尉
の
管
轄
下
に
あ
る
役
名
が
全
然
わ
か
ら
な
い
｡
前
記

｢
群
馬
田
宮
｣

に
し
て
も
屯
田
官

7
股
を
措
す
か
､

ま
た
は
特
定
の

官
を
指
し
'
都
尉

-
候
官
に
封
し
て
農
都
尉
-
田
宮
と
い
う
形
式
を

作
る
も
の
か
断
定
不
可
能
で
あ
る
｡
そ
の
他

候
農
令
督
候
錬
士
吏

空

{
･
7第

守
農
令
常
超
人
田

i
O
･
宝

等
の
例
が
あ
り
'
わ
ず
か
に
農
都
尉
の
聾
下
に
屠
す
る
ら
し
く
思
わ

れ
る
が
'
断
定
す
る
資
料
に
は
な
ら
な
い
｡
憤
り
に
農
令

も
農
都
尉

に
属
し
'
農
都
尉

-
田
宮
-
農
令
の
組
織
が
あ
っ
て
'
こ
れ
が
庫
倉

を
指
揮
し
て
い
た
と
云
う
も

7
の
仮
設
の
範
囲
を
出
で
な
い
O
か
-

述
べ
る
と
②
も
ま
た
琵
揚
不
充
分
た
る
を
ま
ぬ
か
れ
ま
い
.
た
だ
こ

の
地
が
屯
田
の
適
地
で
あ
る
こ
と
'
ま
た
居
延
に
は
超
過
の
汝
を
以

て
代
田
し
た
史
賓
鯛
鯛
箱

よ
-
推
せ
ば
'
こ
の
地

表

は
屯
田
さ

れ
､
従
っ
て
こ
ゝ
に
置
か
れ
た
倉
も
叉
鹿
部
尉
の
指
揮
を
受
け
た
可

能
性
が
強
い
｡
最
後
に
こ
れ
ら
倉
は
大
司
農
の
管
轄
下
に
展
す
る
か

否
か
を
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
租
税
関
係
の
文
書
が
少
く
て
検
討

が
困
難
で
あ
り
'
後
究
を
ま
ち
た
い
｡

四

前
述
の
如
-
配
置
さ
れ
た
輝
は
如
何
な
る
鎮
則
の
も
と
に
組
織
さ

れ
て
い
た
か
｡
資
料
の
比
較
的
豊
富
で
他
と
直
別
し
や
す
い
居
延
都

尉
甲
渠
候
官
の
管
轄
下
に
屠
す
る
､
番
坂
の
付
せ
ら
れ
た
陳
を
モ
デ

ル
に
し
七
考
え
て
み
ょ
う
｡
数
十
百
を
以
て
数
え
ら
れ
る
之
等
の
木

簡
を
整
理
す
る
と
左
の
様
な
圏
が
出
来
る
｡

59--

番戟 候 ,% 香 倣 樵

1 ■2 ■7 20 0 3

2 1 6 21.04

3 04 22 1 7

④ 18 ll ㊨ ･8 7
5 04 24 03

ち 1 6 25t_07
7 08.26 04

8 -8 7 27 05

9_0.■3 28 07

.㊨ 12 ll 29 0033

ll 1 3 30

12 06 31

13 08- 32 01
14 03 33 1 3

15 0̀7 34 03

16 0ー 8 35 04

㊨ S 4 36 05
18 04 37 05

冬

備
考

川右
の
圏
は
1
は
弟

一
俵
と
あ
る
筒
が
二
枚
'
歩

i
燃
と
あ
る
の
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が
七
枚
.
2
は
第
二
侯
と
あ
る
の
が
1
枚
'
虜
二
怖
と
あ
る
の

が
六
枚
O
､
第
三
候
と
あ
る
も
の
な
-
第
三
燃
と
あ
る
も
の
四

枚
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

.物十
七
･
十
五
等
の
敦
の
み
で
侯
･
裸
の
直
別
の
つ
か
ぬ
も
の
'

重
復
又
は
同
1
樵
の
割
れ
た
も
の
及
び
他
の
供
官
に
属
す
と
考

え
た
方
が
重
富
な
る
も
の
は
略
し
た
｡

㈲
候
官
の
肝
属
不
的
な
も
の
は
甲
.1#
仮
骨
と
考
え
て
襟
用
し
た
｡

糾番
壊
三
十
は
｢
竹
井
｣
と
ま
ざ
れ
る
恐
れ
あ
る
か
ら
略
し
た
｡

右
の
囲
表
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

第

7
に
4
･
.qO
･
17
･
23
と
云
う
様
に
6
-
7
個
ご
と
に
候
の
存

在
す
る
こ
と
で
あ
る
.

(
1
.
2
･
6
･
l
･
22
の
候
は
お
そ
ら
ぐ

株
の
間
違
か
数
字
の
間
違
で
あ
ら
う
)
.

こ
の
こ
と
は
直
ち
に

7
候

が
五
～
六
個
の
鷹
を
指
揮
す
る
可
能
性
を
聯
想
せ
し
な
る
.
衛
に
は

こ
の
考
を
裏
付
す
る
左
の
資
料
が
あ
る
｡

Eg
候
長
充
∵
ハ
月
甲
子
轟
契
巳
横
付
日
日
迩
従
第
四
傭
南
界
北

壷
第
九
輝
北
界
母
越
塞
関
出
入
天
田
速

六
･4

右
は
六
月
甲
子
よ
り
葵
己
の
pZ
ま
で
せ
日
間
'
第
四
陳
の
南
界
か
ら

第
九
陳
の
北
界
ま
で
毎
日
天
田
に
北
虜
が
通
行
し
た
足
跡
が
あ
る
か

香
か
を
検
べ
た
結
果
'
み
だ
り
に
塞
を
越
え
天
田
を
出
入
し
た
速
が

見
嘗
ら
な
い
こ
と
を
候
長
が
上
官
即
ち
候
官
に
封
し
て
報
昔
し
た
記

録
で
あ
る
｡
繭
表
よ
-
見
て
田
候
長
充
と
は
常
然
第
四
侯
長
充
な
る

こ
と
明
白
で
あ
る
C
す
る
と
第
四
候
長
充
が
'
第
四
嫌
の
南
界
か
ら

第
九
陳
の
北
界
に
至
る
ま
で
の
警
戒
置
域
を
持
ち
'
そ
の
間
の
各
願

の
天
田
検
査
を
綜
合
し
て
報
薯
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
t

S四
-

九
ま
で
の
願
は
職
務
上
に
於
い
て
第
四
候
長
の
指
揮
下
に
あ
る
こ
と

0
0

.

〇
〇

を
明
示
し
て
い
る
.
攻
に
第
四
嫌
の
南
界
よ
り
第
九
陳
の
北
界
ま
せ

0
0
0
0
0

と
あ
れ
ば
こ
の
番
牧
は
南
よ
-
北
に
向
つ
て

一
連
番
牧
が
付
せ
ら
れ

て
い
た
事
も
明
瞭
な
事
賓
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
事
賓
を
演
緯
L
t
上
記

の
表
と
併
せ
考
え
て
み
る
と

第
廿
二
撚
南
致
十
七
藤
廿

1
畢

1(八
･蓋

の
記
述
も
ま
た
'
十
七
陳
よ
り
廿
二
嫌
ま
で
が

7
つ
の
グ
ル
ー
プ
'

す
な
わ
ち
十
七
候
長
の
指
揮
下
に
属
し
て
い
た
も
の
と
推
測
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
想
定
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
環
飴
の
第
十
陳

-
十
六
嫌
ま
で
が
第
十
候
長
に
'
第
廿
三
候
-
廿
九
然
あ
た
り
ま
で

第
廿
三
侯
長
に
指
揮
さ
れ
て
い
た
と
断
定
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
ケ
す
る
と
各
候
の
番
故
は
い
す
れ
も
そ
の
支
配
す
る

f
群
の
中

で

一
番
若
い
番
牧
を
井
つ
こ
と
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
警
戒
地
恒
の

1
番
南
に
位
置
し
て
そ
れ
よ
り
北
に
若
干
の
陳
を
指
揮
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に

一
歩
大
鰭
に
'
零
に
あ
た
る
位

髭
即
ち

1
番
南
に
甲
巣
仮
骨
が
あ
-
'
各
候
は
連
絡
の
便
宜
か
ら
埠

60
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普
遍
域
の
南
端
に
位
置
し
て
い
た
と
傾
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で

あ
ろ
う
か
｡

で
は
こ
れ
等
の
陳
間
の
距
離
は
ぜ
の
位
か
｡
前
簡

第
廿
二
熱
南
致
十
七
陳
廿

7
里

よ
-
推
せ
ば
然
蘭
は
三
男
牛
と
な
る
｡
ま
た

登
山
難
事
到
要
虜
燃
五
里

竺
千
四九

枚
棟
と
嫌
と
の
距
離
が
五
里
で
あ
っ
た
嘗
例
で
あ
る
0
し
た
が
っ
て

古
来
侍
え
ら
れ
る
五
里

一
郵
な
る
語
が
'
絵
本
氏
も
指
摘
し
て
い
る

ご
と
く
に
単
な
る
観
念
上
の
規
定
に
止
ま
ち
な
か
つ
た
事
を
示
す
も

の
で
あ
る
.
殊
と
燃
と
が
三
里
1
五
里
の
距
離
を
お
い
て
配
置
さ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
t
.候
と
候
の
距
離
は
二
〇
-
三
〇
里
と
な
り
'
唐

の
燦
然
間
の
距
離
に
大
体
似
て
い
る
｡

第
四

･
第
十

･
第
十
七

･
第
廿
三
の
各
候
に
'
い
ず
れ
も
同

7
番

牧
の
鵜
が
出
て
乗
る
事
茸
を
如
何
に
解
樺
す
る
か
?

私
は

｢候
郎
陳

で
あ
っ
て
四

･
七
-
十
等
に
は
燃
長
と
候
長
が
同
居
し
て
い
た
か
'

ま
た
は
同

丁
所
に
併
置
さ
れ
て
い
た
も
の
で
'
勝
と
は
別
の
虚
に
候

が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
｣
と
想
定
し
た
い
.
著
し
両
者
が
分

離
し
て
い
て
第
四
嫌
と
第
十
懐
が
候
と
別
の
所
に
あ
る
な
ら
ば
'
候

の
番
牧
を
か
-
飛
び

′-
1に
附
し
て
い
る
こ
と
が
不
自
然
で
あ
る
｡

香
'
こ
れ
ら
の
個
々
庚
間
よ
り
も
'
伊
藤
氏
の
費
に
出
る
如
く
候
名

ノヽ8

は
燃
名
に
も
出
て
乗
る
事
賓
で
あ
る
｡
著
し
候
と
然
と
が
別
置
さ
れ

て
い
る
な
ら
ば
'
候
と
陳
の
名
が
も
つ
と
バ
ラ
-

で
は
な
か
ろ
う

か

｡以
上
業
務
上
に
お
い
て
嫌
は
候
の
指
揮
下
に
属
し
て
S
hる
が
'
官

制
上
の
隷
属
関
係
は
そ
れ
と
臭
っ
て
い
た
ら
し
い
｡

眉
水
俣
官
執
胡
燃
長
公
大
夫
累
路
八

裏

品

張
披
居
延
甲
塞
有
秩
士
吏
公
乗
段
尊

宅

･
穴

居
延
甲
渠
第
甘
八
黙
長
居
延
始
室
里
大
夫
孟
憲
年
廿
六

芙
･エ

居
延
甲
薬
第
十
二
慧

公
乗
程
宝
船
㌍

撃
.

1･W五

居
延
甲
巣
候
官
営
曲
陳
長
公
粟
閲
武
･･･-
1三
･畠

右
は
い
づ
れ
も
各
黙
長
の
官
名
簿
で
あ
る
が
'
と
れ
を
通
じ
て
推
定

す
る
に
'
張
液
は
張
東
大
守
'
居
延
は
居
延
都
尉
'
野
菜
は
甲
薬
候

官
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
完
重
な
名
簿
の
僚
件
は

太
守
名

(
部
名
)
-
都
尉
名
-
候
音
名
-
然
名

-
帝
位
-
人
名
の

形
式
を
備
え
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
鉢
長
の
地
位
を
示
す
肩
書
き

に
太
守

･
都
尉

･
候
官
を
書
き
候
長
を
書
か
な
い
と
云
う
こ
と
は
'

候
長
が
直
属
上
官
き
な
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
哲
は
な
い
か
｡

第

7
燃
長
期
牌
部
卒
詣
官
六
月
巽
西
平
且
入

宝
写
れ

, ,.61
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第
十
四
&
'長
鳳
部
卒
詣
官
廉
六
月
巽
丑
平
日
入

八
九
･
ニ

武
彊
燃
長
並
持
建
水
卒
茸
鎮
詣
官
閏
月

重

美

嘗
曲
燃
長
武
持
府
新
鮮
火
報
詣
官
九
月
丁
末
日
出
入

莞

真

右
の
四
簡
は
か
-
の
ど
と
き
形
式
の
文
書
の
中
の
極
-

1
部
分
で
あ

る
｡
こ
の
場
合
の

｢
詣
官
｣
の
官
は
'
同
様
形
式
の

｢詣
府
｣
と
云

う
語
と
併
せ
考
え
る
時
に
'
普
通

7
般
の
官
を
指
す
も
の
で
は
な
く

候
官
の
官
を
指
す
こ
と
明
ら
か
で
あ
ら
う
｡
同
時
に
陳
長
が
｢諸
侯
｣

と
書
せ
ら
れ
た
髄
が

7
本
も
な
い
こ
と
は
'
陳
に
閲
す
る
指
揮
を
候

官
が
直
接
と
つ
て
i
た
謹
撰
で
は
あ
る
ま
い
か
O
前
述
の
だ
と
く
天

田
の
警
戒
等
紅
は
'
嫌
は
直
妾
候
の
掃
埠
を
受
け
て
い
る
の
℡
あ
る

か
ら
'
候
と
嫌
と
旺
粂
-
大
き
さ
の
み
の
差
で
あ
る
と
断
定
す
る
の

は
過
言
で
あ
る
が
二

歩
譲
つ
て
も
'官
制
上
で
は
嫌
と
候
と
は
共
に
'

直
凄
候
官
の
下
に
位
置
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
戟
鮎
か
ら
云
え
ぼ
､

太
守
豪

尉
長

官

占
鵬

と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

以
上
甲
渠
候
宮
内
の
番
班
の
付
さ
れ
た
燃
の
み
を
封
象
と
し
た
研

究
で
あ
る
鮎
'
地
方
逮
境
防
備
の
f
部
分
に
過
ぎ
な
い
｡
し
か
し
こ

の
様
な
組
織
は
何
ら
か
の
法
則
に
準
せ
ず
に
各
地
各
棟
に
作
ら
れ
る

も
の
で
な
い
｡
そ
の
故
に
豹
の
l
舞
で
は
あ
る
が
'
重
体
の
機
構
を

推
察
す
る
何
ら
か
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

鼓①

穿
斡
氏
は
此
の
表
だ
け
で
な
-

｢
樺
漢
代
之
革
帯
輿
爆
燃
｣
集
刊

1
九

に
夷

の
二
つ
の
系
統
を
示
す
圃
表
を
奉
げ
て
い
る
｡

(
郡
願
)

太
守

-
都
尉

-
麟
令
長

-
麟
尉

-
郷
音
夫

1
革
長

.

･(連
塞
)

太
守

-
都
尉

-
供
官

-
塞
尉

-
候
長
-
懐
長

が
最
も
新
ら
し
い
こ
と
ゝ
'
詳
密
の
故
を
以
て
考
帝
の
囲
表
を
も
っ
て

代
表
し
た
｡

⑨

五
月
戊
寅
尉
史
蒲
敢
貫
之
丁
丑
直
符
倉
戸
骨
完
母
盗
賊
聾
者

二盃
･九

壬
申
直
倉
庫
戸
封
骨
完
母
盗
賊

孟
七
･二
二

の
ど
と
-
庫
倉
と
併
用
さ
れ
て
い
る
｡
庫
と
倉
の
直
別
は
明
ら
か
で
な

い
が
'

｢
成
帝
建
始
元
年
ま
た
元
の
弟
上
郡
の
庫
令
良
を
立
つ
｡
こ
れ

何
問
藩
主
と
な
す
｣
(
漢
書
五
三
河
内
献
王
倖
)
の
件
り
に
如
淳
が

｢東

宮
北
連
の
郡
庫
は
兵
の
戒
す
る
所
'
故
に
令
を
置
-
｣
と
注
し
て
い
る

＼/

.
所
よ
り
見
れ
ば
庫
は
武
器
庫
で
あ
る
｡

倉
は
後
出
ノの
代
田
倉
'
庁
胡
倉
等
は
い
づ
れ
も
食
糧
庫
で
あ
抄
'
ま
た

.

得
輔
冶
衣
願
折
致
襲
俸
倉
巳
伏
移
ロ

(
九
･
1玉

の
倉
は
衣
を
赦
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
資
料
不
足
で
あ
る
が
'

庫
が
武
器
庫
で
あ
る
に
射
し
て
倉
は
衣
食

･
非
戦
闘
の
道
具
を
裁
し
て

い
た
の
で
あ
る
ま
い
か
｡

⑨

春
達
に
は
更
に

春
遠
厩
甘
蕗
元
年
十
月
出
食

7畠
･
74

の
如
-
厩
の
設
備
も
あ
っ
た
O
常
時
の
陳
の
嬢
髄
を
知
る

7
賓
料
で
あ

る
え
ノ○
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⑨

た
だ

]
簡
だ
け

三
月
丙
辰
朔
庚
牛
騨
北
第
二
悌
長
野
受
卒
史
未
央
/
操
野
臨

云
三
･一1八

の
如
-
第
二
慨
長
静
と
な
っ
て
他
の
第
二
革
長
静
と
臭
っ
て
い
る
｡
二

つ
の
静
を
別
人
と
す
る
に
は
聾
掘
場
所
の
1
致
し
て
い
る
の
が
難
鮎
で

あ
る
が
静
と
云
う
名
前
も
多
-
'
且
つ
書
式
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
か

ら
今
は
別
に
し
て
由
-
O

⑤

こ
の
エ
チ
ナ
河

7
体
の
牌
が
計
査
的
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由

は
居
延
の
地
が
窄
去
病
が
攻
め
入
り
'
路
博
徳
射
屯
田
し
て
い
る
O
ま

た
湊
善
金
貨
志
に
は
盾
延
に
代
田
す
る
と
云
う
記
述
が
あ
る
｡
こ
れ
等

.
の
記
述
か
ら
見
れ
ば
居
延
の
地
は
封
旬
奴
政
策
上
の
要
地
で
あ
り
､
か

っ
砂
漠
中
の
飛
地
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
居
延
の
地
を
守
る
た
め
に
連

絡
路
と
し
て
エ
チ
ナ
河
流
域
に
燦
然
組
織
を
作
る
必
要
が
あ
?'た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
も
こ
れ
ら
候
照
が
計
童
的
に
設
置
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
と
云
う
推
量
が
生
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
o

⑥

庫
令
史
の
例
と
し
て

尉
史
李
鳳

自
首
故
鳥
居
延
高
亭
･･･き

二
年
十
二
月
中
逸
話
獄
声
頒

得
僻
鍵
居
延
迎
鎮
守
丞
景
臨
取
四
年
正
月
撃
戯
六
首
至
二
月
中
錐
庫

令
史
忠
取
二
月
奉
不
意
得
正
月
革
命
庫
操
蕨
復
句
風
九
月
奉
盛
不
嘗

留
庫
琵
所
首

三
八
･
三〇

城
倉
令
史
に
つ
い
て
は

四
九
十
九
石

□
三
ロ

建
卒
二
年
十
月
努
未
'
甲
渠
令
史
俵
城
倉

令
史
讃

八
四
･着

候
史
徐
輔
遷
城
倉
令
息
好
日
正
之
官
移
城
倉

7
革

1
封

十
二
月

庚
手
合
史
弘
□

1望
･責

の
例
が
あ
る
｡

⑦

倉
長
の
外
に
倉
の
役
人
と
し
て

合
史
宜
倉
史
並
佐
常

宍
･舌

が
出
て
凍
る
が
そ
の
位
置
付
け
は
出
爽
な
い
｡

⑧

少
数
の
供
'
例
え
ば
母
傷

･
堆
木
等
の
侯
は
同
名
の
慨
は
見
あ
た
ら
ぬ
.

が
こ
れ
ら
の
供
は
､
い
づ
れ
も
筒
は

1
枚
か
'
ま
た
は
同

1
形
式
の
も

の
許
p
で
'
多
少
筒
の
出
る
供
は
同
名
の
棟
も
出
て
爽
る
.
し
た
が
っ

て
怖
名
が
な
-
侯
名
だ
け
の
堆
木
優
等
は
堆
木
懐
が
な
い
と
考
え
る
よ
.

恥
も
'
筒
の
不
足
か
ら
堆
木
篠
が
現
れ
ね
と
見
る
方
が
妥
常
で
あ
ろ
う
｡

以
上
新
出
資
料
を
使
用
し
て
薬
代
の
連
境
警
備
の
末
端
組
織
に
つ

一

い
て
の
若
干
の
新
事
茸
と
､
そ
れ
に
伴
っ
て
同
様
の
兵
鮎
組
織
の
有

鉛

麗
し
き

と
姦

べ
た
も
の
で
雪

0
も
と
よ
基

料
の
性
質
及
び

l

量
の
不
足
か
ら
試
論
の
範
囲
を
出
な
S
も
の
で
あ
る
が
t

f
慮
述
べ

て
先
拳
の
御
吃
正
を
受
け
て
訂
正
の
資
と
し
た
い
.

本
稿
は
二
十
七
年
度
文
部
省
料
率
研
究
費
の
補
助
に
よ
る
研
究
成
果
の

7

部
で
あ
る
｡



Frontier Defence of the Han Dynasty

Kenjiro Yoneda

The "sui cr~)" constituted. the front of· the Han defence system in .
f,

its northwestern frontiers. They were a. kind of fort, and constructed

at .various points strategically important as well as at the spots which

were vital for the defence of the military colonies and their commis

saries. The colonical soldiers and the granary guards were under two

separate and distinct commands. The sui which were under the com

mand of chia-ch'ii-hou-kuan (f:fI*f~'§) had their serial numbers in order

of their locations from south to north with six or seven sui as a unit.

. The hou (f~) headquarters occupied the same barrack with the southern

most sui or were in the same place with it. With regard to the

military matters the sui were under the command of the hou, but in

administration. they were under the jurisdiction o~ the hou-kuan.




