
A
K
L
M
N
P
Q
R
S
ナ
ル
州
税
ハ
仲
淡
ノ
モ
ノ
ナ
リ
Q

㌻

誉

ノ

蒜

-
ン
A
等

エ
ア

ル
豊

取
離
品

ツ
ル
地
鮎
-

ス｡讐
約
-

リ
畏

ノ
讐

ヲ
以
チ
警

-
″
O

i一

l

..-

1
,

聖

N
,
宗

ヨ
-
3､
S
.
誓
｡
誉

同
株
｡
シ
テ
笠

ノ
犀
サ
ブ

収
ルU

サ
テ
炎
々

J
中
心

0
､
8
･
ぴ

ヨ
リ
悶
単
位
J
厚
サ
イ
距
離
こ
於
テ

曲
線

A
K
I
M
N
P
Q
R
S
ヲ

構
成
ス
ル
弧
郎
ヨ
リ
夫
々
ノ
弧
ヲ
切

c1

-1

-i

警

C
撃

高

警

シ
テ
L
.
雪

宅

ノ
思

こ
於
テ
蒜

横
､

A
,
A
､

心
緒
鮎
以
下
苧
一敗
フ
｡
(

聖

R
)

地
理
教
材
と
し
て
の
地
形
園

五
ー
富

士

五

湖

参
照
地
図

左
前
分
一
地
形
図

谷
村
.
山
中
湖
'

甲
府

､
富

士

山

(
或

は
五

嵩
分

.i
山
添

固
'
富
士
山
近
傍
)

二
十
嵩
分

一
地
栗
岡

甲
府
､
富
士
山

富
士
の
北
側
を
弧
状
に
収
-
囲
ん
だ
御
坂
山
脈
､
道

志
山
脈
に
富
士
の
裾
野
が
衝

qJ常
つ
カ
所
は

一
聯
の
凹

所
が
あ
っ
ヱ

地
に
山
中
p
河
口
､
酉
'
精
進
.
本
柄
の

地
捌
教
材
と
し
て
の
地
形
脚

地

(節
二
時

)

方

五
湖
が
明
鏡
を
湛
え
.
所
謂
富
士
五
潮
地
方
の
仙
境
が

あ
る
｡
此
の
地
方
は
東
海
道
か
ら

は
富
士
の
裏

に
隠
れ

中
央
線
か
ら

は
御
坂
山
脈
に
遮
ら
れ
て
文
化
の
主
流
か

ら
取

･e
t磯
r
uれ
溌
形
で
あ
る
が
p
産
出
州
節

に
在
る
と

背
嚢

を
負
っ
た
都
人
士
が
臆
を
接
し
て
訪
れ
'
湖
上
に

は
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
が
爆
音
勇
ま
し
-
待
促
し
て
異
常

の
脈
は
以
を
鼻

す
る
｡
み

前
掲

の
地
形
園
に
ょ
っ
て
此

一天

ー

五
九



地

球

節
十
四
魯

等
湖
水
附
近
の
簡
閲
を
試
み
る
.

壮
幼
地
形
の
樹
脂

前
掲
四
枚
の
五
寓
分

1
地
形
間

を

堰
ぎ
合
せ
て
見
る

(
出
獄
間
富
士
山
近
傍
怒
ら
ば
砥

ぎ

令
は
せ
る
手
数
を
要
し
夜
い
が
北
方
御
坂
山
脈
の
部

分
が

僅
か
し
か
入
ら
な
い
)
｡
閲
を
扱
げ
て
最
も
著
し

-
眠
ほ
っ
-
事
は
五
潮
を
連
ね
る
弧
状
の
線
を
境
と
し

て
等
高
曲
線
の
配
置
が
非
常
は
薫
る
事
で
あ
る
｡
商
方

は
曲
視
が
疎
で
屈
曲
が
比
較
的
少
い
の
に
反
し
て
北
方

は
屈
曲
に
富
ん
だ
約--1
線
が
密
に
韮
(
=し
て
ゐ
る
｡
両
側

は
勿
論
富
士
の
裾
野
で
あ
っ
て
熔
岩
や
火
山
秒
磯
か
ら

成
る
極
め
で
若

い
地
形
を
現
は
し
､
北
側
は
御
坂
厨
の

岩
石
か
ら
成
る
夜
伽
の
進
ん
だ
批
年
期
の
地
形
を
現
は

し
で
ゐ
る
｡
此
の
地
形
の
著

し-
選
る
境
を
劃
し
て
行

け
ば
之
は
殆
ど
地
質
の
境
鼻
と

7
致
す
る
｡

御
坂
山
脈

河
口
湖
､
西
湖
の
北
側
に
放
て
御
坂
山

脈
は
東
北
加
か
ら
西
南
西
は
走
ら
､
此
の
部
分
に
於
で

最
も
明
瞭
衣
川
梁
を
ボ
し

一
聯
の
犀
風
を
立
て
た
棟
を

親
を
畢
す
る
｡
鳶
岳
､
節
刀
ケ
掠
､
王
紐
等
の
雌
高

一

六
〇
C
乃
至

山
九
〇
〇
米
の
高
峰
が
あ
ら
之
等
の
間
の

低
所
と
撰
ん
だ
峠
は
於
bJ
庵
八
丁
峠
､
御
坂
峠
.
大
石

節
二
親

蒜

〇

六

〇

時
を
ど
の
如
-
慮
高
千
五
六
雷
光
を
下
ら
氾
も
の
が
多

い
｡
即
ち
川
牡
は
此
の
附
近
ほ
於
で
殆
ど

一
棟
の
苗
ru

を
有
し
､
両
側
に
殆
ど
直
角
に
存
す
る
多
-
の
谷
の
磯

蓮
は
よ
っ
て
川
梁
は
尖
寵
な
匁
の
形
を
有
す
る
.
閲
に

於
で
如
何
に
谷
の
源
班
が
両
側
か
ら
ク
ツ
デ
に
迫
っ
て

居
る
か
を
見
る
事
が
出
凍
る
｡
節
刀

ケ
紐
の
兼
南
か
ら

十
ニ
ケ
接
の
支
脈
が
分
派
n
れ
て
を
-
､
十
ニ
ケ
獄
と

宅
熊
山
の
問
の
如
き
は
開
側
の
谷
が
粂
-
頂
上
は
迫
っ

て
E
戴
道
路
は
此
の
部
は
丸
水
橋
が
掛
け
ら
れ
て
ゐ
る

四
這
<Lj
で
な
け
れ
ば
歩
け
覆
い
朗
も
少
-
覆
い
｡

山
脈
の
北
側
で
芦
川
の
谷
に
向
ふ
斜
面
に
は
出
口
が

班
-
て
奥
が
葉
状
は
開
い
た
谷
が
多

い
｡
谷
の
奥
は
か

な
み

忠を
絶
壁
で
固
ま
れ
､
谷
底
は
旗
-
岩
層
で
披
は

れ
谷
中
は
史
は
谷
が
刻
ま
れ
崩
壊
碓
荷
物
の
爾
側
を
決

っ
て
出
口
で
合

1
し
て
保
谷
を
作
る
戒
を
場
合
が
多

い

谷
底
に
輯
淋
し
72
互
大在
岩
魂
は
時
は
山
梁
の
頂
上
部

附
近
ょ
-
凍
ね
岩
質
の
も
の
が
あ
る
｡
鴛
宿
の
関
南
粟

掛
峠
の
北
出
口
で
支
谷
と
主
谷
が
合

一
す
る
附
鑑
に
樽

落
し
た
瓦
岩
塊
は
岩
質
が
基
の
附
近
を
構
成
す
る
石
英

開
披
岩
と
典
-
峠
の
頂
上
附
近
ほ
分
布
す
る
凝
友
蟹
角
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橡
岩
で
あ
る
｡

芦
川
の
上
流
部
か
ら
西
に
御
坂
山
脈
の
北
側
を
眺
め

る
と
北
斜
面
の
尾
根
は
芦
川
は
近
5,万
で

]
段
の
痛
状

に
隆
起
す
る
7P
の
ノが
多

い
｡
御
坂
;
脈
は
此
の
附
妃
に

於
で
は
頂
上
部
附
虻
か
ら
南
が
御
坂
暦
か
ら
成
-
北
側

刺
:LE=;
の
大
郷
分
は
石
英
閃
練
岩
か
ら
成
る
た
め
､
磐
質

の
相
違
に
よ
っ
て
差
別
的
浸
触
が
行
ほ
れ
た
結
果
'
上

述
の
様
な
谷
の
形
や
尾
根
の
形
を
鼻
す
る
に
至
っ
た
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
｡

裾
野
の
表
面

次
に
湖
水
に
近

い
裾
野
の
部
を
少
し

く
什
細
に
観
察
し
て
見
る
｡
河
口
湖
と
西
湖
の
中
間
南

方
に
あ
る

;
三
五
五
光
の
足
和
田
･Z
は
御
坂
暦
か
ら
成

る
峰
で
あ
る
｡
乙
の
南
側
の
鳴
樺
附
近
か
ら
問
と
楽
に

於
で
裾
野
の
状
態
が
薫
る
事
は
容
易
に
岡
上
で
目
に
つ

-
｡
即
ち
西
の
方
で
は
地
表
に
塾
々
た
る
岩
魂
が
横
は

-
此
の
問
に
は
脈
幅
穴
､
鳴
浬
氷
穴
.
富
士
風
穴
'
龍

宮
等
の
熔
岩
ト
ン
ネ
ル
が
記
入
さ
れ
て
ゐ
る
｡
此
等
の

部
分
は
貞
軌
年
間
の
噴

出
ほ
か
ゝ
る
青
木
ケ
原
の
熔
岩

原
で
富
士
の
中
腹
よ
-
西
湖
､
精
進
湖
.
本
栖
湖
の
湖

岸
は
達
し
.
表
面

は
轡
蒼
た
る
樹
木
に
被
け
1々
､
足
和

地
翔
教
材
と
し
て
の
地
形
拭

-･1

､
･
1-

m
山
上
に
立
っ

て此
の
方
面
を､
見
渡
す
i
l樹
海
と

い
ふ

名
種
が
如
何
に

79臆
は
し
い
｡
樹
海
の
面
は
金
-
平
坦

で
裾
野
の
勢
ほ
つ
れ
て
東
南
に
極
め
て
徐
々
に
上
っ
て

ゐ
る
が
良
-
注
意
し
な
け
れ
ば
殆
ど
衆
が
付
か
覆

い

程

度
で
あ
る
｡
風
が
吹
け
ば
常
頃
の
線
波
が
揺
ら
ぐ
様
は

威
ぜ
ら
れ
'
粗
甑
の
底
に
は
大
海
の
水
底
の
様
を

一
種

の
凄
み
す
ら
想
像
ruh

る
｡

育
本
ケ
原
に
潜
-
東
北
部
の
裾
野
は
岡
上
で

『
U
か

げ
の
か
づ
ら
』
の
様
な
溝
が
多
数
磯
接
し
て
ゐ
る
事
が

認
め
ら
れ
て
熔
岩
流
の
匿
域
と
著
し

い
封
照
を
印
し
て

ゐ
る
｡
此
の
部
分
は
火
川
砂
磯
の
敏
ふ
所
で
多
数
の
満

は

一
時
的
の
流
水
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
た
峯
溝
で
あ
る
｡

此
の
間
に
丸
山1
の
側
火
山
か
ら
東
北
音
凹
の
附
近
に
通

る

-1
聯
の
岩
塊
の
訳
脱
が
見
ら
れ
'
細
長
-
露
は
れ
た

熔
岩
流
で
あ
る
事
が
容
易
に
気
付
か
れ
る
｡
剰
丸
尾
熔

岩
で
あ
る
｡

菅
m
の
酉
方
赤
坂
よ
-
足
利
Lq
山
麓
大
ttl
t
和
に
通
ず

る
敢
短
道
路
を
略
境
と
し
て
そ
の
北
方
と
閣
方
と
で
等

高
曲
線
の
様
子
が
著
し
-
累
る
｡
湖
岸
に
近
い
方
の
側

は
富
士
の
基
底
を
為
す
東

い
熔
岩
で
あ
る
｡
新
版
の
地

蒜

)

六

一
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義
十
鱒
●

形
T
で
は
此
砂
上
に
集
蝿
の
畿
義
が
量
ら
れ
､
儀
昏
_

密

S
芽

に
蛙
熔
身
の
上
に
触
隷
｣
小
丘
F
'
山
甘
中

背
村
井
が
禦
壊
し
て
ゐ
る
｡
甘
木
グ
鷹
等
と
鼻
-
普

が
肯

い
た
あ
ーこ
風
化
-こ
1
つ
て
表
土
と
生
じ
農
耕
に
堪

え
人
類
の
居
住
に
遵
す
る
托
至
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

足
和
田
山
の
有
責
'
裾
野
の
兼
埼
帝
の
謙
席
に
は
J(

上
で
矢
で
示
さ
れ
た
石
衣
岩
地
の
F
,
-
ネ
ほ
穿
驚
た

る
凹
地
が
多

い
｡
大
田
和
の
兼
牝
暮こ
あ
る
も
の
は
緩
め

て
模
式
的
の
ド
,
I
ネ
農
の
外
形
と
有
L
t
外
側
は

1

度
高

い
煉
岩
の
堤
防
で
鴎
ま
れ
て
ゐ
る
｡
之
に
縛

っ
て

東
北
に
史
書こ
小
n
い
も
の
が
あ
さ
又
大
嵐
の
村
落
は

1

の
大
き
な
凹
地
の
中
に
あ
る
｡
凹
地
の
紀
鍵
は
河
口
湖

南
仰
の
熔
岩
の
上
暮こ
も
西
都
'
精
進
湖
問
の
大
正
丑
附

近
の
熔
岩
兼
瑞
部
に
も
多

い
.
蜂
岩
の
兼
堺
部
が
冷
却

し
て
洗
勧
性
と
失
ふ
と
後
方
か
ら
押
し
凍
っ
た
流
れ
が

阻
ま
れ
て
兼
職
帝
の
後
方
-こ
回
廊
が
出
水
る
轟
は
屡
々

あ
る
｡
足
和
田
山
麓
'
大
正
荘
肘
鑑
の
凹
席
が
舌
期
岩

石
エ
ー
成
る
山
の
山
脚
の
突
出
部
に
な
-
て
そ
の
'
入

部
に
あ
る
の
A
J見
れ
ば
著
し
-
流
動
性
の
減
じ
た
熔
岩

兼
鳴
瀬
が
山
脚
突
出
部
に
阻
ま
れ
て
讐
入
部
に
t
で
蓮

湖西た見 らか山fq和足

～~･T
r
,
.I.I
_T

赫
il雷

･
･･
曹

奄
l

し
奈

○
た
鼻
輪
陰
鱒
讃
ね
鯵
卓
論
重

富

N
雷

神
t?
T
宵
､
頼
義
}
半
場
中
傷
雷
畳

1■JT
T~t
T.11
-1
1
I

露

紺

綿

醍
欄
遜

+
.イ

並
が
嶋
甘
串
曹

場
.虻
繍
野
抄
責

鼻

紙
便
霊
し

て
み
増
｡
脆
響

.
周
欄
好
蛾
嘗
士

.
火
仙
骨
欄
申
初

期
化
舟
で
生
じ

た
大
粁
捜
嶋
が

韓
的
鞠
で
胡
簾

た
す
士
の
盤
雷

打
よ
っ
て
を
歓

も
札
省
耽
及
<

t,
t
.其
め
雛
義

港
托
取
書
鶏
苫



れ
カ
tq
朋
に
水
,h
t湛
え
た
も
の
で
あ
る
O
此
等
の
湖
水

は
79
と

一
時
さ
の
新
月
状
の
湖
水
で
あ
っ
た
と

い
ふ
説

も
あ
-
､
或

は
さ
う
で
な

い
と
考

へ
る
人
も
あ
る
｡
独

し
富

士
の
裾
野
が
現
在
の
経
過
部
ほ
ま
で
連
す
る
前
に

は
此
等
の
湖
水
は

一
億
6
,Jの
凹
地
の
個
々
の
轡
入
部
で

あ
っ
た
事
は
想
像
し
得

ら
れ
る
｡

酉
.
精
進
､
本
柄
の
三
湖
は
湖
面
の
高
さ
略
等
し
-

渦
紋
九
〇
二
乃
至
九
〇
三
米
'
河
口
湖
は
敵
も
低
-
A

三
〇
米
.
山
中
湖
は
敦
も
苗
-
九
八
三
米
で
あ
る
事
は

泥
rTuの
数
学
と
共
に
岡
上
で
漕
ま
れ
る
｡
山
中
湖
を
除

-
他
は
組
y
無
口
潮
で
あ
る
｡
河
口
湖
の
酉
端
に
発
電

所
の
開
放
が
あ
る
｡
西
湖
に
人
工
排
水
口
を
設
け
て
河

口
､
西
両
潮
間
の
落
差
約
七
〇
米
を
利
用
し
た
も
の
で

あ
る
｡
同
株
の
人
工
排
水
口
は
河
口
湖
の
東
商
隅
に
も

見
ら
れ
p
乙
の
水
力
を
利
用
し
た
登
竃
即
そ
の
他
の
工

場
の
託
肋
が
富
田
の
兼
北
方
に
於
で
岡
上
に
多
数
は
見

ら
れ
る
｡

湖
水
は
何
れ
も

一
速
を
富
士
の
裾
野
の
末
端
で
限
ら

れ
大
部
分
の
湖
岸
は
御
坂
厨
か
ら
成
る
山
地
の
両
脚
が

水
両
に
追
っ
て
ゐ
る
.
山
中
湖
は
排
水
口
社
有
す
る
が

地
相
教
材
と
し
て
の
地
形
脚

i5

蔑
め
ほ
制
水
の
形
態
が
糖
老

い
p
北
側
に
か
な
-
購

い

平
地
が
磯
逢
し
て
ゐ
る
｡
河
口
湖
は
河
口
と
大
石
の
柑

群
の
附
近
ほ
多
少
の
平
地
を
有
す
る
が
'
そ
の
他
の
三

潮
は
殆
ど
平
地
を
有
し
覆

い
｡
湖
水
は

一
般
に
排
水
系

統
の

一
時
的
春
春
物
で
あ
っ
て
周
囲
か
ら
土
砂
を
注
入

さ
れ
る
事
と
排
水
口
の
底
が
保
-
浸
蝕
さ
れ
る
革
と
に

ょ
っ
て
次
第
に
孝

放
し
で
綾
に
は
蒐

5,ね
盆
地
に
化
す

る
の
運
命
を
有
す
る
｡
之
等
の
潮
水
は
多
-
排
水
口
を

有
せ
ず
地
形
的
に
若

い
状
態
に
あ
与
満
か
山
中
湖
は
排

水

E:
社
有
す
る
が
為
め
に
敢
79
年
髄
の
進
ん
だ
継
態
に

あ
る
○
チ
シ

忍

野

乾
湖

山
中
湖
の
北
方
に
&
,.j野
村
の
卒
地
が
あ

る
｡
北
p
束
'
絹
の
三
方
は
急
傾
斜
の
山
地
に
固
ま
れ

西
側
は
富
士
の
裾
野
に
頂
-
｡
卒
地
面
は
九
六
〇
米
の

等
高
線
で
閉
ま
れ
'
乙
の
中
に
は
僅
か
の
補
助
曲
線
が

描
か
れ
て
あ
る
に
過
ぎ
ず
'
粂
-
牢
垣
在
未
両
で
あ
る

平
地
の
南
牢
部
は
鷹
丸
尾
の
熔
岩
流
の
.末
端
が
入
-
塞

か
内
野
部
落
の
附
虻
は
連
す
る
轟
が
見
ら
れ
る
｡
此
の

平
地
は
渚
撃
者
に
よ
っ
て
乾
渦
せ
る
湖
底
で
あ
る
と
さ

れ
て
ゐ
る
｡
石
原
排
撃
士
に
ょ
れ
ば
県

議

諾

平
野

.J
B
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地

球

節
十
四
態

の
衣
闇
は
黒
色
の
有
機
物
を
含
む
粘
土
層
か
ら
戚
む
､

平
野
_-1
穀
流
れ
る
川
の
岸
壁
に
は
水
平
の
沖
積
士
の
累

圏
を
組
め

る
｡
牢
野
中
の
譜
朋
に
芦
輩
の
蕪
育
せ
る
沼

状
の
地
が
あ
る
.
翻
ほ
同
氏
に
よ
れ
は
此
の
私
野
湖
は

も
と
山
中
湖
と
朝
通
じ
て
凹
字
形
を
成
し
た
も
の
が
鷹

丸
尾
熔
岩
の
馬
め
は
桐
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
ふ

稗
村
の
例

裾
野
の
兼
牝
隅
を
占
め
る
富
田
と
河
口

湖
畔
の
河
口
と
の
二
つ
の
街
村
が
図
上
に
日
を
惹
-
｡

苦
E
は
中
火
線
大
月
輝
か
ら
聴
す
る
電
車
の
終
期
で
富

士
の
登
山
口
と
し
て
塘
達
し
力
持
村
で
裾
野
北
練
及
び

妨

二
舵

蒜
出

火
凹

東
経
部
に
於
け
る
交
通
の
要
乱
に
督
る
｡
何
日
は
嘗
鎌

倉
街
道
は
雷
か
御
坂
峠
を
上
下
す
る
入
梅
の
休
憩
所
と

し
て
聴
逢
し
た
栃
村
で
あ
る
｡
著
聞
が
新
し

い
交
通
機

閥
の
恩
浬
は
よ
っ
て
益
々
磯
展
す
る
に
反
し
て
､
河
口

は
甲
府
盆
地
帝
愈
地
方
間
の
交
通
運
輸
が
今
は
御
坂
峠

,<LJ避
け
LtJ
中
央
線
及
び
富
士
山
麓
電
気
銭
道
の
榎
を
利

用
す
る
が
薦
め
に
昔
日
の
繁
華
の
面
影
を
失
ふ
け
至
っ

た
.
今
で
も
稀
に
は
峠
を
埜
ぢ
選
る
頭
上
は
時
な
ら
ぬ

駄
馬
の
鈴
の
尊
が
起
っ
て
菅
懐
し
い
戚
じ
を
喚
び
n
ま

n
れ
る
覇
が
あ
る
｡
(春

本
)

伊

太

利

と
,

｣

ろ

ぐ
-

(
八
)瀧

ノ

規

【
盈
米
削
如
拙
兄
を
報
す
る
最
初
の
手
紙
]

'･,h
ユ
ア

ナ

鳥
を

1
市
税
に
西
か
ら
東

へ
三
二
二
哩
進
ん
だ

rJ
と

を
申

し
上
げ
唆

し

ね

が
'

を
の
道
程
か
ら
判
断
し
ま
す
と

こ
の
島
は
英
蘭
皮
で
蘇
賂
蘭
を
介
し
た
も

の

よ

-

ち

大
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
机
衆
ま
す
｡

既
に
運
べ
ま
し

た
三
十
二
番
二
千
碁
,の
鳥
の
他
に
閣
方
は
督

っ
て
二
つ

の
問
が
あ
-
ま
す
が
未
だ
訪
問
し
ま
せ
ぬ
｡

1.
の
囲
ヒ

ア
ナ
ン
(A

n
an
)
と
印
度
人
は
呼
止
で
ゐ
ま
す
住
民
は

-
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1
1

-
-

-
･-
～
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