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数
日
前
、
居
住
地

(西
東
墓

巾
)
の
市
役
所
か
ら
、
近
々
、
七
十
七
歳
敬
老
の
祝
い
金

一
万
円
を
届
け
に
参
上
す
る
と
の
通
知
を
受

け
取

っ
た
。
神
大
を
退
職
し
た
七
十
歳
の
年
に
つ
ぐ
二
度
目
だ
。
次
回
は
八
十
八
歳
の
時
、
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
ら

れ
る
か
、
甚
だ
心
許
な
い
。
ま
し
て
創
造
的
な
歴
史
研
究
な
ど
、
も
う
と
て
も
で
き
な

い
。
そ
ん
な
私
で
は
な
く
、
小
林
君
の
仕
事
の

エ
キ
ス
を
吸
収
し
て
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
後
続
の
研
究
者
に
こ
そ
、
書

い
て
も
ら
う
べ
き
で
、
執
筆
者
の
人
選
を
誤

っ

て
い
る
と
思

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
と
く
に
こ
の
近
年
の
私
生
活
上
の
大
変
な
困
難
に
耐
え

つ
つ
、
立
派
な
仕
事
を
続
け
て
い
る
彼
の

退
職
に
さ
い
し
、
拙

い
一
文
を
献
上
す
る
こ
と
も
意
に
叶
う
こ
と
で
あ
り
、
敢
て
執
筆
を
引
受
け
た
。

彼
と
初
め
て
出
会

っ
た
の
は
、

一
九
六
〇
年
代
前
半
、
彼
が
教
育
大
大
学
院
で
中
国
近
代
史
研
究
を
進
め
て
い
た
時
、
非
常
勤
講
師

と
し
て
こ
こ
に
参
上
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ

っ
た
。

当
時
の
教
育
大
は
中
国
近
代
史
研
究
の
メ
ッ
カ
と
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
彼
が

「
『辛
亥
革
命
研
究
会
』
発
足
前
後
ー

一
九
六
〇

年
代
、
わ
が
学
生
時
代
回
顧
」
」
(『近
き
に
在
り
て
』
近
刊
四
八
号
収
録
予
定
)
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
助
手
を
さ
れ
て
い
た
野
沢

豊
氏
を
中
心
に
、
の
ち
に
中
国
近
代

・
現
代
史
研
究
を
荷
う
よ
う
に
な
る
優
秀
な
人
材
が
あ
ま
た
集

っ
て
、
活
溌
に

「争
鳴
」
し
て
い
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た
。
自
力
で
日
本
軍
国
主
義

の
侵
略
と
戦
い
、
国
民
党
と
の
内
戦
に
勝
利
し
、
人
民
共
和
国
を
成
立
さ
せ
て
す
ぐ
、
朝
鮮
で
強
大
な
ア

メ
リ
カ
軍
と
戦

っ
て
屈
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
中
国
革
命

へ
の
共
感
と
讃
美
が
、
安
保
闘
争
前
後
の
学
生
の
中
で
は
支
配
的
だ

っ
た
。

い
わ
ば
中
国
革
命
が
最
も
輝

い
て
見
え
た
時
代
だ

っ
た
。
教
育
大
に
は
五
〇
年
代
後
半
の
中
共
党
の

「反
右
派
闘
争
」
の
中
で
の
知
識

人
や
批
判
分
子

へ
の
苛
噴
な
い
弾
圧
の
実
相
を
バ
ク
ロ
し
、
批
判
す
る
戦
前
か
ら
の
中
国
史
研
究
者
で
あ
る
有
名
な
故
小
竹
文
夫
教
授

も
い
た
の
だ
が
、
小
林
君
を
含
め
て
多
く
の
学
生
は
彼

の
意
見
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
。

戦
後
、
日
本
の
若
い
中
国
史
研
究
者
は
、
戦
前
か
ら
戦
時
中
の
日
本
で
は
、
中
国
は
内
在
的
な
発
展
の
契
機
を
欠
く

「
ア
ジ
ア
的

(停
滞
)
社
会
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
支
配
的
で
、
こ
れ
が
日
本
の
中
国
侵
略
を
合
理
化
し
た
の
だ
、
と

い
う
批
判
を
も

つ
よ
う
に

な
り
、
中
国
社
会
に
も

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
世
界
史
の
普
遍
的
発
展
法
則
が
独
自
な
形
に
せ
よ
存
在
し
た
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
農
業
経
済
が
最
も
発
展
し
て
い
た
江
南
農
村
の
副
業
的
農
村
手
工
業
の
発
農
、
こ
れ
に
よ
る
農
民
の
地
主

に
対
す
る
自
立
性
の
強
化
、
こ
れ
を
基
礎
条
件
と
す
る
抗
租

(地
王
へ
の
時
代
引
下
げ
、
不
払

い
闘
争
)
及
び
国
家
権
力
に
対
す
る
抗

糧

(土
地
税
の
引
下
げ
闘
争
)
の
農
民
運
動
の
発
展
を
中
国
の
反
封
建
革
命
の
原
動
力
と
し
て
重
視
す
る
研
究
が
、
故
田
中
正
俊
氏
ら

を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
私
も
当
時
、
教
育
大
の
史
学
科
が
刊
行
し
て
い
た

『史
潮
』
に
、
こ
の
運
動
と
太
平
天
国
の
関
係
に
つ
い
て
研

究
し
た
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。

小
林
君
が
発
表
し
た
最
初
の
本
格
的
論
文

「太
平
天
国
前
夜
の
農
民
闘
争
ー
揚
子
江
下
流
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
」
(東
京
教
育
大

学
ア
ジ
ア
史
研
究
会
編

『近
代
中
国
農
村
社
会
史
研
究
』
、
大
安
、

一
九
六
七
年
)
は
、
上
海
に
近

い
江
蘇
省
昭
文
県
で

一
八
四
六
年

に
起
こ
っ
た
抗
租
暴
動
に
つ
い
て
、
そ
の
主
体
と
な
っ
た
借
地
小
作
農
民

(佃
戸
)
と
、
そ
の
対
象
と
な

っ
た
地
主
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
こ
の
地
域
で
は
む
し
ろ
佃
戸
が
村
落
の
共
同
体
的
結
合
な
ら
び
に
そ
の
連
合
の
主
体
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
が

「抗
租
」
の
組
織
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的
基
礎
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ

っ
た
。
中
国
の
農
民
の
成
長
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
こ
の
研
究
を
、

私
は
当
時
高
く
評
価
し

つ
つ
、
し
か
し
小
林
君
が
こ
の
地
域
に
成
立
し
て
い
た
綿
作
に
つ
い
て
の
貨
幣
地
代
を

「現
物
地
代
の
単
な
る

転
化
形
態
」
を
こ
え
た

「定
額
金
納
地
代
」
と
み
な
し
、
綿
花
の
価
格
騰
貴
と
相
ま

っ
て
、
小
農
に
お
け
る

「萌
芽
的
利
潤
」
の
形
成

を
も
た
ら
し
た
と
す
る
見
解
を
、
史
料
の
誤
読
に
よ
る
過
大
評
価
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
。
(「十
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
農
民

闘
争
と
大
平
天
国
」
『大
平
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
研
文
出
版
、

一
九
七
八
年
所
収
)
当
時
の
小
林
君
は
、
農
民
革
命
、
農
民
闘

争
を
中
国
の
近
代
を
推
し
進
め
た
動
力
と
考
え
る
戦
後
の
中
国
史
研
究
の
新
し
い
潮
流
の
中
に
身
を
置

い
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
日
本
で
も
中
国
で
も
激
動
の
嵐
が
ま
き
起
り
、

一
九
六
六
年
に
起
こ
っ
た
文
化
大

革
命
は
、
日
本
の
、
と
く
に
中
国
近
現
代
史
研
究
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
多
か
れ
少
な
か
れ
日
本
共
産
党
の
影
響
下
に
あ

っ

た
左
派
の
研
究
者
は
、
文
革
に
共
感
し
、
さ
ら
に
支
持
す
る
も
の
と
、
文
革
を
批
判
し
て
中
共
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
日
共
を
支

持
す
る
も
の
に
分
裂
し
、
教
育
大
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ
も
、
折
か
ら
の
全
共
闘
運
動

へ
の
立
場
と
も
か
ら
ま

っ
て
、
そ
の
影
響
を
受
け

た
よ
う
だ
。
直
接
そ
の
中
に
い
な
か
っ
た
私
に
は
詳
細
は
不
明
だ
が
、
小
林
君
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
当
初
は
文
革
と
全
共
闘
運
動

に
共
感
す
る
側
に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
恥
つ
か
し
な
が
ら
私
も
そ
う
だ

っ
た
。

一
九
六
九
年
に
博
士
課
程
の
単
位
を
取
得
し
て
満
期
退
学
し
た
彼
は
、
佼
成
学
園
の
世
界
史
担
当
専
任
教
員
に
就
任
し
て
組
合
運
動

を
闘

い
つ
つ
、
教
育
大
、
名
城
大
、
名
古
屋
大
学
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
講
義
し
、
つ
い
で
七
五
年
か
ら
八
六
年
ま
で
名
城
大
学
の
専

任
を
続
け
て
、
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
に
移

っ
た
。
中
国
史
を
日
本
史

の
み
な
ら
ず
、
世
界
史
の
大
き
な
流
れ
、
構
造
の
中
で
把
え

よ
う
と
し
て
い
る
彼
の
方
法
は
、
こ
の
長
い
教
員
生
活
の
中
で
培
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
間
の
研
究
業
績
の
中
で
、
彼
の
近
代
中
国
史
研
究
の
新
た
な
飛
躍
と
し
て
、
広
く
注
目
さ
れ
た
も
の
が

『思
想
』
五
八
四
号
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(
一
九
七
三

・
二
)
に
発
表
さ
れ
た

「抗
租

・
抗
糧
の
彼
方
」
だ

っ
た
。
も

っ
ぱ
ら
経
済
史
の
観
点
、
方
法
に
よ

っ
て
分
析
さ
れ
、
評

価
さ
れ
て
き
た
こ
の
農
民
闘
争
を

「政
治
」
闘
争
、
権
力
と
の
闘

い
に
飛
躍
さ
せ
る
契
機
と
な

っ
た
も
の
と
し
て
民
間
異
端
宗
教
を
重

視
し
、
し
か
し
、
「飛
躍
」
と
同
時
に
本
来
指
向
さ
れ
た

「経
済
」
的
内
容
と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ

っ
た
。
つ
づ
い
て
異
端
宗
教
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
白
蓮
教
が
地
域
を
こ
え
て
農
民
を
広
く
組
織
し
、
長
い
時
代
に
わ
た

っ
て
持
続
し

つ
づ
け
た
あ
り
よ
う
を
探
り
、
そ
れ
が
お
こ
し
た

「嘉
慶
白
蓮
教
反
乱
の
性
格
」
を
論
じ
た
。

教
育
大
に
は
、
中
国
の
民
間
宗
教
研
究
の
代
表
者
と
も
言
う
べ
き
酒
井
忠
夫
教
授
が
い
た
が
、
左
派
の
学
生
は

一
部
を
除
い
て
そ
れ

ま
で
余
り
そ
の
研
究
業
績
を
重
視
し
て
き
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
テ
ー
マ
が
こ
の
時
代
に
小
林
君
ら
に
よ

っ
て
着
目
さ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
の
は
何
故
か
、
上
に
の
べ
た
時
代
の
激
動
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
に
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。

た
ぶ
ん
こ
の
延
長
線
上
に
、
彼
は
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
義
和
団
運
動
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
、
組
織
、
運
動
の
形
成
課
程
、
そ
の
具

体
的
様
相
に
つ
い
て

一
連
の
論
文
を
書
き
、
鎮
圧
に
当

っ
た
八
か
国
連
合
軍
の
行
動
、
と
く
に
日
本
の
対
清
政
策
と
軍
の
行
動
、
日
本

の
与
論
な
ど
に
つ
い
て
の
分
析
を
加
え
て
、
著
書

『義
和
団
戦
争
と
明
治
国
家
』
(汲
古
書
院

・
一
九
八

一
年
)
を
刊
行
し
た
。
こ
れ

は
日
本
に
お
け
る
最
も
包
括
的
な
義
和
団
研
究
の
業
績
だ

っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
中
国
の
改
革

・
開
放
政
策
が
進
み
、
中
国
の
研
究
者

や
学
会
と
の
交
流
が
深
ま
り
、
彼

の
研
究
は
中
国
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
又
、
彼
は
中
国
で
の
義
和
団
研
究
の
批
判
的
検

討
を
つ
う
じ
て
、
中
国
人
の
歴
史
認
識
、
歴
史
評
価
の
特
質
に
つ
い
て
、
鋭

い
見
解
を
発
表
し
た
。

中
国
の
義
和
団
研
究
者
と
の
交
流
を
契
機
に
、
彼
は
そ
れ
ま
で
日
本
の
研
究
者
に
と

っ
て

「夢
の
ま
た
夢
」
で
し
か
な
か
っ
た
華
北

農
村
社
会

の
民
衆
運
動
の
現
地
調
査
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の

一
九
八
六
年
末
か
ら

一
九
九
〇
年
に
か
け
て
の
三
回
の
農
村

調
査
を
つ
う
じ
て
、
彼
は
中
国
の
農
村
、
農
民
と
日
本
の
そ
れ
と
の
ち
が

い
を
痛
切
に
認
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
以
後
、
彼
は
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故
郷
長
野
県
の
農
村
、
農
民
の
あ
り
方
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
中
国
の
農
村
、
農
民
の
特
質
の
究
明
に
力
を

注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
成
果
は

「家
産
均
分
相
続
の
文
化
と
中
国
農
村
社
会
」、
「日
本
と
中
国
の
国
家

・
社
会

.
文
化
の
比
較
史
的

考
察
」、
及
び
東
洋
文
庫
に
お
け
る
講
演

「中
国
近
代
に
お
け
る
華
北
農
村
の
人
々
」
と
し
て
公
け
に
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
最
近
の
仕
事
と
し
て
、
特
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

私
の
神
大
在
職
中
の
末
期
、
中
国
で

『新
編
中
国
地
方
志
叢
書
』
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
改
革

・
開
放

の
中
で
編
纂
さ
れ
た
た
め
、

中
国
革
命
と
人
民
共
和
国
成
立
以
後

の
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
-
反
右
派
運
動

・
大
躍
進
運
動

・
文
革
な
ど
ー
の
影
の
面
も
か
な
り
の
程
度

記
さ
れ
て
お
り
、
中
国
近
代
史

・
現
代
史
研
究
に
と

っ
て
非
常
に
役
に
立

つ
資
料
が
あ
ま
た
収
め
ら
れ
て
い
る
。
彪
大
で
高
価
に
な
る

た
め
、
又
、
こ
の
書
の
重
要
性

へ
の
認
識
が
薄

い
た
め
、
こ
れ
を
す
べ
て
購
入
し
て
い
る
大
学
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
。
私
は
購
入
を

申
し
入
れ
、
実
現
し
て
い
た
だ

い
た
も
の
の
、
こ
れ
を
活
用
で
き
ぬ
う
ち
に
停
年
を
迎
え
て
し
ま

っ
た
。
だ
が
小
林
君
は
恐
ら
く
日
本

で
最
も
よ
く
こ
れ
を
活
用
し
て
い
る

一
人
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

「中
華
帝
国
を
夢
想
す
る
叛
逆
者
た
ち
ー
中
国
に
お
け
る
帝

王
革
命
幻
想

(
ユ
ー
ト
ピ
ア
)
の
歴
史
と
磁
場
」
(小
林

一
美

・
岡
島
千
幸
編

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
想
像
力
と
運
動
-
歴
史
と
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
の
研
究
』
お
茶
水
圭
旦
房
。
二
〇
〇

一
年
)
は
、
中
国
史
上
危
機
の
時
代
に
、
農
民
が
く
り
返
し
か

・
げ
、
出
現
し
た

「真
命

天
子
」
が
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
来
二
十
世
紀
末
ま
で
、
非
常
に
多
く
の
地
域
で
何
人
も
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
だ
。
又
、
「中
共
、
中
央
革
命
根
拠
地
に
お
け
る
客
家
と
土
地
革
命
戦
争
」
(人
文
研
究

一
五
五
集

・
二
〇
〇
五
年
三
月
)
及
び

「中
共
の

『土
地
革
命
戦
争
』
、
地
主
富
農
打
倒
か
ら
反
革
命
粛
清

へ
」
(『史
潮
』
新
五
十
七
号
、
二
〇
〇
五
年
五
月
三
十

一
日
)
は
、

従
来
の
公
認
の
党
史
、
董
ム
叩
史
に
お
け
る
善

(中
共
党

・
毛
沢
東

・
貧
農
)
悪

(国
民
党

・
地
主

・
豪
紳
)
二
元
論
の
虚
妄
の
ベ
ー
ル

を
は
ぎ
と
り
、
日
本
と
は
こ
と
な
る
中
国
農
村
の
構
造
、
そ
こ
で
の
苛
烈
な
相
互
の
暴
力
行
使
の
伝
統
か
ら
中
国
革
命
の
実
相
を
明
ら
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か
に
し
よ
う
と
し
た
も

の
だ
。

小
林
君

の
仕

事
は
極

め
て
広
く

、
多

岐

に
わ

た
り
、

こ
こ
に
し

る
し
た
も

の
は
そ

の
ホ
ン
の

一
部

に
す

ぎ
な

い
。
近
年

と
く

に
細

分

化
、
専
門
化

し

て

い
る
中
国
近
代
史
i

こ
の
分
野

に
限
ら

な

い
が
ー

の
研
究
状
況

の
中

で
、
小
林
君

の
仕
事

は
必
ず
し
も
若

い
研
究
者

に
よ

っ
て
、
当
然
受

く

べ
き
注
目

.
評
価
を
受

け

て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
な

い
。
ま

こ
と

に
残
念

な

こ
と
だ

。
良

き
後
継
者
を

得

て
彼

の
仕
事

が
継
承

さ
れ

る

こ
と

、
さ
ら

に
彼
自
身

が
早
す

ぎ
た
退
職

に
よ

っ
て
得
ら

れ
る
だ

ろ
う
時

間
を
活

用
し

て
、

こ
れ

ま

で
同
様

、

鋭

い
時
代

.
歴
史
感
覚

に
裏

づ
け
ら
れ
た
研
究
成
果
を
発
表

さ
れ

つ
づ
け
ら

れ
る
よ
う
期

待
す

る
こ
と
切

で
あ

る
。(九

月

二
日
し

る
す
)


