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京
都
第
七
三
筋

(二
〇
〇
1
)
‥
八
五
⊥

三
二
貢

賓

徴

朋

と

徴

税

は

じ

め

に

高

嶋

航

清
代
の
州
嚇
街
門
､
民
国
の
嚇
政
府
か
ら
民
間
に
番
給
さ
れ
た
官
文
書
に
は
､
各
種
謹
明
書
､
裁
判
文
書
な
ど
多
々
あ
っ
た
が
'
最
も
持
績

的
か
つ
大
量
に
蓉
給
さ
れ
た
の
は
徴
税
関
係
の
文
書
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
本
稿
で
叙
述
の
封
象
と
す
る
太
湖
庭

(民
国
に
呉
麻
に
編
入
)
は
人
口

(-)

が
約
三
寓
人

(
一
九
一
九
年
)
で
あ
っ
た
が
､
毎
年
費
給
さ
れ
た
納
税
通
知
書

･
領
収
書
は
約

一
五
寓
枚
に
の
ぼ
る
｡
官
印
が
押
さ
れ
た
文
書
が

こ
れ
だ
け
民
閲
に
出
ま
わ
っ
た
か
ら
に
は
､
そ
の
社
食
的
な
影
響
は
少
な
-
な
か
っ
た
は
ず
で
､
雷
該
時
期
の
官
民
関
係
を
考
え
る
の
に
､
無

税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
従
来
､
徴
税
関
係
の
文
書
群
は

｢土
地
文
書
｣
に

一
括
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
そ
れ
自

(2)

髄
が
淘
立
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
い
わ
ゆ
る

｢土
地
文
書
｣
は
地
主
制
や
村
落
構
造
の
賓
態
解
明
の
資
料
と
し
て
夙
に
注
目
さ
れ
､

契
約
書
や
魚
鱗
筋
に
つ
い
て
は
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
｡
徴
税
関
係
文
書
が
研
究
者
の
関
心
を
集
め
な
か
っ
た
の
は
､
残
存
す
る
徴
税
文

書
が
断
片
的
で
全
容
を
つ
か
み
に
-
い
と
い
う
資
料
的
な
問
題
と
､
社
食
経
済
状
況
分
析
に
は
膨
大
な
土
地
文
書
が
利
用
で
き
､
害
態
と
か
け

TJ)

離
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
徴
税
関
係
の
文
書
に
研
究
債
値
を
見
出
せ
な
か
っ
た
鮎
に
あ
ろ
う
｡
本
稿
で
は
納
税
通
知
書

･
領
収
書
'
薫
徴
研
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な
ど
､
官
府

(田
賦
徴
収
機
構
も
含
む
)
で
作
成
さ
れ
た
徴
税
関
係
文
書
を

｢徴
税
文
書
｣
と
定
義
し
､
そ
の
性
格
や
社
食
的
意
義
を
考
え
て
み
た

(4)
い
｡
土
地
と
徴
税

(田
賦
)
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
以
上
'
土
地
文
書
を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
な
作
業
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
本
稿

で
は
貫
徹
筋
を
使

っ
て
､
如
上
の
問
題
を
考
察
す
る
足
が
か
り
と
し
た
い
｡
ま
ず
は
概
説
的
な
説
明
か
ら
始
め
よ
う
｡

明
代
に
茸
筋
が
徴
税
墓
帳
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
『後
湖
志
』
を
駆
使
し
て
葺
新
制
度
の
全
容
を
示
し
た
葺
慶
遠

『明
代
黄
射
制
度
』
'
現
存
の
葺
筋
を
も
と
に
制
度
の
賓
態
を
解
明
し
た
賛
成
顛

『
明
代
葺
珊
研
究
』
を
は
じ
め
､
葺
筋
に
関
し
て
は
数
多
く
の

(5)

研
究
が
あ
る
｡

一
方
､
葺
新
制
度
の
形
骸
化
に
と
も
な

っ
て
誕
生
L
t
清
代
に
は
徴
税
の
根
本
墓
帳
と
し
て
贋
-
作
成
さ
れ
て
い
た
害
徴
新
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
さ
れ
て
い
な
い
｡
黄
朋
は
中
央
政
府
が
戸
レ
ベ
ル
の
人
口
･
財
産
を
管
理
し
よ
う
と
い
う
き
わ
め
て
中
央
集
権
的

な
制
度
で
あ
り
､
名
目
上
は
全
国
に
わ
た
っ
て
統

一
的
に
賓
施
さ
れ
て
い
た
｡
賓
徴
朋
は
参
照
償
値
を
失

っ
た
茸
射
に
か
わ

っ
て
徴
税
遂
行
上

の
賓
際
的
要
求
に
答
え
る
べ
く
誕
生
し
､
各
州
願
街
門
で
個
別
に
作
成

･
運
用
さ
れ
て
い
た
｡

一
定
の
様
式
に
従

っ
て
作
成
さ
れ
た
葺
筋
や
魚

鱗
朋
と
は
ち
が
い
'
賓
徴
肋
に
は
統

一
的
な
様
式
は
な
-
､
各
地
の
徴
税
の
賓
態
に
鷹
じ
て
そ
の
様
式
は
多
様
で
あ

っ
た
｡
中
央
政
府
は
こ
れ

r･い｣

を
管
理
し
よ
う
と
試
み
る
が
失
敗
に
終
わ
り
'
晴
代
に
は
賦
役
全
書
に
髄
現
さ
れ
る
願
か
ら
府
､
そ
し
て
省

へ
と
い
た
る
整
然
と
し
た
中
央
集

権
的
財
政
が
形
成
さ
れ
て
い
く

一
方
で
､
州
願
で
は
中
央
の
関
知
し
得
な
い
賓
徴
筋
に
基
づ
-
徴
税
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

賓
徴
筋
の
運
用
賓
態
は
嘗
時
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
､
そ
れ
を
巡

っ
て
二
つ
の
異
な
る
見
解
が
残
さ
れ
て
い
る
｡

一
つ
は

そ
れ
が
徴
税
の
根
本
童
帳
で
あ

っ
て
徴
税
に
は
故
か
せ
な
い
重
要
な
簿
鼎
だ
と
す
る
も
の
｡
も
う

l
つ
は
貫
徹
朋
の
記
載
は
で
た
ら
め
で
背
吏

ら
が
私
腹
を
肥
や
す
道
具
に
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
後
者
の
認
識
が
た
と
え
事
章
だ
と
し
て
も
､
賓
徴
筋
が

l
質
し
て
徴
税
の
根
接

と
位
置
付
け
ら
れ
､
作
成
さ
れ
つ
づ
け
た
こ
と
も
ま
た
事
賓
で
あ
る
｡
岩
井
茂
樹
氏
は
賓
徴
肘
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
唯

l
の
専
論

｢武
進
解

｢賓

徴
堂
簿
｣
と
田
賦
徴
収
機
構
｣
の
な
か
で
､
薫
務
的
観
鮎
か
ら
は
所
期
の
用
を
な
さ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
納
税
戸
に
経
済
的
負
接
を

強
い
な
が
ら
毎
年
膨
大
な
簿
新
の
作
成

･
上
皇
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
き
'
害
徴
筋
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
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説
明
し
て
い
る
｡
賓
徴
鼎
は
徴
税
権
行
使
の
事
賓
上
の
主
健
と
な

っ
て
い
る
請
け
負
い
機
構
と
､
徴
税
の
形
式
的
な
権
限
保
有
者
で
あ
る
国

家

･
官
府
と
の
あ
い
だ
で
か
わ
さ
れ
る
政
治
的
協
約
と
し
て
の
意
味
を
に
な

っ
て
お
り
､
そ
れ
が
仮
構
に
支
え
ら
れ
た
徴
税
と
い
う
公
的
な
横

3li=E

力
行
馬
の
シ
ス
テ
ム
の
存
立
に
映
-
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
葺
徴
筋
が
作
成
さ
れ
つ
づ
け
た
､
と
｡
か
よ
う
に
賓
徴
筋
の
作

成

･
上
呈
が
徴
税
請
負
機
構
に
徴
税
の
正
富
性
を
輿
え
る
と
い
う
儀
鐙
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
｡
そ
し
て
儀
程
的
だ

か
ら
こ
そ
内
容
の
真
偽
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か

っ
た
｡
こ
の
解
樺
に
よ
れ
ば
根
本
墓
帳
と
い
う
認
識
と
不
正
確
と
い
う
認
識
は
矛
盾
な
く
共

存
で
き
る
｡
だ
が
岩
井
氏
が
扱

っ
た
害
徴
筋
は
二
筋
だ
け
で
'
運
用
の
賓
態
を
解
明
し
た
と
は
い
え
な
い
｡
本
稿
で
は
賓
徴
朋
の
賓
態
を
検
討

し
て
岩
井
氏
の
見
解
を
再
考
す
る
と
と
も
に
､
徴
税
文
書
と
し
て
の
賓
徴
筋
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
｡

I,I-)

本
稿
で
取
り
上
げ
る
賓
徴
筋
は
民
国
期
､
呉
嚇
膏
太
湖
庶
境
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
地
域
を
扱
う
の
は
､
多
く
の
土
地
文
書
､
徴
税
文
書
が

日
本
の
囲
書
館
に
あ

っ
て
､
比
較
的
簡
軍
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
'
す
で
に
筆
者
は
土
地
文
書
､
徴
税
文
書
､
田
賦
徴
収
機
構
に
関
す

｢1･)

る
論
文
を
聾
表
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
成
果
の
上
に
議
論
を
進
め
る
が
'
民
国
呉
解
の
田
賦
徴
収
機
構
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
を

し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
呉
願
で
は
徴
糧
虞
と
い
う
組
織
が
田
賦
徴
収
業
務
を
行
な

っ
て
い
た
｡
解
内
は
国
と
い
う
匝
蓋
に
分
か
れ
､
各
囲

に
は
徴
税
業
務
を
執
り
行
う
経
道
と
呼
ば
れ
る
人
役
が
お
り
'
こ
の
経
造
が
納
税
期
前
に
葺
徴
研
を
作
成
し
た
｡
納
税
通
知
書
や
領
収
書
も
彼

ら
が
作
成
し
､
こ
れ
ら
の
簿
筋
を
も
と
に
徴
税
が
行
な
わ
れ
て
い
た
｡
納
税
は
漕
米
と
忙
銀

(上
忙
と
下
忙
)
の
三
期
に
分
か
れ
'
納
税
者
は
通

5耶刑

知
書
を
受
け
取
る
と
､
納
税
期
間
中
に
指
定
の
場
所
に
税
を
納
め
に
行
き
､
領
収
書
を
受
け
取
り
納
税
を
完
了
し
た
｡
本
稿
で
は
主
と
し
て
清

末
同
治
年
間
か
ら
民
国
二
〇
年
代
ま
で
の
期
間
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
を
行
な
う
｡
こ
の
間
､
政
治
的
に
は
辛
亥
革
命
と
い
う

一
大
愛
化
が
起

＼‖｣

こ
っ
て
い
る
が
'
田
賦
徴
収
の
機
構
上
に
は
大
き
な
髪
化
が
な
か
っ
た
こ
と
を
前
稿
で
確
認
し
て
い

る

｡

第

一
章
で
は
､
賓
徴
鮒
の
概
要
を
紹

介
し
､
特
に
税
額
に
つ
い
て
の
問
題
を
考
え
る
｡
第
二
章
で
は
推
収

(名
義
壁
更
)
を
取
り
上
げ
､
賓
徴
柵
の
墾
化
を
扱
う
｡
第
三
章
で
は
版
串

(納
税
領
収
書
)
を
通
し
て
､
麻
の
田
賦
徴
収
機
関
に
よ
る
害
徴
研
の
検
査
の
害
態
を
明
ら
か
に
す
る
｡
第
四
章
で
は
､
地
坂
を
手
が
か
り
に
土
地
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SS

文
書
と
の
関
係
､
徴
税
文
書
の
意
味
を
探
る
｡

一

章
徴
樹

の
概
要

奮
太
湖
廉
の
害
徴
冊
は
､
国
立
園
舎
囲
書
館
､
東
洋
文
庫
､
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

(以
下
､
｢東
文
研
｣
と
略
栴
)
の
三
ヶ
所
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
｡
目
録
上
の
呼
稀
は

｢呉
嚇
忙
銀
漕
糧
賓
徴
射
｣
(園
舎
囲
書
館
)'
｢呉
解
太
字
上
下
忙
銀
賞
徴
花
戸

(名
)
析
｣
｢呉
願
太
字
漕
米
害
徴
花

戸
析
｣
｢呉
解
東
字
上
下
忙
銀
漕
米
貫
徹
花
戸
析
｣
(東
洋
文
庫
)
｢呉
解
忙
銀
賞
徴
花
戸
析
｣
｢呉
解
漕
米
賓
徴
花
戸
研
｣
(東
文
研
)
と
な
っ
て
い

I:ご

る

(本
稿
で
は
｢呉
願
奮
太
湖
廃
寮
徴
射
｣
と
略
栴
)
｡
民
国

一
七
年
以
降
は
､
忙
銀
と
漕
米
の
賓
徴
朋
が

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
､
｢上
下
忙
銀
漕
米
賓

徴
花
戸
珊
｣
と
い
う
名
稲
に
改
め
ら
れ
る
｡
周
知
の
通
り
田
賦
は
民
国

一
七
年
に
地
方
税
に
改
め
ら
れ
る
が
､
賓
際
に
は
忙
漕
制
度
は
民
国

1

3服E

九
年
ま
で
存
績
し
た
と
い
う
｡
貫
徹
鼎
の
表
紙
に
は
'
例
え
ば

｢中
華
民
国
拾
童
年
分

奮
太
境
武
拾
玖
都
菜
園

呉
願
忙
銀
賓
徴
射
｣
な
ど

､‖＼

と
書
か
れ
て
お
り
､
園
舎
園
書
館
は
こ
の
呼
稀
を
採
っ
て
い
る
｡
同
賓
徴
筋
の
版
心
に
は

｢呉
解
中
華
民
国
拾
童
年
太
字
上
下
忙
銀
貫
徹
花
名

射

廿
九
都
七
固
第

戟
｣
と
あ
り
､
東
洋
文
庫
､
東
文
研
は
こ
ち
ら
を
採
用
し
て
い
る
｡

所
蔵
が
最
も
多
い
の
は
園
舎
囲
書
館
で
､
民
国
二
年
か
ら
民
国
九
年
に
か
け
て
と
民
国

一
七
年

(
一
筋
の
み
)
の
賓
徴
射
'
計

二
二
一
筋
を
戒

(15)

す
る
｡
次
に
多
い
の
が
東
洋
文
庫
で
'
民
国
二
年
か
ら

一
九
年
ま
で
(民
国
一
五
年
は
な
い
)
の
計

一
〇
三
朋
の
害
徴
筋
を
戒
す
る
｡
園
舎
囲
書
館

は
民
国
九
年
以
前
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
に
封
し
て
､
東
洋
文
庫
の
ほ
う
は
年
次
に
偏
り
が
み
ら
れ
な
い
｡
東
文
研
は
民
国
八
年
か
ら

二

年
ま
で
の
計
七
筋
を
戒
す
る
｡
以
上
あ
わ
せ
て
二
四
一
筋
の
奥
解
荏
田太
湖
鹿
茸
徴
鼎
が
日
本
に
現
存
し
て
い
る
｡
園
舎
囲
書
館
の
葦
徴
鼎

に
は
昭
和

l
五

(
1
九
四
〇
)
年
八
月
三

l
日
､
及
び
昭
和

1
六

(
l
九
四
こ

年
五
月

l
五
日
と
い
う
日
付
を
記
し
た
東
亜
研
究
所
の
購
入
印
が

Bl脈M

押
さ
れ
て
い
る
｡
『東
亜
研
究
所
報
』
の
昭
和

一
五
年

一
〇
月

一
日
か
ら

二

一月
三

一
日
ま
で
の
新
着
囲
書
日
録
に

｢呉
願
忙
銀
､
漕
糧
賓
徴
珊
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民
国
二
～
九
､

l
五
年

和

l
二
三
析

(二
八
峡
)
寓
本
｣
と
あ
り
､
昭
和

一
六
年
七
月

l
H
～
八
月
三

一
日
の
新
着
固
書
目
録
に

｢呉
解
忙

㌔-7.l

銀
､
漕
糧
害
徴
析

民
国
二
､
五
､
八
､
九
､

一
七
年

和

一
〇
新

大

抄
本
｣
と
あ
る
｡
園
舎
固
書
館
に
現
存
す
る
呉
麻
膏
太
湖
廃
案

(18)

(19)

徴
筋
は

二
二
三
筋
で
あ
る
か
ら
､
東
亜
研
究
所
が
購
入
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
園
舎
囲
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
第
二
回
購
入

の
際
に
は
呉
解
奮
太
湖
廃
案
徴
筋
の
は
か
､
『長
元
呉
三
願
聞
邑
都
囲
』
『元
邑
候
漕
珊
』
『呉
麻
元
邑
都
圃
』
『各
区
候
漕
存
根
』
『元
邑
盃
畢
完

(邦)

納
銀
米
存
根
底
筋
』
と
い
っ
た
呉
願
の
徴
税
文
書
も
同
時
に
購
入
さ
れ
て
い
る
｡
東
洋
文
庫
の
呉
解
膏
太
湖
願
書
徴
筋
に
は
東
亜
研
究
所
の
印

は
な
-
､

一
九
六
三
年
五
月
八
日
付
け
の
財
圃
法
人
東
洋
文
庫
蔵
書
印
が
あ
る
の
み
で
あ
る
｡
東
文
研
の
賓
徴
筋
に
も
東
亜
研
究
所
の
印
は
な

い
｡
所
蔵
内
容
か
ら
み
て
も
､
園
舎
固
書
館
の
も
の
と
東
洋
文
庫

･
東
文
研
の
も
の
に
は
顧
著
な
違
い
が
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
別
の
経
路
で
入
手

3紺E

し
た
よ
う
で
あ
る
が
詳
し
い
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
｡

表

一
は
寅
徽
鼎
の
残
存
状
況
を
都
囲
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
｡
収
録
さ
れ
る
都
圏
は
二
六
都

一
～
五
固
､
二
七
都
七
固
､
二
八
都

一
～

一
三
㌧
一
五
～
一
九
囲
'
二
九
都

一
～
一
五
､

一
七
､

一
九
㌧
二
〇
固
'
三
〇
都

一
～
八
囲
､
三
六
都

一
､
二
国
の
六
都
五
二
固
分
､
こ
れ
に

｢ご｣

歴
年
新
墾

(後
述
)
と
義
租
が
加
わ
る
｡
『太
湖
備
考
』
巻
五

｢東
山
版
囲
珊
｣

が
収
め
る
六
都
五
七
圏
と
比
較
す
る
と
､
二
八
都

一
四
囲
､
二
九

都

l
六
㌧

l
八
囲
､
三
六
都
三
､
四
囲
が
映
け
て
い
る
｡
ま
た
二
六
都
四
囲
､
二
八
都
六
囲
､
二
九
都
四
､
七
､

二
､
一
二
固
､
三
〇
都
六

囲
'
三
六
都
二
圏
は
上
下
二
筋
､
二
九
都
五
圏
は
前
後
二
筋
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
､
奮
太
湖
廉
で
年
間
に
作
成
さ
れ
た
葺
徴
餌
は
五
七
国
分
､

計
六

一
筋
に
歴
年
新
墾
と
義
租
を
加
え
て
少
な
く
と
も
六
三
鼎
×
二

(忙
銀
､
漕
米
)
で
一
二
六
射
に
の
ぼ
っ
た
｡
最
も
よ
く
残
っ
て
い
る
民
国

七
年
の
残
存
率
は
二
九

･
四
%
､
民
国
二
年
か
ら
九
年
を
平
均
す
る
と

一
八

･
八
%
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
漕
米

･
忙
銀
の
比
率
を
み
る
と
漕

米
は
二

三
射
､
忙
銀
は

一
〇
一
研
､
漕
米
忙
銀
が
二
六
研
､
義
租
が

l
筋
で
と
-
に
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
｡

一
方
､
年
度
別
に
残
存
状
況
を

見
た
場
合
､
は
っ
き
り
し
た
特
徴
が
見
て
取
れ
る

(表
二
)｡
民
国
二
年
か
ら
九
年
ま
で
が
数
多
-
残
っ
て
い
る
の
に
比
べ
て
､
民
国

一
〇
年
以

降
は
極
端
に
少
な
-
な
る
｡
民
国

l
〇
年
に
は
寅
徴
筋
の
様
式
に
壁
化
が
み
ら
れ
'
田
賦
徴
収
機
構
や
害
徴
新
管
理
に
関
し
て
何
ら
か
の
撃
化
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(23
)

が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る

｡

民
二

･
二
八

･
一
･
米
を
例
に
賓
徴
筋
の
様
式
を
説
明
し
よ
う

(囲
1
-
1
-
-
)｡
サ
イ
ズ
は
二
六

･
二
セ
ン
チ
×
一
六

･
四
セ
ン
チ
で
牛
葉

に
二
筆
分
の
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
る
｡
民
団

l
〇
年
に
な
る
と
賓
徴
筋
は
ひ
と
ま
わ
り
大
き
-
な
り

(二
八
二

セ
ン
チ
×
二
〇
･
二
セ
ン
チ
)､
牛

葉
に
五
筆
分
の
デ
ー
タ
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
0
記
入
す
べ
き
項
目
に
ほ
と
ん
ど
髪
化
は
な
-
'
賓
徴
筋
の
か
さ
が
随
分
減
っ
た
が
､
追

記
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
逆
に
少
な
く
な
っ
た
｡
民
図

一
七
年
に
米
研
'
銀
筋
が
合
併
さ
れ
る
と
､
再
び
単
葉
二
筆
の
ス
タ
イ
ル
が
採
用
さ
れ
た
｡

表
紙

(圏
1
-
1
)
に
は

｢中
華
民
国
式
年

太
字
武
拾
捌
都
重
囲
｣
と
墨
書
さ
れ
､
そ
の
上
に

｢呉
麻
知
事
之
印
｣
が
押
さ
れ
る

(圏
に
は
印
影
が

90
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階1-1 呉解菌太湖鹿茸徴研M2,28,1.銀 (国立調合潮書館戒)
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90569
【二二二コ

ます
/

祭

亀子
七

団1-2 呉!除菌太湖麗質徴研M2.28.1.銀 (韻立適合潤書館戒)

映

っ
て
い
な
い
)｡

こ
の
官

印
は
'
民
国
四
年
か
ら

｢呉
解
之
印
｣
に
な
り
､
民

国
八
年
か
ら
民
国

一
〇
年

に
は
押
さ
れ
て
い
な
い
｡

民
国

一
一
年
か
ら

｢東
山

輔
佐
行
政
委
員
鈴
記
｣
印

に
埜
わ
り
､
民
国

一
四
年

か
ら
民
国

一
六
年
は
ま
た

印
が
押
さ
れ
な
く
な
る
｡

民
国

一
七
年
に
は

｢呉
願

財
務
局
之
関
防
｣
印
が
押



賓 徴 桝 と 徴 税

隙1-3 呉蘇膏太湖磨貫徹析M2.28.1.銀 (国立詞合間書館戒)

固1-4 呉蘇萄太湖磨責徴析M2.28.1.銀 (国立図台陶書館戒)

さ
れ
る
が
､
翌
年
以
降
は

ま
た
印
が
押
さ
れ
な
く
な

る
｡
扉

(圃
1
--
)
に
は

｢共

一
千

一
百
三
拾
四
畝

五
産
｣
と
い
う
走
り
書
き

が
あ
り
､
そ
の
裏

(園
1
-

-
)
は

一
圏
分
の
集
計
を

記
す
欄

(囲
線
)
に
な
っ
て

い
る
｡
こ
こ
に
は
都
圏
､

戸
数
､
田
地
山
蕩
の
課
税

面
積
の
総
計
､
つ
い
で
各

科
則
ご
と
の
鷹
徴
米

(銀

桝
は
慮
徴
銀
)
の
欄
が
あ
る
｡
現
存
の
賓
徴
朋
を
見
た
限
り
'
こ
れ
ら
の
欄
に
記
入
の
痕
跡
は
全
-
見
ら
れ
な
い
｡
時
折
'
民
二
･
二
八

･
一
･

米
の
よ
う
に
総
計
で
あ
る
と
か
'
民

一
八

･
二
六

･
二
･
銀
米
の
よ
う
に
戸
数
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
本
来
そ
れ
が
書
か
れ

る
は
ず
の
場
所
に
で
は
な
-
､
扉
の
飴
白
部
分
に
､
し
か
も
走
り
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
肝
心
の
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
､
全
く
記

載
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡

徴
税
の
基
礎
壷
帳
た
る
賓
徴
桝
に
税
の
線
額
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
光
緒
年
間
の
金
匿
解
の
寅
徴
朋
に

は

｢甲
纏
｣
の
頁
が
最
初
に
あ
り

(金
匿
麻
で
は
甲
ご
と
に
作
成
さ
れ
囲
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
)､

l
甲
の
集
計
が
記
入
さ
れ
て
い
る
｡
清
代
呉
願
の
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害
徴
鼎
に
つ
い
て
も

｢毎
肪
首
責
､
註
明
是
囲
共
有
田
地
山
蕩
畝
数
､
盃
賓
徴
銀
米
数
日
｣
と
い
う
よ
う
に
､
本
来
は
纏
額
の
記
載
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
｡
賓
際
､
奮
呉
願
下
の
民

一
五

･
一
･
一
七

･
銀
の
固
線
に
は
､
苫
該
園
の
田
地
面
積
と
税
の
纏
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
｡
な
ら

ば
晴
代
太
湖
廉
の
賓
徴
朋
に
は
こ
れ
ら
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
､
こ
れ
ま
た
疑
問
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
記
事

(全
文
は
後

渇
)
は
田
賦
徴
収
虞

(徴
糧
虞
の
後
身
)
に
封
す
る
告
馨
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
､
民
国
に
な
っ
て
田
賦
徴
収
が
腐
敗
し
た
こ
と
の
例
護
と
し
て

賓
徴
筋
が
如
何
に
杜
撰
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
説
明
し
た
も
の
で
'
晴
代
の
状
況
を
理
想
化
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
｡
た
だ
､

ほ
ん
ら
い
記
載
さ
れ
る
べ
き
纏
額
が
記
さ
れ
な
-
な
っ
た
こ
と
と
､
賓
徽
鼎
が
上
級
官
廉
に
迭
ら
れ
て
検
査
を
受
け
な
-
な
っ
た
こ
と
が
併
記

さ
れ
て
い
る
鮎
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
賓
徽
朋
の
形
骸
化

･
意
義
低
下
と
徴
税
機
構
の
腐
敗
が
関
連
す
る
事
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
｡

囲
纏
の
あ
と
毒
帳
部
分
が
始
ま
る

(囲
1
-4
)｡
牛
糞
に
二
等
分
､
見
開
き
で
四
筆
分
の
デ
ー
タ
を
記
入
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
､
記
載
項

目
は
､
①
戸
名
､
②
科
則
､
③
地
目
､
④
畝
数
､
⑤
税
額

(米
桝
は
｢科
徴
漕
米
｣'
銀
朋
は
｢科
徴
上
下
忙
銀
｣
｢上
忙
鷹
徴
銀
｣
｢下
忙
魔
徴
銀
｣)'
⑥
競

数

(二
筆
ご
と
)
で
あ
る
｡
戟
数
は
囲
ご
と
に
通
し
香
坂
で
つ
け
ら
れ
て
お
り
､
葦
徴
射
上
で
納
税
戸
を
特
定
す
る
唯

一
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
戟
数
は
版
串
や
易
知
由
軍
の
番
窮
と
共
通
す
る
｡
普
通
記
載
が
み
ら
れ
る
の
は
'
戸
名
'
畝
数
､
税
額
､
競
数
の
部
分
だ
け
で
あ
る
｡
科

則
は
民
八

･
二
七

･
七

･
銀
の
よ
う
に
､
全
編
に
わ
た
っ
て
記
載
さ
れ
る
例
も
あ
る
が
､
む
し
ろ
記
載
さ
れ
て
い
る
方
が
珍
し
い
｡
な
お
騎
縫

3槻爪

印
は
原
則
的
に
一
葉
お
き
に
押
さ
れ
て
い

る

｡

次
に
賓
徴
射
内
の
囲
纏
と
墓
帳
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

l
囲
分
の
戸
数
や
畝
数
の
合
計
が
記
載
さ
れ
る
場
合
､
そ
れ
は
扉
の
部

31鞭爪

分
か
デ
ー
タ
の
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
｡
畝
数
の
記
載
を
列
挙
す
る
と
､
民
二

･
二
八

･
一
･
米

｢共

一
千

一
百
三
拾
四
畝
五
産
｣
､
民
二

･
二

八

･
一
三

･
米

｢共
計
捌
百
集
拾
六
畝
九
分
七
産
六
毒
｣､
民

一
六

･
二
八

･
四

･
銀

｢共
六
百
十
七
畝

〇
九
五
｣'
民

一
六

･
二
八

･
一
六

･

銀

｢共
七
百
九
十
六
畝

一
四

二
､
民

一
六

･
二
九

･
後
五

･
銀

｢共
九
百
八
十
四
畝

〇
四
九
｣
の
五
例
で
あ
る
｡
全
髄
か
ら
す
る
と
わ
ず
か
な
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量
で
は
あ
る
が
､
民
国

一
六
年
の
宴
徴
筋
が
全
部
で
五
射
し
か
残
存
し
て
い
な
い
状
況
を
考
慮
す
る
と
､
民
国

一
六
年
に
記
載
が
集
中
し
て
い

る
の
は
何
か
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
国
民
政
府

へ
の
政
権
交
代
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
｡
民
国

一
七
年
の

『臭
長
元
境

各
墳
各
都
園
田
地
山
蕩
銀
米
綿
珊
』
(三
筋
､
抄
本
)
や

『奥
願
蓄
長
元
呉
三
境
田
畝
銀
米
壁
科
則
清
析
』
(
一
筋
､
抄
本
)
な
ど
は
'
こ
う
し
た
賓

徴
筋
の
情
報
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
､
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
こ
れ
ら
の
数
字
を
も
と
に
賓
徴
鮒
に
記
入
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら

､t(.)

れ

る

｡

事
案
､
民
国

一
七
年
に
は
東
西
南
山
の
鏡
糧
が
呉
解
の
徴
糧
虞
の
管
轄
に
な
る
こ
と
が
決
ま
り
'
徴
糧
庭
主
任
で
あ

っ
た
朱
景
波

(朱
錫

S曜沌

盟
)
に
南
山
の
鏡
糧
閲
係
文
書
の
調
査
を
行
な
わ
せ
て
い

る

｡

さ
て
問
題
は
､
何
を
根
嫁
に
こ
の
総
数
が
算
出
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

民
二

･
二
八

･
一
･
米
と
民

一
六

･
二
九

･
後
五

･
銀
の
畝
数
の
デ
ー
タ
を
検
算
し
て
み
る
と
､
そ
れ
ぞ
れ

二

一
八

〇
〇
七
畝
､
九
八
八

五
九
四
畝
と
な
り
､
前
出
の
数
値
に
合
致
し
な
い
｡
魚
鱗
鼎
で
も
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
る
｡
数
値
の
二
重
性
の
問
題
は
徴
税
の
あ
り
方
に
起
因

す
る
も
の
で
､
｢査
定
｣
｢割
嘗
｣
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
よ
り
よ
-
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡
｢査
定
｣
と
は
調
査
に
基
づ
い
て
税

額
を
決
定
す
る
こ
と
､
｢割
嘗
｣
と
は
既
定
の
税
額
を
割
り
首
て
る
こ
と
で
あ
る
｡
田
朕
は
土
地
の
科
則

･
面
積
に
鷹
じ
て
課
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
､
原
則
的
に
は
査
定
税
で
あ
る
｡
そ
の
具
健
的
な
現
わ
れ
が
魚
鱗
筋
で
あ
る
｡
各
地
片
に
は
科
則

･
畝
数
を
も
と
に
税
額
が
輿
え
ら
れ
'

そ
れ
が
固
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
る
｡
圏
の
総
計

(固
練
)
を
集
計
し
た
も
の
が

(賦
役
全
書
の
)
覇
纏
で
あ
り
､
府
纏
､
省
線

へ
と
連
な

っ
て
い
-
｡

魚
鱗
筋
に
代
表
さ
れ
る
徴
税
簿
筋
は
田
賦
が
査
定
税
で
あ
る
こ
と
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
査
定
税
の
特
徴
は
下
か
ら
上

へ
と
い
う
方
向
性
で
あ

る
｡
個
々
の
査
定
の
集
積
が
総
額
と
な

っ
て
現
わ
れ
る
わ
け
で
､
個
々
の
査
定
な
-
し
て
総
額
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
査

定
の
根
接
と
な
る
科
別
の
性
格
を
考
え
て
み
る
と
田
朕
の

｢査
定
｣
的
性
格
は

l
気
に
後
退
し
て
し
ま
う
｡

土
地
ノ
収
益

ハ
明
初

二
於
テ
各
軍

二
付
調
査
決
定
セ
ラ
レ
ク
ル
モ
ノ
ヲ
踏
襲
シ
今
日
二
及
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
極
度

二
化
石
化
セ
ル
収

益
ナ
リ
｡
化
石
化
セ
ル
収
益
ナ
ル
カ
故

二
一
旦
収
益
ノ
決
定
ヲ
見
タ
ル
以
上
其
ノ
後
無
収
益
ト
ナ
ル
モ
原
則
ト
シ
テ
田
厳
ヲ
免
ス
ル
コ
ト

､,fご

ナ
シ
｡
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科
則
と
は
本
来
土
地
の
生
産
性
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
､
｢化
石
化
せ
る
収
益
｣
と
の
表
現
が
示
す
と
お
り
､
清
代

･
民

国
期
に
お
い
て
､
も
は
や
生
産
性
と
の
関
連
は
薄
れ
て
い
た
｡
規
定
で
は
清
丈

(土
地
測
量
)
の
際
に
改
訂
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
､
清
代

朗

の
清
丈
は
も
と
も
と
励
行
さ
れ
な
か

っ
た
う
え
に
､
た
と
え
寅
施
さ
れ
て
も
畝
数
ば
か
り
が
問
題
に
な

っ
て
科
別
に
つ
い
て
は
等
関
税
さ
れ
て

51轍爪

い

た

｡

こ
の
問
題
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
､
清
丈
で
土
地
の
査
定
が
正
確
に
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
､
清
丈
の
結
果
が
そ
の
ま
ま
賦
役
全
書
に
反
映

(=/)

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
査
定
の
結
果
が
税
の
緒
額
に
た
だ
し
-
反
映
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
見
か
け
は
査
定
税
の
形
を
と
り
な
が

｢小-3.l

ら
賓
質
は
削
富
税
に
他
な
ら
な
か

っ
た
'
あ
る
い
は
も
と
も
と
査
定
税
だ
っ
た
の
が
割
富
税
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

｡

金
匿
解
の
薫

徴
鼎
で
各
地
片
の
畝
数
が
竜
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
､
総
額
で
は
麻
忽
の
単
位
ま
で
畝
数
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
'
総
額
が
集
計
で

｢叫J)

は
な
-
所
輿
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
｡
魚
鱗
掛
や
賓
徴
朋
の
毒
帳
部
分
は
方
軍
や
版
串
と
い
う
形
で
納
税
戸
と
結
び

つ
い
て
い
る
｡
墓
帳

の
デ
ー
タ
は
納
税
戸
と
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
土
地
状
況
の
奨
化
と
い
う
現
賓
に
封
鷹
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
い
っ
ぽ
う
総
額
は
上
級

官
臆
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
リ
ジ

ッ
ド
な
原
額
髄
系
の
中
で
わ
ず
か
で
も
壁
動
が
あ
れ
ば
健
系
内
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
影
響
を
輿
え
る
か
ら
､

こ
ち
ら
は
弾
力
性
に
乏
し
い
｡
賓
徴
研

･
魚
鱗
筋
は
､
査
定
と
い
う
上

へ
の
ベ
ク
ト
ル
と
割
富
と
い
う
下

へ
の
ベ
ク
ト
ル
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
場

で
あ
っ
た
｡
害
徴
筋

･
魚
鱗
朋
は
性
格
の
異
な
る
二
種
類
の
数
値
を
併
置
す
る
こ
と
で
こ
の
断
絶

･
矛
盾
を
吸
収
し
､
査
定
を
割
首
に
愛
換
し

割
雷
を
査
定
に
墾
換
す
る
巧
妙
な
装
置
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
｡

以
上
に
い
う
所
の
税
額
は
賞
際
に
課
せ
ら
れ
る
税
の

｢額
｣
で
は
な
い
｡
江
蘇
省
の
漕
米
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
｡
ま
ず
科
則
と
畝
数
を

掛
け
て
算
出
さ
れ
る
税
額
が
あ
る
｡
清
代
に
は
こ
れ
を

｢平
米
｣
と
い
っ
た
｡
同
治
年
閲
に
大
幅
な
減
税
が
行
な
わ
れ
､
例
え
ば
三
斗
四
升
四

台
別
は
賓
際
に
は

l
斗
七
升

l
合
を
納
め
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な

っ
た
｡
減
額
後
の
税
額
を

(鷹
完
)
賓
米
､
賓
徴
米
と
言
う
｡
減
額
後
の
科
別
は

同
じ
呼
稀
が
用
い
ら
れ
た
か
ら
､
こ
こ
に
お
い
て
科
則

(の
呼
稀
)
は
賓
態
を
伴
わ
な
い
'
上
下
の
差
異
を
示
す
だ
け
の
も
の
と
な

っ
た
｡
平
年
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は
こ
の
賓
米
が
納
め
る
べ
き
税
額
と
な
っ
た
が
､
凶
作
の
年
に
は
作
柄
に
よ
っ
て
減
免
が
行
な
わ
れ
た
｡
作
柄
の
調
査
を

｢秋
勘
｣
と
言
い
､

(3)

そ
の
結
果

｢荒
珊
｣
が
作
成
さ
れ
る
｡
秋
勘
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
税
額
を

(秋
勘
)
賓
徴
敷
､
あ
る
い
は
軍
に
秋
勘
と
言

っ
た
｡
た
と
え
ば
民

国
の
奥
願
で
三
斗
四
升
四
台
則
の
田

一
畝
を
所
有
す
る
場
合
､
三
斗
四
升
四
台
が
中
米
､
一
斗
七
升

一
合
が
賓
米
で
､
民
国
七
年
の
よ
う
に
｢賓

徴
八
八
折
｣
で
あ
れ
ば

一
斗
六
升
五
合
が
秋
勘
賓
徴
数
と
な
る
｡
呉
嚇
鳶
太
湖
麻
害
徴
筋
が
作
成
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
災
害
等
に
よ
る
減
税

は
恒
常
化
し
て
い
た
｡
よ
っ
て
中
米
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
賓
米
も
虚
額
化
し
て
い
た
｡
そ
し
て
賓
徴
筋
に
記
載
さ
れ
た
の
は
虚
額
た
る
賓
米
で

/'[.,()

あ
っ
た
か
ら
'
恒
常
的
減
税
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
秋
勘
こ
そ
が

｢害
徴
｣
を
示
す
も
の
で
あ
り
､
害
徴
鼎
の
数
字
は
も
は
や

｢賓
徴
｣
で
は

な
か
っ
た
｡
賓
徴
筋
を
も
と
に
作
成
さ
れ
る
通
知
軍
の
類
に
も
み
な
こ
の
虚
額
が
記
載
さ
れ
る
｡
そ
の
上
で
荒
筋
に
基
づ
い
て
害
徴
分
数

(減
税

(36)

率
)
を
示
し
た
朱
印
が
押
さ
れ
た
｡

そ
も
そ
も
徴
税
の
基
礎
毒
帳
と
さ
れ
る
葺
徴
筋
に
徴
税
の
痕
跡
が
見
ら
れ
な
い
の
は
お
か
し
い
｡
民
国
三
〇
年
の
賓
徴
朋
に
は
秋
勘
賓
徴
数

∴1./

と
納
税
日
期
を
記
す
欄
が
設
け
ら
れ
て
お
り
'
賓
徽
額
や
納
税
状
況
が

一
目
に
し
て
看
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
賓
際
に
は
こ
れ
ら
の

欄
に
記
入
は
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
徴
税
墓
帳
と
し
て
の
害
徴
朋
の
理
念
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
呉
願
膏
太
湖
廉
賓
徴
掛
に
徴
税
の
痕

跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
理
由
の
一
つ
は
寅
徴
鼎
が
徴
税
の
根
本
で
あ
っ
た
と
い
う
鮎
に
求
め
ら
れ
よ
う
｡
畝
指
徴
収
の
際
に
葺
徴
筋
に
基
づ
い
て

(,T:_:

畝
分
清
新
が
作
成
さ

れ

'

荒
朋
も
ま
た
賓
徽
唐
を
基
に
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
民

l
六

･
二
九

･
四

･
米
の
表
紙
に
｢荒
己
拾
過

(｢荒
｣

は
す
で
に
選
び
出
し
た
)｣
と
か
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
｡
寅
徴
朋
は
徴
税
の
根
本
墓
帳
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
参
照
さ
れ
た
か

ら
､
年
々
変
化
す
る
賓
徴
数
で
は
な
-
定
数
た
る
虚
額
を
記
載
し
た
｡
そ
し
て
各
年
度
の
税
の
総
額
は
秋
勘
研
な
ど
で
決
定
し
､
納
入
状
況
は

戟
串
簿
な
ど
で
把
握
し
た
の
で
あ
る
｡
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二

葉
徴
筋
と
推
収

害
徴
筋
に
関
す
る
言
説
の
ほ
と
ん
ど
は
賓
徴
筋
に
封
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
薫
徴
鼎
の
作
成
者
た
る
経
造
が

｢飛

酒
読
寄
｣
(税
糧
飛
ば
し
)
な
ど
害
徴
筋
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
私
腹
を
肥
や
し
て
い
る
､
と
い
う
よ
う
に
｡
こ
う
し
た
見
解
は
勿
論
､
じ

つ

さ
い
貫
徹
掛
を
見
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡
害
徴
筋
の
内
容
は

l
髄
ど
れ
-
ら
い
撃
化
し
'
ど
の
よ
う
な
制
度
的
裏
付
け
が
あ

っ
た
の
だ
ろ

ぅ
か
｡
連
績
し
た
年
次
の
葺
徴
朋
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
｡

二
六
都
三
園
は
民
国
二
㌧
四
､
六
､
七
､
八
㌧
九
年
と
連
績
し
た
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
が
で
き
､
埜
化
を
追
う
の
に
都
合
が
良
い
｡

一〇
〇

〇
筆
以
上
あ
る
こ
の
園
の
す
べ
て
の
壁
化
を
追
跡
す
る
の
は
大
愛
な
の
で
､
最
初
の

一
〇
〇
戸
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
｡
ま
ず
民
国
二

年
の
寅
徴
新
に
あ
ら
わ
れ
た
襲
化
を
列
挙
し
て
み
る
と
､

二

親
､
席
錦
云
-
周
洪
興
､

l
六
戟
'
張
巾
云
-
周
東
甫
'
二
二
競
､
張
同
春
-

費
正
揚
､
三

l
競
'
張
巾
云
-
費
永
龍
の
四
件
で
あ
る
｡
う
ち
二

〇
競
､
席
錦
云
の
〇
･
九
六
四
畝
の
土
地
は
二
つ
に
分
割
さ
れ
､

〇
･
八

一

四
畝
が
周
洪
興
に
渡
り
､
残
り

〇
･
一
五
畝
が
席
錦
云
の
も
と
に
残

っ
た
｡
こ
の
周
洪
興
戸
は
貫
徹
朋
の
末
頁
に
て
立
戸
さ
れ
て
い
る
｡
民
国

四
年
以
降
は
首
該
賓
徴
朋
の
中
に
見
ら
れ
る
奨
化
だ
け
で
な
-
､
過
去
の
貫
徹
鼎
と
比
較
し
て
撃
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
｡
三
競
､
周
裕

坤
の
土
地
は
七

つ
の
地
片
に
分
割
さ
れ
'
害
徴
析
作
成
後
､
襲
更
の
旨
を
示
す
次
の
よ
う
な
紙
が
貼
ら
れ
た
｡
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周

裕

坤

周

順

興

周

洪

興

三
分
九
産
九
重

二
分
四
産
七
重

七
分
五
重

四
分
三
産
六
墓
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周

柴

興

二
分
五
笹

二
分
五
産

七
分
九
楚
四
竃

二

一
競
､
周
順
興
の
土
地
は
三
つ
に
分
割
さ
れ
､
〇
･
二
五
畝
が
周
柴
興
､
〇
･
二
九
二
畝
が
周
洪
興
､
残
り
〇
･
二

l
三
畝
が
周
服
興
と
な
っ

て
い
る
｡
六
六
競
､
周
栄
興
の
土
地
も

l
･
〇
六
三
畝
が
周
順
興
に
割
か
れ
た
｡
民
国
六
年
の
宴
徴
筋
を
見
る
と
､
六
六
窮
の
周
柴
興
と
周
順

興
は
そ
れ
ぞ
れ
七
二
､
七
二
1競
と
な
っ
て
お
り
'
末
軟
に
立
戸
さ
れ
た
民
国
二
年
の
周
洪
興
と
違

っ
て
原
糧
戸
の
す
ぐ
後
で
立
戸
さ
れ
て
い
る
｡

害
徴
鼎
の
末
尾
に
立
戸
し
た
場
合
は
'
そ
れ
以
降
の
戟
数
に
愛
化
を
来
さ
な
い
の
に
封
し
て
､
原
糧
戸
の
す
ぐ
後
に
立
戸
し
た
場
合
は
､
そ
れ

以
降
の
競
数
に
ず
れ
が
生
じ
る
｡
ど
ち
ら
に
立
戸
す
る
か
に
つ
い
て
何
ら
か
の
規
則
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
民
七

･
二
九

･
二
〇
･
米
で
は

l
〇
九
二
戟
ま
で
が
賓
徴
射
用
の
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
が
､
そ
の
後
は
白
紙
に

l
八
戸
分
の
デ
ー
タ
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
白
紙
の
最
初
に
は

｢下
頁
有
要
造
､
切
不
可
失
漏
｣
と
い
う
徴
糧
庭
の
指
示
が
あ
り
､
以
下
の
白
紙
部
分
の
戸
に
つ
い
て
も
版
串
を
作
成
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い

る
｡
こ
れ
は
徴
糧
虞
の
指
示
を
受
け
て
､
経
造
が
愛
更
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
､
原
糧
戸
の
す
ぐ
後
に
立
戸
す
る
場
合
は
経
造
自
身
が
愛

東
し
た
と
考
え
て
よ
い
｡
不
思
議
な
の
は
､
末
尾
に
立
戸
さ
れ
た
戸
は
以
後
も
そ
の
ま
ま
末
尾
に
記
載
さ
れ
'
も
と
も
と
同
じ
土
地
が
害
徴
研

上
で
全
-
別
の
場
所
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
薯
徴
胎
の
競
数
と
は
何
か
'
そ
し
て
糧
戸
は
ど
の
よ
う
な
順
序
で
並
ん
で
い
る
の
か
｡

少
し
脇
道
に
そ
れ
る
が
こ
の
鮎
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡

二
八
都

l
園
に
つ
い
て
魚
鱗
筋
と
害
徴
掛
を
比
較
し
た
の
が
表

-
-
1
､

-
で
あ
る
.
ま
ず
表

-
-
1
を
見
て
も
ら
い
た
い
｡
害
徴
鼎
の
最
初

の
程
戸
は
周
琴
甫
子
明
､
魚
鱗
鼎
の
最
初
の
業
戸
は
王
義
荘
で
あ
る
｡
畝
数
が

一
致
す
る
こ
と
か
ら
両
者
は
同

l
地
片
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
.

同
治
年
間
の
王
義
荘
名
義
の
土
地
は
､
民
国
二
年
に
は
全
て
周
琴
甫
子
明
の
名
義
に
愛
わ
っ
て
い
る
.
よ
り
わ
か
り
や
す
い
の
が
､
表

-
-2
で
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た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
過
戸
権
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
､
｢全
麻
の
戸
糧
は
六
〇
寓
あ
ま
り
の
多
き
に
い
た
り
､
調
べ
轟
-
す

(47)

こ
と
は
で
き
ず
､
も
し
手
落
ち
が
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
ご
ま
か
さ
れ
て
し
ま
う
｣
と
い
う
よ
う
に
､
ス
タ
ッ
フ
の
人
数
に
比
し
て
糧
戸
数
が
壁
倒

的
に
多
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
､
過
戸
推
収
を
完
全
に
掌
握
す
る
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
｡

過
戸
推
収
の
際
に
作
成
さ
れ
る
の
が
推
票
で
あ
り
､

民
四

･
歴
年
新
墾
に
そ
の
賓
例
が
あ
る

(圏
-
-1
)
｡
推
票
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ

る
｡
右
端
の
得
壬
執
業
推
票

(以
下
'
執
業
推
票
)
は
買
い
手
､
つ
ま
り
新
糧
戸
が
所
持
す
る
も
の
で
､
｢執
業
｣
と
書
か
れ
て
あ
る
如
-
'
そ
の

所
有
を
保
障
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
｡
経
造
過
戸
推
票

(以
下
'
過
戸
推
票
)
は
経
進
に
渡
さ
れ
､
次
期
賓
徴
肪
作
成
の
資
料
と
し
た
｡
税
房
稽

査
存
根

(以
下
､
存
根
)
は

周2-1 民国4 年 推票(呉 解 哲 太 湖 鮭貿徴研 M 4.29.8米)

I.___- ..てヤー.I -./.耶 TT伸一て頂 ぎ ー+(,･{ ･す 丁.'-.r一丁.>乍 三■t; 苧軒.釈

I.三宝 .二: 或 0 ; -Tb..十,

申-<: 41j兎 序i.+良 it㌍JT辛∴ i丸万】一ja_ t一′i,.顔

請メ_ 旦三千九 .,名1.li えー{J､ 二▲よ a

5> F.1芹ノ､_ち 如 a.ノl 汁刺A.L三%!I-L三▲1号ヽI -gjV-J-考
ヰ ●i守箸芯ji そ究Lf JiJ> ;IA,普i 鍔 ノし T ＼芸/I′-}

団2-2 呉麻啓大棚磨貿徴研M4.29.8米.87-90

麻
の
税
房
に
置
か
れ
､
検

査
の
参
考
に
備
え
た
｡
こ

の
存
根
を
フ
ァ
イ
ル
し
た

の
が
戟
串
簿
で
あ
る
｡
圏

-
-1
の
推
票
は
､
管
埜

忠

(貿
徴
収
の
糧
戸
名
は
管

琴
山
)
が
二
九
都
八
囲
本

字
坪
四
托
二
四
四
軟
の
六

斗

三
升

一
合
別

の
地
､

〇
･
九

二

一畝
を
張
明
永

の
仲
介
で
陸
乾
康
に
銀
五
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四
地
相
競
､
二
畝
七
重
/
又
分

l
産
四
毒
賓
玉
完
｣
と
あ
り
､
も
と
の
沈
文
和
戸
に
は
三
托

二
三

坂
と
四
班
三
〇
窮
の
二
地
片
が
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

l
地
片
で
l
戸
を
立
て
る
の
が
原
則
で
は
あ

っ
た
が
､
じ
つ
さ
い
に
は
複
数
の
地
片
を
も

っ
て
戸
を
立
て
る
こ
と
が

あ
っ
た
｡
た
と
え
ば
民
三

･
二
九

･
二

･
銀

･
六

一
五
､
王
興
群
､

〇
･
五
三
八
畝
に
は

｢此
戸
併
入
六
百
廿

l
競
愈
漫
記
戸
内
合
造
｣
と

い
う
注
記
が
あ
る
｡
六
二

l
窮
を
み
る
と
鹿
承
朴
堂
が
愈
後
記
に
壁
更
さ
れ
､
畝
数
も
五

･
〇
三
二
畝
か
ら
〇
･
五
三
八
畝
増
え
て
五

･
三
七

畝
に
撃
更
さ
れ
て
お
り
､
二
戸
が
合
併
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
魚
鱗
筋
と
賓
徴
折
の
囲
ご
と
の
戸
数
を
調
べ
て
み
る
と
概
し
て
賓
徴
朋
の
戸

数
が
少
な
い
の
は
､
二
つ
以
上
の
土
地
を
合
わ
せ
て
立
戸
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が

一
因
で
あ
る
｡
し
か
し
戸
数
の
相
違
を
来
し
た
最
大

の
原
因
は
賓
徴
朋
と
魚
鱗
鼎
の
性
格
そ
の
も
の
に
あ
る
｡
寅
徴
朋
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
納
税
通
知
書
や
領
収
書
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
､
免
税
の
措
置
を
受
け
た
土
地
は
封
象
と
し
て
い
な
い
｡
い
っ
ぽ
う
魚
鱗
筋
は
土
地
の
所
有
を
保
護
す
る
こ
と
が
主
要
な

(41)

る
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
､
免
税
地
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

話
を
二
六
都
三
園
の
変
化
に
戻
そ
う
｡
民
国
四
年
に
は
分
割
の
は
か
に
名
義
変
更
が
三
四
競
､
周
慶
隆
1
周
柴
興
､
三
六
窮
､
周
慶
隆
-
周

洪
興
､
三
七
競
､
周
裕
坤
1
周
服
興
'
三
八
競
､
周
慶
隆
-
周
洪
興
の
四
件
あ
っ
た
｡
こ
の
l
連
の
嬰
更
に
よ
っ
て
周
裕
坤
､
周
慶
隆
と
い
う

糧
戸
が
最
初
の
一
〇
〇
戸
か
ら
な
-
な
る
｡
民
国
六
年
は
名
義
髪
更
が

一
戸
の
み
､
七
年
は
二
戸
｡
民
国
八
年
は
六
戸
で
九
年
は

一
戸
で
あ
る
｡

､riJ.l

年
度
差
が
お
お
き
い
が
､
全
二
二
戸
､
牢
均
し
て
年
間
二
･
七
五
戸
の
撃
更
が
あ
っ
た
｡
民
国
二
年
か
ら
九
年
の
閲
'
全
-
髪
更
が
な
か
っ
た

(43)

の
は
八
二
戸
で
あ
る
か
ら
､

一
八
戸
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
愛
更
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
数
字
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
､
賓
際
の

土
地
状
況
の
髪
化
と
比
べ
て
ど
う
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
少
な
-
と
も
賓
徴
朋
が
年
々
更
新
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
｡

こ
う
し
た
賓
徴
射
上
の
愛
化
は
､
分
割
､
併
合
､
責
員
な
ど
産
樺
の
愛
化
に
伴
う
過
戸
推
収
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
｡
田
地
房
産
の
移
樽

が
あ
れ
ば
､
買
い
手
は
契
約
書
､
糧
串

(規
定
に
よ
れ
ば
過
去
三
年
分
)
を
も
っ
て
願
政
府

(民
国
一
六
年
以
前
は
知
事
公
署
)
へ
行
き
､
契
税
を
納
め

て
契
約
書
に
官
印
を
押
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

(税
契
)｡
不
動
産
の
絶
責
の
場
合
､
契
税
の
額
は
不
動
産
贋
格
千
元
に
つ
き

一
五
〇
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～
一
六

〇
元
-
ら
い
で
あ

っ
た
｡
税
契
を
済
ま
せ
た
上
で
徴
糧
虞
が
名
義
塑
更
を
行
な

っ
た
｡
貝
髄
的
に
は
賓
徽
朋
に
附
等
を

つ
け
て
推
収
の

(I)

情
報
を
記
載
し
て
お
き
､
翌
年
に
愛
更
す
る
た
め
の
謹
接
と
し
た
｡
ま
た
襲
更
の
旨
を
直
接
葺
徴
筋
に
書
き

つ
け
る
場
合
も
あ

っ
た
｡
経
造

へ

は
過
戸
推
票

(後
述
)
に
よ
り
推
収
の
デ
ー
タ
が
通
知
さ
れ
た
｡
経
造
は
次
回
の
害
徴
鼎
を
作
成
す
る
時
に
､
こ
の
推
票
に
基
づ
い
て
壁
更
を
加

へL･ifJ

え
た
の
で
あ
る
｡

民
国

一
九
年
以
前
､
解
政
府
は
税
収
の
額
ば
か
り
注
意
し
て
過
戸
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
意
を
嫌

っ
て
い
な
か

っ
た
が
'
民
国
二

〇
年
に
沈

菜
湛
が
麟
財
政
局
長
に
な

っ
て
よ
う
や
-
過
戸
に
注
意
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
｡
民
国
二

一
年
に
江
蘇
省
各
解
設
立
推
政
所
簡
章
が
公

(46)

布
､
民
図
二
二
年
､
呉
願
に
推
政
所
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
官
推

(官
に
よ
る
推
牧
)
の
賓
施
を
厳
し
-
要
求
し
た
｡
官
椎
が
励
行
さ
れ
た
の
は
契

税
収
入
を
得
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
､
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
し
て
土
地
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
｡
完
壁
な
魚
鱗
研
､
賓
徴

鼎
が
あ

っ
た
と
し
て
も
､
土
地
状
況
の
髪
化
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
魚
鱗
朋
や
賓
徴
朋
は
次
第
に
役
に
立
た
な
い
も
の
と
な
る
｡
し
か

し
設
置
直
後
に
明
ら
か
に
な

っ
た
田
賦
舞
弊
案
が
象
徴
す
る
よ
う
に
'
推
政
所
が
設
置
さ
れ
て
も
事
態
に
何
ら
撃
化
は
な
か

っ
た
｡
正
規
の
税

契
手
績
さ
は
面
倒
で
費
用
も
か
さ
ん
だ
か
ら
､
買
い
手
は
徴
糧
虞
に
頼
ん
で
こ
っ
そ
り
名
義
髪
更
だ
け
し
て
も
ら

っ
た

(私
自
推
牧
)｡
責
り
手
は

こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
し
､
た
と
え
知
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
自
分
に
損
は
な
い
か
ら
こ
れ
を
不
問
に
付
す
の
で
あ
る
｡
買
い
手
は

｢運
動
費
｣

さ
え
お
さ
め
れ
ば
よ
く
､
高
い
契
税
を
支
排
う
必
要
が
な
か

っ
た
｡
こ
の
運
動
費
か
ら
い
く
ら
か
を
経
造
に
手
渡
し
て
手
数
料
と
し
た
が
､
残

り
は
徴
糧
虞
の
も
の
が
懐
に
お
さ
め
た
｡
主
管
官
廓
は
こ
の
事
宴
を
知

っ
て
い
た
け
れ
ど
も
､
｢過
戸
権
｣
が
徴
糧
虞
に
あ

っ
た
の
で
制
止
す
る

て
だ
て
は
な
か

っ
た
｡
ま
た
樫
道
と
親
し
い
者
は
直
接
経
造
に
私
自
推
収
を
頼
み
､
こ
の
分
に
関
し
て
は
徴
糧
虞
も
関
知
す
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
と
言
う
｡
正
規
､
非
正
規
に
か
か
わ
ら
ず
徴
糧
虞
を
通
す
と
薫
徴
鼎
が
書
き
換
え
ら
れ
た
の
に
対
し
'
経
造
だ
け
を
通
し
た
場
合
､
貫

徹
朋
の
書
き
換
え
は
な
さ
れ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
｡
こ
の
場
合
､
由
軍
､
版
串
の
類
は
従
前
ど
お
り
費
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
経
造
は
自
ら
の

｢秘
鼎
｣
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
書
類
を
新
糧
戸
の
も
と

へ
届
け
た
｡
こ
う
し
た
経
造
と
糧
戸
の
閲
の
や
り
と
り
を
徴
糧
虞
は
把
握
で
さ
な
か

っ
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た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
過
戸
権
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
'
｢全
額
の
戸
糧
は
六
〇
寓
あ
ま
り
の
多
き
に
い
た
り
､
調
べ
蓋
-
す

｢√
1

こ
と
は
で
き
ず
､
も
し
手
落
ち
が
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
ご
ま
か
さ
れ
て
し
ま
う
｣
と
い
う
よ
う
に
､
ス
タ
ッ
フ
の
人
数
に
比
し
て
糧
戸
数
が
壁
倒

的
に
多
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
'
過
戸
推
収
を
完
全
に
掌
握
す
る
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
｡

過
戸
推
収
の
際
に
作
成
さ
れ
る
の
が
推
票
で
あ
り
'
民
四

･
歴
年
新
墾
に
そ
の
宴
例
が
あ
る

(囲
-
-
1
)｡
推
票
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ

る
｡
右
端
の
得
王
執
業
推
票

(以
下
､
執
業
推
票
)
は
買
い
手
､
つ
ま
り
新
程
戸
が
所
持
す
る
も
の
で
､
｢執
業
｣
と
書
か
れ
て
あ
る
如
-
､
そ
の

所
有
を
保
障
す
る
性
格
を
持

っ
て
い
た
｡
経
造
過
戸
推
票

(以
下
'
過
戸
推
票
)
は
経
造
に
渡
さ
れ
､
次
期
寅
徴
研
作
成
の
資
料
と
し
た
｡
税
房
稽

査
存
根

(以
下
､
存
根
)
は

囲2-1 民図4年推票 (呉嚇膏太湖廃棄徴析M4.29.8米)

囲2-2 呉願奮太湖廃寮徽研M4.29.8米.87-90

解
の
税
房
に
置
か
れ
､
検

査
の
参
考
に
備
え
た
｡
こ

の
存
根
を
フ
ァ
イ
ル
し
た

の
が
裁
串
簿
で
あ
る
｡
固

--

1
の
推
票
は
､
管
埜

忠

(宴
徴
新
の
糧
戸
名
は
管

琴
山
)
が
二
九
都
八
囲
本

字
坪
四
班
二
四
四
親
の
六

斗
三
升

一
合
別

の
地
､

〇
･
九

二

一畝
を
張
明
永

の
仲
介
で
陸
乾
康
に
銀
五
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南
で
責
却
し
た
も
の
で
あ
る
｡
責
員
の
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
､
届
け
が
承
認
さ
れ
た
の
は
民
図
四
年

一
月
で
あ
る
｡
民
四

･
歴
年
新
墾

･
八

ウム

九
を
見
る
と

(囲
2
･2
)､
｢
l
戸

管
琴
山
｣
の
下
の
欄
に

｢廿
九
八

〔=二
九
都
八
囲
〕'
分
出
九
分

l
産
二
､
立
六

〔=
陸
〕
乾
康

銀
四
分
/

〟

自
存
六
分

一
撃

ハ
竜

銀
二
分
七
産
｣
と
記
し
､
土
地
の
面
積
と
税
額
の
欄
は
｢△

一
畝
五
分
二
産
八
竜
｣
｢△
四
升
九
合
｣
と
し
て
い
る
｡
｢△
｣

は
奨
更
を
示
す
符
窮
で
あ
る
｡
以
上
か
ら

一
･
五
二
八
畝
あ

っ
た
土
地
の
l
部
を
割
い
て
陸
に
責
却
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
歴
年
新
墾
園
の
宴

徽
鼎
は
､
民
図
四
年
の
次
は
民
国

l
八
年
ま
で
な
い
が
､
民
団

l
八
年
の
も
の
を
み
る
と
､
九
九
坂
､
管
琴
山
､
〇
･
六

l
六
畝
､

10
0
競
､

陸
乾
康
､

〇
･
九

二

一畝
と
な
り
､
推
票
に
示
さ
れ
た
土
地
の
整
動
が
正
確
に
貫
徹
朋
に
反
映
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
の
推
票
を
虚
心
に
眺
め
る
と
､
い
-
つ
も
の
疑
問
鮎
が
浮
か
ん
で
-
る
｡
特
に
三
つ
の
部
分
そ
れ
ぞ
れ
が
含
む
情
報
量
で
あ
る
｡

執
業
推
票
に
は
責
り
手
､
中
人
の
名
前
と
買
い
手
の
戸
名
､
土
地
の
所
在
地
､
科
則
'
畝
敷
､
責
債
な
ど
が
記
入
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は

一
般

的
な
契
約
書
の
記
載
事
項
と
概
ね

一
致
す
る
｡
賓
際
こ
れ
は
契
約
書
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
過
戸
推
票
は
中
人
の
名
前
を
記

さ
ず
､
代
わ
り
に
賓
徴
筋
の
戸
名
を
記
す
｡
責
債
は
省
略
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
貫
徹
鼎
の
書
き
換
え
に
必
要
な
情
報
で
あ
る
｡
過
戸
推
票

は
略
字
が
多
-
筆
跡
も
荒
い
｡
そ
し
て
存
根
に
い
た
っ
て
は
記
載
が
全
-
さ
れ
て
い
な
い
｡
｢太
字
第
壷
千
壷
情
蹄
拾
武
競
｣
と
い
う
数
字
は
膏

太
湖
廉
境
で
番
行
さ
れ
た
推
票
の
登
記
番
淡
で
あ
る
｡
香
坂
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
-
と
も
こ
の
推
票
が
奮
太
湖
頗
境
の
田
厳
を
管
轄

'ヽi2)

す
る
機
関
へ
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
で
は
な
ぜ
存
根
に
記
載
が
な
い
の
か
｡
す
で
に
印
を
押
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
書
き
忘
れ
や

作
成
途
中
と
い
う
可
能
性
は
低
-
'
故
意
に
記
入
し
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
記
載
以
上
に
わ
か
ら
な
い
の
は
､
な
ぜ
こ
の
推
票
が
こ

こ
に
あ
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
で
に
官
印
を
押
し
て
あ
る
か
ら
､
聾
給
さ
れ
て
も
お
か
し
-
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
残
念
な

が
ら
詳
し
い
経
緯
は
わ
か

ら
な
い
｡

次
に
升
科
さ
れ
た
土
地
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
｡
ま
ず

『光
緒
参
拾
年
分
無
閏
金
匿
願
漕
米
宴
徴
射
』
の
囲
練
の
様

式
を
示
す
｡
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国

甲
共
折
寅
年
田

地
荒
末
詔
等
田

光
緒
武
拾
捌
年
分
新
墾
田

光
緒
武
拾
玖
年
分
新
墾
田

本
年
新
墾
田

賓
該
蓄
熱
拝
光
緒
武
拾
集
年
分
新
墾
限
蒲
田

鷹
徴
漕
白
正
耗
米

内
除

三
行
目
か
ら
五
行
呂
に
か
け
て
が
､
光
緒
二
八
年
か
ら
光
緒
三

〇
年
ま
で
の
各
年
の
新
墾
田
の
面
積
を
示
し
て
い
る
｡
六
行
目
､
光
緒
二
七
年

の
新
墾
田
は
期
限
が
満
ち
て
平
田
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
｡
金
匿
願
で
は
新
墾
の
申
請
を
受
け
て
三
年
の
閲
は
免
税
の
措
置
が
と
ら

れ
､
四
年
呂
か
ら
賓
徴
肘
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
現
存
の
賓
徴
筋
に
は
新
墾
田
の
項
目
に
記
載
が
な
く
､
賓
際
に
規
定
通
り

に
升
科
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
｡

呉
願
葛
太
湖
魔
境
の
場
合
､
新
墾
田
は
都
圏
に
関
係
な
-

｢歴
年
新
墾
｣
と
い
う
寅
徴
筋
に

一
括
さ
れ
た
｡
歴
年
新
墾
害
徴
筋
は
民
国
二
､

四
㌧

一
八
年
の
も
の
が
残

っ
て
い
る
｡
民
国
二
年
の
も
の
は
二
九
五
戸
､

一
一
四

一
･
二
七

一
畝
分
の
デ
ー
タ
が
記
さ
れ
､
収
録
都
園
は
二
六

S柁E

都

l
団
か
ら
三
六
都

l
囲
ま
で
で
あ
る
｡
収
録
順
序
は

一
七
三
坂
の
朱
慶
龍
ま
で
は
都
囲
順
で
あ
る
が
､

一
七
四
戟
以
降
は
順
番
が
混
乱
し
て

い
る
｡
民
国
四
年
に
な
る
と
全
て
が
都
囲
順
に
整
理
し
な
お
さ
れ
て
い
る
｡
金
匿
願
と
は
ち
が
っ
て
'

一
旦
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
土
地
は
'
所

在
の
国
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
､
少
な
-
と
も
民
国

一
八
年
ま
で
は
ず
っ
と
歴
年
新
墾
と
し
て
扱
わ
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
新
聾
の

土
地
を
専
門
に
扱
う
経
造
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
太
湖
廉
で
は
光
緒
二
年
に
升
科
が
行
な
わ
れ
､
｢以
後
逐
年
領
聾
､
績
報
成
熟
､
不
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在
此
数
｣
と
あ
る
も
の

の

､

以
後
太
湖
廉
で
升
科
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
､
害
際
に
上
級
官
廉

へ
新
墾
分
を
申
請
し
た
か
は
疑
問
で
あ
る
｡

と
も
か
-
新
墾
地
が
所
在
の
圏
に
繰
り
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
各
国
で
す
で
に

一
定
の
税
額
が
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
も
し
そ
う
な
ら
､
毎
年
の
賓
徴
鼎
に
総
額
が
記
さ
れ
な
い
の
も
理
解
で
き
よ
う
｡

歴
年
新
墾
圏
の
過
戸
推
収
に
つ
い
て
は
､
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
｡
贋
孝
肝
義
塚
を
め
ぐ
る
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
｡
二
九
都

〓

囲
阜
字
拝

二
班
二
九
二
窮
の
九

･
八
八
畝
の
土
地
は
､
魚
鱗
朋
で
は

｢善
堂
義
塚
｣

の
業
戸
名
で
登
記
さ
れ
て
い
た
｡
民
国
三
年
に
趨
龍
漠
が
こ
の
地
の

権
利
を
申
請
し
､
傾
讃
明
書
を
受
け
て
税
を
支
排

っ
た
｡
民
国
六
年
に
期
限
が
満
ち
た
と
し
て
正
式
の
澄
明
を
申
請
す
る
｡
魚
鱗
唐
に
お
け
る

所
有
者
で
あ
っ
た
席
氏
が
こ
の
こ
と
を
知
り
､
案
の
取
り
滑
L
を
も
と
め
た
｡
結
局
､
席
氏
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
､
趨
戸
は
上
忙
筋
か
ら
削
除

さ
れ
た
｡
民
国
七
年
､
こ
の
土
地
を
前
山
存
仁
堂
に
移
管
L
t
翌
八
年
よ
り
存
仁
善
堂
義
塚
の
名
義
で
納
税
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
賓
徴
朋
で

こ
の
土
地
を
見
て
み
る
と
､
民
二

･
歴
年
新
聾
に
は
該
富
す
る
土
地
は
な
-
､
民
四

･
歴
年
新
墾

･
一
六
三
に
趨
龍
漠
の
名
義
で
九

･
八
八
畝

の
土
地
が
登
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
民

1
八

･
歴
年
新
墾

･
一
八
三
で
は
存
仁
堂
義
塚
名
義
に
髪
更
さ
れ
て
い
る
｡
害
徴
筋
の
記
載
が
事
件

の
経
過
に
ぴ
た
り
と

一
致
す
る
の
が
確
認
で
き
る
｡

以
上
､
わ
ず
か
で
あ
る
が
周
連
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
土
地
状
況
の
壁
化
は
い
ず
れ
も
害
徴
鼎
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
害
徴
鼎
の
髪

化
は
慈
恵
的
で
は
な
-
､
何
ら
か
の
裏
づ
け
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
裏
づ
け
が
あ

っ
て
､
始
め
て
徴
糧
虞
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能

に
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
全
て
の
壁
化
に
裏
づ
け
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
こ
れ
だ
け
の
史
料
か
ら
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
､
裏
づ
け
工
作
の
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
｡
ま
た
納
税
者
の
側
か
ら
す
る
と
､
貫
徹
研
上
の
ど
の
戸
の
土
地
で
あ
る
か
が
わ
か
り
さ
え
す
れ
ば
､
そ
れ
が
自
分
の
名

義
で
な
く
て
も
通
知
書
を
受
け
取
り
'
納
税
す
る
こ
と
は
可
能
で
､
わ
ざ
わ
ざ
費
用
を
出
し
て
ま
で
書
き
換
え
る
必
要
は
な
い
｡
土
地
状
況
の

饗
化
の
う
ち
､
相
富
部
分
は
こ
う
し
た
経
造
と
納
税
者
と
の
了
解
に
よ
り
庭
理
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
よ
っ
て
､
わ
ざ
わ
ざ
名
義
愛
更
す
る

場
合
は
書
類
が
提
出
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
｡
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三

薫
徴
筋
と
版
串

経
造
は
納
税
開
始
前
､
賓
徴
研
と
と
も
に
易
知
由
畢

(通
知
軍
)
や
版
串
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
書
類
は
徴
糧
虞
へ
送

ら
れ
､
そ
こ
で
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
｡
呉
解
奮
太
湖
廃
案
徴
鼎
に
は
チ
ェ
ッ
ク
の
跡
が
随
所
に
見
ら
れ
る
｡
｢査
｣
｢査
詑
｣
｢核
｣
｢
O
L
｢封
｣

(51)

｢封
過
｣
な
ど
は
記
載
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
｡
寅
徴
鼎
の
中
に
は
往
々
に
し
て
列
讃
し
難
い
'
も
し
く
は
紛
ら
わ
し
い
文
字

が
あ
り
､
そ
う
し
た
文
字
の
横
に
は
槽
書
で
訂
正
が
な
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
｢銀
研
之
字
太
草
､
恐
径
造
看
不
清
楚
､
請
望
書
正

一
鮎
｣
(民
l
三
･

二
八
二

八
･
米
)､
｢此
字
不
識
｣
(民
三
･
二
九
･
一
四
･
米
･
四
六
二
)
と
か

｢串
上
之
字
､
望
寓
正
須
｣

(
民
一
四
･
二
八
･
一
九
･
銀
)
と
言
う
指
示

が
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
字
髄
の
ほ
か
､
内
容
に
つ
い
て
も
様
々
な
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
徴
糧
庭
で
行
な
わ
れ
た
の
は
賓
徴
筋
目
鱒

の
チ
ェ
ッ
ク
､
他
の
賓
徴
鼎
と
の
照
合
､
版
串

･
易
知
由
軍
と
の
照
合
で
あ
っ
た
｡
ま
ず
賓
徴
研
自
膿
の
チ
ェ
ッ
ク
か
ら
見
て
い
こ
う
｡
民
二
･

二
八

･
九

･
銀

･
九
三
～
九
六
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

九
三
競

金
仕
周

九
四
碗

居
丹
記

九
五
東

金
仕
周

九
六
競

居
丹
記

三
分
三
産
三
宅

八
分
四
楚
六
竜

三
分
三
産
三
重

八
分
四
楚
六
竜

l
見
し
て
す
ぐ
わ
か
る
単
純
な
-
ス
で
､
九
五
窮
に
は

｢此
二
戸
重
複
｣
と
朱
で
書
き
込
み
が
さ
れ
て
い
る
｡
畢
純
な
ゆ
え
に
経
道
が
何
か
を

隠
蔽
す
る
た
め
に
帳
簿
を
操
作
し
た
と
は
考
え
難
い
｡
ま
た
民
三
･
二
九

･
二

･
銀
で
は
欄
を

一
つ
飛
ば
し
て
し
ま
う
ミ
ス
が
数
箇
所
見
ら
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れ
る
｡
そ
こ
に
は

｢空
｣
｢空
戸
｣
な
ど
と
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
､
翌
年
以
降
は
ふ
さ
が
っ
て
い
る
｡
こ
の
空
白
部
分
は
競
数
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡

民
五

･
三
〇
･
二

･
米

･
五
六
八
､
周
賓
生

(
l
･
二
七
六
畝
､
1
斗
三
升
l
合
)
は
も
う
す
こ
し
複
雑
で
あ
る
｡
戸
名
､
畝
数
､
税
額
の
横
に

(削

除
を
示
す
)
朱
線
が
引
か
れ
る
ほ
か
'
朱
で

｢在
五
百
五
十
六
競
己
造
｣
｢此
戸
不
要
造
｣
｢巳
向
業
戸
畢
契
封
明

(す
で
に
業
戸
の
方
畢
･
契
約
書
と

封
照
し
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
)｣
｢重
戸
｣
と
い
う
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
周
賛
生
戸
は
五
五
六
窮
に
既
に
あ
り
､
二
重
に
登
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
､
五
六
八
坂
分
の
版
串
は
作
る
必
要
が
な
い
と
の
指
示
で
あ
る
｡
そ
こ
で
五
五
六
軟
を
見
て
み
る
と
'
確
か
に
周
寮
生
戸
が
あ
る
の
だ

が
､

l
･
〇
三
畝
､

l
斗
六
合
と
あ
り
'
五
六
八
東
の
デ
ー
タ
と
若
干
異
な
る
｡
こ
れ
は
周
戸
の
土
地
に
塑
化
が
あ
り
､
五
六
八
窮
の
デ
ー
タ

が
愛
化
前
の
も
の
で
､
愛
化
後
の
デ
ー
タ
が
五
五
六
窮
と
考
え
る
こ
と
で
理
解
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

つ
ま
り
周
戸
に
土
地
の
蟹
化
が
生
じ
た
た

め
に
方
軍
や
契
約
書

(の
寓
し
)
が
提
出
さ
れ
､
こ
の
申
請
に
基
づ
い
て
五
五
六
窮
が
立
戸
さ
れ
た
｡
と
こ
ろ
が
産
道
は
故
意
か
不
注
意
か
は
わ

か
ら
な
い
が
､
以
前
の
デ
ー
タ
を
五
六
八
坂
に
書
い
て
し
ま
っ
た
｡
徴
糧
虞

(分
虞
)
で
は
申
請
書
類
と
封
照
し
て
五
五
六
窮
が
正
し
い
と
判
断

I.Cr],

し
､
五
六
八
坂
を
滑
去
し
て
､
五
六
八
被
の
版
串
を
饗
給
し
な
い
よ
う
念
を
押
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
事
例
か
ら
も
記
載
内
容
の
奨
更
に
際

し
て
は
､

一
定
の
書
類
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

賓
徴
筋
の
内
部
矛
盾
を
つ
き
と
め
る
だ
け
で
な
く
､
他
の
害
徴
射

(前
年
度
の
も
の
や
銀
射
な
ら
米
射
､
米
射
な
ら
銀
射
)
と
の
照
合
も
行
な
わ
れ

た
｡
例
え
ば
民
三

･
二
九

･
一
〇
･
銀

･
二
五
〇
､
沈
昇
芝
は

｢此
戸
背
筋
在
二
八
七
競
｣
と
あ
り
背
筋
と
封
照
さ
れ
､
民
六

･
三
〇
･
一
･

米

･
l
〇
九
九
､
金
時
豊
は

｢銀
筋
九
四
〇
補
｣
と
あ
り
､
銀
朋
九
四
〇
窮
か
ら
補
わ
れ
て
い
る
｡
民
二

･
二
八

･
下
六

･
銀

･
五
四
八
､
王

鋒
之
は

｢此
戸
二
年
米
新
補
列
､
原
戸
穆
姓
分
乗
､
註
明
備
責
｣
と
あ
り
､
の
ち
に
作
成
さ
れ
た
米
筋
を
参
照
し
て
糧
戸
が
追
加
さ
れ
て
い
る
｡

民
三

･
二
九

･
一
〇
の
銀
筋
と
米
筋
は
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
｡
以
下
､
順
を
追

っ
て
紹
介
し
よ
う
｡
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朋

l
四
戟

沈
資
如

l
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･
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〇
七
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騎
字
三
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廿
五
碗
除
二
分
六
産

立
席
漢
臣
戸
下
競
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米
研

一
四
競

沈
賛
如

l
五

･
五
四
七
畝

除
二
分
六
置
立
席
漢
臣

騎
字
坪
三
通
廿
五
競

除
立
下
競
五
分
三
産
六
竜

劉
琢
郷
戸

以
上
の
記
事
か
ら
は

｢沈
賓
如
戸
は
も
と
も
と

一
五

･
八

〇
七
畝
あ

っ
た
が
､
銀
朋
を
作
成
す
る
さ
い
に
､

〇
･
二
六
畝
が
割
か
れ
て
席
漢
臣

戸
が
立
て
ら
れ
た
｡
の
ち

〇
･
五
三
六
畝
が
割
か
れ
て
劉
琢
郷
戸
が
立
て
ら
れ
た
｣
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡
銀
朋
で
は

一
五
窮
に
劉
琢
卿
が
立

戸
さ
れ

｢上
架
分
乗
｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
に
､
米
餌
に
は
劉
琢
郷
戸
は
な
い
｡
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
､
劉
琢
卿
戸
は
す
で
に
銀
唐

を
作
成
す
る
段
階
で
分
立
さ
れ
て
い
た
の
で
注
記
さ
れ
な
か

っ
た
が
､
米
折
の
と
き
に
劉
琢
郷
戸
を
立
戸
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
'
改
め
て
指

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
の
か
｡
銀
折
の
指
示
を
見
落
と
し
､
前
年
の
米
筋
を
参
照
し
た
た
め
劉
戸
が
抜
け

た
の
で
あ
ろ
う
｡
二
九
都

一
〇
圏
で
は
､
銀
掛
と
米
鼎
に
同
じ
指
示
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
-
､
こ
の
考
え
を
裏
付
け
る
｡
同
じ
指
示
が

何
度
も
書
か
れ
る
と
言
う
こ
と
は
珍
し
-
'
普
通
は

一
度
指
示
さ
れ
れ
ば
､
そ
れ
以
降
は
訂
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
銀

･
四
六
九
､

紐
閃
光
'

〇
･
四
四
二
畝
と
銀

･
四
七

〇
㌧
鉦
済
威
､

〇
･
四
四

一
畝
に
は

｢
二
戸
併
｣
と
の
指
示
が
書
か
れ
て
い
る
が
､
米
筋
で
は
両
者
は

米

･
四
五
九
､
紐
開
光

･
済
威
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡

銀

･
l
五
二
八
､
宋
玉
記
は

一
五

〇
六
暁
よ
り

｢補
来
｣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
米
鼎
に
は
記
載
さ
れ
な
か

っ
た
｡
そ
こ
で

｢△
加
宋
玉

記

七
分
六
楚
六
墓
､
二
分
二
重
九
重
｣
と
宋
戸
の
デ
ー
タ
を
追
加
す
る
よ
う
指
示
し
､
つ
づ
け
て

｢未
知
前
造
否

((前
回
に
宋
戸
を
追
加
し
て
版

串
を
作
る
よ
う
指
示
し
た
が
)
本
首
に
作
っ
た
の
だ
ろ
う
か
)｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
銀

･
一
五
六
五
､
厳
徳
馨
の
畝
数
は

一
･
七
七
九
畝
と

〇
･
三
七

八
畝
が
併
記
さ
れ
る
が
､
う
ち

〇
･
三
七
八
畝
は

｢下
競
乗

(次
東
よ
り
来
る
)｣
で
あ

っ
た
｡
と
こ
ろ
が
米
鼎
で
は
､
こ
の
〇
･
三
七
八
畝
は
も

と
の
徐
冨
坤
戸
の
名
義
で
厳
戸
の
次
に
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
徐
冨
坤
の
名
を
消
し
､
｢併
上
競
｣
と
書
き
加
え
た
上
で
､
｢陳
経
造
慎
過

徐
姓
､
今
験
契
査
准

(陳
経
造
は
誤
っ
て
徐
姓
に
墾
更
し
て
し
ま
っ
た
｡
い
ま
契
を
験
べ
て
確
か
め
た
)｣
と
名
指
し
で
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
米

･
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半 由 知 易 米 漕 ＼

民 中 庸 7I 太 事 如 開 照 呉

政 章 鞍 F名佳境都A也方 辛檀初珊莱覗 並 有 康 畝 晦

長 氏 壬園 子 准 舛 完 分 民指 錯 熟 核 政
六 旨 田

年 -7 則 須 明 漕 鹿 島

園3 民国6年漕米易知由畢 (国立園舎園lpLt飴煮)闘4 民国9年漕米版串
(国立園合間IB館戎)

l
八
六
八
､
沈
洪
聾
､
〇
･
〇
七
八
畝
に
は

｢不
准
｡
此
戸
境

地
｡
前
経
造
何
此
過
釆
七
分
八
重
三
穴
､
不
能
倣
在
山

(不
可
｡

こ
の
戸
は
境
地
で
あ
る
｡
前
の
経
道
は
ど
う
し
て
こ
の
七
分
八
竜
の
三
つ

の
墓
穴

(
の
地
目
)
を
山
に
襲
更
し
て
し
ま
っ
た
の
か
)｣
と
の
記
載
が

あ
る
｡
銀
研
作
成
後
'
経
造
が
陳
某
へ
と
交
代
し
た
が
､
引
継

ぎ
が
う
ま
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
､
前
回
の
指
示
が
ほ

と
ん
ど
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
か
-
も
執
勘
な
指
示
は
呉
解

膏
太
湖
鹿
茸
徴
筋
の
他
の
部
分
に
は
見
ら
れ
な
い
｡

易
知
由
軍

･
版
串
と
の
照
合
を
考
え
る
前
に
易
知
由
畢

･
版

S組E

串
の
説
明
を
し
て
お
こ
う
｡
囲
-
は
民
国
六
年
の
漕
米
易
知
由

甲
で
あ
る
.
記
載
す
べ
き
項
目
は
､
都
囲
､
競
数
'
戸
名
､
的

名
'
住
所
､
科
則
､
地
目
､
税
額
'
蓉
給
年
月
で
あ
る
｡
賓
徴

研
内
に
あ
る
易
知
由
軍
は
す
べ
て
未
使
用
で
､
ど
の
欄
に
記
入

が
さ
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
｡
村
松
砿
次
の
挙
げ
る
光
緒
三
四

(
1
九
〇
八
)
年
元
和
解
の
易
知
由
軍
を
見
る
と
､
都
囲
､
競
数
､

a甜E

戸
名
､
的
名
､
畝
数
､
税
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
｡
次
に
民
国

九
年
の
漕
米
版
串
を
見
て
み
よ
う
(固
-
)｡
記
載
項
目
は
都
囲
､

戸
名
､
科
則
､
地
目
､
畝
数
､
蓉
給
年
月
､
競
数
で
あ
る
｡
賓
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際
に
記
入
さ
れ
て
い
る
の
は
､
こ
の
う
ち
都
囲
､
戸
名
､
畝
数
､
税
額
､
競
数
で
あ
る
｡
寅
徴
朋
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
都
囲
､
戟
教
'
戸
名
､

畝
数
､
税
額
で
あ
る
か
ら
､
三
者
が
含
む
内
容
は
同
じ
で
あ
る
｡
固
4
の
版
串
は
民
六

･
二
九

･
一
九

･
米
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
数
枚
の
版
串

の
一
つ
で
あ
る
｡
民
国
九
年
の
版
串
が
こ
こ
に
あ
る
の
は
二
九
都
八
園
と

一
九
圏
に
散
在
す
る
葉
氏
の
一
連
の
土
地
が
分
戸
さ
れ
た
の
に
と
も

な
い
､
民
国
六
年
に
遡

っ
て
確
認
を
行
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡
民
国
九
年
の
同
園
の
賓
徴
筋
は
残

っ
て
い
な
い
の
で
民
国
八
年
の
賓
徴
筋
と

版
串
を
照
合
し
て
み
よ
う
｡
二
九
都

l
九
圏
の
四
軟
と
い
う
競
数
を
持
つ
版
串
は
葉
桂
坤
公
の
〇
･
〇
四
二
畝
の
土
地
で
税
額
は
四
台

(漕
米
)

で
あ
る
｡
こ
の
土
地
は
民
八

･
二
九

･
l
九

･
米
の
四
坂
に
見
え
､
記
載
内
容
は
坐
-
同
じ
で
あ
る
｡
害
徴
掛
を
基
に
易
知
由
軍
や
版
串
が
作

成
さ
れ
る
か
ら
'
両
者
の
記
載
が

一
致
す
る
の
は
富
然
の
こ
と
で
､
だ
か
ら
こ
そ
照
合
が
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
｡

民
七

･
二
八

･
一
･
米
の
表
紙
に
は

｢封
串
｣
と
書
か
れ
て
お
り
､
賓
徴
筋
と
易
知
由
軍

･
版
串
を
つ
き
合
わ
せ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
こ
と
が

わ
か
る
｡
両
者
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
易
知
由
畢

･
版
串
が
賓
徴
筋
に
悪
質
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
た
の
で
あ
る
｡
賓

徴
筋
に
記
載
が
あ
る
の
に
版
串
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
､
｢無
串
｣
｢漏
串
｣
な
ど
と
い
う
書
き
こ
み
が
な
さ
れ
る
｡
こ
の
ほ
か

｢下
頁
有

要
造
､
切
不
可
失
漏

(以
下
の
貢
に
つ
い
て
も
版
串
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
決
し
て
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
)｣
(民
七
･
二
九
･
二
〇
･
米
･
一
〇
九
三
)'

｢上
年
慎
造
､
留
心

(昨
年
は
聞
達
っ
て
作
成
し
て
い
る
｡
気
を
つ
け
よ
)｣
(民
六
･
三
〇
･
八
･
銀
･
七
七
五
)'
｢串
上
之
字
望
寓
正
須

(版
串
の
文
字
は
き

ち
ん
と
書
-
よ
う
に
)｣
(民
l
四
･
二
八
･
1
九
銀
)
な
ど
の
指
示
が
薫
徴
筋
に
書
か
れ
た
｡

徴
糧
虞
の
審
査
は

｢群
厳
看
｣
(民
一
三
･
三
〇
･
四
･
米
)'
｢糊
覆
｣
(民
一
四
･
三
〇
･
八
･
米
)
と
い
う
よ
う
に
厳
密
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う

に
見
え
る
｡
こ
う
し
た
照
合
､
訂
正
は
い
か
な
る
精
度
で
ど
れ
-
ら
い
の
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
民

一
四

･
二

九

･
後
五

･
銀

･
一
四
〇
､
李
坤
堂
の
畝
数
は

一
畝
八
分
と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
前
後
の
寅
徴
析

(民
八
､
一
六
な
ど
)
に
は
い
ず
れ
も

一
畝
五

分
と
な
っ
て
お
り
､
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
｡
じ
つ
さ
い
賓
徴
筋
に
は

｢八
分
｣
の
横
に

｢五
分
｣
と
朱
で
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
る
｡

%iZ

民
二

･
歴
年
新
墾

･
二
五
､
鴻
春
番

一
･
五
〇
三
畝
は
民
四

･
歴
年
新
墾

･
四
九
､
鴻
春
費
で
は

一
･
〇
五
三
畝
と
な
っ
て
い
る
｡
税
額
は
繭
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者
と
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
､
い
ず
れ
か
が
書
き
聞
違
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
民

一
八

･
歴
年
新
墾

･
六
六
で
は
戸
名
が
変
わ
っ
て
い
る
も
の

ハU

の
畝
数
は

一
･
〇
五
三
畝
と
あ
る
か
ら
､
民
国
二
年
の
記
載
が
聞
達

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
ミ
ス
は
資
料
さ
え
揃

っ
て
い
れ
ば

J

随
所
に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
し
､
そ
れ
で
も
ま
だ
泳
山
の

l
角
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
多
言
を
要
す
ま
で
も
な
い
｡
民

一
四

･
二
九

･
1
四

･
米

や
民

丁
八

･
二
六

･
二

･
銀
米
の
よ
う
に
全
髄
に
わ
た
っ
て
激
し
い
訂
正
を
施
さ
れ
て
い
る
賞
徴
朋
も
あ
れ
ば
､
全
-
チ
ェ
ッ
ク
の
跡
が
見
ら

れ
な
い
賓
徴
筋
も
あ
る
｡
と
は
い
っ
て
も
鮎
槍
の
精
粗
は
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
｡
チ
ェ
ッ
ク
の
痕
跡
を
数
量
化
し
て
示
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
､
民
国

一
三
､

l
四
､

l
六
､

1
九
年
な
ど
顧
著
な
特
徴
を
も

つ
年
次
が
あ
る
｡

害
徴
朋
と
易
知
由
畢

･
版
串
は
徴
糧
虞

(菖
太
湖
廉
の
場
合
は
徴
糧
虞
分
虞
)
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
後
､
経
造
に
迭
り
返
さ
れ
る
｡
経
造
は
輿
え
ら

れ
た
指
示
に
従

っ
て
易
知
由
畢

･
版
串
を
訂
正
し
､
ま
た
自
ら
の
底
新
に
訂
正
を
加
え
て
翌
年
度
以
降
に
賓
徴
筋
を
作
成
す
る
際
に
参
照
し

た
｡
易
知
由
軍

･
版
串
は
そ
の
ま
ま
経
造
が
配
布
し
､
寅
徴
筋
は
徴
糧
虞

(分
虞
)
に
迭
り
返
さ
れ
た
｡
以
後
､
賓
徴
鼎
は
徴
糧
虞

(分
虞
)
に
て

保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
保
管
状
況
は
杜
撰
で
あ

っ
た
ら
し
-
､
名
義
上
は
歴
年
徴
糧
虞
が
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
､
宴
際
は
腐

3鎚E

敗
し
た
り
散
失
し
た
り
で
完
全
に
揃

っ
て
い
な
か
っ

た

｡

で
は
保
管
中
の
貫
徹
筋
は
も
う
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
畝
指

の
際
に
貫
徹
筋
が
使
わ
れ
､
賓
徴
筋
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な
う
時
に
過
去
の
銀

･
米
筋
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
｡
こ
の
ほ
か

徴
糧
庭

(分
虞
)
は
賓
徴
朋
が
提
出
さ
れ
た
後
に
起
き
た
奨
化
を
賓
徴
筋
に
書
き
こ
む
こ
と
で
追
跡
し
た
｡
例
え
ば
民
七

･
三

〇
･
一
･
米
の
最

後
に
は
'
王
雲
高
戸
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
､
｢八
年
冬
五
八
六
親
方
茂
増
分
乗
｣
と
あ
り
'
こ
の
程
戸
が
翌
年
に
書
き
こ
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
｡
三
〇
都

一
囲

二

一
〇
競
､
盛
大
興
は
民
国
九
年
銀
筋
に
て
､
三
二
四
競
､
盛
茂
元
､

〇
･
一
六
二
畝
と

一
〇
六
四
競
､
盛
勝
侍
､

〇
･

〇
三
三
畝
の
土
地
を
併
せ
て
立
戸
さ
れ
た
が
､
そ
の
旨
が
民
国
八
年
の
銀
筋
に
注
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
事
例
は
諸
虞
に
見
ら
れ
'
少
な

く
と
も
次
回
の
賓
徴
鼎
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
は
､
そ
の
賓
徴
鼎
は
い
わ
ば
官
府
の
底
朋
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

民
国
二
四
年
度
よ
り
賓
徴
朋
は
田
賦
徴
収
虞
が
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
｡
害
徴
析
だ
け
で
な
-
､
通
知
軍
や
版
串
も

｢内
造
｣
さ
れ

｢過
戸
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樺
｣
が

一
元
化
し
た
｡
こ
の
改
革
の
狙
い
は
催
徴
吏

(=
経
造
)
の
権
限
を
で
き
る
だ
け
減
ら
し
'
田
朕
の
徴
収
を
虞
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
は
現
賓
と
の
更
な
る
帝
離
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
千
人
以
上
の
催
徴
更
が
作
成
し
て
い
た
簿

(56)

筋
を
数
十
人
の
ス
タ
ッ
フ
で
ま
か
な
う
の
は
そ
も
そ
も
無
理
な
話

で

'

寅
徴
鼎
が
形
式
的
に
な
る
の
は
避
け
よ
う
が
な
か
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か

ら
逆
に
葺
徴
鼎
の
意
義
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
限
界
が
あ
る
に
せ
よ
､
徴
糧
庭

(田
賦
徴
収
虞
)
が

｢戸
｣
を
通
じ
て
経
造

(催
徴
吏
)

そ
し
て
徴
税
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
｡

田
朕
の
徴
収
は
寅
徴
筋
を
基
準
と
す
る
｡
ゆ
え
に
晴
代
に
は
固
ご
と
に
宴
徴
鼎
を
作
成
し
､
毎
年
麻
か
ら
上
級
機
関
に
提
出
し
て
検
査
を

う
け
た
｡
各
朋
の
最
初
の
貢
に
は
､
そ
の
国
の
田
地
山
蕩
の
畝
数
の
絶
数
と
賓
徴
銀
米
の
敷
目
が
注
記
し
て
あ
り
'
全
新
に
わ
た
っ
て
騎

縫
印
が
押
さ
れ
'
頗
る
慎
重
で
あ

っ
た
｡
-
･･･政
治
改
革

(-
辛
亥
革
命
)
の
後
､

l
切
の
手
綬
き
は
ま
っ
た
く
愛
わ
っ
て
し
ま
っ
た
｡
徴

収
機
関
は
賓
徴
鼎
を
監
督
機
関
に
逸

っ
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
せ
ず
､
そ
の
う
え
騎
縫
印
も
押
さ
な
い
｡
糧
戸
や
畝
数
は
随
意
に
付
け

;.i)I

足
し
た
り
改
め
た
り
し
て
い
る
｡

こ
れ
は
田
賦
徴
収
庭
の
舞
弊
を
告
寄
す
る
文
章
の
一
節
で
あ
る
｡
辛
亥
以
後
は
騎
縫
印
を
押
さ
な
い
と
い
う
の
は
事
案
誤
認
だ
し
､
清
代
に

賓
徴
鼎
の
上
呈
が
ど
こ
ま
で
賓
行
さ
れ
て
い
た
か
も
疑
問
で
あ
る
｡
と
は
い
え
害
徴
朋
が
徴
税
の
根
本
で
あ
り
､
徴
税
を
監
督
す
る
道
具
だ
と

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
-
わ
か
る
｡
害
徴
鼎
が
徴
税
の
賓
務
上
不
可
快
で
あ
り
､
正
し
-
運
用
す
る
こ
と
で
弊
害
を
取
り
除
-
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
､
田
賦
徴
収
虞
み
ず
か
ら
が
害
徴
鼎
を
作
成
し
て
信
頼
度
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

四

書
徴
筋
と
地
境

地
境
は
土
地
の
所
在
を
同
定
す
る
方
法
の
一
つ
で
､
膏
太
湖
廉
で
は

｢都

･
囲

･
坪

･
托

･
競
｣
で
示
さ
れ
た
｡
例
え
ば
石
橋
婿
墓
山
麓
理

111
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堂
公
墓
の
所
在
は

｢廿
八
都
七
囲
騒
字
拝
八
鳩
十
八
東
｣
と
表
記
さ
れ
る
｡
都
圏
は
麟
志
に
地
圏
が
記
載
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
所
在
地
は
容
易

(58)

に
検
索
で
き
る
｡
拝
の
名
稀
は

『太
湖
備
考
』
や

『呉
嚇
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
､
拝
の
所
在
地
は
上
記
文
献
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い

｡

托
､
窮
に
至
っ
て
は
､
刊
行
物
に
は
記
載
が
な
-
'
唯

l
魚
鱗
朋
を
通
じ
て
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
状

況
下
､
地
鋸
は
如
何
に
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
ま
ず
は
太
湖
廉
に
お
い
て
､
土
地
の
所
在
が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し

て
お
き
た
い
｡

現
存
す
る
太
湖
廉
の
契
約
書
を
見
る
と
､
土
地
の
所
在
は
全
て
某
都
某
固
某
地
方

(ま
れ
に
坪
ま
で
)
と
い
う
形
式
で
あ
り
､
班
や
坂
の
表
示
は

な
い
｡
東
文
研
戒

｢永
遠
杜
絶
責
田
文
契
｣
(蘇
州
文
書
N
o
.

2)を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
｡
こ
れ
は
同
治
七

(
l
八
六
八
)
年
四
月
に
米
補
拙
が
絶

遠
の
宮
田
を
鄭
聖
元
戸
に
責
却
し
た
と
き
の
契
約
書
で
あ
る
｡
土
地
の
所
在
は

｢太
湖
療
境
二
十
九
都
二
十
囲
墨
田
村
地
方
雲
字
坪
｣
と
示
さ

れ
る
｡
土
地
に
関
す
る
情
報
は

｢宮
田
両
班
､
計
武
畝
萱
分
正
､
在
田
麻
地
桑
樹
車
埠
水
口
､

一
鷹
在
内
｣

と

｢計
開
四
虻
､
東
高
田
､
南
宋

Ir=-.･)

池
､
西
部
田
､
北
大
港
水
口
｣
で
あ
る
｡
こ
の
土
地
が
二
筆
か
ら
な
る
宮
田
で
､
面
積
は
二

･
一
畝
､
麻
地

･
桑
樹

･
車
埠
水
口

(龍
骨
車
の
取

水
口
?
)
が
あ
り
､
四
隣
は
そ
れ
ぞ
れ
寓
､
宋
'
邸
の
土
地
と
大
港
水
口
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
う
ち
土
地
の
所
在
を
あ
ら
わ
す

も
の
は
坪
の
ほ
か
に
は
四
祉
し
か
な
い
｡
雲
字
坪
の
中
で
周
囲
を
誰
々
の
土
地
に
囲
ま
れ
た
場
所
､
と
い
う
形
で
土
地
の
所
在
が
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡
ふ
つ
う
契
約
書
で
は
地
窮
や
地
形
の
記
載
は
少
な
い
が
､
四
虻
は
大
抵
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
契
約
に
お
い
て
'
土
地
は
あ
る
座
標
上

に
し
か
じ
か
の
面
積
を
占
め
る
場
所
と
し
て
で
は
な
-
､
周
囲
の
い
ず
れ
の
所
有
者
か
ら
も
所
有
を
異
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
把
握
さ

れ
る
｡

契
約
は
人
的
関
係
の
中
で
の
営
為
で
あ
り
'
契
約
の
有
効
性
を
保
護
す
る
の
は
そ
れ
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
に
は
か
な
ら
な
い
｡
公
謹
人
的
な

役
割
を
果
た
す
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
､
同
族
､
近
隣
'
知
人
､
中
人
､
代
筆
者
ら
で
あ
っ
た
が
､
同
治
五

(
1
八
六
六
)
年
以
降
そ
れ
ま
で
見
ら

れ
な
か
っ
た

｢経
造
｣
｢経
催
｣
｢地
線
｣
と
い
っ
た
人
た
ち
が
署
名
の
列
に
加
わ
る
｡
た
と
え
ば
上
記
の
契
約
書
に
は
経
造
宋
永
年
と
地
保
陳

112
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雲
和
が
名
を
連
ね
て
い
る
｡
現
存
す
る
太
湖
庭
境
内
の
契
約
書
は
数
少
な
い
の
で
､
彼
ら
が
全
て
の
土
地
責
員
に
闘
興
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

断
言
で
き
な
い
｡
だ
が
そ
れ
は
前
代
と
は
っ
き
り
異
な
る
特
徴
で
あ
り
､
同
治
年
間
に
所
有
と
責
員
の
性
格
が
大
き
-
変
化
し
た
こ
と
が
窺
え

る
｡
結
論
を
先
に
言
え
ば
'
そ
の
撃
化
は
､
二
度
に
わ
た
る
方
軍
の
蓉
給
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
従
来
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
と
､

責
り
手
か
ら
買
い
手
に

｢上
首
契

(苫
該
地
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
交
わ
さ
れ
た
全
て
の
契
約
書
)｣
が
手
渡
さ
れ
た
｡
契
約
の
連
な
り
が
所
有
を
保
護
し

J州
l

て
い
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
契
約
を
交
わ
し
て
も
官
に
届
け
出
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
､
所
有
権
に
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
契
約
書
が
讃
接

と
し
て
い
つ
も
有
効
で
あ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
｡
土
地
裁
判
で
は
契
約
書
の
ほ
か
'
碑
文
､
族
譜
､
賓
徴
射
'
糧
票
な
ど
が
謹
接
と
し
て
持

ち
出
さ
れ
た
｡
同
治
年
間
に
方
軍
が
聾
給
さ
れ
る
と
､
上
首
契
に
加
え
て
方
軍
が
手
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

呉
邑

(民
国
の
呉
鯨
)
の
田
地
責
員
は
､
奮
長
洲
､
元
和
願
で
は
方
軍
を
掠
り
所
と
し
､
奮
呉
願
で
は
糧
串
を
揺
り
所
と
し
て
い
る
｡
-
-

奮
長
洲
､
元
和
解
の
田
地
は
清
同
治
年
間
に
方
軍
を
番
給
し
た
が
､
琶
呉
解
で
は

(方
軍
覆
給
が
)
う
ま
-
い
か
な
か
っ
た
の
で
､
糧
串
を

3甜刑

擦
り
所
と
す
る
結
果
を
乗
し
て
い
る
｡

(62)

長
洲
､
元
和
解
で
は
方
軍
が
蓉
給
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
､
そ
れ
が
所
有
を
讃
明
す
る
文
書
と
し
て
従
来
の
様
々
な
文
書
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
｡

太
湖
廉
で
も
同
治
以
降
の
族
譜
が

l
酉
に
方
軍
の
情
報
を
収
録
し
は
じ
め
た
の
は
､

こ
の
状
況
と
軌
を

一
に
す
る
O
『王
氏
家
譜
』
は
嘉
慶
七

(
l
八
〇
二
)
年
､
道
光
八

(
l
八
二
八
)
年
､
宣
統
三

(
l
九
二

)
年
､
民
国
二
七

(
一
九
三
八
)
年
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
､
前
二
者
に
載
せ
ら

れ
た
墓
地
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
'
圏
か
坪
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
｡

一
競
､
二
競
と
か
あ
る
場
合
も
､
各
地
片
を
分
割
し
て
記
載
す
る
便
の

た
め
で
あ
り
､
地
競
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
宣
統
以
降
は
班
'
窮
に
い
た
る
地
歌
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
族
譜
が
依
接
し
た

∴い｣

の
は
方
軍
で
あ
っ

た
｡

こ
の
よ
う
に
方
軍
の
番
給
と
地
窮
の
出
現
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
｡
太
湖
廉
に
お
け
る
方
軍
の
聾
給
は
少
な
-
と
も

二
回
あ
る
｡
同
治

(
一
八
六
五
)
四
年
の
清
糧
の
際
に
費
給
さ
れ
た
執
業
田
軍
と
､
同
治
九

(
一
八
七
〇
)
年
の
清
丈
の
際
に
聾
給
さ
れ
た
清
丈
方

〃ィ/ユ

軍
で
あ
る
｡
前
者
は
固
ま
で
し
か
わ
か
ら
な
い
の
に
封
し
て
､
後
者
は
班
､
坂
に
至
る
詳
細
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
清
丈
に
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､山.～

よ
る
土
地

･
徴
税
関
係
簿
筋
の
整
備
と
方
軍
の
聾
給
に
よ
っ
て
地
歌
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
｢輿
え
ら
れ
た
｣
と
い
っ
て
も
そ
れ
ま

[tCJ)

で
地
坂
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
地
坂
は
存
在
し
て
い
た
が
普
及
し
て
は
い
な
か
っ

た

｡

土
地
所
有
者

(=
納
税
者
)
は
方
軍
を
受
け
取
る

こ
と
に
よ
り
所
有
を
認
定
さ
れ
た
が
､
方
軍
に
は
土
地
の
所
在
地
が
地
窮
で
表
記
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
方
単
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
載

っ

て
公
開
さ
れ
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
､
は
じ
め
て
地
親
は
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
同
時
に
､
地
坂
を

も
と
に
地
籍
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
造
が
､
徴
税
や
土
地
の
管
理
に
お
い
て
影
響
力
を
増
し
た
｡
契
約
に
お
け
る
経
造
の
開
輿
､
地
歌

の
出
現
､
方
軍
の
蓉
給
は
相
互
に
関
連
す
る
事
象
で
あ
っ
た
｡

(66)

『周
氏
文
語
』
に

｢無
方
軍
'
有
印
契
｡
-
-
字
坪
班
競
､
契
未
詳
書
､
故
未
録
｣
と
わ
ざ
わ
ざ
地
境
が
な
い
理
由
が
付
さ
れ
る
の
は
､
地
境

な
い
し
は
そ
れ
を
記
し
た
方
軍
が
所
有
の
最
大
の
根
壕
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡
方
軍
を
失
え
ば
所
有
の
根
接
を
失
う

こ
と
に
な
っ
た
か
ら
､
官
癖
に
届
け
出
て
再
聾
行
し
て
も
ら
い
'
同
時
に
以
前
の
方
軍
を
無
効
に
す
る
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

Ⅹ
遺
失
清
丈
軍

呉
解
菖
太
湖
廉
境
二
八
都
五
囲
太
字

l
七

一
〇
競
､
忠
字
拝
七
班
二

二

一錬
､
張
麗
記
戸
､
基
地

l
･
四
〇
九
畝
の
清
丈
畢

1
紙
を
郵
局

が
遺
失
し
た
｡
す
で
に
廉
署
に
紛
失
届
け
を
出
し
､
(新
た
な
)
軍
を
補
給
し
て
も
ら
っ
て
い
る
｡
嘗
軍
は
暦
紙
と
す
る
｡
右
､
申
報

･
新
聞

報
に
掲
載
し
て
著
明
す
る
次
第
｡

こい｣

東
山
張
禎
伯
啓

Y
馨
明
方
軍
遺
失

茄
に
呉
嚇
奮
太
湖
魔
境
後
山
山
地
村
二
八
都
五
囲
顛
字
坪
五
班
二

二

l被
に
位
置
す
る
六
升
三
台

一
句
別
の
地
t

l
･
四
〇
九
畝
の
硯
遠

地
が
あ
る
｡
い
ま

｢正
用
｣
に
よ
り
､
す
で
に
該
地
す
べ
て
を
仲
介
人
に
槻
ん
で
責
却
し
裕
民
繭
虹
が
管
業
し
て
い
る
｡
該
地
の
方
軍
は
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民
国

l
〇
年

l
〇
月

1
六
日
に
道
中
で
遺
失
し
､
調
べ
て
渡
す
て
だ
て
が
な
い
｡
も
し
今
後

(万
里
が
)
出
て
さ
て
も
効
力
を
寄
生
し
な
い
｡

右
､
新
聞
に
掲
載
し
て
著
明
す
る
次
第
｡

(;f]

呉
解
東
洞
庭
後
山
張
禎
伯
妻
張
王
氏
啓

Ira)

以
上
二
件
の
遺
失
著
明
は
い
ず
れ
も

『申
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
Ⅹ
の

｢太
字

一
七

l
O
耽
｣
と
い
う
の
は
方
軍
の
軍
歌

(番
撃

で
あ
る
｡
畢
坂
は
聾
拾
順
で
あ
り
地
歌
と
は
全
-
関
係
が
な
い
｡

Ⅹt
Y
は
地
歌
を
異
に
す
る
が
､
科
則
や
畝
数
が

一
致
す
る
こ
と
も
あ
り
､

両
者
が
同
じ
土
地
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
｡
地
境
を
み
る
と
､
班
だ
け
で
な
-
坪
も
違
う
こ
と
か
ら
畢
な
る
誤
植
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
｡
Ⅹ
は
軍
歌
を
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
方
軍
の
情
報
を
基
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
二
八
都
五
園
に
は

｢忠
｣
な

る
名
稀
の
坪
は
な
い
｡
魚
鱗
新
に
は
二
八
都
五
圃
類
字
坪
五
托
二

l
五
東
に

｢張
麗
江
｣
の
戸
名
で
同
じ
畝
数
の
土
地
が
あ
る
か
ら
t
Y
は
魚

鱗
鼎
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
な
ぜ
同
じ
土
地
に
地
歌
が
二
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡

現
在
､
奮
太
湖
魔
境
の
地
軟
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
資
料
は
魚
鱗
筋
と
方
畢

(の
鴛
し
)
し
か
な
い
｡
方
軍
は
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
な
い
か

ら
､
地
窮
の
全
容
を
窺
え
る
の
は
魚
鱗
珊
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
が
我
々
が
依
接
す
る
魚
鱗
筋
の
地
歌
は
､
ど
う
や
ら
害
徴
筋
に

時
折
現
れ
る
地
歌
と
は
別
の
よ
う
な
の
だ
｡
魚
鱗
鮒
の
地
境
髄
系
で
は

｢坪
｣
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
二
八
都

一
〇
園
に
は
西
撃
､

東
筆
､
書
の
三
拝
が
あ
る
が
､
魚
鱗
研
所
載
の
坪
は
書
字
坪
だ
け
で
あ
っ
て
､

一
〇
圃
の
土
地
は
書
字
拝

一
班

一
能
か
ら

〓

一報
四
五
軟
ま
で

の
地
坂
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
〇

一
万
､
民
国
三
年
二
九
都

l
O
園
の
薫
徴
鼎
を
み
る
と
銀
耕

一
四
坂
は
騎
字
坪
三
班
二
五
競
､
米
射
三
〇
〇

窮
は
騎
字
坪
四
通
三
〇
競
､
米
研

一
一
一
三
境
は
管
字
坪
二
班
九
二
競
､
銀
析

二
二
二
七
暁
は
管
字
坪
五
班
四
二
競
､
米
研

二
三

四
軟
は
管

字
坪
六
托

一
〇
l
坂
と
い
う
地
歌
が
見
え
､
二
九
都

l
O
園
で
は
騎
､
管
字
の
そ
れ
ぞ
れ
の
坪
で
地
歌
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
｡

以
上
か
ら
奮
太
湖
廉
に
は
魚
鱗
筋
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

｢囲
｣
を
単
位
に
振
ら
れ
る
地
窮
と
､
賓
徴
鼎
に
見
え
る

｢坪
｣
を
単
位
に
振
ら
れ
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る
地
歌
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

どu

『呉
中
葉
氏
族
譜
』
埜

ハ
三
所
載
の
達
公
宗
両
は
三
筆
に
分
割
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の
地
架
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡
な
お

(
)
内
の

〃

数
字
は
魚
鱗
筋
の
地
歌
で
あ
る
｡

A

二
十
八
都
六
囲
和
字
坪
大
字
班
六
十

l
競

(二
八
･
六
･
l
こ
ハ
六
)

B

二
十
八
都
六
囲
動
字
坪
大

一
班
六
十

1
碗

(二
八
二
ハ
･
l
･
六
七
)

C

二
十
八
都
六
囲
和
字
拝
大
字
班
六
十
三
競

(二
八
･
六
二

二
ハ
八
)

圏

5
を
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
､
こ
の
三
筆
の
土
地
は
入
り
組
ん
で
お
り
､
坪
を
異
に
す
る
と
は
考
え
難
い
｡
そ
も
そ
も

『太
潮
備
考
』
や

『呉

解
志
』
に
よ
れ
ば
､
二
八
都
六
圏
に
は

｢動
｣
字
拝
し
か
な
い
｡
魚
鱗
筋
に
は
三
筆
と

も
二
八
都
六
囲

一
班
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
二
班
以
降
は
数
字
で
示
さ
れ
る

の
に
､

一
班
だ
け
が

｢大

一
｣
｢大
字
｣
と
示
さ
れ
る
の
も
不
思
議
で
あ
る
｡
も
し
偶
に

｢和
/
大
字
｣
と

｢動
/
大

二

が
同
じ
も
の
だ
と
す
る
と
､
A
､
B
は
六

一
坂
と
い
う

同
じ
地
坂
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
A
に
は
太
字
四
六
軟
の
方
軍
が
､
B
に
は
太
字
四
八
境

の
方
軍
が
あ
り
､
同
じ
地
片
に
番
戟
を
異
に
す
る
二
つ
の
方
軍
が
費
給
さ
れ
る
こ
と
は

な

い

｡
先
述
の
と
お
り
'
奮
太
湖
庭
境
で
は
､
地
歌
は
清
未
に
現
れ
た
新
し
い
現
象
で
あ
る
｡

従
来
は
坪
ま
で
の
表
示
で
事
足
り
､
坪
の
内
部
の
位
置
に
つ
い
て
は
土
名
が
用
い
ら
れ

3岨爪

た
で
あ
ろ
う
｡
官
府
の
側
に
魚
鱗
筋
の
よ
う
な
確
固
た
る
土
地
童
帳
が
存
在
し
な
い
状

況
で
は
､
地
窮
は
土
地
所
有
の
面
で
大
き
な
意
味
を
も
た
ず

(人
的
保
護
が
よ
り
重
視
さ
れ



た
)､
存
在
し
た
と
し
て
も
､
も
っ
ぱ
ら
徴
税
の
整
理
香
坂
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
治
年
間
の
清
丈
で
は
､
奮
乗
の
坪

ま
で
の
膿
系
の
上
に
托
､
軟
か
ら
な
る
地
歌
を
附
興
し
た
｡
現
存
す
る
太
湖
廉
の
魚
鱗
鼎
は
正
本
で
は
な
い
と
い
う
前
稿
で
の
推
論
か
ら
す
る

(71)
と
､
測
量
の
際
に
は

l
旦
圏
を
単
位
と
し
て
通
し
番
髄
が
つ
け
ら
れ
､
そ
の
後
に
坪
を
単
位
に
す
る
地
鱗
に
整
理
し
な
お
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
｡
詳
細
は
不
明
だ
が
'
現
存
の
土
地

･
徴
税
文
書
か
ら
は
､
少
な
-
と
も
二
種
類
の
地
坂
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
｡

い
ま

l
度
､

Ⅹ､
Y
の
著
明
を
見
て
み
よ
う
｡
民
国

l
〇
年

一
〇
月

l
六
日
に

｢清
丈
軍
｣
が
無
-
な

っ
た
｡
張
は
新
た
に
方
軍
を
聾
給
し

薯 徴 朋 と 徴 税

表4 28都上下6匿lの寅徴研 ･魚鱗析封照表

上6国書微筋 魚鱗筋 (班.戟) 下6囲賓徴析 魚鱗研 (班.戟)

1.-74 1.1-1.94 1- 糾ー 1.95-1.176
75-158 2.86-2.192 91-166 2.2-2.85
159-281 3.1-3.157 167 なし

282-453 4.230-4.416 168.-309 3.159-3.320
454-538 なし 310-318 なし

319-322 4.222-4.225
323.-526 4.1-4.221

て
も
ら
っ
て
い
る
が
'
ど
う
や
ら
そ
れ
に
は
魚
鱗
筋
の
地
境
が
書
か
れ
て
い
た
ら
し
い
｡
そ
の
理
由
は
､
お
そ

ら
-
民
国

一
〇
年
の
時
鮎
で
魚
鱗
折
の
正
朋
は
存
在
し
て
お
ら
ず
､
現
存
す
る
魚
鱗
筋
を
基
に
方
軍
が
費
給

さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
確
か
に
徴
程
虞
や
経
造
は
推
放
射
な
ど
で
坪
軍
位
の
地
歌
を
把
握
し
て
い
た
が
､
推

放
射
で
は
全
容
が

つ
か
め
な
い
た
め
に
魚
鱗
鼎
の
地
髄
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
｡
張
の
未
亡
人
が
こ
の
土

地
を
責
卸
し
た
際
'
清
丈
軍
で
は
な
-
補
軍
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
'
買
主
が
念
の
た
め
も
う

一
度
贋
告
を
出
す

よ
う
契
約
の
と
き
に
要
求
し
た
こ
と
か
ら
Y
の
著
明
が
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
ほ
か
園
の
分
割
と
い
う
問
題
も
あ
る
｡
例
え
ば
二
八
都
六
園
は
上
六
圏
と
下
六
園
に
わ
か
れ
て
い
る
｡

(72)

二
八
都
上
下
六
園
の
宴
徴
筋
と
魚
鱗
朋
を
封
照
さ
せ
た
表

4
を
見
る
と
､

l
班
は

l
坂
か
ら
九
三
戟
ま
で
が

上
六
囲
'
九
五
坂
か
ら

一
七
六
競
ま
で
が
下
六
圏
に
属
す
る
｡
以
下
､
二
､
三
､
四
の
各
班
と
も
上
下
に
分
か

れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
｡
四
通
に
若
干
の
混
乱
は
あ
る
も
の
の
'
ほ
ぼ
地
境
順
で
､
ま
た

一
定
程
度
の
地

軟
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
上
下
の
匝
分
は
戸
を
主
髄
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
害
は

3砺E

自
責
嶺
と
呼
ば
れ
る
山
道
が
上
下
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
｡
『王
氏
家
譜
』
巻

一
九
白
劣
嶺
勇
腰
左
蔚
卿
公
墓

の
地
畝
圃

(囲
-
)
を
み
る
と
､
墓
を
構
成
す
る
四
筆
の
う
ち
､
白
秀
嶺
を
境
に
し
て
東
西
で
地
坂
が
異
な
っ
て
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固6 白書嶺傍腰左蔚卿公墓地畝囲(『王氏家譜』巻19)

い
る
｡
東
側
の
三
筆
は
二
三
五

～
二
三
七
坂
と
連
績
し
て
い
る
の
に
封
し

CQ

て
､
西
側
の

l
筆
は

一
七
九
軟
で
あ
る
｡
賓
徴
朋
で
確
か
め
る
と
前
者
は
上

〃

六
囲
､
後
者
は
下
六
園
に
属
す
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
班
で
は
な
-
道
を
境
界

に
し
た
が
ゆ
え
に
､
同
じ
班
で
あ
り
な
が
ら
違
う
圏
に
属
す
る
と
い
う
こ
と

が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
｡
地
軟
の
内
賓
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た

が

､
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
｡

解
志
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
､
｢固
｣
が
分
割
さ
れ
て
い
る
事
例
は
他
に
も

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
例
え
ば
二
九
都
五
国
は
前
後
に
分
か
れ
､
そ
れ
ぞ

れ
賓
徴
筋
が
編
ま
れ
て
い
る
｡
二
九
都
四
囲
の
場
合
､
下
位
区
分
は
帳
簿
の

上
か
ら
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
が
､
地
､
山
に
わ
か
れ
て
い
る
｡
二
九

都
四
囲

一
班

7
被
と
い
う
地
軟
に
は
周
柴
安
と
厳
得
陸
の
土
地
が
封
鷹
す
る

が
､
厳
密
に
は
前
者
は

l
班
地

一
競
､
後
者
は

1
托
山

7
窮
と
稀
す
べ
き
も

(74)

(75)

の
で
あ
る
｡
地
､
山
の
匝
別
は
魚
鱗
筋
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
害
徴
柵
も
ま
た
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
圏
が
二
八
都
六
圏
と
大
き
-
異

な
る
鮎
は
'
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
で
地
窮
が
猿
立
し
て
附
輿
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

地
窮
の
全
容
と
詳
細
は
'
現
在
の
我
々
に
は
把
握
で
き
な
い
が
､
と
も
か
-
土
地
所
有
の
文
脈
で
地
親
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
､

清
末
の
新
現
象
で
あ

っ
た
こ
と
は
聞
達
い
な
い
｡
地
坂
に
は
様
々
な
問
題
が
あ

っ
た
に
せ
よ
､
清
丈
直
後
に
お
い
て
､
魚
鱗
筋
と
賓
徴
餌
の

デ
ー
タ
は
､
項
目
に
違
い
は
あ
れ
､

一
致
し
て
い
た
｡
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
官
側
は
土
地
所
有
状
況
を
把
握
す
る
複
数

の
回
路
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
､
内
容
が
更
新
さ
れ
る
賓
徴
筋
と
更
新
さ
れ
な
い
魚
鱗
筋
に



貫 徹 筋 と 徴 税

は
差
異
が
生
じ
て
き
た
が
､
こ
の
差
異
は

l
度
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
く

徐
々
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
､
時
々
で
調
整
が
行
な
わ
れ
て
い

(76)
た
｡魚

鱗
掛
と
賓
徴
掛
の
デ
ー
タ
が

一
致
す
る
こ
と
の
､
土
地
秩
序
や
徴
税
制
度
の
う
え
で
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
｡
魚
鱗
鼎
か
ら
方
軍
が
作

成
さ
れ
､
賓
徴
研
か
ら
は
由
軍
､
版
串
が
作
成
さ
れ
､
い
ず
れ
も
民
間
に
費
給
さ
れ
る
｡
あ
る
土
地
所
有
者
が
受
け
取
る
方
軍
に
は
戸
名
､
畝

数
､
税
額
､
地
歌
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
､
こ
れ
ら
の
記
述
は
魚
鱗
筋
を
基
に
し
て
い
る
｡
両
者
は
地
歌
に
よ
り
容
易
に
照
合
で
き

る
｡
土
地
所
有
者
と
納
税
者
が

一
致
す
る
場
合
､
こ
の
戸
は
毎
年
徴
税
期
に
由
軍
と
版
串
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
｡
由
軍
､
版
串
に
は
都
国

と
戸
名
､
税
額
'
賓
徴
筋
の
競
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
害
徴
筋
を
基
に
し
て
い
る
｡
薫
徽
朋
と
由
軍
､
版
串
は
競
数
に
よ
っ
て
照

合
で
き
る
｡
由
軍
､
版
串
の
税
額
は
い
わ
ゆ
る

｢賓
徴
｣
の
額
で
は
な
く
'
害
徴
析
上
の
額
で
あ
る
か
ら
'
方
軍
や
魚
鱗
掛
の
額
と
も
同
じ
も

の
で
あ
る
｡
都
固
'
戸
名
､
税
額
を
特
定
で
き
れ
ば
､
方
軍
と
の
照
合
も
容
易
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
魚
鱗
筋
-
方
軍
と
い
う

(官
製
の
)
土

地
文
書
群
と
賓
徴
析

-由
軍
､
版
串
と
い
う
徴
税
文
書
群
は
､
魚
鱗
筋
と
賓
徽
鼎
の
デ
ー
タ
が

一
致
す
る
こ
と
で
､
相
互
に
参
照
可
能
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
整
合
性
の
高
い
徴
税
文
書
､
土
地
文
書
が
蓄
積
さ
れ
て
い
-
と
､
こ
れ
ら
の
文
書
の
信
頼
性
が
高
ま
り
'
文
書
自
髄
の
信
頼
性
と

∴=｣

共
に
､
記
載
内
容

(地
競
､
畝
数
､
戸
名
な
ど
)
の
信
頼
性
も
高
ま

っ
て
い
-
｡
そ
し
て
徐
々
に
官
側
の
文
書
を
参
照
し
た
土
地
秩
序
が
形
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
同
時
に
官
の
徴
税
行
政
の
園
滑
化
を
も
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
魚
鱗
筋
に
代
表
さ
れ
る
官
製
の
土
地
文

書
は
清
代
以
降
ほ
と
ん
ど
作
成
さ
れ
な
か

っ
た
し
､
呉
解
奮
太
湖
廉
で
も
､
年
月
が
経
て
ば
徴
税
文
書
と
の
帝
離
が
進
み
相
互
に
封
照
で
き
な

く
な
る
時
が
来
た
は
ず
で
あ
る
｡
土
地
文
書
と
徴
税
文
書
が

一
致
す
る
の
が
原
則
で
は
あ

っ
た
が
､
そ
れ
が
賓
現
す
る
の
は
例
外
的
な
ケ
ー
ス

で
あ

っ
て
､

一
般
に
は
､
官
が
民
間
の
土
地
秩
序
に
闘
輿
で
き
る
の
は
､
名
義
愛
更
の
際
の
契
税
徴
収
と
'
土
地
裁
判
-
ら
い
し
か
な
か
っ
た
｡

同
治
年
間
に
清
丈
が
行
わ
れ
た
呉
願
書
太
湖
廉
境
は
､
こ
の
意
味
で
特
殊
な
事
例
と
い
え
る
｡
だ
が
､
事
例
と
し
て
特
殊
で
あ

っ
て
も
､
そ

れ
が
土
地
文
書
と
徴
税
文
書
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
鮎
で
､
重
要
な
事
例
と
い
え
る
｡
土
地
文
書
と
徴
税
文
書
の
デ
ー
タ
が

一
致
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す
る
状
態
が

7
万
の
極
に
あ
り
､
他
方
に
両
者
が
全
-
-
ン
ク
し
な
い
状
態
が
あ

っ
て
､
賞
状
は
そ
の
間
の
い
ず
れ
か
に
あ
り
､
前
者
に
近
い

ハU

ほ
ど
官
の
影
響
が

(相
封
的
に
)
塗
-
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
文
書
上
の
影
響
が
如
何
に
強
-
な
っ
て
も
'
賓
徴
朋
は
現
害
の
土
地
秩
序

〃

そ
の
も
の
で
は
な
い
し
､
ま
た
直
接
に
徴
税
の
効
率
を
高
め
る
も
の
で
も
な
-
､
そ
の
十
分
候
件
を
整
備
し
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
も
ま
た
事

賓
で
あ
る
｡

お

わ

り

に

蘇
州
が
日
本
軍
か
ら
国
民
政
府
に
奪
還
さ
れ
た
と
き
'
呉
願
の
田
賦
徴
収
機
構

(田
糧
脱
税
管
理
虞
)
は
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
も
は

や
戦
前
の
よ
う
な
嚇
政
府
か
ら
猪
立
し
た
請
負
機
構
で
は
な
-
な

っ
て
い
た
｡
税
糧
の
徴
収
は
麟
長
を
筆
頭
に
､
願
の
各
機
関
を
総
動
員
し
武

装
し
た
う
え
で
行
な
わ
れ
た
が
､
徴
収
率
は
戦
前
の
水
準
に
と
お
-
及
ば
な
か

っ
た
｡
こ
の
と
き
鯖
の
土
地
'
徴
税
文
書
は
お
お
か
た
な
く

(..{f]

な
っ
て
お
り
､
催
徴
更
の
底
朋
稿
本
と
日
本
軍
占
領
期
で
あ
る

一
九
三
九
､
四

〇
年
度
の
徴
糧
底
鼎
に
擦

っ
て
賓
徴
朋
が
作
成
さ
れ
た
｡
こ
れ

ら
の
簿
朋
の
デ
ー
タ
が
古
-
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
依
接
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
､
は
か
に
依
接
す
る
も
の
が
な
か
っ

Fヽ1.)

た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
賓
徴
鼎
が

｢徴
糧
の
唯

一
の
依
接
｣
で
あ

っ
た
｡

民
国
二
三
､
四
年
の

一
連
の
改
革
以
後
､
賓
徴
朋
は
催
徴
吏
ひ
い
て
は
徴
税
を
統
制
す
る
と
い
う
意
義
を
大
幅
に
減
じ
て
し
ま
っ
た
が
､
そ

れ
で
も
賓
徴
朋
は
作
り
績
け
ら
れ
た
｡
抗
日
戦
争
後
､
田
糧
賦
税
管
理
虞
は
徴
税
を
監
督
す
る
も
の
と
し
て
害
徴
筋
を
作
成
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
倫
階
期
の
偏
政
府
で
さ
え
賞
徴
鼎
を
作
成
し
て
徴
税
を
行
な

っ
て
い
た
｡
そ
れ
が
名
目
上
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
'
国
民

政
府
が
害
徴
射
な
し
に
徴
税
し
っ
づ
け
る
こ
と
は
支
配
の
正
富
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
｡
害
徴
筋
と
い
う
根
接
な
し
に
徴
税
を
す
る
こ
と

は
略
奪
と
髪
わ
ら
な
い
｡
賓
徴
唐
な
し
の
徴
税
は
非
常
時
に
は
許
さ
れ
て
も
､
そ
の
状
態
が
長
-
績
-
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
｡
完
成
度
が
如
何



(
80
)

で
あ
れ
賓
徴
鼎
が
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
く
､
不
正
確
な
鮎
は
将
来
の
地
籍
整
理
に
よ
っ
て
購
罪
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た

｡

賓
徴
筋
の
作
成

･
上
呈
が
徴
税
請
負
機
構
に
徴
税
の
正
常
性
を
輿
え
る
と
い
う
岩
井
氏
の
解
樺
は
､
抗
日
戦
寧
後
の
状
況
に
と
り
わ
け
鮮
明

に
現
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
紛
れ
も
な
-
政
治
的
協
約
と
し
て
の
害
徴
筋
で
あ

っ
た
｡
氏
は
麻
署
と
糧
房

(呉
解
の
経
造
に
あ
た
る
)
の
あ
い
だ
に
こ

の
協
約
の
成
立
を
見
た
が
､
民
国
呉
願
の
場
合
､
解
長
'
徴
糧
虞
'
経
道
の
三
者
の
関
係
を
見
る
必
要
が
あ
る
｡
願
長

(嚇
署
)
と
徴
糧
虞
と
の

関
係
は
､
記
入
前
に
押
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
騎
縫
印
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
岩
井
氏
の
い
う
政
治
的
協

約
や
権
力
の
正
富
化
と
い
う
説
明
は
こ
の
間
の
関
係
に
嘗
て
は
ま
る
｡
徴
糧
虞
と
経
造
の
関
係
に
お
い
て
､
薫
徴
鼎
は
儀
程
的
役
割
に
加
え
て
､

経
造
を
監
督

･
統
制
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
し
､
葺
際
あ
る
程
度
は
果
た
し
て
い
た
｡
ま
た
由
軍
､
版
串
な
ど
徴
税
遂

行
に
映
か
せ
な
い
文
書
も
賓
徴
朋
を
基
に
作
成
さ
れ
､
賓
務
的
に
も
そ
れ
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
｡
同
治
以
降
､
方
軍
に
封
す
る
信

用
が
高
か
っ
た
の
は
､
魚
鱗
鼎
と
い
う
裏
づ
け
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
そ
れ
と
-
ン
ク
し
た
害
徴
朋
が
あ
り
､
そ
し
て
薫
徴
鮒
を
基
に
し
た
由

軍
､
版
串
が
絶
え
ず
民
間
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
た
だ
武
進
の
場
合
､
害
徴
筋
に
畝
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

と
す
れ
ば

｢責
務
｣
上
の
意
味
は
大
き
-
減
退
し
､
害
務
上
所
期
の
用
を
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
-
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
｡
田
賦
徴
収
の
多
様
な
形
態
か
ら
す
る
と
､
葺
徴
鼎
の
あ
り
方
や
社
合
的
意
義
も
多
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

寅 徴 朋 と 徴 税

( T 注2＼_ ←･-

拙
稿

｢呉
嚇

･
太
潮
廉
の
経
造
｣
夫
馬
進
編

『中
国
明
清
地
方
槽
案
の
研
究
』､
料

研
報
告
書
､
二
〇
〇
〇
､
二
〇
九
貢
｡

こ
の
鮎
は
夏
井
氏
の
四
分
類

(｢
H
本
現
存
の
粗
棲
関
係
簿
射
及
び
魚
鱗
析
｣
『史

流
』
三
三
､

一
九
九
三
)
を
例
に
'
拙
稿

(二
〇
〇
〇
年
に
京
都
大
学
に
提
出
し

た
博
士
論
文

『近
代
江
南
の
土
地
､
徴
税
､
国
家
-

土
地

･
徴
税
文
書
と
田
賦

徴
収
機
構
』
序
論
)
で
言
及
し
た
｡
こ
の
ほ
か

『東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
中
国
土

地
文
書
目
録

･
解
説
』
(上
)､
七
五
頁
で
は

｢税
根
負
槍
関
係
文
書
｣
｢粗
個
関
係

文
書
｣
な
ど
の
語
が
見
え
る
が
､
土
地
文
書
の
l
分
類
と
し
て
の
扱
い
し
か
さ
れ

て
い
な
い
｡
こ
れ
ら
の
文
書
は
土
地
所
有
の
護
と
し
て
扱
わ
れ
た
か
ら
嘗
然
で
あ

る
が
､
し
か
し
そ
れ
で
は
宴
徴
筋
の
位
置
付
け
が
で
き
な
い
.

(-
)
こ
こ
で
は
清
か
ら
民
団
に
か
け
て
の
時
期
に
限
定
す
る
｡
明
代
の
徴
税
文
書
で
あ
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~＼ 'J~ヽ､
5 4＼_･. ＼J

る
賦
役
茸
筋
に
つ
い
て
は
多
数
の
研
究
が
あ
る

(後
述
)0

｢徴
税
｣
に
は
田
賦
以
外
の
様
々
な
税
の
徴
収
が
含
ま
れ
る
た
め
｢田
賦
徴
収
関
係

文
書
｣
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
､
本
稿
で
は
個
に

｢徴
税
文
書
｣
と
し
て
お

く
0

葺
慶
遠

『明
代
責
珊
制
度
』､
中
華
書
局
､

1
九
六

1
､
賛
成
斬

『明
代
葺
研
研

究
』､
中
国
社
合
科
学
出
版
社
'

一
九
九
八
｡

(-
)
岩
井
茂
樹

｢｢嘉
靖
四
十

1
年
漸
江
府
厳
州
府
速
安
麟
十
八
都
下

l
団
賦
役
葺
筋

残
本
｣
考
｣
夫
馬
進
編

『中
国
明
清
地
方
棺
案
の
研
究
』'
科
研
報
告
書
､
二
〇
〇

〇
｡

(7
)

岩
井
茂
樹

｢武
進
願

｢貫
徹
堂
簿
｣
と
田
賦
徴
収
機
構
｣
夫
属
進
編

『中
国
明
宿

地
方
棺
案
の
研
究
』､
科
研
報
告
書
､
二
〇
〇
〇
｡

(-
)
民
国
の
呉
解
は
清
代
の
呉
嚇
'
長
洲
願
､
元
和
願
､
太
湖
磨
､
靖
湖
廉
の
三
願
二

廉
か
ら
な
る
｡

(-
)
｢清
代
の
賦
役
全
書
｣
『東
方
学
報
』
七
二
､
二
〇
〇
〇
､
｢呉
麟

･
太
湖
廉
の
経
造
｣

(前
掲
)'
｢江
南
農
村
社
食
の
土
地
と
徴
税
｣
森
時
彦
編

『中
国
近
代
の
都
市
と
農

村
』､
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
､
二
〇
〇

一
｡

(10
)

こ
の
簡
単
な
説
明
は
あ
く
ま
で
原
則
で
あ
る
｡
賓
際
に
は
､
通
知
書
の
作
成
が
柄

税
開
始
に
間
に
合
わ
ず
'
前
年
度
の
領
収
書
で
代
用
す
る
こ
と
や
､
領
収
書
で
は

な
く
臨
時
収
接
な
る
も
の
を
挙
行
し
て
､
正
式
な
領
収
書
は
後
に
交
換
す
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
｡

(ll
)

前
掲
拙
稿

｢呉
解

･
太
湖
廉
の
樫
造
｣｡

(12
)

｢太
字
｣
の

｢太
｣
は
太
漸
廉
の
謂
で
､
｢東
字
｣

の

｢東
｣
は
洞
庭
東
山
の
謂
で

あ
る
｡
東
字
は
民
国

一
七
年
､
蘇
州
が
南
京
国
民

政
府
下
に
入
っ
て
か
ら
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
｡

(13
)

満
城

･
上
海
事
務
所
調
査
室

『蘇
州
二
於
ケ
ル
不
動
産
慣
行
調
査
報
告

其
二
』

(中
支
都
市
不
動
産
慣
行
調
査
資
料
第
二
十
六
輯
)t

l
九
四
二
､

1
七
貢
｡
こ
の

調
査
は
主
と
し
て
敵
産
を
如
何
に
扱
う
か
と
い
う
関
心
か
ら
行
な
わ
れ
た
も
の
で

あ
る

(井
村
哲
郎
編

『満
城
調
査
部
-
関
係
者
の
謹
言
1
』､

ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
'

一
九
九
六
㌧
二

二

-
二
三
〇
頁
)
0

(14
)

引
用
の
際
に
は
以
下
の
よ
う
な
略
稀
を
用
い
る
｡
民
国
九
年
二
十
六
都
四
囲
忙
銀

賞
徴
析
1
民
九

･
二
六

･
四
･
銀
､
民
団
十
三
年
二
十
八
都
十
六
固
漕
米
貫
徹
珊

1
民

1
三

･
二
八

･
1
六

･
米
.
個
々
の
デ
ー
タ
を
指
す
場
合
は
競
数

(後
述
)

を
用
い
る
｡
例
え
ば
民
二

･
二
八

･
九

･
銀
の
第
九
三
坂
で
あ
れ
ば
民
二

･
二

八

･
九

･
銀

･
九
三
と
略
す
｡
な
お
民
団

1
九
年
に
は
｢薫
徴
射
｣
で
は
な
-
｢徴

収
筋
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

(1
)

園
舎
囲
書
館
の
も
の
に
は
民
団
二
〇
年
の
善
果
願
の
賓
徴
筋

(｢呉
字
十
都
三
園

賓
徴
地
償
研
｣)
が
入
っ
て
い
る
｡
民
国

1
九
年
六
月
に
土
地
法
が
公
布
さ
れ
翌
年

に
は
そ
の
規
定
に
よ
り
田
賦
を
地
膚
税
と
改
構
し
た
｡
寓
固
鼎
'
荘
強
華
'
呉
永

銘

『江
蘇
武
進
南
通
田
賦
調
査
報
告
』
(原
刊

1
九
三
四
'
一
九
七

7
年
に
樽
記
文

学
出
版
社
よ
り
影
印
)､
五
四
頁
に
よ
れ
ば
江
蘇
財
政
廓
が
忙
漕
の
名
を
廟
し
て

地
償
税
に
改
め
る
よ
う
通
令
し
た
の
は
民
国
二

丁
年
で
､
武
進
で
は
民
国
二
二
年

よ
り
貫
行
し
た
と
言
う
｡
地
債
税
と
は
い
っ
て
も
地
膚
に
基
づ
い
て
税
額
を
算
定

し
た
の
で
は
な
-
､
従
来
の
科
別
が
踏
襲
さ
れ
た
｡
厳
密
な
意
味
で
の
地
膚
税
は

昔
時
進
行
中
で
あ
っ
た
清
文
が
完
成
し
た
時
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
｡

(16
)

昭
和

一
六
年
五
月

一
五
日
の
も
の
は
､
購
入
印
の
日
付

(四
月
三
〇
日
)
を
訂
正

し
て
い
る
｡

(17
)
『東
亜
研
究
所
報
』
八

(
1
九
四

l
･
二
･
二
〇
)'
一
〇
(7
九
四

1
二

〇
･

二
〇
)0

(1
)

民
国
l五
年

1
都

1
七
囲
忙
銀
貫
徹
筋
と
民
国
二
〇
年

一
〇
都
三
園
賓
徴
地
膚
筋

を
含
む
｡

(19
)

民
団
四
年
二
六
都
三
園
忙
銀
寅
徴
筋
に
は

｢呉
解
忙
銀
地
糧
賓
徴
筋
二
四
峡

l
二

四
珊

l
八
〇

･
〇
〇
｣
と
い
う
書
店
の
値
札
が
挟
ま
っ
て
お
り
､
第

一
回
購
入
の

二
八
峡

一
二
三
筋
と
若
干
く
い
ち
が
っ
て
い
る
｡

(20
)

こ
れ
ら
は
す
べ
て
園
舎
固
書
館
に
現
存
す
る
｡

(21
)

日
本
の
囲
書
館
に
蘇
州
の
土
地
文
書
が
多
-
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
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れ
て
い
た

(鶴
見
尚
弘

｢国
立
園
舎
囲
書
館
所
蔵
康
照
十
五
年
丈
量
の
長
洲
嚇
魚

鱗
析

1
本
に
つ
い
て
｣
『山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
学
論
集
』､
大
安
'

1
九
六

七
㌧
三

一
六
頁
の
注

l
､
村
松
砧
次

『近
代
江
南
の
租
桟
』､
東
京
大
学
出
版
含
､

1
九
七
〇
㌧
二
五
四
頁
)0

(22
)

｢義
粗
｣
は
清
代
に
は
経
道
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
｡
義
粗
田
の
分
布
は
限
ら
れ
て

お
り
､
原
額
で
い
う
と
二
八
都
で
は
東
冠
､
南
高
､
上
陪
'
東
軍
､
磨
の
各
庁
に

計

1
〇
六
畝
あ
っ
た
.
『太
湖
備
考
』
の
書
か
れ
た
乾
隆
年
間
に
は
八
､
一
〇
㌧
l

八
､

一
九
の
名
園
に
計
八
九

･
三
五
六
畝
の
助
役
公
田
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
こ
の

ほ
か
三
〇
都
五
圏
に
一
四
八
･
〇
〇
三
畝
､
三
〇
都
八
圏
に
l
六

l
･
二
八
畝
､

計
三
九
八
･
六
三
九
畝
あ
っ
た
｡
賓
徴
冊
の
義
粗
田
の
繰
面
積
は
三

一
八

･
二
三

畝
で
あ
り
､
乾
隆
年
間
よ
り
さ
ら
に
減
少
し
て
い
る
｡
興
味
深
い
の
は
､
｢義
粗
｣

が
す
で
に
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
れ
を

l
般
の

土
地
と
は
別
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

(23
)

民
国

一
三
t

l
四
年
頃
に
も
何
ら
か
の
愛
化
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
｡

徐
浩
甫

(民
二
･
二
八

･
下
六

･
銀
)'
銀
将
卿

(民
九

･
二
六

･
四
･
銀
)､
徐

景
庭

(民

一
三
･
二
八
･
一
六

･
米
)､
愈
錦
栄

(民

一
三
･
三
〇

･
四
･
米
)､

王
増
田

(民

一
四
･
二
八

･
五

･
銀
)､
張
慶
群

(民

1
四
･
二
九
･
四
･
銀
)､

鑓
両
生

(民

一
四
･
二
九

･
l
四
･
米
)'
宋

(民

l
四
･
三
〇

･
八

･
米
)
の
よ

う
に
経
道
の
名
が
記
さ
れ
る
宴
徴
筋
が
民
国

1
三
､

一
四
年

に
集
中
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
｡
ま
た
戸
数
の
記
載
､
字
に
つ
い
て
の
指
示

(後
述
)
な
ど
も
こ
の
時

期
に
集
中
し
て
い
る
｡
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
､
民
国

1
三
～

l

四
年
に
問
題
と
な
っ
た
産
蕩
升
科
案
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
田
心わ
れ
る

(例
え
ば

『申
報
』

一
九
二
五
･
七

･
二
七
)0

｢共
七
百
三
十
六
戸
｣'
民

一
八

･
二
六

･
二
･
銀
米

｢共
八
百
什
戸
正
｣
の
四
例

で
あ
る
｡
畝
教
合
計
の
算
出
が
煩
項
な
の
に
く
ら
べ
て
'
戸
数
と
い
う
の
は
最
後

の
デ
ー
タ
の
競
数
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
の
だ
が
'
そ
れ
で
も
民

l
八

･
二

六

･
二
･
銀
米
で
は
食
い
違
っ
て
い
る
｡

(27
)

蘇
州
省
立
囲
書
館

･
美
術
生
活
社
台
編

『呉
願
文
戯
特
輯
』
所
収

｢呉
中
文
献
展

覧
舎
品
名
索
引
目
録
｣
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
蘇
州
省
立
囲
書
館

(現
蘇
州
市
囲

書
館
)
に
は
カ
ー
ド
が
あ
る
だ
け
で
'
現
物
は
存
在
し
な
い
｡

(2
)

『申
報
』
一
九
二
八

･
五
･
二
七
､
六

･
一
｡
結
局
､
南
山
の
鏡
糧
は
南
山
に
て
徴

収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

(29
)

中
華
民
閲
新
国
民
政
府
行
政
院
全
国
経
済
委
員
合

『江
蘇
省
地
方
税
制
調
査
』
上

巻
'
田
斌
ノ
部
'

l
九
四
二
､
四
八
頁
o
こ
の
調
査
は
江
蘇
省
政
府
財
政
廉
､
同

建
設
磨
､
呉
願
賦
税
管
理
虞
等
に
お
け
る
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
｡

『撫
呉
公
債
』
巻
二
九
｢批
准
安
府
詳
請
河
士
民
呈
請
樺
除
金
臭
二
郷
代
擬
況
糧
｣｡

前
掲
拙
稿

｢江
南
農
村
社
台
の
土
地
と
徴
税
｣｡

科
則
以
外
に
も
'
戸
の
立
て
方
'
畝
の
大
小
な
ど
査
定
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も

多
く
の
問
題
が
あ
る
｡

~ヽ ~ヽ '-一､
26 2524＼J ) )

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四
･
七

･
三
〇
｡

こ
れ
は
あ
く
ま
で

｢原
則
｣
で
あ
り
､
騎
縫
印
の
押
印
状
況
は
賓
徴
珊
に
よ
り
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
る
｡
無
記
入
の
ペ
ー
ジ
に
ま
で
押
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
｡

戸
数

(デ
ー
タ
数
)
の
記
載
は
､
民

三

一
･
二
八

･
一
六

･
米

｢共
五
百
二
十
四

戸
｣､
民

1
四
･
二
九

･
一
四
･
米

｢共
六
百
九
戸
｣､
民

1
E
I
二
二
〇

･
八

･
米

(33
)

『光
緒
武
拾
渠
年
分
無
関
金
匿
願
漕
米
案
徴
筋
』
一
四
囲

一
二
甲
｡
な
お
金
匿
願
で

は
税
額
に
関
し
て
は
総
額
と
集
計
値
が

一
致
し
て
い
る
が
'
貫
徹
鮒
を
割
富
の
毒

帳
だ
と
考
え
る
に
し
て
も
両
者
が

l
致
す
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
｡

(34
)

商
連
願
で
は
名
目
上
の
税
額
を
造
串
教
､
賓
際
の
税
額
を
葺
徴
教
と
言
っ
た
｡
漸

江
で
は
相
源
吾
額
を
額
徴
数
､
こ
れ
か
ら
荒
､
絶
､
無
徴
を
除
い
た
も
の
を
造
串

数
､
凶
作
に
よ
る
減
税
分
を
除
い
た
も
の
を
薫
鷹
徴
数
と
言
っ
た

(寓
囲
鼎

｢中

園
田
賦
鳥
取
及
其
改
革
前
途
｣
『地
政
月
刊
』
四
-
二
･
三
､

一
九
三
六
)｡
秋
勘

薯
徴
数
も
ま
た
賓
収

(じ
っ
さ

い
に
納
付
さ
れ
た
額
)
と
は
区
別
さ
れ
ね

ば

な
ら

な
い
｡

(35
)

民
国

l
〇
年

～
l
六
年
の
漕
米
案
徴
筋
に
は

｢臆
徴
米
｣
の
は
か
に

｢減
宴
米
｣

の
項
目
が
あ

った
｡
滅
貫
米
の
記
入
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
'
民

一
三
･
三
〇

･
四
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^

響

に
は
例
外
的
に
記
入
が
見
ら
れ
る
｡
鷹
徴
米
だ
け
記
す
場
合
､
減
宴
米
だ
け
記
す

場
合
､
南
方
記
す
場
合
が
あ
る
｡
こ
こ
で

｢鷹
徴
米
｣
と
い
う
の
は
賓
米
の
こ
と

で
あ
り
'
｢滅
賓
米
｣
は
秋
勘
数
の
よ
う
で
あ
る
｡
同
じ
圏
で
も
割
引
率
は
さ
ま
ざ

ま
で
､
二
～
四
%
-
ら
い
の
も
の
が
お
お
い
が
'
｢仝
｣
と
あ

っ
て
割
引
率
○
の
も

の
も
あ
る

｡

『蘇
州
明
報
』
一
九
三

〇
･
一
二

･
七
｡
例
え
ば
蘇
州
博
物
館
戒
､
太
平
天
国

一
二

(同
治

一
､

一
八
六
二

)
年
の
領
収
書

(同

(
=
上
)
限
執
照
)
に
は

｢奉
令
減
免

一
成
遵
照
九
成
完
納
｣
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る
｡

(37
)

『江
蘇
省
地
方
税
制
調
査
』
上
巻
､
田
賦
ノ
郡
､

一
〇
六
-

1
〇
七
頁
.
奮
式
の
寅

徴
筋
か
ら
は
納
税
状
況
は
わ
か
ら
ず
'
徽
糧
虞
は

哉
串
簿
な

ど
で
納
税
状
況
を
把

握
し
た
o
こ
の
鮎
で
賓
徴
筋
は
小
作
料
関
係
の
簿
鼎
と
封
照
的
で
あ
る
｡

(38
)

民
国

一
六
年
に
畝
指
を
徴
収
し
た
際
'
徴
税
墓
帳
は

｢民
国
十
五
年
冬
漕
資
徽
析
｣

を
基
に
作
成
さ
れ
た

(『蘇
州
明
報
』

l
九
二
七

･
l
･
1
七
､
二

･
l
五
)
O

(39
)
賛
成
薪
が
紹
介
し
た

｢高
層
至
天
啓
休
寧
江
氏
賓
徴
珊
｣
は
江
氏
関
連
の
記
事
の

(
4

)

呉
麻
全
健
で
は
約
六

〇
寓
の
糧
戸
が
あ

っ
た
が
､
年
間
の
過
戸
数
は

1
0
0
戸
あ

ま
り
と
も

(『蘇
州
明

報
』

一
九
三
四

･
九

･
四
)
､
二
二
〇
〇
飴
戸

(
〇
･四
%
)

(『江
蘇
省
地
方
税
制
調
査
』
上
巻
､
田
賦
ノ
部
､
二
四
頁

)
と
も
い

う
｡
戸
の
線

教
の
埜
化
だ
け
み
た
場
合
､
琶
太
湖
廉
で
年
平
均
二
五
二
戸

(〇

･
五
%
)
だ
か

ら
､

一
〇
〇
戸
あ
ま
り
と
い
う
の
は
戸
数
約
六
〇
寓
の
呉
解

の
数
字
と
し
て
は
少

な
す
ぎ

る
｡
後
者
が
安
富
な
教
で
あ
ろ
う
｡

(44
)

民

二

･
二
九

･
二

･
銀
に
は
附
等
が
多
く
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
｡

二

六
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み
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
明
代
の
貫
徹
筋
の
あ
り
方
を
示
す
貴
重
な
史
料

で
あ
る
｡
形
式
は
責
筋
と
同
じ
-
､
戸
ご
と
に
人
丁
田
土
を
四
桂
に
分
け
て
記
入

し
て
い
る
｡
『
宿
意
全
書
』
で
は
里
甲
に
準
じ
て
賓
徴
筋
が
編
成
さ
れ
､
各
甲
に
お

い
て
は
戸
ご
と
に
税
額
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
｡
里
甲
制
に
も
と
づ
-
徴
税
の
下

で
作
成
さ
れ
た
寅
徴
筋
は
､
嘗
然
里
甲
を
も
と
に
編
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
呉

願

･
太
湖
廉
で
は
版
国
法
を
採

っ
て
い
た
の
で
､
本
宮
徽
筋
は
土
地
の
所
在
順
に

編
成
さ
れ
た
｡
賓
徽
筋
と
は
納
税
の
前
に
税
額
を
確
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
､
そ
の
様
式
は
徴
税
シ
ス
テ
ム
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
｡
同
じ

｢賓
徴
筋
｣

と
い
う
名
構
で
あ

っ
て
も
､
徴
税
の
制
度
が
異
な
れ
ば
編
成
方
法
は
異
な
る
の
で

あ
る
｡

降
立
隣
合
固
書
館
戒

『太
湖
廉
梢
案
』

1
-

1
｡

後
述
の
贋
孝
肝
義
塚
案
を
参
照
｡

民
国
二
年
に
関
し
て
は
､
前
年
度
と
の
比
較
が
で
き
な
い
た
め
､
奨
更
の
件
数
は

さ
ら
に
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
｡

545352515049

l
窮
の
鄭
洪
山
､
〇

･
三
九
四
畝
は
〇

･
三
九
畝
を
割
い
て
鄭
栄
郷
戸
を
立
て

た
.
附
室
に
は

｢
此
競
鄭
洪
山
名
下
'
誤
存
四
毒
銀
数
､
望
収
新
簿
補
入
｣
と
書

か
れ
て
い
る
｡

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四

･
一
･
二
七
､

一
九
三
五

･
九

･
二
｡

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四

･
九

･
四
｡

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四

･
一
･
二
七
｡

民
国
四
年

一
月
に
徴
糧
虞
分
虞
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
｡
番

境
の
上
に
押
さ
れ
て
い
る
印
の
字
が
讃
み
取
れ
れ
ば
い
い
の
だ
が
､
残
念
な
が
ら

は
っ
き
り
し
な
い
｡
な
お
税
房
は
お
そ
ら
-
契
税
の
管
理
な
ど
を
行
な

っ
た
と
こ

ろ
で
田
賦
徴
収
機
関
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

三
六
都

一
圏
の
う
ち
楊
少
琴
は
明
ら
か
に
二
六
都

一
団
の
誤
り
で
あ
る
｡

『大
潮
備
考
緯
編
』
巻

一
田
蹴
｡

こ
れ
ら
の
押
印
は
さ
ほ
ど
多
-
は
な
い
｡

こ
こ
で
も
貫
徹
筋
の
撃
化
が
検
認
可
能
な
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
｡

易
知
由
軍
と
版
串
は
別
個
の
も
の
で
は
な
く
'
同
じ
用
紙
に
印
刷
さ
れ
た
｡

村
松
祐
次

『近
代
江
南
の
租
機
』
'
東
京
大
学
出
版
合
'

一
九
七
〇
㌧
六
七
〇

-
六

七

一
頁
｡

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四

･
七

･
三

〇
｡

1
九
四
六
年
に
は
分
虞
工
作
人
員

二
〇
鈴
人
に
臨
時
雇
員
数
人
を
加
え
て
筋
串
を

作
成
し
て
い
る

(『蘇
州
明
報
』

一
九
四
六

･
九

･
九
)
.

『蘇
州
明
報
』

一
九
三
四

･
七

･
三
〇
､



審
査
徴
収
田
厳
､
以
薫
徴
新
馬
標
準
｡
故
前
清
時
按
国
造
筋
､
毎
年
由
嚇
呈

迭
上
級
機
関
査
核
｡
毎
研
首
貢
､
証
明
是
囲
共
有
田
地
山
蕩
畝
数
､
頭
書
徽

銀
米
数
日
｡
連
射
加
蓋
騎
縫
印
信
､
頗
馬
慎
重
-
-
自
政
治
改
革
後
'

1
切

手
績
完
全
愛
東
｡
徴
収
機
関
'
即
不
帰
宴
徴
筋
迭
監
督
機
関
査
核
'
又
不
加

蓋
騎
縫
印
信
｡
糧
戸
畝
敷
､
随
意
補
改
｡

呉
願
の
場
合
は
『呉
頬
舌
圏
』
を
参
照
す
れ
ば
坪
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の

｢班
｣
は
地
境
の

｢托
｣
で
は
な
い
｡

森
田
成
満

『清
代
土
地
所
有
構
法
研
究
』､
頚
草
書
房
､

一
九
八
四
'
岸
本
美
緒

｢明
清
時
代
に
お
け
る

｢伐
償
回
購
｣
問
題
｣
『中
国
-

敢
合
と
文
化
!

』
第

一
二
競
､

一
九
九
七
｡

(61
)

『蘇
州
明
報
』

1
九
三
〇
･
三
･
七
㌧

呉
邑
田
地
責
買
､
奮
長
元
南
境
､
以
方
軍
馬
接
o
而
琶
呉
境
則
以
糧
串
馬
渡
｡

-
-
奮
長
元
両
境
田
地
､
前
清
同
治
年
間
曾
給
方
軍
｡
善
果
境
因
未
雛
理
成

功
､
致
以
糧
串
馬
渡
｡

ま
た
'
『蘇
州
明
報
』

1
九
三
〇
･
四
･
一
三
､

員
責
田
地
'
例
以
方
早
馬
執
業
之
接
｡
惟
本
邑
膏
呉
境
田
地
'
向
乗
重
串
不

重
単
.
良
因
遜
清
紅
羊
之
役
'
奮
呉
境
田
畢
被
爆
無
遥
'
逐
以
納
糧
印
串
馬

執
業
潰
謹
'
相
沿
迄
今
､
己
成
習
慣
｡

(62
)

方
軍
費
給
の
制
度
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
｡

(63
)

葉
民
族
語
で
は
呉
江
解
に
つ
い
て
光
緒
二
八

(
一
九
〇
二
)
年
四
月
の
新
単
､
長

宴 徴 筋 と 徴 税

･二･ .:

洲
願
に
つ
い
て
は
同
治
八

(
一
八
六
九
)
年
の
新
軍

に
よ
る
へ
と
明
記
し
て
い
る
｡

乾
隆
年
間
に
作
成
さ
れ
た
版
囲
細
線
で
は
､
｢其
於
囲
坪
之
界
限
'
畝
則
之
数
日
､

固
己
井
井
､
第
不
知
其
中
零
班
細
段
､
亦
皆
麻
竜
無
爽
否
｣
(『太
湖
備
考
』
巻
五

田
賦
)
と
あ
っ
て
坪
内
の
詳
細
に
つ
い
て
は
首
て
に
な
ら
な
か
っ
た
｡

魚
鱗
筋
は
土
地
を
も
と
に
編
成
さ
れ
る
か
ら
'
清
丈
と
地
坂
は
切
り
離
せ
な
い
関

係
に
あ
る
｡
よ
っ
て
す
で
に
明
代
の
清
丈
で
地
東
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
｡
徽
州
の
よ
う
に
魚
鱗
筋
が
残
っ
た
地
域
は
地
境
が
使
わ
れ
続
け
た
が
'
多
-

の
地
域
で
は
魚
鱗
筋
が
失
わ
れ
て
い
た
｡

(66
)

『周
氏
支
讃
』
世
淑
産
土
公
墓
園
｡

(67
)

『申
報
』

一
九
二
二
･
六

･
五
､

呉
願
前
太
湖
魔
境
廿
八
都
五
国
太
字

l
千
七
百
十
競
､
忠
字
坪
七
托
二
百
十

二
競
､
清
丈
畢

l
紙
､
張
麗
記
戸
､
基
地

1
畝
四
分
九
重
'
業
被
郵
局
遺
失
｡

己
報
厳
暑
､
掛
矢
補
撃
｡
菖
単
作
馬
顧
紙
｡
特
登
申

･
新
報
著
明
｡

東
山
張
櫨
相
啓

(68
)

『申
報
』

一
九
二
六

･
五

･
一
八
㌧

玄
有
鍛
造
'
坐
落
果
願
書
太
潮
廉
境
後
山
山
地
村
二
十
八
都
五
囲
類
字
拝
五

班
二
百
十
二
競
､
六
升
三
台

一
句
地
､

一
畝
四
分
九
重
｡
現
国
正
用
､
己
婿

該
地
如
数
央
中
償
責
輿
裕
民
繭

虻
管
業
｡
因
該
地
方
畢
於
民
国
十
年
十
月
十

六
日
在
途
遺
失
､
無
従
検
交
｡
備
後
出
現
'
不
生
効
力
｡
特
此
登
報
孝
明
｡

呉
麻
東
洞
庭
後
山
張
櫨
伯
妻
張
王
氏
啓

(69
)

方
軍
を
遺
失
し
た
際
の
手
積
善
に
つ
い
て
は
'
『葉
山
清
丈
局
報
告
書
』
第
二
編
､

章
程
､
三
九
貢
｡

(70
)

例
え
ば

『美
字
上
節
田
競
地
名
研
』
(京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
戒
)
は
地
境
､

畝
数
､
托
名
を
対
照
さ
せ
た
徴
税
垂
帳
で
あ
る
｡
地
歌
と
班
名
は

｢
一
班
両
親
｣

｢南
東
台
紙
名
三
畝
里
｣
と
い
う
た
だ
し
書
き
か
ら
察
す
る
に
､
一
封

一
封
鷹
す
る

も
の
で
は
な
い
｡

(71
)

前
掲
拙
稿

｢江
南
農
村
社
台
の
土
地
と
徴
税
｣｡

(72
)

表
四
に
よ
る
と
､
宴
徴
筋
の
最
初
の
七
四
親
分

が
魚
鱗
筋
の
地
歌
の
九
四
境
分
に

あ
た
っ
て
い
る
o
次
の
八
四
戟
分
は
魚
鱗
筋
の
1
〇
七
親
分
に
あ
た
る
｡
最
後
の

部
分
は
魚
鱗
筋
と
封
鷹
し
な
い
こ
と
か
ら
'
分
割
の
結
果
立
戸
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
.
上
六
圏
で
八
五
戸
､
下
六
圏
で
三
八
戸
で
あ
り
'
上
六
圏
で
は
全
戸

数
の
1
六
%
に
あ
た
る
｡
固
金
牌
で
は
宴
徴
筋
の
戟
数

l
〇
〇
二
に
封
し
て
魚
鱗

筋
の
地
歌
数
は
二

〇
七
と
な
っ
て
い
る
｡
畝
数
を
見
る
と
､
賓
徴
筋
は
約

一
四

〇
〇
畝
'
魚
鱗
筋
は
約
一
六
〇
〇
畝
で
あ
る
｡
戸
あ
た
り
の
畝
数
は
若
干
増
加
し

て
い
る
と
は
い
え
､
全
髄
と
し
て
は
課
税
地
と
戸
数
が
減
少
す
る
な
か
で
分
割

･

併
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
｡

125



東 方 学 報

(73
)

『洞
庭
東
山
志
』､
上
海
人
民
出
版
社
､

一
九
九

1
､
三
〇
九
頁
に
よ
れ
ば
､
自
責

73,7Tl) ＼J

嶺
山
道
は
後
山
の
朱
巷
と
愈
鳩
を
結
ぶ
も
の
で
､
順
治
年
間
に
朱
必
輪
が
修
築
し

た
｡

前
掲
拙
稿

｢江
南
農
村
社
合
の
土
地
と
徴
税
｣｡

民

1
七

･
二
九

･
四
は
上
下
筋
に
分
か
れ
て
い
る
が
'
地
/
山
に
封
鷹
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
｡

(76
)

寅
徽
筋
に
地
窮
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
､
土
地
測
量
か
ら
年
月
が
経
っ

て
も
な
お
官
が
地
髄
を
も
と
に
土
地
を
把
握
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
0

(77
)
畝
数
や
税
額
は
'
葺
際
の
状
況
と
異
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
､
む
し

ろ
そ
れ
は
標
識
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
｡

(78
)

責
り
に
出
さ
れ
た
も
の
も
相
首
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
じ
つ
さ
い
本
稿
で
考
察
の

封
象
と
し
て
い
る
賓
徽
鼎
は
こ
の
時
期
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
魚
鱗
朋
も

民
国
二
三
年
ま
で
は
残
映
な
が
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
る
か
ら

(『郷
志
類
稿
』
凡

例
)､
輪
階
期
に
流
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

(79
)

『蘇
州
明
報
』

一
九
四
八

･
五

･
五
｡

(80
)

抗
日
戦
争
中
に
地
籍
原
圏
は
四
川
へ
移
さ
れ
て
い
た
｡
戦
後
'
こ
れ
を
も
と
に
也

籍
の
整
理
が
再
開
さ
れ
た
｡
呉
解
で
は
地
政
科
､
の
ち
地
籍
整
理
魔
が
地
籍
整
理

を
推
進
し
た

(『蘇
州
市
志
』
Ⅱ
､
二

二

-

一
二

二
頁
､
『無
錫
解
土
地
志
』､

江
蘇
人
民
出
版
社
､

一
九
九
八
㌧

一
四
六
-

一
四
七
頁
)
0

〔附
記
〕

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金

(奨
励
研
究
(
A

)

)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ

る
｡
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賛 徴 朋･と 徴 税

義
-

都
固
別
宴
徴
析
-
ス
-

(
一
)

宍四 天四 天田 宍四 宍四 天四 天四天 宍 宍 云 宍 天 宍 天 天 宍 宍 天 宍 宍 天 天 天 天 天 天 都
一 一 囲-- - - - - - - -▲- - - - - -

漕忙 漕忙 漕 忙 漕 漕 忙 漕忙 忙 宿 漕 港 漕 漕 漕 漕忙 忙 忙 宿 港 漕 漕 漕 漕忙 漕 忙 漕 漕/忙

七 七 九 九 八 七 ノヽ 九 八 七 六 四 ノヽ 九 八 七 六 五 八 九 七 七 年代●l

東 東 秦 囲 東 東 秦 東 東 囲 東 東 園 園 園 東 園 東 園 秦 国 園 囲 東 圃 囲 園 節蔵*2庫 庫 庫 舎 庫 庫 庫 庫 庫 令 庫 庫 合 合 合 庫 合 庫 合 庫 合 合 合 庫 合 令 合

四 八 五 六 秩香九 六 五 四 九 五 四 六 四 九 四 ○ 九 戟

冗 六 六 六 六 冗 六 冗 冗 冗四忙 冗 冗 六 六 冗 六 六 冗 毛七 毛七 天五 天五 天五 天五 宍五 天五 天五 都

六 - - 囲

忙 忙 忙 漕 忙 忙 漕 忙 忙 漕忙 宿 漕 忙 漕 漕 忙 港 忙 漕 港忙漕忙 漕忙 忙 忙 忙 漕 漕/忙

九 六 六 九 七 七 七 八 五 八 六 年代四 六 七 九 九 八 七 l̀

秦 園 東 園 東 東 囲 東 園 園 東 捕 園 薗 囲 団 囲 園 秦 東 秦 東 秦 囲 囲 園 囲 所蔵̀ご庫 合 庫 令 庫 庫 合 庫 合 舎 庫 合 合 令 合 合 含 合 庫 庫 庫 庫 庫 合 合 金l:=⊃合

五 九 九 五 五 八 五 - ノヽ 秩大 ○ - 六 天 六 九 九 九 天 四 王 七 香戟

六 六 六 冗 六 冗 六 冗 冗 六 冗 六 六 冗 冗 冗 宣 冗 六 六 冗 冗 六 六 冗 冗 六 都
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