
要
旨清

代
に
お
け
る
地
方
志
の
修
刊
は
地
方
官
と
地
方
紳
士
の
連
携
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
清

代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
地
方
官
に
よ
る
関
与
は
形
式
的
な
も
の
と
な
り
、
地
方
官
に
よ
っ
て

地
方
志
の
内
容
に
規
制
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
地
方
志
の
内
容
に
反
映
す
る
基

本
的
な
要
因
は
、
当
該
地
域
の
知
識
人
階
層
内
部
に
存
在
す
る
対
立
や
軋
轢
に
在
っ
た
。
本
稿

で
は
、
地
方
志
を
修
刊
す
る
過
程
で
、
地
域
内
の
知
識
人
た
ち
の
間
で
何
が
問
題
と
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
な
地
方
志
修
刊
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
、

人
物
の
立
伝
の
基
準
と
そ
の
記
載
内
容
の
当
否
が
頻
繁
に
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、

清
代
中
期
以
降
の
地
域
社
会
の
中
で
新
興
勢
力
と
し
て
台
頭
し
た

｢
生
監｣

層
が
地
方
志
修
刊

の
主
体
と
な
っ
て
い
っ
た
変
化
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

地
方
志

地
域
社
会

����清
代
中
期
以
降
の
地
方
志
修
刊
に
お
い
て
、
地
方
官
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
規

制
は
形
式
上
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
地
方
志
の
内
容
に
反
映
す
る
基
本
的
な
要
因
は
、

当
該
地
域
の
知
識
人
階
層
内
部
に
存
在
す
る
対
立
や
軋
轢
に
在
っ
た
。
こ
れ
が
前

稿
に
お
け
る
結
論
で
あ
っ
た(

１)

。
そ
れ
で
は
、
知
識
人
た
ち
の
間
で
何
が
問
題
と
さ

れ
、
ど
の
よ
う
な
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
地
方
志
修
刊
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と

が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

���������地
方
志
が
い
っ
た
ん
刊
刻
さ
れ
な
が
ら
、
比
較
的
短
期
日
の
う
ち
に
補
訂
が
行

わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
前
志
を
廃
し
て
新
た
な
編
纂
が
行
わ
れ
た
り
、
同
時
期
に

別
の
編
纂
者
の
手
に
よ
っ
て
複
数
の
地
方
志
が
作
ら
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る

(

２)

。

単
純
明
白
な
字
句
の
誤
り
が
理
由
で
あ
る
こ
と
が
大
半
だ
が
、
編
纂
方
針
が
問
題

と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
と
地
方
志
編
纂
者
の
私
的
な
利
害
が
絡

み
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い

(

３)

。
こ
こ
で
は
、
清
代
前
期
に
江
蘇
省
蘇
州
府

屬
の
呉
江
縣
で
起
き
た
事
例
を
検
討
し
よ
う
。

呉
江
縣
に
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
刻
さ
れ
た
二
種
類
の
康
煕

『

呉
江
縣
志』

が

あ
る
。
中
国
科
学
院
北
京
天
文
台
編
の

『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

に
お
け
る
二

書
の
修
纂
人
と
刊
刻
年
と
の
記
載
は
次
の
通
り
で
あ
る

(

４)

。

[
康
煕]

呉
江
縣
志
四
十
六
巻
首
一
巻

郭�
修

葉
燮
等
纂

康
煕
二
三
年

(
一
六
八
四)

刻
本

[

康
煕]
呉
江
縣
志
十
六
巻
首
一
巻

郭�
修

屈
運
隆
纂

康
煕
二
四
年
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(

一
六
八
五)

刻
本

な
ぜ
二
種
の
縣
志
が
相
継
い
で
刊
刻
さ
れ
た
の
か
。
一
方
の
書
の
編
纂
者
で
あ
る

葉
燮
の
伝
が
乾
隆

『

呉
江
縣
志』

(

乾
隆
一
二

(

一
七
四
七)

年
刊)

に
載
っ
て

お
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

(

５)

。

燮
嘗
て
知
縣
郭�
の
聘
に
就
き
て
、
邑
志
を
纂
修
す
。
簡
嚴
に
務
め
、
三
月

に
し
て
就
り
、
著
す
所
の

『

己
畦
集』

と
竝
せ
て
世
に
行
は
る
。
是
よ
り
先
、

屈
運
隆
縣
志
を
爲
り
、
成
稾
有
り
。
識
者
頗
る
其
の
蕪
舛
を
嫌
ひ
、
故
に�

は
燮
に
屬
し
て
之
を
重
修
せ
し
む
。
然
れ
ど
も
運
隆
の
捜
輯
の
勤
も
亦
た
没

す
可
か
ら
ず
と
云
ふ
。

こ
こ
に
あ
る
、
屈
運
隆
の
編
纂
し
た
書
が

｢

蕪
舛｣

で
あ
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
、
ま
た

｢

運
隆
の
捜
輯
の
勤
も
亦
た
没
す
可
か
ら
ず｣

と
い
う
評
は
具

体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
葉
燮

伝
の
記
載
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
葉
燮
の
編
纂
し
た
書

(

以
下

｢

葉
志｣

と
記

す)

が
縣
志
の
定
本
で
あ
り
、
屈
運
隆
の
編
纂
し
た
書

(

以
下

｢

屈
志｣

と
記
す)

は
定
本
と
な
り
得
な
か
っ
た
稿
本
を
刊
刻
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
、
葉
志
は
巻
首
に
知
縣
郭�
の
序
文
を
載
せ
、
姓
氏
に

｢

纂
修｣

と

し
て
郭�
の
名
を
掲
げ
て
お
り
、
通
常
見
ら
れ
る
官
修
の
地
方
志
の
定
式
ど
お
り

に
作
ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
は
内
閣
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
る
葉
志
の
各
冊
の
表
に
は
、

こ
と
さ
ら
に

｢

呉
江
縣
志
定
本｣

の
題
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方

の
屈
志
の
方
に
も
、
郭�
の
序
は
欠
く
も
の
の
、
姓
氏
に
は

｢

重
修｣

と
し
て
郭

�
の
名
を
載
せ
、
各
巻
の
冒
頭
に

｢

邑
侯
郭�
華
野
甫
鑒
定｣

、｢

邑
庠
屈
運
隆
纂

梓｣

の
記
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
姓
氏
に
は
、｢

督
修｣

と
し
て
縣
学
の
教
諭
劉
澤

な
ど
呉
江
縣
の
佐
貳
官
が
名
を
連
ね
、｢

総
裁｣

・｢

提
調｣

と
し
て
兩
江
総
督
王

新
命
か
ら
、
呉
江
縣
の
属
す
る
蘇
州
府
の
各
官
に
至
る
地
方
官
の
名
が
列
記
さ
れ

て
い
る

(

６)

。
地
方
志
の
巻
頭
に
お
か
れ
る

｢

修
志
姓
氏｣

は
該
志
の
修
刊
の
正
統
性

を
示
す
一
種
の
飾
り
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
修
刊
の
過
程
で
実
際
に
職
名
に
即
し

た
役
割
を
果
た
し
た
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
的
な
刊
行
物
に
勝
手
に

省
・
府
・
縣
の
地
方
官
の
名
を
刻
む
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
官
名
を
掲
げ
る
こ
と
に

対
し
て
何
ら
か
の
了
解
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
屈
志

は
純
然
た
る
私
修
の
地
方
志
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
葉
志
の
側
か
ら
は
何
も
分
か
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
葉
志
に
載
る
郭�
の
序
も
、

葉
燮
の
自
序
も
、
屈
運
隆
の
原
稿
を
退
け
た
一
件
に
つ
い
て
は
、
一
言
も
触
れ
て

い
な
い
の
で
、
事
情
は
屈
志
の
側
か
ら
窺
う
ほ
か
な
い
。

屈
志
の
巻
首
に
は
、
知
縣
郭�
の
序
文
は
無
い
が
、
そ
の
替
わ
り
に
、
屈
運
隆

の
自
序
の
ほ
か
、
呉
江
縣
の
紳
士
七
人
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る

(

７)

。
一
方
の
葉
志
に

は
、
縣
人
と
し
て
は
擧
人
の
包
咸
が
跋
文
を
書
い
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
、
当
地
の

士
大
夫
層
の
な
か
で
、
屈
運
隆
の
書
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
七
つ
の
序
の
大
半
は
屈
志
と
葉
志
と
の
関
係
に
触
れ
て
、
屈
運
隆
を

擁
護
す
る
内
容
で
あ
る
。
翰
林
院
検
討
と
し
て

『

明
史』

の
編
纂
に
参
加
し
た
経

験
を
有
す
る
潘
耒
の
序
は
、
屈
志
が
刊
刻
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
事
情
を
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る

(

８)

。

癸
亥

(

康
煕
二
二

(

一
七
八
三)

年)

夏
、
朝
廷
、
一
統
志
を
脩
む
る
を
議

り
、
郡
縣
、
符
を
被
け
各
お
の
新
志
を
脩
め
ん
と
し
て
、
吾
邑
の
屈
子
駿
聲
、

輯
す
る
所
の
志
書
を
以
て
之
を
當
事
に
上
た
て
ま
つる
。
會と

き

に
其
の
蕪
冗
を
譏
る
者
あ

り
、
局
を
開
き
別
脩
し
、
三
月
に
し
て
事
を
竣
へ
る
。
其
の
傳
の
人
物
、
十

に
九
は
諸
を
文
獻
に
本
づ
き
頗
る
簡
核
を
稱
へ
ら
る
る
も
、
他
文
を
顧
み
る

に
未
だ
是
と
稱
ふ
る
能
は
ず
。
是
に
於
て
人
は
復
た
屈
氏
の
書
を
觀
ん
と
思

ひ
、
而
し
て
屈
子
は
遂
に
其
志
を
刻
み
以
て
行
ひ
、
邑
の
諸
先
生
竝
び
に
其

の
序
を
爲
し
、
余
、
以
て
獨
り
辭
す
可
か
ら
ず
。

乾
隆

『

呉
江
縣
志』

の
葉
燮
伝
の
記
載
と
大
略
に
お
い
て
同
じ
だ
が
、
屈
運
隆
の

稿
本
を

｢

蕪
冗｣

と
非
難
し
た
の
が

｢

局
を
開
き
別
脩
し｣

た
葉
燮
自
身
で
あ
り
、

問
題
と
さ
れ
た
の
が
人
物
志
の
記
載
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
、
葉
志
刊
刻

後
、
呉
江
縣
の
士
大
夫
た
ち
の
間
で
、
葉
志
の
記
述
が
屈
志
に
比
べ
て
必
ず
し
も

勝
っ
て
い
る
と
は
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
後
の
点
に
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つ
い
て
、
徐�
の
序
に
は
、

乃
ち
或
は
二
志
の
短
長
を�
議
す
る
者
有
り
て
、
一
は
奮
筆
果
斷
に
し
て
、

之
を�
漏
に
失
す
る
を
嫌
ひ
、
一
は
補
闕
蒐
遺
し
て
、
之
を
冗
繁
に
失
す
る

を
嫌
ふ
。
而
し
て
余
は
則
ち
以
爲
く
、
詞
の
簡
要
を
尚
ぶ
と
指
歸
明
備
な
る

と
は
、
體
裁
に
於
て
各
お
の
皆
な
當
有
り

と
あ
っ
て
、
屈
志
に
対
し
て

｢

冗
繁｣

で
あ
る
と
い
う
非
難
が
あ
っ
た
の
と
同
様

に
、
刊
刻
さ
れ
た
葉
志
に
対
し
て
も

｢�
漏｣

(

載
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
載
せ

ら
れ
て
い
な
い)

と
い
う
非
難
が
寄
せ
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

９)

。

葉
志
と
屈
志
は
、
国
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
文
庫
と
東
洋
文
庫
に
刊
本
が
収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
の
分
量
で
見
て
、
前
書
が
後
書
の
三
分
の
二
ほ
ど
と
少
な

く
、
内
閣
文
庫
藏
の
葉
志
は
六
冊
、
東
洋
文
庫
藏
の
屈
志
は
一
六
冊
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
と
く
に
、
沿
革
・
疆
域
・
山
川
な
ど
を
含
む
輿
地
志
、
城
池
・
公
署
な

ど
の
建
置
志
、
戸
口
・
貢
賦
な
ど
の
食
貨
志
、
こ
れ
ら
の
門
類
で
屈
志
の
記
述
が

詳
細
で
あ
り
、
分
量
は
圧
倒
的
に
多
い
。
一
方
で
、
名
臣
・
文
苑
か
ら
列
女
に
及

ぶ
人
物
の
伝
を
収
め
た
門
類
に
お
い
て
は
、
葉
志
が
一
七
〇
葉
、
屈
志
が
一
四
四

葉
と
逆
転
し
、
立
伝
の
数
に
お
い
て
少
な
い
葉
志
が
、
総
量
に
お
い
て
は
勝
っ
て

い
る
。
文
苑
門
の
例
で
言
え
ば
、
三
七
伝
を
収
め
る
葉
志
が
二
四
葉
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
六
二
伝
を
収
め
る
屈
志
が
二
八
葉
で
あ
り
、
と
く
に
康
煕
志
に
先
立
つ

徐
師
曾
纂
、
嘉
靖
四
〇

(

一
五
六
一)

年
刊
の

『

呉
江
縣
志』

以
降
を
補
し
た
明

代
後
半
以
降
の
人
物
に
お
い
て
、｢

簡
核｣

(

文
が
簡
潔
で
あ
り
事
実
が
正
確
で
あ

る)

で
あ
る
は
ず
の
葉
志
の
各
伝
は
屈
志
の
伝
よ
り
長
文
で
あ
る
も
の
が
多
く
、

｢

冗
繁｣

と
い
う
評
は
屈
志
よ
り
も
む
し
ろ
葉
志
の
方
に
こ
そ
あ
て
は
ま
る
。
三

ヶ
月
と
い
う
短
期
間
で
作
ら
れ
た
葉
志
に
対
し
て
、
屈
運
隆
は
は
る
か
に
長
い
時

間
を
か
け
て
縣
志
を
編
纂
し
た
の
で
あ
り
、
潘
耒
の
序
は
、
こ
う
し
た
屈
運
隆
の

縣
志
の
編
纂
に
お
け
る
丁
寧
な
取
り
組
み
を
顕
彰
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

屈
子
、
壯
自
り
老
に
至
る
ま
で
、
心
を
邑
志
に
留
め
、
墜
聞
逸
事
は
蒐
討
せ

ざ
る
無
く
、
諸
家
の
載
籍
は��
せ
ざ
る
無
く
、
孜
孜
汲
汲
と
し
て
、
二
十

餘
年
、
其
の
心
を
用
ひ
る
こ
と
勤
と
謂
ふ
可
し
。
猶
ほ
自
ら
是
と
す
る
を
敢

ん
ぜ
ず
、
出
て
は
諸
れ
を
人
人
に
質
し
、
譌
を
訂
し
異
を
攷
ぶ
る
に
詳
復
を

厭
は
ず
、
駁
正
す
る
所
有
れ
ば
、
時
に
應
じ
て
刪
改
し
、
古
人
の
虚
公
詳
愼

の
意
に
庶ち

幾か

し
。

さ
ら
に
潘
耒
は
、
屈
志
に
は
、
賦
税
に
つ
い
て
正
確
に
考
究
し
、
吏
胥
が
不
正
を

働
く
余
地
を
な
く
し
た
点
、
他
志
の
軽
視
す
る
忠
節
を
重
視
し
、
風
俗
・
教
化
に

有
益
で
あ
る
点
、
典
拠
を
明
記
し
て
、
他
人
の
説
を
剽
窃
し
て
い
な
い
点
に
お
い

て

｢

三
善｣

が
あ
る
と
擁
護
し
て
い
る

(�)

。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、｢

蕪
舛｣

、｢

蕪
冗｣

、

｢

冗
繁｣

な
ど
と
い
う
評
が
、
屈
運
隆
の
稿
本
の
叙
述
の
一
部
に
該
当
す
る
部
分

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
稿
本
全
体
を
退
け
、
葉
燮
に
編
纂
を
や
り
直

さ
せ
る
ほ
ど
の
理
由
に
な
り
得
た
か
疑
わ
し
く
、
知
縣
郭�
の
判
断
の
方
が
む
し

ろ
異
例
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
屈
運
隆
の
縣
志
編
纂
は
家
学
す
な
わ
ち
個
人
の
学
門
上
の
営
為
と

し
て
の
み
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
清
朝
政
府
は
康
煕
一
一

(

一
六

七
二)

年
、
一
統
志
編
纂
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
各
省
に
通
志
編
纂
の
上
諭
を

下
し
、
こ
れ
を
承
け
て
、
省
か
ら
府
さ
ら
に
州
縣
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
志
編
纂

が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
時
新
志
を
作
ろ
う
と
し
た
呉
江
知
縣
張
亨
に
対
し
て
、
紳

士
ら
は
屈
運
隆
を
編
纂
者
と
し
て
推
薦
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
屈
運
隆
自
身
も
こ

の
時
期
か
ら
編
纂
に
着
手
し
た
こ
と
を
凡
例
の
中
に
記
し
て
い
る

(�)

。
だ
か
ら
、
三

藩
の
乱
に
よ
る
中
断
を
経
て
、
康
煕
二
二

(

一
六
八
三)

年
に
再
び
通
志
編
纂
の

上
諭
が
出
さ
れ
、
江
蘇
省
に
省
局
が
設
置
さ
れ
た
と
き
、
呉
江
縣
で
知
縣
郭�
に

上
呈
さ
れ
た
屈
運
隆
の
稿
本
は
、
通
常
の
官
修
の
地
方
志
を
修
刊
す
る
手
順
で
あ

れ
ば
、
刊
刻
に
移
さ
れ
る
直
前
の
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
屈
志
に
載
る
李

黄
の
序
は
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)

。

癸
亥

(

康
煕
二
二
年)

、
詔
し
て
一
統
志
書
を
脩
め
し
め
、
部
檄
嚴
迫
す
。

邑
侯
郭
公
は
屈
子
纂
輯
す
る
所
の
者
を
取
り
、
紳
士
を
無
礙
寺
に
集
め
、
分

巻
校
閲
せ
し
め
、
省
局
に
申
送
し
、
通
志
に
彙
入
せ
し
む
。
屈
子
以
ふ
に
通
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志
は
略
に
宜
し
く
、
邑
志
は
詳
に
宜
し
く
、
若
し
全
稾
梓
せ
ず
ん
ば
、
曷
ぞ

以
て
今
を
信
ら
か
に
し
て
後
に
傳
へ
ん
。
資
を
捐
し
て
刻
竣
せ
ん
、
と
。

す
な
わ
ち
、
郭�
は
紳
士
ら
の

｢

分
巻
校
閲｣

を
経
た
屈
志
を
、
通
志
の
採
択
に

備
え
る
た
め
省
局
に
送
り
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
刊
刻
を
差
し
止
め
、
葉
燮
に
改

め
て
編
纂
を
委
嘱
す
る
と
い
う
異
例
の
対
応
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
窺

わ
れ
る
郭�
の
対
応
は
、
葉
燮
伝
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
一
方
的
な
裁
断
で
は

な
く
、
両
者
の
顔
を
立
て
る
た
め
の
妥
協
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

通
志

(

省
志)

に
採
択
さ
れ
る
の
は
省
局
に
送
ら
れ
た
稿
本
の
内
ご
く
僅
か
で
あ

り
、
か
つ
採
択
さ
れ
た
箇
所
も
簡
略
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
か
ら
、
あ

く
ま
で
も
稿
本
全
体
を
刊
刻
す
る
必
要
を
説
く
屈
運
隆
が
こ
の
妥
協
策
で
納
得
す

る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
屈
運
隆
の
そ
の
後
の
行
動
は
、
鈕
應
斗
の
序
に
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る

(�)
。

茲
に
屈
子
は
自
ら
其
の
書
を
以
て
之
を
督
・
撫
に
上
た
て
ま
つる
。
撫
軍
、
其
の
考
据

詳
明
に
し
て
、
事
辭
兼
備
す
る
を
稱
へ
、
貲
を
捐
し
刻
行
せ
よ
、
功
没
す
可

か
ら
ず
、
と
す
。
其
の
屈
子
の�
を
知
り
て
之
を
慰
藉
す
る
こ
と
良
や
厚
し
。

一
は
簡
核
、
一
は
明
備
な
り
。
焉
を
竝
行
し
て
、
以
て
後
の
識
者
を
俟
ち
、

何
ぞ
必
ず
し
も
介
介
と
し
て
彼
我
の
見
に
於
け
る
也
。

か
く
て
、
江
寧
巡
撫
湯
斌
に
よ
っ
て
刊
行
承
認
の
お
墨
付
き
を
得
た
屈
運
隆
は
、

葉
志
が
刊
刻
さ
れ
た
翌
康
煕
二
四

(

一
六
八
五)

年
に
、
十
四
年
間
の
労
苦
の
成

果
を
も
う
一
つ
の
康
煕

『

呉
江
縣
志』

と
し
て
印
行
し
た
。

以
上
が
、
葉
志
と
屈
志
と
、
同
時
期
に
二
種
類
の
康
煕

『

呉
江
縣
志』

が
作
ら

れ
た
経
緯
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
一
方
の
屈
志
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
る
断
片
的

な
記
述
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
方
の
葉
燮
や
、
屈
志
の
刊
刻

を
差
し
止
め
よ
う
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
知
縣
郭�
の
立
場
か
ら
は
、
別
の
説

明
も
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
屈
志
の
刊
刻
が
地
方
官
に

よ
っ
て
最
終
的
に
了
解
さ
れ
て
い
た
事
実
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
種
の

『

呉
江
縣
志』

が
作
ら
れ
た
理
由
は
、｢

簡
核｣

と

｢

明
備｣

と
の
何
れ
を
採
る
か
と
い
う
地
方
志
の
あ
る
べ
き
姿
を
め
ぐ
る
編
纂
方

針
の
対
立
に
基
づ
い
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う

に
、
葉
志
に
お
け
る

｢

簡
核｣

と
は
、
記
載
す
べ
き
人
物
と
そ
の
事
蹟
を
吟
味
し

て
選
択
記
述
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
う
よ
り
、
短
期
間
に
あ
わ
た
だ
し
く
編
纂
さ

れ
、
資
料
の
蒐
集
が
十
分
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
評
価
自
体

が
相
当
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
記
し
た
と
お
り
、
人
物
志
の
文

苑
門
に
お
い
て
、
葉
志
の
立
伝
者
の
大
半
は
屈
志
に
も
伝
を
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、

屈
志
に
無
く
葉
志
に
の
み
伝
を
立
て
ら
れ
て
い
る
人
物
が
五
人
居
り
、
そ
の
中
の

一
人
が
葉
燮
の
父
葉
紹
袁
で
あ
る
。
葉
志
に
お
け
る
葉
紹
袁
の
伝
は
文
苑
門
三
七

伝
の
中
で
最
も
長
文
で
あ
る

(�)

。
一
方
で
、
屈
志
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
葉
紹
袁
の
從

弟
葉
紹� (�)

は
、
葉
志
に
は
専
伝
が
な
く
、
葉
紹
袁
の
附
伝
と
い
う
扱
い
で
あ
り
、

そ
の
分
量
も
屈
志
の
一
〇
行
に
対
し
て
四
行
と
短
い
。
ど
ち
ら
の
取
り
扱
い
が
妥

当
で
あ
る
か
は
別
に
し
て

(�)

、
こ
の
一
件
が
屈
運
隆
の
稿
本
に
対
し
て
、
葉
燮
が
異

を
唱
え
た
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。｢

志
論｣

を
以
て
屈
運
隆
の
原
稿
を
非
難
す
る
葉
燮
の
主
張
の
根
底
に
、
自
分
の
父
を
立
伝

し
な
か
っ
た
屈
運
隆
に
対
す
る
私
利
・
私
怨
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
呉
江
縣

の
士
大
夫
た
ち
の
内
で
は
自
明
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
屈
志
に
序
文
を
寄

せ
た
紳
士
七
人
の
中
で
も
、
潘
耒
と
並
ん
で
屈
運
隆
擁
護
の
立
場
が
最
も
鮮
明
で

あ
る
の
は
、
葉
燮
の
族
人
で
あ
り
葉
紹�
の
子
で
あ
る
葉
呉
楫
で
あ
っ
た
。
か
れ

の
序
文
は
、
次
の
よ
う
に
屈
志
を
讃
え
、
暗
に
葉
燮
の
主
張
を
批
判
し
て
い
る

(�)

。

余
、
屈
子
編
む
所
を
閲
る
に
、
體
裁
・
義
例
畧
な
ら
ず
繁
な
ら
ず
、
深
く
志

事
・
志
言
の
體
を
得
た
り
。
莫
・
徐

(

弘
治
志
の
編
者
莫
旦
と
嘉
靖
志
の
編

者
徐
師
曾)

の
後
、
惟
だ
此
の
一
志
の
み
、
以
て
今
を
信

あ
き
ら
かに
し
て
後
に
傳
ふ

可
く
、
吾
邑
明
備
の
書
爲
り
。
必
ず
史
體
を
以
て
之
を
律
す
る
が
若
き
は
、

此
れ
吾
の
信
ず
る
敢
ん
ぜ
ざ
る
所
也
。

縣
志
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
べ
き
は
屈
運
隆
の
編
纂
し
た

｢

一
志
の
み｣

で
あ
る

と
す
る
葉
呉
楫
の
指
摘
も
、
父
紹�
を
不
当
に
軽
視
し
た
族
兄
葉
燮
に
対
す
る
私
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怨
か
ら
出
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
そ
の
点
も
含
め
て
、｢

史
體
を

以
て
之
を
律｣

す
る
と
は
、
事
の
本
質
が
別
に
あ
る
こ
と
を
揶
揄
し
、
葉
燮
の
屈

運
隆
に
対
す
る
非
難
を
痛
烈
に
皮
肉
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
志
の
人
物
志
や
藝
文
志
の
中
で
、
自
分
の
父

や
祖
父
、
先
祖
を
立
伝
さ
せ
、
そ
の
文
章
を
収
載
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
が
清
代

の
地
方
志
の
修
刊
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
中
で
も
す
で

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(�)
。
呉
江
縣
の
隣
邑
で
あ
る
松
江
府
青
浦
縣
の
王
原
は
、

康
煕
八

(

一
六
六
九)
年
に
刊
刻
さ
れ
た

『

青
浦
縣
志』

の
例
を
厳
し
く
指
弾
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)
。

青
浦
の
誌
書
、
康
煕
初
載
、
建
安
の
魏
令
球
、
諸
乾
一

(

諸
嗣
輳)

を
延
き

て
重
修
せ
し
む
。
秉
筆
は
殳
山
夫
・
葉
岳
心
也
。
王
洪
洲
の
舊
志

(

王
圻
纂

の
萬
暦

『

青
浦
縣
志』)

、
甚
だ
簡
質
に
し
て
信
な
り
。
諸
志
の
去
取
も
亦
た

頗
る
慎
し
む
。
書
稿
已
に
成
り
、
魏
令
任
を
解
か
れ
、
稿
を
退
署
中
に
索
め
、

二
、
三
不
學
の
人
と
、
竄
易
増
加
し
、
遂
に
穢
史
を
成
す
。
此
の
二
、
三
人

の
者
、
意
に
任
せ
て
其
の
親
厚
に
私
し
、
事
は
核
實
せ
ず
、
言
は
體
例
に
乖

る
。
乾
一
は
大
に
懊
恨
す
る
も
止
め
る
能
は
ざ
る
也
。
魏
は
本
廉
吏
な
り
し

も
、
輕
信
眩
聽
し
、
人
の
賣
る
所
と
爲
る
。
比
ご
ろ
彫
板
又
有
力
の
爲
に
板

を
家
に
収
め
ら
れ
、
舊
文
を
刊
落
し
其
の
祖
父
の
傳
を
竄
入
し
、
愈
々
其
の

初
め
を
失
ふ
。
此
の
書
、
此
の
二
厄
に
遭
へ
ば
、
其
の
稿
焚
く
可
し
。
其
の

後
、
又
、
私
増
私
改
有
り
、
大
抵
は
公
事
に
假
て
祖
父
親
戚
の
姓
名
事
實
を

嵌
入
し
、
尤
も
猥
冗
爲
り
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
王
原
は
こ
れ
を
地
方
志
の
弊
害
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
厳
密
な
祀
典
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
名
宦
や
郷
賢
な
ど
の
祭

祀
が
崩
れ
て
き
て
い
る
現
象
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
崩
れ
て

き
た
と
は
い
え
な
お
明
確
な
基
準
の
あ
る
名
宦
祠
や
郷
賢
祠
に
祀
る
こ
と
よ
り
、

地
方
志
の
中
に
名
を
載
せ
事
蹟
を
書
か
せ
る
こ
と
の
方
が
容
易
で
あ
り
、
請
託
を

受
け
る
側
に
と
っ
て
も
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が

つ
く
。

そ
れ
で
は
、
本
節
で
見
た
よ
う
な
、
地
方
志
の
編
纂
者
周
辺
の
限
ら
れ
た
範
囲

で
の
対
立
は
、
王
原
の
言
う
よ
う
な
地
方
志
に
対
す
る
地
域
社
会
の
広
範
な
人
々

か
ら
す
る
関
心
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
、
乾
隆
年

間
以
降
に
現
れ
る
、
よ
り
広
範
囲
の
人
々
を
ま
き
こ
ん
だ
抗
争
の
事
例
を
通
じ
て

検
討
し
て
い
こ
う
。

�������������������
乾
隆
一
〇
年
代
の
江
西
省
で
は
、
乾
隆
一
一

(

一
七
四
六)

年
の
吉
安
府
永
新

縣
、
一
三

(

一
七
四
八)

年
の
饒
州
府
樂
平
縣
、
一
五

(

一
七
五
〇)

年
の
吉
安

府
泰
和
縣
と
、
刊
刻
さ
れ
た
縣
志
に
対
し
て
そ
の
内
容
を
非
難
す
る
声
が
縣
人
か

ら
上
が
り
紛
糾
す
る
事
件
が
相
継
い
で
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
は
何
が
問
題
と
さ
れ
、

事
件
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
。
泰
和
縣
の
事
例
は
前
稿
で
す
で
に
取
り

上
げ
て
お
り
、
樂
平
縣
の
場
合
は
後
任
の
地
方
官
に
よ
る
補
訂
が
行
わ
れ
る
に
至
っ

た
詳
細
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
最
初
に
起
き
た
永
新
縣
の
事
例
を
取
り

上
げ
て
検
討
し
て
い
こ
う

(�)

。

永
新
縣
で
は
、
明
代
の
萬
暦
六

(

一
五
七
八)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
縣
人
尹
臺
の

編
纂
に
成
る
縣
志
の
後
、
清
初
の
康
煕
二
二

(

一
六
八
三)

年
、
知
縣
王
運
禎
の

時
に
第
二
の
縣
志
が
作
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
六
十
年
余
り
を
経
て
、
乾
隆
一
一

(

一

七
四
六)

年
、
知
縣
王
瀚
の
時
に
新
志
が
刊
刻
さ
れ
た

(�)

。
乾
隆

『

永
新
縣
志』

は
、

国
内
に
刊
本
の
伝
蔵
が
な
い
が
、
台
湾
・
成
文
出
版
社
刊
の

『

中
国
方
志
叢
書』

に
影
印
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る

(�)
。
該
影
印
本
で
は
巻
頭
の
何
葉
か
が
欠
け
て
い
る

が
、
乾
隆
志
の
王
瀚
の
序
文
と

｢

纂
修
姓
名｣

と
は
、
後
年
の
同
治

『

永
新
縣
志』

(

同
治
一
三

(

一
八
七
四)

年
刻
本)

に
載
っ
て
い
る
た
め
、
全
体
像
を
知
る
こ

と
に
支
障
は
な
い
。
こ
の
王
瀚
の
序

(

乾
隆
一
一
年
六
月
記)

に
は
、

爰
に
公
詞
に
據
り
て
各
上
憲
に
申
し
、
幸
に
允
行
を
得
、
乃
ち
博
雅
を
延
き
、
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義
學
に
就
き
開
局
す
。
是
に
於
て
邑
人
の
事
を
以
て
續
志
を
來
請
す
る
者
七

百
有
奇
、
補
志
な
る
者
五
百
有
奇

と
あ
っ
て
、
縣
志
の
修
刊
は
縣
人
の
側
か
ら
の

｢

公
詞｣

を
承
け
て
始
ま
っ
た
ら

し
く
、｢
續
志｣

す
な
わ
ち
舊
志

(

康
煕

『

永
新
縣
志』)

以
降
の
人
物
・
事
蹟
を

縣
志
に
加
え
て
欲
し
い
と
い
う
縣
人
の
要
請
が
七
百
件
を
、｢

補
志｣

す
な
わ
ち

舊
志
の
不
備
に
つ
い
て
補
載
し
て
欲
し
い
と
す
る
要
請
が
五
百
件
を
越
え
た
と
さ

れ
て
い
る

(�)
。
修
刊
事
業
の
中
心
に
い
た
の
は
、
永
新
知
縣
王
瀚

(

広
西
省
蒼
梧
縣

人)

と
と
も
に
、
教
諭
謝
家
鳳

(

江
西
省
高
安
縣
人)

と
陳
善
言
ら
二
十
八
人
の

永
新
縣
人
の

｢

首
事｣

で
あ
り
、
編
纂
は
王
瀚
が
招
聘
し
た
と
考
え
ら
れ
る
広
西

省
興
安
縣
の
人
江
世
琳
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う

(�)
。

縣
志
が
刊
刻
さ
れ
る
の
と
前
後
し
て
、
知
縣
は
程
尚
贇

(

浙
江
省
桐
郷
縣
人)

に
交
替
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
縣
志
の
記
載
に
対
す
る
訴
え
が
次
々
に
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
以
降
永
新
縣
で
起
こ
っ
た
事
に
つ
い
て
は
、
譚
尚
書
纂

『

禾
川
書』

(

禾
川

は
永
新
の
別
称)

と
、
同
書
の
中
に
収
め
ら
れ
た
程
尚
贇
纂

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

の
記
載
に
拠
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。『

禾
川
書』
は
、
巻
一
冒
頭
の

｢

沿
革｣

か
ら
始
ま
っ
て
巻
二
十
の

｢

雜
録｣

に
及
ぶ
ま
で
、
食
貨
志
に
当
た
る
部
分
が
欠

け
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
定
型
の
地
方
志
と
変
わ
ら
な
い
構
成
を
と
っ
た

私
家
版
の

『

永
新
縣
志』

で
あ
り
、
全
体
の
記
述
量
も
七
百
葉
弱
と
乾
隆

『

永
新

縣
志』

の
約
六
百
葉
を
上
回
る

(�)

。
こ
の
書
を
作
っ
た
経
緯
を
、
譚
尚
書
は
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る

(�)

。

丙
寅

(

乾
隆
一
一
年)

冬
、
蒼
梧

(

広
西
省
梧
州
府
属)

の
王
侯
邑
乘
を
修

め
、
甫
め
て
出
づ
る
や
物
議
沸
騰
す
。
會
に
桐
川

(

浙
江
省
桐
郷
縣)

の
程

公
祖
來
縣
事
を
攝
し
、
予
は
内
兄
左
彷
思
先
生
と
與
に
、
邑
の
縉
紳
士
を
率

ひ
て
具
掲
し
て
燬
く
を
請
ひ
、
刊
し
て

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

有
り
。
時
に

予
は
新
志
の
疵
謬
を
摘
發
し
、
因
り
て
舊
志
を
略
覽
す
る
に
、
舛
訛
傅
會
頗

る
少
な
か
ら
ず
。
次
年
諸
書
を
取
り
、
類
を
逐
ひ
て
攷
核
し
、
譌
を
正
し
闕

を
補
ひ
、
名
づ
け
て

『

禾
川
書』

と
曰
ふ
。
彷
思
先
生
之
を
見
て
、
深
く
許

可
し
、
付
梓
を
慫
慂
す
る
も
、
嚢
を
探
り
て
澁
な
る
を
羞
ぢ
、
之
を
笈
中
に

藏
す
る
者
數
十
年
な
り
。
今
歳

(

乾
隆
四
〇

(

一
七
七
五)

年)

復
た
舊
稿

を
取
り
、
細
し
く
酌
正
を
加
へ
、
載
す
應
き
者
有
ら
ば
、
乾
隆
十
三
年
自
り

續
け
て
四
十
年
に
至
る
ま
で
、
四
巻
を
汰
除
し
、
共
に
二
十
巻
を
得
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
譚
尚
書
は
妻
兄
で
あ
る
左
三
賦

(

字
彷
思)

と
と
も
に
乾
隆

『

永
新
縣
志』

の
燬
書
を
請
願
し
た
紳
士
ら
の
中
心
に
在
っ
た
の
で
あ
り
、『

禾
川

書』

の
編
纂
自
体
が
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

の

｢

疵
謬
を
摘
發｣

す
る
こ
と
を
契

機
と
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
最
初
の
稿
本
は
乾
隆
志
の
刊
刻
さ
れ
た
翌
乾

隆
一
二

(

一
七
四
七)

年
に
出
来
て
い
た
ら
し
い
が
、
今
日
見
る
こ
と
の
出
来
る

の
は
そ
の
後
三
〇
年
近
く
の
間
の
増
補
を
加
え
、
構
成
を
整
理
し
て
出
来
た
乾
隆

四
〇

(

一
七
七
五)

年
の
時
点
で
の
も
の
で
あ
る
。
乾
隆
志
の
焼
燬
を
請
う
過
程

で
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
程
尚
贇
纂
の

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

は
、
伝
本
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が

(�)

、『

禾
川
書』

中
に
は
、
程
尚
贇
の

｢

新
志
正
譌
録
序｣

と
縣
人

か
ら
の
呈
に
対
し
て
程
尚
贇
が
加
え
た
一
五
の
批
文
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
左
三
賦
の
名
で
書
か
れ
た

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

ほ
か
二
編
の
掲
子
も

載
っ
て
い
る
た
め
、『

禾
川
新
志
正
譌
録』

の
ほ
ぼ
全
て
は

『

禾
川
書』

中
に
保

存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。

新
任
の
永
新
知
縣
程
尚
贇
は
、
縣
志
を
め
ぐ
る
訴
え
を
処
理
し
、『

禾
川
新
志

正
譌
録』

を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
経
過
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(�)

。

今
秋
禾
川
を
委
署
し
、
邑
に
脩
志
の
擧
有
る
を
聞
き
、
竊
に
先
に
我
心
を
得

る
を
幸
ひ
す
。
抵
任
の
後
、
移
し
て
取
り
て
繙
閲
す
る
に
、
體
裁
未
だ
善
か

ら
ず
、
譌
舛
甚
だ
多
し
。
即
ち
に
首
二
巻
を
將
て
粘
簽
し
移
し
て
改
め
し
む
。

舊
志
を
購
ひ
較
對
す
る
に
及
び
て
、
遺
軼
の
濫
觴
は
指
數
す
る
に
勝
へ
ず
、

竊
に
此
中
に
作
僞
有
る
に
似
て
、
預
め
侵�
の
根
を
伏
す
を
疑
ふ
。
旋
で
士

民
の
具
呈
に
據
り
、
因
り
て
批
内
に
略
一
摘
示
す
る
も
、
而
る
に
續
禀
す
る

者
紛
匕

(
々)

、
宗
支
を
冒
認
し
、
山
主
を
妄
争
す
る
爲
に
非
ざ
る
は
無
く
、

諸
事
、
彼
此
互
ひ
に
訐
り
て
休
ま
ず
。
積
習
相
ひ
沿
ひ
、
陷
溺
日
に
甚
だ
し
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く
、
風
俗
人
心
に
關
る
所
の
者
少
な
か
ら
ず
。
已
む
を
得
ず
苦
口
嚴
辭
し
、

聊
か
狂
瀾
の
障
と
作
し
、
敢
て
杜
漸
防
微
を
謂
ふ
。
或
は
此
に
因
り
て
挾
詐

す
る
者
其
の
欺
を
售
す
る
を
得
ず
、
忿
争
す
る
者
以
て
其
の
訟
を
平
ら
ぐ
る

有
り
、
民
に
臨
む
の
責
に
負
く
無
き
に
庶
き
耳
。
乃
ち
公
呈
復
た
詳
燬�
纂

す
る
を
請
ひ
、
種
匕
の
弊
竇
を
歴
指
し
、
某
匕
の
姓
名
を
直
斥
す
。
送
る
所

の
縣
志
の
粘
簽
を
觀
れ
ば
、
則
ち
十
綱
七
十
一
目
中
、
大
半
皆
な
弊
混
の
處

有
り
。
業
に
人
工
物
力
を
費
し
、
何
ぞ
功
敗
れ
垂
成
す
る
を
忍
び
ん
。
反
覆

し
て
剖
明
し
、
曲
さ
に
調
劑
を
爲
す
も
、
而
る
に
公
呈
は
誠
に
後
患
の
已
む

無
き
を
恐
る
れ
ば
、
因
り
て
令
し
て
各
批
を
將
て
彙
抄
し
、
以
て
他
日
の
考

覈
に
備
へ
し
め
、
復
た
謄
寫
謬
誤
す
る
を
慮
り
、
之
を
棗
梨
に
付
す
を
呈
請

す
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。(

一)

前
任
の
南
昌
府
通
判
の

時
代
か
ら
地
方
志
の
修
訂
を
急
務
と
考
え
て
い
た
程
尚
贇
は
、
永
新
縣
に
着
任
す

る
と
同
時
に
完
成
し
た
縣
志
の
杜
撰
な
出
来
に
気
づ
き
、｢

首
二
巻｣

(

巻
一
の
輿

地
お
よ
び
巻
二
の
建
置)

の
訂
正
す
べ
き
箇
所
を
指
示
し
、
さ
ら
に

｢

舊
志｣

(

康
煕

『

永
新
縣
志』)

と
対
校
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
書
の
違
い
の
う
ち
に
単

な
る
編
纂
の
杜
撰
さ
で
は
な
く
意
図
的
な
改
竄
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。(

二)

続
々

と
程
尚
贇
の
許
に
寄
せ
ら
れ
る

｢

士
民
の
具
呈｣

・｢

續
禀｣

の
中
に
、
新
志
を
根

拠
と
し
て
、
一
族
の
先
祖
を
詐
称
し
た
り
山
地
を
争
い
取
ろ
う
と
す
る
者
が
あ
り
、

こ
う
し
た
悪
習
を
止
め
さ
せ
る
た
め
、
呈
文
に
対
し
て
厳
し
い
裁
定
を
下
す
批
文

を
附
し
て
差
出
人
に
送
り
返
し
た
。(

三)

一
方
で
縣
人
か
ら
は
新
志
を
焼
燬
し

編
纂
し
直
す
こ
と
を
求
め
る

｢

公
呈｣

が
、
問
題
と
な
る
箇
所
に
簽
紙
を
附
し
た

新
志
と
と
も
に
差
し
出
さ
れ
た
。(

四)

程
尚
贇
は
一
旦
完
成
し
た
縣
志
を
作
り

直
す
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
で
あ
り
、｢

公
呈｣

を
差
し
出
し
た
者
と

｢

公
呈｣

が
糾
弾
す
る
者
と
の
主
張
を
調
整
し
て
解
決
す
る
こ
と
を
計
る
が
、｢

公
呈｣

側

は
新
志
を
根
拠
と
し
て

｢

後
患｣

を
引
き
ず
る
こ
と
を
警
戒
し
た
た
め
、
程
尚
贇

の
批
文
を
集
め
て
刊
刻
す
る
形
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
言
う

程
尚
贇
の
批
文
が

『

禾
川
書』

巻
二
〇
、
雜
録
に
収
め
ら
れ
た
一
五
篇
の

｢

正
譌

録
呈
批｣

で
あ
り
、｢

公
呈｣

が
左
三
賦

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

以
下
の

三
篇
の
掲
子
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
が
、(

二)

と

(

三)

と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
程
尚
贇
は

｢

公
呈｣

と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
縣
志
の

｢

粘
簽｣

に
基
づ

い
て

｢

呈
批｣

を
書
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

(�)

。

一
五
篇
の

｢

呈
批｣

は
、
最
初
の

｢

正
譌
録
公
呈
批｣

を
除
い
て
、
い
ず
れ
も

呈
を
差
出
し
た
相
手
の
主
張
を
厳
し
く
批
判
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
元
々
の

呈
文
が
伝
え
ら
れ
ず
、
差
出
人
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
も

の
が
多
い
た
め
、
呈
と
批
と
の
や
り
と
り
を
正
確
に
復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
内
容
は
大
別
し
て
、(

一)

同
姓
の
先
人
を
自
分
の
同
宗
の
祖
と
主
張
す
る

こ
と
に
対
す
る
批
判
、(

二)

自
分
の
父
や
祖
の
事
蹟
を
濫
擧
す
る
こ
と
に
対
す

る
批
判
、(

三)

新
志
の
不
適
正
な
編
纂
に
対
す
る
批
判
、
の
三
種
類
に
分
け
ら

れ
る

(�)

。
三
百
年
前
の
明
初
の
同
姓
の
著
名
人
を
自
分
の
祖
先
と
詐
称
し
て
、
自
分

に
至
る
ま
で
の

｢

三
十
三
世｣

の
世
次
を
提
出
し
た
た
め
、｢

爾
の
家
、
世
世
十

歳
内
に
子
を
生｣

む
の
か
と
皮
肉
っ
た
、
龍
建
安
の
呈
に
対
す
る
批
、
康
煕

『

永

新
縣
志』

に
載
る
明
代
永
楽
年
間
の
貢
生
劉
綱
の
註
に
あ
る

｢

鳳
陽
知
縣
、
太
平

郷
人｣

の
後
半
部
を

｢

北
下
四
都
田
西
太
平
湖
人｣

と
書
き
換
え
、
劉
綱
を
自
分

の
祖
先
と
冒
称
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
、
劉
九
成
の
呈
に
対
す
る
批
、
同
じ
く
康

煕
志
に
載
る
劉
定
之

｢

升
虚
樓
記｣

中
の
劉
と
と
も
に
遊
覧
し
た
三
人
の
謝
姓
の

人
名
を
、｢

陳｣

姓
の
別
人
に
書
き
換
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
劉
嘉
賓
の

呈
に
対
す
る
批
な
ど
か
ら
、
一
目
瞭
然
の
杜
撰
な
改
竄
と
強
引
な
附
会
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
地
方
志
の
中
に
載
る
郷
土
の
著
名
人
を
自
身
と
関
連

づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

(�)

。

こ
こ
で
は
、
一
五
篇
の

｢

呈
批｣

の
中
で
特
別
な
意
味
を
持
つ
陳
善
言
お
よ
び

陳
方
旭
の
呈
に
対
す
る
批
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
の
べ
よ
う
。
陳
善
言
は
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』
の

｢

纂
修
邑
紳
士｣

の
冒
頭
に
名
を
掲
げ
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、

程
尚
贇
の
批
文
の
中
で
も
、｢

該
生
又
爲
志
局
主
盟｣

、｢

爾
昆
季
又
司
纂
修｣

と
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書
か
れ
て
、
乾
隆
志
の
修
刊
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
目
さ
れ
て
い
る

(�)

。

こ
こ
に
言
う
善
言
の
弟
と
は
、｢

纂
修
邑
紳
士｣

に
は
名
が
載
っ
て
い
な
い
が
、

藝
文
志
中
に
そ
の
文
・
詩
が
頻
出
す
る
陳
智
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
陳
姓
は

縣
城
東
門
外
の
長
塘
村
に
聚
居
し
、
善
言
は
歳
貢
生
の
身
分
と
候
選
訓
導
の
肩
書

き
を
有
し
、
智
言
は
藝
文
志
中
の
作
で

｢

邑
廩｣

(

縣
学
の
廩
膳
生
員)

と
註
記

さ
れ
て
い
る

(�)
。
陳
方
旭
と
陳
善
言
と
の
関
係
は
地
方
志
中
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、

陳
方
旭
の
呈
に
対
す
る
批
の
中
に
、｢

爾
父
叔
輩｣

の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
陳

方
旭
に
と
っ
て
善
言
が
父
、
智
言
が
叔
父
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。
陳
善
言
の

呈
文
は
長
塘
陳
氏
の
世
系
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
程
尚
贇
の
批
文
は
、

乾
隆
志
で
人
物
志
の
寓
賢
門
に
補
傳
さ
れ
た
南
宋
代
の
陳
應
榜
に
始
ま
っ
て
、
記

載
の
多
く
が
捏
造
で
あ
ろ
う
と
断
ず
る
厳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
問
題
と

す
る
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
方
旭
の
呈
に
対
す
る
批
は
、
冒

頭
の

筆
削
須
く
至
公
を
秉
る
べ
く
、
記
載
方
に
實
を
失
は
ず
。
若
し
身
ら
編
纂
に

任
じ
て
、
惟
だ
一
己
の
私
に�
へ
ば
、
輿
論
不
平
に
し
て
、
攻
撃
蜂
起
す
る

も
怪
無
き
也
。
査
す
る
に
、
新
志
の
選
舉
十
類
、
爾
が
家
、
人
有
ら
ざ
る
莫

く
、
日
に
廣
く
収
め
遺
を
補
す
る
と
雖
も
、
未
だ
必
ず
し
も
是
の
若
き
の
備

な
ら
ざ
ら
ん
。
人
物
内
に
至
り
て
は
、
則
ち
孝
友
に
傳
を
列
ぬ
る
も
の
三
有

り
、
善
行
に
詳
載
す
る
者
二
、
隠
逸
は
則
ち
私
謚
を
祖
に
加
へ
、
寓
賢
は
則

ち
無
稽
の
宗
を
援
く

と
い
う
指
摘
か
ら
始
ま
っ
て
、
公
正
で
あ
る
べ
き

｢

編
纂｣

の
任
に
あ
り
な
が
ら
、

陳
善
言
ら
が

｢

一
己
の
私｣

を
追
求
し
た
結
果
、
縣
人
の
間
か
ら
非
難
の
声
が
上

が
る
と
い
う
事
態
を
招
い
た
責
任
を
追
及
し
て
、
そ
の
具
体
例
を
列
挙
す
る
内
容

と
な
っ
て
い
る

(�)

。
上
記
の
人
物
志
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
孝
友
門
の

陳
天
瑞

(

善
言
の
父)

、
忠
言
、
試
元
、
善
行
門
の
光
瑞

(

天
瑞
の
兄)

、
表
言
、

隠
逸
門
の
元
倫
、
宗
禄

(

善
言
の
祖
父)

、
寓
賢
門
の
應
榜
の
八
人
の
伝
記
で
あ

り
、
南
宋
期
に
永
新
縣
に
仮
住
ま
い
し
長
塘
陳
氏
の
遠
祖
と
な
っ
た
應
榜
と
、
陳

善
言
の
祖
父
の
代
以
降
の
人
物
と
を
乾
隆
志
で
新
た
に
立
伝
し
た
も
の
で
あ
る

(�)

。

人
物
志
以
外
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

①
藝
文
志
に

｢

祖
孫
・
父
子
・
叔
姪
・
兄
弟｣

の
作
五
十
餘
篇
を
登
載
し

(�)

、
陳

氏
以
外
の
作
で
も
陳
氏
の
功
績
を
讃
え
る
文
を
登
載
し
た
こ
と
。

②
東
門
外
の
禾
水(�
江
の
支
流)

に
三
隻
あ
る
渡
し
船
の
う
ち
、
陳
氏
が
作
っ

た
舟
の
み
を
建
置
志
に
記
載
し
、
こ
れ
を
讃
え
る
文
を
藝
文
志
に
登
載
し
た

こ
と

(�)

。

③
他
の
縣
人
も
含
む
醵
金
に
よ
っ
て
成
っ
た
憩
亭
・
清
風
橋
・
長
春
橋
の
修
建

が
、
陳
氏
の
醵
金
で
成
っ
た
か
の
よ
う
に
志
書
に
書
き
、｢

衆
美
を
掠
め
て

一
人
に
歸｣

し
た
こ
と

(�)

。

こ
れ
ら
が
、
陳
善
言
ら
が
縣
志
の
編
纂
に
関
与
す
る
立
場
を
利
用
し
て
私
益
を

は
か
っ
た
と
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
程
尚
贇
の
批
文
が
、
乾
隆
志
の
焼
燬
を
求
め

た
左
三
賦
や
譚
尚
書
の
指
摘
に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
批
文
を
残
す
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。

厳
し
く
批
判
さ
れ
た
諸
点
が
乾
隆

『

永
新
縣
志』

の
中
で
正
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
永
新
縣
の
事
案
が
如
何
に
処
理
さ
れ
た
の
か
を
整
理
し
て
考
え
よ
う
。

『

禾
川
書』

に
は
、
程
尚
贇
の

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

が
拠
り
所
と
し
た
左
三

賦
の

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

な
ど
三
篇
の
掲
子

(『

正
譌
録』

中
に
言
う

｢

公
呈｣)

が
載
っ
て
い
る
が
、
初
め
の
二
篇
と

｢

第
三
掲
子｣

と
の
間
に
は
そ
の

主
旨
に
お
い
て
大
き
な
転
換
が
あ
る
。
最
初
の

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

で

は
、
乾
隆
九

(

一
七
七
四)

年
に
突
如
と
し
て

｢

修
志
の
役｣

が
起
こ
さ
れ
、
知

縣
王
瀚
が

｢

生
監
を
集
め
て
密
議
し
、
法
を
設
け
て
金
を
斂
め｣

る
こ
と
か
ら
始

め
て
、
江
世
琳
が
総
裁
と
な
り
、
縣
学
の
教
諭
謝
家
鳳
が
、
江
世
琳
と
資
料
を
寄

せ
る
縣
人
中
の
首
事
た
ち
と
の
仲
立
ち
を
す
る
体
制
で
縣
志
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
、

そ
の
結
果
、
郷
賢
祠
に
祀
ら
れ
て
い
る
一
九
人
が
勝
手
に
削
除
さ
れ
る
一
方
で
、

節
孝
門
に
は
廟
祀
さ
れ
て
い
な
い
五
五
人
が
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
選
擧

志
・
人
物
志
を
中
心
に

｢

滿
紙
捏
増｣

、｢

一
味
作
僞｣

の
地
方
志
が
作
ら
れ
た
こ
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と
を
述
べ
て
、
予
想
さ
れ
る
種
々
の
弊
害
を
防
ぐ
に
は
新
志
を
焼
燬
す
る
し
か
な

い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
掲
子
は
、

是
に
敢
て
合
邑
公
首
し
、
通
志
に
簽
紅
し
て
、
執
法
嚴
査
し
、
弔
燬
を
申
詳

し
、
一
邑
の
綱
紀
を
存
し
、、
萬
古
の
禍
端
を
杜
ぎ
、
特
に
班
・
馬
の

(『

史

記』
・『
漢
書』

を
編
纂
し
た
司
馬
遷
と
班
固
の
よ
う
な)

雄
才
を
出
し
て�

纂
す
る
を
懇
祈

す
る
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
全
篇
に
紅
簽
を
附
し
た
縣
志
を
提
出
し
て
、
自
分
た

ち
の
主
張
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
知
縣
に
理
解
し
て
貰
う
こ
と
に
力
点
が
あ
り
、

こ
の
簽
紙
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
の
方
が
掲
子
自
体
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
た

(�)
。
こ
れ
に
対
す
る
程
尚
贇
の
反
応
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
簽

紙
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
、
左
三
賦
や
譚
尚
書
の
主
張
を
ほ

ぼ
全
面
的
に
受
け
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
反
面
、
一
旦
完
成
し
た
地
方
志
を
反
故

に
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。｢
第
二
掲
子｣

は
、
明
確
な
決
断

を
下
さ
な
い
地
方
官
に
対
し
て
、
再
度
、
よ
り
強
い
調
子
で
、
焼
燬
を
一
刻
も
猶

予
で
き
な
い
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
掲
子
を
書
く
に
先
立
っ
て
左
三
賦
ら

が
程
尚
贇
か
ら
受
け
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
第
一
の
掲
子
に
対
す
る
批
文
に
は
、

前
任
の
知
縣
王
瀚
の
労
苦
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
る
点
、
僞
志
と
と
も
に
立
派
な

先
人
に
つ
い
て
の
記
載
も
全
て
無
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
点
、
地
方
志
を
作

る
財
源
を
得
る
た
め
再
度
縣
人
か
ら
資
金
を
拠
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
点
、
自
分

が
何
時
永
新
知
縣
代
理
の
任
を
解
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
点
な
ど
を
理
由

と
し
て
焼
燬
を
思
い
止
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
説
得
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る

(�)

。
左
三
賦
ら
は
指
摘
さ
れ
た
諸
点
に
対
し
て
釈
明
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

況
や
志
中
の
人
物
紀
傳
、
捏
開
濫
冒
し
、
善
善
長
を
欲
す
る
と
云
ふ
と
雖
も
、

害
を
貽
す
こ
と
實
に
自
か
ら
淺
か
ら
ず
。
屠
沽
販
竪
を
論
ず
る
無
く
、
一
旦

妄
に
賢
士
大
夫
の
班
に
厠
え
し
む
れ
ば
、
先
賢
豈あ

に

甘
ん
じ
て�
と
伍
を
等
し

く
せ
ん
。
即
ち
人
心
死
せ
ず
、
公
論
逃
れ
難
き
も
、
而
る
に
口
碑
は
終
に
筆

載
に
敵
は
ず
。
矧
や
時
移
り
勢
易
り
、
訛
を
承
け
謬
を
襲
ぎ
、
後
に
即
し
尹

宗
伯

(

尹
臺)

の
復
た
生
る
る
有
る
も
、
亦
た
何
に
從
り
て
其
の
眞
偽
を
別

ち
起
ち
て
筆
削
を
司
ら
ん
哉
。
隨
ひ
て
呈
し
隨
ひ
て
批
す
る
と
雖
も
、
鐵
案

果
然
と
し
て
移
し
難
し
。
然
れ
ど
も
新
志
の
流�
尚
ほ
少
く
、
禍
心
の
包
藏

孔
多
に
し
て
、
後
來
、
上
剛
下
險
し
て
健
訟
す
る
こ
と
其
れ
何
ぞ
極
ま
る
有

ら
ん
耶
。
且
つ
故
き
を
厭
ひ
新
し
き
を
喜
ぶ
は
、
俗
情
類
ね
然
り
。
舊
志
の

原
板
已
東
高
閣
に
存
す
る
と
雖
も
、
而
る
に
一
班
の
作
僞
、
現
ま
僞
志
を
奉

じ
て
珍
寶
と
爲
し
、
此
刷
り
彼
印
し
、
漸
く
推
し
て
漸
く
遠
し
。
今
日
並
行

し
て
悖
ら
ざ
る
も
、
異
日
單
傳
す
る
こ
と
疑
ひ
無
し
。
生
等
の
以
て
三
思
審

處
す
る
所
、
尤
も
萬
と
し
て
姑
ら
く
も
待
ち
難
き
者
と
爲
す
也
。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

が
焼
燬
さ
れ
ず
に
後
世
に

伝
え
ら
れ
た
場
合
の
弊
害
で
あ
る
。
縣
志
の
誤
り
を
指
摘
す
る
正
論
を
主
張
す
る

者
が
い
て
も
、｢

口
碑｣

(

口
で
語
ら
れ
る
真
実)

は

｢

筆
載｣

(

紙
に
印
刷
さ
れ

た
誤
り)

に
勝
て
な
い
の
で
は
な
い
か
、
将
来
、
縣
志
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
永
新
縣
で
高
く
評
価
さ
れ
る
萬
暦
志
の
尹
臺
の
よ
う
な
優
れ
た
編
者
だ
と
し

て
も
眞
偽
を
見
分
け
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
現
在
の
時
点
で
は

｢

舊

志｣

が
新
志
と
並
存
し
て
対
照
が
可
能
だ
が
、
時
が
経
て
ば
誤
り
の
あ
る
乾
隆
志

だ
け
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
ら
の
懸
念

を
払
拭
す
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
乾
隆
志
の
焼
燬
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
主
張

は
、
第
一
の
掲
子
と
共
通
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
後
の

｢

第
三
掲
子｣

に
お
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
と
は
全

く
異
な
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
左
三
賦
や
譚
尚
書
は
程
尚
贇
の

｢

求
全｣

の
策
、

す
な
わ
ち
不
満
を
抱
き
な
が
ら
事
態
を
円
満
に
収
め
る
妥
協
の
方
針
を
受
け
入
れ
、

焼
燬
の
主
張
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る

(�)
。
そ
こ
で
、
妥
協
の
た
め
の
対
案
と
し
て
出

て
来
た
の
が
、
一
方
で
、
乾
隆
志
の
誤
り
を
対
照
す
る

｢

秦
鏡｣

と
す
べ
く
、
程

尚
贇
の
批
文
を
集
め
て
刊
刻
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
、
舊
志

(

康
煕

『

永
新

縣
志』)

の
整
版
を
確
実
な
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
何
故
、
こ
う
し
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た
転
換
が
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
同
種
の
処
理
方
法
は
永
新
縣
に
止
ま
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
永
新
縣
と
同
じ
よ
う
に
、
完
成
し
た
縣
志
が
物
議
を
醸
し
た

泰
和
縣
と
樂
平
縣
と
の
事
例
に
お
い
て
も
、
事
件
の
最
後
は
そ
れ
ほ
ど
一
方
的
な

裁
断
で
は
な
か
っ
た
。
泰
和
縣
の
場
合
に
は
、
江
西
巡
撫
と
布
政
使
の
檄
を
受
け

て

｢

刊
版
を
將
て�
燬｣

し
た
と
さ
れ
て
い
る
が

(�)

、
乾
隆
一
八

(

一
七
五
三)

年

に
新
任
の
知
縣
単
棠
を

｢

總
修｣

と
し
て
完
成
し
た

『

泰
和
縣
志』

に
は
、
人
物

志
・
藝
文
志
を
中
心
に
、｢

新
志｣

す
な
わ
ち

｢

廢
志｣

と
さ
れ
た
乾
隆

『

西
昌

志』

か
ら
の
補
が
相
当
数
有
り
、
こ
の
地
方
志
の
編
纂
が
採
訪
か
ら
始
め
て
全
面

的
に
や
り
直
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
質
で
は
、『

西
昌
志』

の
問
題
あ
る
記
述

を
削
除
修
正
す
る

｢

補
訂｣

の
範
囲
で
の
対
応
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る

(�)

。
饒
州
府

樂
平
縣
で
知
縣
陳
訥
が
縣
学
教
諭
楊
人
傑
に
編
纂
さ
せ
た

『

樂
平
縣
志』

も
、
乾

隆
一
三

(

一
七
四
八)

年
に
完
成
し
た
直
後
に

｢

論
者
蜂
起｣

し
、
数
年
間
の
訴

訟
を
経
て
、
後
任
の
知
縣
王
猷
の
手
で
定
稿
が
成
る
が
、
王
猷
が
採
っ
た
の
は
次

の
よ
う
な
対
応
で
あ
っ
た

(�)
。

是
の
志
、
乾
隆
丁
卯

(

一
二

(

一
七
四
七)

年)

、
戊
辰
、
己
巳

(

一
四
年)

の
間
、
學
博
楊
君
人
傑
の
手
に
脩
め
ら
る
。
業
已
に
書
を
成
す
も
、
採
訪
失

寔
に
因
り
て
、
物
議
を
滋
く
す
る
を
致
し
、
訐
訟
す
る
者
數
年
。
余
は
各
憲

の
嚴
檄
を
奉
じ
、
飭
令
確
査
せ
し
め
、
重
修
し
て
以
て
信
史
を
成
す
。
因
り

て
輿
情
の
允
協
す
る
者
を
將
て
正
志
に
歸
し
、
以
て
上
憲
の
名
義
を
慎
重
す

る
の
至
意
に
仰
副
し
、
其
の
餘
は
仍
ほ
楊
君
の
舊
に
因
り
、
彙
め
て
四
巻
と

爲
し
、
題
し
て
續
志
と
曰
ふ
。
劃
若
分
犀
し
て
、
他
日
志
を
修
め
る
者
、
自

ら
能
く
論
定
す
る
也
。

す
な
わ
ち
、
乾
隆
一
七

(

一
七
五
二)

年
に
は
、
楊
人
傑
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

旧
稿
の
う
ち
、｢

輿
情
の
允
協
す
る
者｣

(

訴
訟
事
件
に
関
係
し
な
か
っ
た
部
分)

を
正
志
三
二
巻
と
し
、
そ
れ
以
外
の
楊
人
傑
が
新
た
に
加
え
た
部
分
を
集
め
て
續

志
四
巻
と
し
て
、
二
書
を
同
時
に
刊
刻
し
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
の
確
定
は
将
来

の
地
方
志
編
纂
者
の
判
断
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
乾
隆
一
〇
年
代
に
江
西
省
の
い
く
つ
か
の
縣
で
お
こ
っ
た
地
方

志
の
修
刊
を
め
ぐ
る
縣
人
間
の
対
立
は
、
地
方
官
が
そ
の
当
否
を
判
定
し
て
処
理

す
る
の
で
は
な
く
、
対
立
す
る
双
方
の
見
解
を
併
記
す
る
形
で
、
問
題
の
決
着
を

後
世
に
委
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。
永
新
縣
の
場
合
に
は
、
個
々
の
呈
文
に
加
え
ら

れ
た
程
尚
贇
の
厳
し
い
批
語
に
も
関
わ
ら
ず
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

自
体
は
、
前

任
の
王
瀚
の
時
に
刊
刻
さ
れ
た
形
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、

新
志
が
改
訂
さ
れ
た
泰
和
縣
や
樂
平
縣
の
場
合
に
比
べ
て
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
感

を
否
め
ず
、
程
尚
贇
の

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

が
乾
隆
志
の
誤
り
を
正
す

｢

秦
鏡｣

と
し
て
機
能
し
た
か
も
疑
わ
し
い
。
譚
尚
書
の

『

禾
川
書』

は
、
こ
う
し
た
妥
協

的
対
応
の
限
界
ゆ
え
に
生
ま
れ
た
私
家
版
の
地
方
志
で
あ
り
、
選
擧
志
、
人
物
志

を
中
心
に
、
乾
隆
志
の
誤
り
が
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
譚
尚
書
が
、
乾
隆

一
二

(

一
七
四
七)

年
に
執
筆
し
な
が
ら
刊
刻
出
来
ず
、
約
三
十
年
の
時
を
お
い

て
乾
隆
四
〇

(

一
七
七
五)

年
頃
に
再
度
手
を
入
れ
た
理
由
も
、
次
の
よ
う
な
選

擧
志
中
の
按
語
の
文
言
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る

(�)

。

又
、
永
新
丙
寅
譌
志
、
貢
士
六
十
六
人
を
捏
載
し
、
正
譌
録
曾
て
之
を
指
斥

す
る
も
、
盧
志
察
せ
ず
、
謬
り
て
其
の
中
於
り
五
十
人
を
摘
載
す
。

・
・

こ
こ
で
言
う

｢

盧
志｣

と
は
、
乾
隆
四
一

(

一
七
七
六)

年
に
刊
刻
さ
れ
た
乾
隆

『

吉
安
府
志』

(

盧�
修)

を
指
す
。『

禾
川
書』

の
選
擧
志
上
・
下
に
書
か
れ
て

い
る
按
語
の
多
く
は
、
こ
の
例
の
よ
う
に
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

の
誤
り
を
指
摘

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
校
訂
す
る
こ
と
な
く
踏
襲
し
た
乾
隆

『

吉
安
府
志』

の
誤
り
を
も
指
摘
し
て
い
る

(�)

。『

禾
川
新
志
正
譌
録』

の
よ
う
な
書
物
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
い
っ
た
ん
公
刊
さ
れ
た
縣
志
は
、
考
証
の
不
十
分
な
杜
撰
な
編
纂
者

に
よ
っ
て
、
安
直
に
典
拠
と
し
て
使
わ
れ
て
し
ま
う
。
譚
尚
書
が
乾
隆

『

永
新
縣

志』
の
刊
刻
か
ら
三
十
年
も
後
に

『

禾
川
書』

を
世
に
出
そ
う
と
し
た
意
味
は
こ

こ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
該
書
が
実
際
に
刊
刻
さ
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
百
年
の
時

を
経
て
、
同
治

『
永
新
縣
志』

(

同
治
一
三

(

一
八
七
四)

年
刊)

を
修
刊
す
る
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た
め
に
文
献
資
料
を
捜
羅
す
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
永
新
縣
で
の

『

禾
川

書』

と
乾
隆

『

永
新
縣
志』

に
対
す
る
評
価
は
こ
こ
で
よ
う
や
く
定
ま
っ
た
と
言

え
る

(�)
。�������������

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
乾
隆
一
一

(

一
七
四
六)

年
の
永
新
縣
で
縣
志
の
修
刊

後
に
起
き
た
訴
訟
の
頻
発
は
、
第
一
節
で
み
た
呉
江
縣
志
の
修
刊
を
め
ぐ
っ
て
編

纂
者
の
間
に
起
き
た
対
立
と
は
、
広
範
囲
の
縣
人
を
巻
き
込
ん
で
い
た
こ
と
に
お

い
て
明
ら
か
に
性
質
が
異
な
る
。
乾
隆
志
の
序
文
に
知
縣
王
瀚
が
書
い
て
い
る
、

志
局
の
開
設
後｢

邑
人
以
事
來
請
續
志
者
七
百
有
奇
、
補
志
者
五
百
有
奇｣

で
あ
っ

た
と
い
う
記
載
は
、
地
方
志
に
対
す
る
縣
人
の
関
心
の
高
さ
を
物
語
る
。
そ
れ
は
、

郷
里
の
知
識
人
が
自
ら
の
郷
里
へ
の
思
い
と
治
学
の
成
就
の
意
味
を
こ
め
て
地
方

志
を
編
纂
す
る
時
と
は
異
な
る
次
元
の
地
方
志
に
対
す
る
関
心
で
あ
っ
た

(�)
。

左
三
賦
や
譚
尚
書
な
ど
の
地
方
紳
士
と
そ
の
指
摘
を
受
け
た
永
新
知
縣
程
尚
贇

は
、
王
瀚
の
下
で
志
局
に
関
与
し
た
長
塘
陳
氏
ら
の
永
新
縣
人
に
つ
い
て
、｢

集

生
監
密
議｣

、｢

局
中
生
監
以
及
營
私
増
改
之
流｣

、｢

豈
聚
族
一
郷
、
家
有
生
監
數

輩
、
即
可
與
先
朝
之
名
公
卿
比
烈
乎｣

な
ど
、
い
ず
れ
も

｢

生
監｣
と
い
う
語
で

表
現
し
て
い
る

(�)

。
実
際
に
、
同
治

『

永
新
縣
志』

に
再
録
さ
れ
た
乾
隆
志
の
纂
修

姓
名
に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
二
七
人
中
、
身
分
と
官
職
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
者
は

一
九
人
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は

｢

歳
貢｣

が
四
人
、｢

例
貢｣

が
二
人
、｢

例
監｣

が
七
人
、｢

庠
生｣

が
六
人
で
あ
り
、
実
職
の
訓
導
一
人
を
除
き
、
官
職
は
全
て

｢

候
選
訓
導｣

等
の
肩
書
き
に
過
ぎ
な
い

(�)

。
程
尚
贇
ら
の
文
中
に
用
い
ら
れ
た

｢

生
監｣

の
語
は
、
例
監
生

(

國
子
監
の
学
生
で
捐
納
に
よ
り
得
ら
れ
る)

と
縣

学
の
生
員
を
指
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
紳
士
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
下
層
の
、

し
か
も
そ
の
多
く
が
捐
納
に
よ
り
手
に
入
れ
た
身
分
の
者
を
総
称
し
て
使
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
分
ら
と
区
別
す
べ
き
社
会
層
と
見
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
史
料
と
し
て
永
新
縣
の
事
例
か
ら
言
え
る
こ
と
は
以
上

の
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
は
同
種
の
対
立
を
内
包
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、

清
代
後
期
の
地
方
志
の
事
例
か
ら
こ
れ
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
前
稿
で
も
触
れ
た
、
江
蘇
省
揚
州
府
属
の
泰
州
で
道
光
七
、
八

(

一
八
二
七
、
八)

年
に
お
き
た
事
件
で
あ
る

(�)

。
事
件
の
構
図
は
、
乾
隆

『

永
新

縣
志』

の
例
に
類
似
し
て
い
る
が
、
訴
状
が
上
級
の
揚
州
府
知
府
・
江
寧
布
政
使

に
ま
で
上
程
さ
れ
た
点
で
は
永
新
縣
よ
り
も
さ
ら
に
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
。

道
光

『

泰
州
志』

の
修
刊
に
関
与
し
た
の
は
、
泰
州
知
州
陳
道
坦
、
泰
州
學
正
梁

桂
、
胡
公
書
院
掌
教
曹
楙
堅
お
よ
び
州
人
の
董
事
高
鑾
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
攻
撃

す
る
公
呈
に
は
擧
人
任�
ら
七
五
人
の
紳
士
が
名
を
列
ね
て
い
る

(�)

。
事
件
は
、
道

光

『

泰
州
志』

を

｢

廢
志｣

と
し
、
別
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
作
り
直
す
こ
と
を
求

め
る
、
公
呈
を
提
出
し
た
側
の
主
張
に
沿
っ
て
処
理
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実

際
に
新
た
な

『

泰
州
志』

が
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
新
志
の
問
題
箇
所
に
附
し

た
簽
紙
の
記
述
を
集
め
た『

泰
州
新
志
刊
謬』

上
下
二
巻
が
刊
刻
さ
れ
る
に
止
ま
っ

た
。
こ
の
点
で
も
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

に
対
し
て

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

が
刊

刻
さ
れ
た
永
新
縣
の
事
例
に
似
て
い
る
が
、
乾
隆

『

永
新
縣
志』

に
対
し
て
左
三

賦
・
譚
尚
書
ら
が
附
し
た
簽
紙
の
指
摘
に
依
拠
し
て
、
縣
人
の
呈
文
に
対
し
て
程

尚
贇
が
書
い
た
批
文
を
集
め
た

『

禾
川
新
志
正
譌
録』

に
比
べ
、『

泰
州
新
志
刊

謬』

は
簽
紙
自
体
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
争
点
が
本
来
の
そ
れ
に
近
い
形
で
提

示
さ
れ
て
い
る
。

『

泰
州
新
志
刊
謬』

に
収
め
ら
れ
た
簽
紙
が
附
せ
ら
れ
た
項
目
は
一
九
二
に
及

び
、
道
光

『

泰
州
志』

の
三
六
巻
中
、
風
俗
・
物
産
、
鹽
法
、
金
石
、
舊
序
を
除

く
三
二
巻
に
簽
紙
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
簽
紙
の
指
摘
は
、
道
光

『

泰
州
志』

の

巻
一
、
建
置
沿
革
か
ら
巻
二
〇
、
名
宦
ま
で
に
合
わ
せ
て
六
七
条
有
る
の
に
対
し

て
、
巻
二
一
、
人
物
儒
林
か
ら
巻
二
九
、
人
物
列
女
下
に
及
ぶ
人
物
志
各
門
を
合

わ
せ
て
八
六
条
有
り
、
こ
れ
に
藝
文
志
四
巻
に
附
せ
ら
れ
た
三
一
条
を
加
え
る
と
、

人
物
お
よ
び
当
該
人
物
が
書
い
た
文
章
の
取
り
扱
い
に
関
わ
る
内
容
が
、
最
も
重
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要
な
争
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
簽
紙
の
指
摘
に
対
し
て
、
江
蘇

學
政
申
啓
賢
は
編
纂
者
た
ち
に
弁
明
を
求
め
、
こ
れ
を
受
け
て
曹
楙
堅
ら
が
釈
明

し
た
五
六
条
は
全
て
人
物
志
と
藝
文
志
に
附
せ
ら
れ
た
簽
紙
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ

た

(�)
。
こ
れ
は
、
簽
紙
の
内
容
が
、
人
物
お
よ
び
藝
文
以
外
で
は
、
新
志
の
誤
り
を

正
し
、
欠
略
を
補
う
、
補
訂
の
範
囲
に
止
ま
る
の
に
対
し
て
、
人
物
と
藝
文
に
お

い
て
は
、
雍
正
六

(

一
七
二
八)

年
刊
刻
の

『

泰
州
志』

な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い

た
人
物
と
そ
の
事
蹟
を
不
当
に
削
っ
た
り
縮
め
た
り
し
た
こ
と
、
逆
に
志
書
に
載

せ
る
ほ
ど
で
も
な
い
人
物
や
事
蹟
を
む
や
み
に
載
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
纂
志
者

の
編
纂
の
進
め
方
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

そ
の
代
表
的
な
例
が
、
志
局
の
総
董
の
立
場
を
利
用
し
て
、
高
鑾
の
直
系
の
一

族
の
伝
が
濫
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
高
鑾
の
五
代
前
の
高

炎
伝
に
つ
い
て
、
簽
志
者
は
次
の
よ
う
に
言
う

(�)
。

新
志
高
炎
傳
末
に

｢

舊
志｣

と
註
明
す
。
舊
志

(

雍
正
六

(

一
七
二
八)

年

刊
の

『

泰
州
志』)

を
閲
す
る
に
及
ぶ
も
、
高
炎
傳
中
並
に

｢

工
詩
文
、
究

濂
洛
之
旨｣

等
の
語
無
く
、
亦
た

｢

性
理
銓
微｣
の
書
無
し
。
今
乃
ち
大
言

し
て
慚
ぢ
ず
、
轉
っ
て
舊
志
を
妄
誣
せ
ん
と
欲
す
。
想
ふ
に
當
年
の
纂
志
者
、

是
の
如
く
高
門
に
彈
鋏
せ
ざ
る
也
。
且
つ
舊
志
に
祗
だ
高
炎
一
人
有
る
の
み

な
る
も
、
今
査
す
る
に
董
事
高
鑾
の
嫡
支
中
、
早
亡
・
現
存
を
除
く
外
、
共

せ
て
十
三
人
を
計
ふ
。
祗
だ
文
苑
の
み
高
姓
を
列
ね
ざ
る
も
、
其
の
餘
の
孝

友
に
入
る
者
四
、
篤
行
な
る
者
三
、
貲
郎
も
て
仕
績
に
入
る
者
五
、
志
に
入

る
も
の
共
せ
て
十
二
を
計
へ
、
止
だ
家
道
稍
貧
し
く
、
祖
母
を
同
じ
く
せ
ざ

る
の
伯
父
を
去
る
の
み
。
而
も
又
生
母
を
以
て
孝
婦
に
列
ね
、
祖
母
黄
氏
・

姑
母
高
氏
は
倶
に
賢
婦
に
入
る
。
古
の
理
學
・
名
臣
の
載
り
て
明
史
・
舊
志

に
在
る
者
、
妄
り
に
刪
削
を
加
ふ
る
も
、
而
る
に
高
氏
に
於
て
力
を
極
め
て

粉
飾
鋪
張
す
。
闔
邑

｢

高
氏
の
家
乘｣

と
稱
す
る
は
、
信
に
然
り
。

こ
の
前
半
に
言
う
、
舊
志
に
記
載
の
な
い
記
述
が
何
故
書
か
れ
た
の
か
と
い
う

指
摘
に
対
し
て
、
曹
楙
堅
ら
は

｢

舊
志
載
せ
ざ
る
所
、
本
家
開
送
せ
る
事
實
に
據

り
之
を
書
す｣

と
釈
明
し
、
簽
志
者
は
さ
ら
に

｢

再
簽｣

を
附
し
て
、｢

豈
志
局

設
け
て
高
門
に
在
る
に
因
り
、
送
れ
ば
則
ち
便
ち
書
し
、
遂
に
事
實
の
眞
僞
を
問

は
ざ
る
耶｣

と
た
た
み
か
け
る
や
り
と
り
が
、
こ
の
後
に
続
く
。『

泰
州
新
志
刊

謬』

が

｢

簽
志
者｣

す
な
わ
ち
公
呈
を
提
出
し
た
擧
人
任�
ら
泰
州
の
名
門
の
紳

士
ら
の
立
場
か
ら
編
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
曹
楙
堅
ら

｢

纂
志
者｣

の

主
張
が
不
利
な
形
で
引
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
道
光

『

泰
州

志』

が
志
局
の
董
事
高
鑾
ら
の
私
益
に
沿
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

後
半
に
言
う
、
高
鑾
の
嫡
支
十
三
人
中
、
高
鑾
の
父
垂
藻
の
腹
違
い
の
兄
弟
一
人

を
除
き
伝
を
立
て
ら
れ
て
い
る
十
二
人
の
う
ち
に
は
、｢

其
の
人
天
性
刻
薄
、
闔

邑
呼
び
て

『

高
二
癆
病』

と
爲｣

し
た
と
言
わ
れ
る
高
鑾
の
父
垂
藻
の
よ
う
に
、

友
人
か
ら
借
金
の
返
済
を
迫
ら
れ
、
た
だ
券
あ
る
者
だ
け
返
済
に
応
じ
た
と
い
う

事
実
が
、
縣
志
で
は
友
人
か
ら
死
後
に
妻
子
の
た
め
に
託
さ
れ
、
子
供
が
成
長
し

た
後
に
金
を
返
し
た
話
に
脚
色
さ
れ
て
、
篤
行
に
立
傳
さ
れ
た
人
物
が
い
る
。
ま

た
、
祖
父
榮
祚
に
つ
い
て
は
、
官
を
罷
め
て
後
、
乾
隆
五
四

(

一
七
八
九)

年
に
、

弟
榮
軾
と
と
も
に
沈
李
氏
の
節
孝
坊
を
拆
毀
し
訴
追
さ
れ
た
事
案
が
あ
り
な
が
ら
、

｢

邑
中
凡
そ
善
擧
有
れ
ば
、
皆
な
踴
躍
倡
首
し
、
一
郷
士
夫
の
望
爲
り｣

と
縣
志

に
書
か
れ
、｢

郷
評
未
だ
協
は
ず｣

と
そ
の
伝
の
扣
除
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

(�)

。
こ

れ
以
外
の
十
人
の
伝
を
含
め
て
、
事
実
を
捏
造
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
か
、
特
段

に
記
載
す
べ
き
事
実
が
な
い
も
の
が
大
半
で
あ
り
、｢

濫
載｣

と
い
う
評
価
は
不

当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
志
局
の
総
董
と
な
っ
た
高
鑾
と
は
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
の
か
。

前
の
引
用
文
に

｢

貲
郎
も
て
仕
績
に
入
る｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
光

『

泰
州
志』

の
人
物
志
仕
績
門
に
立
伝
さ
れ
る
、
高
簪
纓
・�
・
鳳�
・
榮
祚
・
垂
綬
の
五
人

は
い
ず
れ
も
捐
官
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
早
期
に
官
と
な
っ
た

高
簪
纓

(
高
鑾
の
曾
祖
鳳�
の
生
父)

は
、
雍
正
一
一

(

一
七
三
三)

年
に
府
の

同
知
と
し
て
引
見
を
う
け
、
母
唐
氏
の
旌
表
を
乞
う
た
と
さ
れ
て
お
り
、
高
氏
は

一
八
世
紀
前
半
に
は
捐
職
に
応
じ
ら
れ
る
だ
け
の
富
裕
な
家
と
な
っ
て
い
た

(�)

。
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ま
た
、
雍
正
志
に
立
伝
さ
れ
て
い
た
高
炎
以
外
の
一
一
人
の
う
ち
七
人
の
伝
末

に
は
、『

續
志
稿』

に
拠
る
立
伝
で
あ
る
こ
と
が
註
記
さ
れ
て
い
る
が
、『

續
志
稿』

は
嘉
慶
一
一

(

一
八
〇
六)

年
に
刊
刻
さ
れ
た

『

揚
州
府
志』

の
修
刊
時
に
、
泰

州
學
正�
配
道
が
編
ん
だ
と
さ
れ

(

未
刊)

、
こ
の
時
期
に
す
で
に
地
方
志
に
多

く
の
嫡
系
の
人
物
を
載
せ
よ
う
と
す
る
働
き
か
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る

(�)
。『

泰
州
新
志
刊
謬』

の
簽
志
者
が
、｢

高
氏
貲
郎
、
僅
か
に
泰
邑
の
一
富
戸

耳｣

と
言
う
と
き
、
そ
の
根
柢
に
は
、
近
年
に
財
力
を
も
っ
て
台
頭
し
た

｢

成
り

上
が
り｣

の
一
族
が
強
引
な
や
り
方
で
地
方
志
の
修
刊
を
私
益
追
求
の
具
と
し
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
反
発
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る

(�)
。
道
光
志
の
職
名
に

｢

同

輯｣

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
曹
楙
堅

(

江
蘇
省
呉
縣
人
監
生)

・
徐
鳴
珂

(

揚
州
府

興
化
縣
人
・
監
生)

・
周
庠

(

揚
州
府
東
臺
縣
人
・
副
貢
生)

ら
に
つ
い
て
、
簽

志
者
ら
に
よ
る
公
呈
は

｢

凡
て
志
局
に
濫�
す
る
の
徒
、
皆
な
高
門
に
彈
鋏
す
る

の
客｣

と
指
弾
し
、
高
氏
の
私
益
追
求
が
こ
う
し
た
協
力
者
を
得
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
問
題
視
す
る

(�)
。

����小
論
で
は
、
清
代
の
地
方
志
の
修
刊
に
際
し
て
表
面
化
す
る
対
立
と
抗
争
に
注

目
し
、
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
編
纂
者
個
人
の
関
心
の
み
な
ら
ず
、
地
方
志
の
修

刊
事
業
が
当
該
地
方
の
人
々
の
注
目
と
監
視
の
中
で
行
わ
れ
た
事
例
を
分
析
し
た
。

清
代
中
期
以
降
の
地
方
志
の
編
纂
は
、
編
纂
者
個
人
の
郷
土
へ
の
関
心
や
治
学
の

成
就
と
し
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
多
く
の
郷
土
の
知
識
人
が
結
集
し
、

組
織
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
方
志
に
自
分
の
父
祖
の
名
や
事
蹟
を

留
め
た
い
と
い
う
要
求
は
、
と
り
わ
け
数
代
前
に
は
地
方
志
と
は
無
縁
で
あ
っ
た

新
興
の
社
会
層
に
と
っ
て
切
実
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
強
引
な
関
与
を
行

わ
せ
、
そ
こ
に
旧
家
名
門
と
の
対
立
と
抗
争
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
全
て
の
地
方
志
修
刊
事
業
に
同
種
の
軋
轢
抗
争
が
と
も
な
っ
て
い
た
と

は
言
え
ず
、
本
稿
に
お
け
る
検
証
は
ま
だ
対
立
す
る
双
方
に
お
け
る
正
統
性
の
主

張
の
中
味
の
分
析
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
次
稿

の
課
題
と
す
る
。

�(

１)

拙
稿

｢

清
代
の
地
方
志
鑒
定
制
度｣

(『

熊
本
大
学
文
学
部
論
叢』

九
三
号
、
二

〇
〇
七
年)

。

(

２)

補
訂
は
相
当
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
封
面
や
巻
首
に
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合

を
除
き
、
見
過
ご
さ
れ
や
す
い
。
版
本
間
の
異
同
を
検
証
す
る
書
誌
学
的
な
考
察

は
、
地
方
志
に
お
い
て
は
研
究
の
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

(

３)

例
え
ば
、
清
末
の
同
治
年
間
に
湖
南
省
常
徳
府
武
陵
縣
で
作
ら
れ
た
二
種
類
の

『

武
陵
縣
志』

に
つ
い
て
は
、
中
国
科
学
院
図
書
館
整
理

『

續
修
四
庫
全
書
提
要』

齊
魯
書
社
、
一
九
九
六
年
、
第
三
三
冊
二
六
四
頁
に
両
志
の
優
劣
を
含
め
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
前
の
江
西
巡
撫
陳
啓
邁
が
編
纂
し
同
治
二

(

一
八
六

三)

年
に
刊
刻
さ
れ
た

『

武
陵
縣
志』

に
対
し
て
、
兵
部
主
事
楊�
珍
が
同
治
七

(

一
八
六
八)

年
に
別
の

『

武
陵
縣
志』

を
編
纂
刊
刻
し
た
の
は
、
陳
啓
邁
が
楊�

珍
の
父
丕
復
が
嘉
慶
年
間
末
に
編
纂
し
た
縣
志
稿
を
軽
視
し
た
こ
と
に
対
す
る
怨

恨
を
理
由
と
し
て
推
量
し
て
い
る
。

(

４)

中
国
科
学
院
北
京
天
文
台
主
編

『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

中
華
書
局
、
一
九

八
五
年
、
三
三
二
頁
。

(

５)

乾
隆

『

呉
江
縣
志』

巻
三
二
、
文
学
、
葉
燮
。
葉
燮
は
康
煕
九

(

一
六
七
〇)

年
に
進
士
と
な
り
、
一
四

(

一
六
七
五)

年
に
揚
州
府
寶
應
縣
の
知
縣
と
な
り
、

三
藩
の
乱
期
に
、
軍
需
の
調
達
や
河
工
に
治
績
を
挙
げ
る
が
、
上
官
と
衝
突
し
て
、

二
年
足
ら
ず
で
職
を
去
り
、
こ
れ
以
後
、
家
居
し
て
著
述
に
努
め
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
該
伝
に
は
屈
運
隆
に
つ
い
て
も

｢

運
隆
、
字
駿
聲
、
邑
諸
生
。
以
孝
友
稱

於
家｣
と
簡
潔
な
が
ら
記
載
が
あ
る
。

(

６)

屈
志
の
姓
氏
に
は
、｢

総
裁｣

｢

提
調｣

｢

重
修｣

｢

督
修｣

｢

校
正｣

｢

纂
修｣

の
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職
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、｢

重
修｣

の
呉
江
知
縣
・
郭�
、｢

督
修｣

の
教
諭
・
劉
澤
、
訓
導
・
秦
去
非
、
典
史
・
范
國
鈞
、｢

纂
修｣

の�
浦
知
縣
・
鈕

應
斗
、
翰
林
院
検
討
・
董
爾
基
、
袞
州
府
通
判
・
李
黄
、
高
陵
知
縣
・
沈
永
令
、

漢
川
知
縣
・
呉�
、
進
士
・
葉
呉
楫
、
擧
人
・
包
咸
、
陳
鋭
、
李
長
善
、
は
、
葉

志
の
姓
氏
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

(

７)

各
序
内
に
刻
ま
れ
て
い
る
時
日
と
と
も
に
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
康
熙

二
四
年
三
月
、
翰
林
院
検
討
・
董�
。
②
康
煕
二
四
年
八
月
、
翰
林
院
検
討
・
潘

耒
。
③
康
煕
二
四
年
六
月
、
翰
林
院
検
討
・
徐�
。
④
康
煕
二
四
年
、
進
士
・
葉

呉
楫
。
⑤
康
煕
二
四
年
三
月
、�
浦
知
縣
・
鈕
應
斗
。
⑥
康
煕
二
三
年
四
月
、
高

陵
知
縣
・
沈
永
令
。
⑦
康
煕
二
三
年
六
月
、
袞
州
府
通
判
・
李
黄
。
七
人
は
姓
氏

に
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
職
名
は
前
三
者
が

｢

校
正｣

、
後
四
者
が

｢

纂
修｣

で
あ

る
。

(

８)

康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
首
、
潘
耒
序
。

(

９)

康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
首
、
徐�
序
。

(�)
前
註

(

８)

。

(�)
康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
首
、
沈
永
令
序
。
同
書
、
巻
首
、
凡
例
、
第
一

四
条
。

(�)
康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
首
、
李
黄
序
。

(�)
康
熙

『

呉
江
縣
志』
(

屈
志)

巻
首
、
鈕
應
斗
序
。

(�)

康
熙

『

呉
江
縣
志』
(

葉
志)

巻
三
五
、
人
物
六
、
文
苑
、
一
五
表
〜
一
七
裏
。

(�)

康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
一
三
、
人
物
志
中
、
文
苑
、
二
五
表
。

(�)

乾
隆

『

呉
江
縣
志』

は
、
巻
首
の
通
例

(

凡
例)

に
お
い
て
、｢

典
核
可
信
者｣

と
し
て
葉
志
を
挙
げ
る
一
方
で
、｢

不
甚
典
核
、
而
稍
可
采
者｣

と
し
て
屈
志
を
挙

げ
、
葉
志
を
莫
志
・
徐
志
と
並
ん
で

｢

稾
本｣

と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
葉
紹
袁

の
伝
は
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
巻
二
九
、
名
臣
に
葉
紹�
を
補
伝
し

て
お
り
、｢

通
例｣

に
お
け
る
二
志
の
区
別
に
矛
盾
す
る
。

(�)

康
熙

『

呉
江
縣
志』

(

屈
志)

巻
首
、
葉
呉
楫
序
。

(�)

劉
光
禄

｢

清
代
編
修
方
志
概
述｣

(『

文
献』

一
一
輯
、
一
九
八
二
年)

参
照
。

(�)

王
原

｢

青
邑
文
獻
私
議｣

(

王
原

『

西
亭
文
鈔』

巻
九)

。

(�)

前
掲

｢

清
代
の
地
方
志
鑒
定
制
度｣

一
二
六
頁
。

(�)

永
新
縣
志
編
纂
委
員
会
編

『

永
新
縣
志

(

江
西
省
地
方
志
叢
書)』

新
華
出
版
社
、

一
九
九
二
年
、
八
五
七
〜
八
頁
に
は
、
永
新
縣
の
地
方
志
と
し
て
萬
暦
志
以
下
六

点
を
挙
げ
て
い
る
が
、
康
煕
志
に
つ
い
て
は
伝
本
を
記
せ
ず
、｢

散
佚
的
文
献
書
目

一
覧
表｣

(

八
六
〇
頁)

中
に
載
せ
て
い
る
。
該
志
の
伝
本
は
東
京
の
内
閣
文
庫
に

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、『

中
国
方
志
叢
書』

中
の
影
印
本
も
こ
れ
を
撮
影
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
不
詳
。

(�)
乾
隆

『

永
新
縣
志』

(『

中
国
方
志
叢
書』

華
中
七
五
六
号)

。

(�)
｢

乾
隆
丙
寅
重
修
縣
志
序｣

(

同
治

『

永
新
縣
志』

巻
首
、
原
序)

。

(�)
乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
首
、
謝
家
鳳
の
識
語
に

｢

首
事
二
十
八
人
、
其
中
纂
修
、

採
訪
、
提
調
、
或
專
任
、
或
兼
司
、
條
分
難
該
、
縁
以
纂
修
括
之
。
其
實
去
取
之

權
、
操
於
王
明
府
、
而
筆
削
編
輯
一
歸
於
孝
廉
江
豆
村｣

と
あ
る
。
方
志
叢
書
版

一
頁
に
当
た
る
謝
家
鳳
の
識
語
は
、
そ
の
内
容
か
ら
、
同
治

『

永
新
縣
志』

巻
首

に
載
る
、
乾
隆
志
の
纂
修
姓
名
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
半
を

欠
く
。
こ
の
纂
修
姓
名
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
七
人
だ
け
で
あ
り
、
一
人
の

名
が
削
ら
れ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
方
志
叢
書
版
は
何
れ
の
所
蔵
刊
本
を
影
印
し
た

の
か
明
記
し
て
い
な
い
が
、
全
編
に
わ
た
り
抄
記
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
、
巻
四
、
賦
役
、
七
五
裏

(

二
六
〇
頁)

で

｢

舊
志｣

の
文
字
を

｢

康
煕
志｣

と
加
筆
訂
正
し
て
い
る
例
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
乾
隆
年
間
後
半
よ
り
以
降
の
時

点
で
、
新
志
を
編
纂
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
謝
家
鳳
識

語
の
頁
上
部
余
白
に
も
、｢

江
世
琳
係
廣
西
興
安
縣
人
。
査
乾
隆
三
十
五
年
縉
紳
内
、

陞
授
甘
肅
寧
夏
知
府｣

の
抄
記
が
あ
る
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
首
、
凡
例
、
の
末
に
、｢

是
書
、
專
爲
正
譌
補
闕
而
作
。
戸
口
・

田
賦
・
漕
運
・
軍
屯
、
原
有
現
在
奉
行
款
項
、
雖
作
僞
者
不
能
増
損
也
。
故
未
及｣

と
あ
っ
て
、
乾
隆
志
の
誤
り
を
正
す
必
要
が
な
く
、
食
貨
志
を
設
け
な
か
っ
た
と
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し
て
い
る
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
首
、
凡
例
識
語
。

(�)
前
掲

『

永
新
縣
志

(

江
西
省
地
方
志
叢
書)』

八
五
七
頁
に
は
、
乾
隆

『

永
新
縣

志』
を
説
明
し
て
、｢

后
南
昌
程
尚
贇
來
攝
縣
事
、
訂
《
正
訛
録
》
、
人
稱
爲〝

乾

隆
王
志
之
秦
鏡〟

。
今
《
正
訛
録
》
已
散
失
、
同
治
尹
志
有
引
文｣

と
、
そ
の

｢

散
失｣
を
断
定
し
て
い
る
。

(�)
『

禾
川
書』
中
の
関
連
資
料
は
次
の
通
り
。
巻
一
五
、
藝
文
、
程
尚
贇

｢

新
志
正

譌
録
序｣

。
巻
一
七
、
藝
文
、
程
尚
贇

｢

正
譌
録
用
印
發
房
公
移｣

。
同
前
、
程
尚

贇

｢

臨
別
告
示｣

。
同
前
、
左
三
賦

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

。
巻
二
〇
、
雜

録
、｢

正
譌
録
呈
批｣

(

①
正
譌
録
公
呈
批
、
②
張
廷
魁
呈
批
、
③
劉
建
安
呈
批
、

④
陳
斐
然
呈
批
、
⑤
曾
宇�
呈
批
、
⑥
劉
九
成
呈
批
、
⑦
劉
嘉
賓
呈
批
、
⑧
陳
善

言
呈
批
、
⑨
劉
景
清
呈
批
、
⑩
陳
方
旭
呈
批
、
⑪
段
翼
倉
呈
批
、
⑫
李
奠
安
呈
批
、

⑬
周
日
庠
呈
批
、
⑭
周
承
勃
呈
批
、
⑮
賀
天�
呈
批)

。
同
治

『

永
新
縣
志』

巻
首
、

永
新
縣
志
凡
例
の
第
一
条
中
に

｢『

正
譌
録』
係
一
時
訟
牘
、
駁
正
不
過
數
條｣

と

あ
る
こ
と
か
ら
、『

禾
川
書』

に
は

『

正
譌
録』

が
削
ら
れ
る
こ
と
な
く
載
せ
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
一
五
、
藝
文
、
程
尚
贇

｢

新
志
正
譌
録
序
〈
増
〉｣

。
(�)

『

禾
川
書』

巻
二
〇
、
雜
録
中
の
劉
嘉
賓
の
呈
に
対
す
る
批
に
は
、｢

前
據
公
呈

所
送
新
志
内
、
劉
文
安
升
虚
樓
記
載
、
從
遊
七
人
。
其
末
後
之
陳
榮
・
陳
觀
・
陳

泰
、
紅
簽
註
稱
、
原
係
謝
氏
。
及
對
舊
志
果
然｣

と
あ
り
、
こ
の
批
は
、
公
呈
と

と
も
に
提
出
さ
れ
た
新
志
に
附
し
た
簽
紙
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。

(�)

前
註

(�)

中
の

｢

正
譌
録
呈
批｣

の
番
号
で
示
す
と
、(

一)

は
③
⑤
⑥
⑦
、

(

二)

は
④
⑧
⑨
⑩
⑪
⑮
、(

三)

は
②
⑧
⑩
⑫
⑬
⑭
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
二
〇
、
雜
録
中
の
龍
建
安
、
劉
九
成
、
劉
嘉
賓
の
各
呈
に
対
す
る

批
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
二
〇
、
雜
録
中
の
陳
善
言
の
呈
に
対
す
る
批
。
な
お
、
こ
の
批
は
、

陳
方
旭
の
呈
に
対
す
る
批
と
と
も
に
、
き
わ
だ
っ
て
長
文
で
あ
る
。

(�)

乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
一
〇
、
藝
文
、
一
二
〇
裏
、
陳
智
善

｢

重
修
學
宮
小
序｣

。

(�)
『

禾
川
書』

巻
二
〇
、
雜
録
中
の
陳
方
旭
の
呈
に
対
す
る
批
。

(�)

同
前
。

(�)

乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
八
、
人
物
、
孝
友
、
五
五
表
、
五
七
表
、
五
七
裏
、
善

行
、
四
裏
、
六
裏
、
隠
逸
、
一
五
表
、
一
五
裏
、
寓
賢
、
二
一
表
。

(�)

乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
一
〇
、
藝
文
、
記
序
碑
銘
、
に
載
る
の
は
、
陳
善
言
の

作
一
篇
、
智
言
の
作
四
篇
で
あ
り
、
他
は
辭
賦
で
あ
る
。
因
み
に
乾
隆
志
を
酷
評

す
る
同
治

『

永
新
縣
志』

で
は
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(�)
乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
一
、
輿
地
、
津
渡
、
四
八
裏
、
東
陂
渡
。
同
書
、
巻
一

〇
、
藝
文
、
一
〇
五
裏
、
龍
科
寶

｢

東
門
陳
氏
義
渡
記｣

。

(�)
乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
一
、
輿
地
、
橋
梁
、
八
裏
〜
九
表
、
長
春
橋
お
よ
び
清

風
橋
。
同
書
、
巻
二
、
建
置
、
臺�
、
一
一
裏
、
憩
亭
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
一
七
、
左
三
賦

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

。

(�)
『

禾
川
書』

巻
一
七
、
左
三
賦

｢

第
二
掲
子｣

。

(�)
『

禾
川
書』

巻
一
七
、
左
三
賦

｢

第
三
掲
子｣

。

(�)
乾
隆

『

樂
平
縣
志』

巻
首
、
王
猷
序

(

乾
隆
一
七
年
季
冬)

。

(�)
こ
う
し
た
経
緯
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
乾
隆

『

泰
和
縣
志』

の

｢

姓
氏｣

に
は
、
資
料
の
蒐
集
に
当
た
る

｢

採
訪｣

の
職
が
置
か
れ
ず
、
泰
和
縣
人
が
一
人

し
か
参
加
し
な
い
体
制
で
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

(�)
乾
隆

『

樂
平
縣
志』

巻
首
、
樂
平
縣
志
重
修
姓
氏
、
附
識
語

(�)
『

禾
川
書』

巻
五
、
選
擧
上
、
二
四
裏
、
二
七
表
、
巻
六
、
選
擧
下
、
六
表
、一
〇

表
、
一
〇
裏
、
一
二
表
、
一
四
裏
、
二
三
表
〜
二
四
裏
、
三
四
裏
〜
三
五
裏
な
ど
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
六
、
選
擧
下
、
二
四
表
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
首
、
蕭
玉
春
序
。
同
書
、
巻
末
、
譚
廷
相
・
譚
廷
珍
跋
。

(�)
前
出
、『
永
新
縣
志

(

江
西
省
地
方
志
叢
書)』

八
五
七
頁
に
は
、
尹
繼
隆
纂
の
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『

禾
川
書
糾
謬』

(

光
緒
五

(

一
八
七
九)

年
刊)

な
る
書
物
が
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
、
ま
た
、
尹
繼
隆
の
伝
記

(

八
一
八
頁)

に
は
、
か
れ
が
蕭
玉
春
の
前
任
知
縣

�
筱
門
の
招
聘
に
よ
り
一
旦
は
同
治

『

永
新
縣
志』

の
総
纂
と
な
り
な
が
ら
、
後

に
｢

邑
紳｣

の
訴
え
に
よ
り
辞
任
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
と
、

そ
の
書
名
か
ら
、『

禾
川
書
糾
謬』

は

『

禾
川
書』

を
批
判
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
、

こ
の
時
期
に
も
乾
隆
志
と

『

禾
川
書』

を
め
ぐ
る
対
立
は
尾
を
引
い
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
未
見
の
た
め
不
詳
。

(�)
前
註

(�)
参
照
。
該
序
の
内
容
を
補
強
す
る
史
料
は
永
新
縣
に
は
な
い
が
、

同
種
の
情
況
に
つ
い
て
、
道
光

『

泰
和
縣
志』

巻
首
、
泰
和
縣
志
重
修
例
義
の
第

三
条
に
は
、

科
目
辟
貢
及
貲
選
之
官
、
前
志
之
遺
佚
當
補
者
、
必
實
有
考
据
之
書
。
若
族
譜

乃
一
家
私
言
、
保
無
増
飾
以
相
誇
耀
。
況
據
譜
請
補
載
者
、
不
下
三
百
餘
人
、

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

更
難
一
一
剖
判
真
偽
。
是
以
一
概
從
畧
。
此
在
八
都
舊
家
望
族
皆
有
留
憾
、
亦

可
以
多
自
証
以
同
自
慰

(

傍
点
小
林)

と
あ
っ
て
、
族
譜
を
提
示
し
て

｢

補
載｣

を
請
う
者
が
三
百
人
を
越
え
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

(�)
『

禾
川
書』

巻
一
七
、
藝
文
、
左
三
賦

｢

通
邑
請
燬
丙
寅
穢
志
掲
子｣

、
程
尚
贇

｢

臨
別
告
示｣

、
巻
二
〇
、
雜
録
、
陳
方
旭
呈
批
。

(�)
乾
隆

『

永
新
縣
志』

巻
七
、
選
舉
、
巻
一
〇
、
藝
文
、
同
治

『

永
新
縣
志』

巻

一
二
、
選
擧
志
。

(�)

前
註

(�)
。

(�)

道
光

『

泰
州
志』

巻
首
、
職
名
。『

泰
州
新
志』

巻
首
、
姓
氏
。
道
光

『

泰
州
志』

お
よ
び
同
治

『

續
纂
揚
州
府
志』

に
よ
っ
て
、
七
五
人
の
中
で
身
分
の
判
明
す
る

者
は
、
道
光
六

(

一
八
二
六)

年
の
進
士
王
佐
業
ほ
か
、
擧
人
一
六
人
、
副
貢
一

人
、
そ
の
他
貢
生
七
人
で
あ
る
。

(�)

道
光

『

泰
州
志』

の
構
成
に
順
っ
て
、
簽
紙
を
附
し
た
条
項
数
を
示
す
と
次
の

通
り

(

○
数
字
は
巻
数)

で
あ
る
。

①
建
置
沿
革

簽
９
。
②
疆
域

簽
11
。
③
山
川

簽
１
。
④
河
渠

簽
２
。

⑤

風
俗･

物
産
。
⑥
城
池

簽
２
。
⑦
公
署

簽
３
。
⑧
學
校

簽
４
。
⑨
賦
役

簽

１
。
⑩
軍
政

簽
１
。
⑪
鹽
法

⑫
祠
祀

簽
４
。
⑬
⑭
秩
官
表
上
・
下

簽
４
。

⑮
⑯
選
挙
表
上
・
下

簽
４
。
⑰
事
畧

簽
10
。
⑱
寺
觀

簽
２
。
⑲
古
蹟

簽

４
。
塚
墓

簽
２
。
⑳
名
宦

簽
４
。��
人
物
儒
林

簽
10

覆
・
再
簽
４
。��

人
物
忠
節

簽
４

覆
・
再
簽
４
。
孝
友

簽
６

覆･

再
簽
３
。��
人
物
仕
績

簽
23

覆
・
再
簽
16
。��
人
物
文
苑

簽
23

覆
・
再
簽
16
。��
人
物
篤
行

簽

10

覆
・
再
簽
４
。��
人
物
隠
逸

簽
２
。
藝
術

簽
３

覆
・
再
簽
１
。��
人

物
流
寓

簽
６

覆
・
再
簽
３
。
釋
道

簽
１
。����
人
物
列
女
上
・
下

簽
９

覆
・
再
簽
１
。
人
物
採
訪

簽
１

覆
・
再
簽
１
。��
〜��
藝
文
一
〜
四

簽
31

覆
・
再
簽
16��
金
石��
雜
志

簽
８
。��
舊
序

(�)
『

泰
州
新
志
刊
謬』

巻
下
、｢

高
炎
傳｣

。

(�)
『

泰
州
新
志
刊
謬』

巻
下
、｢

高
垂
藻
傳｣

。
同
書
、｢

高
榮
祚
傳｣

。
道
光

『

泰
州

志』

巻
二
五
、
人
物
篤
行
、
二
七
表
、
高
垂
藻
。
同
書
、
巻
二
三
、
人
物
仕
績
、

三
三
表
・
裏
、
高
榮
祚
。

(�)
道
光

『

泰
州
志』

巻
二
三
、
人
物
仕
績
、
二
九
表
〜
三
〇
表
、
高
簪
纓
。

(�)
『

泰
州
新
志
刊
謬』

巻
下
、｢

人
物
志
引
采
訪
録
・
續
志
稿｣

。

(�)
『

泰
州
新
志
刊
謬』

巻
下
、｢

宮
允
建
・
景
隆
合
傳
並
刪
舊
府
州
志
事
實｣

。

(�)
『

泰
州
新
志
刊
謬』

巻
首
、
第
一
公
呈
。
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