
家
族
で
古
文
書
の
解
読
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う

み
な
さ
ん
は
、
古
文
書
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
想
像
し
ま

す
か
。
「
古
く
さ
い
」
「
字
が
く
ず
れ
て
い
て
、
読
み
に
く
い
」
「
漢
字
ば
か

り
で
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
な
ど
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
同
じ
日
本
人
で
す
。
私
た
ち
現
代
人
が
、
昔
の
人
が
書
い
た
も
の
を

読
め
な
い
と
あ
き
ら
め
る
の
は
、
早
い
と
思
い
ま
す
。
ど
こ
か
に
解
読
で
き
る

手
が
か
り
が
あ
る
は
ず
で
す
。

こ
の
講
座
で
は
、
当
館
所
蔵
の
古
文
書
か
ら
、
親
し
み
や
す
い
も
の
を
選
び
、

そ
の
字
体
の
特
徴
か
ら
、
あ
て
は
ま
る
文
字
や
言
葉
を
見
つ
け
て
、
文
章
の
意

味
が
わ
か
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し
た
。
困
っ
た
時
は
、
ヒ
ン
ト
を
見
て
く
だ
さ

い
。
ひ
と
通
り
読
ん
で
み
て
、
昔
の
人
が
書
い
た
も
の
で
も
、
何
と
な
く
読
め

そ
う
だ
な
と
思
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
始
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。



進
め
方

講
座
の
進
め
方
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
し
た
。

○

こ
の
講
座
は
、
対
面
で
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
掲
載
し
た
ス
ラ
イ

ド
を
も
と
に
、
閲
覧
さ
れ
て
い
る
方
が
学
ぶ
こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。
一
人
で
考
え

て
も
、
家
族
で
考
え
て
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
で
す
。

○

古
文
書
の
横
に
、
解
読
し
た
文
字
を
入
れ
て
い
ま
す
。
所
々
「
穴
あ
き
」
に
し
ま

し
た
。
そ
こ
に
あ
て
は
ま
る
文
字
を
入
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

○

分
か
ら
な
い
時
は
、
ヒ
ン
ト
を
見
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

○

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
く
ず
し
字
用
例
辞
典
』
等
の
参
考
図
書
を
使
い
ま
せ
ん
。

は
じ
め
は
、
単
語
や
句
を
解
読
し
ま
す
。
次
に
、
そ
の
単
語
や
句
を
つ
な
い
で
、
ひ

と
つ
の
文
に
し
ま
す
。
読
み
下
し
文
に
直
し
て
読
め
た
ら
合
格
で
す
。

○

課
題
ご
と
に
答
え
を
記
し
ま
す
。
自
分
で
答
え
合
わ
せ
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。



返
読
文
字

古
文
書
は
、
く
ず
し
字
に
加
え
て
、
漢
字
だ
ら
け
の
候
文
（
そ
う
ろ
う
ぶ
ん
）
に

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
「
候
」
は
、
今
日
の
「
で
す
」
「
ま
す
」
に
当
た
る

言
葉
で
す
。

私
た
ち
が
ふ
だ
ん
目
に
す
る
文
章
と
大
き
く
異
な
る
た
め
、
古
文
書
を
敬
遠
す
る
こ

と
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
現
代
語
の
中
に
は
古
文
書
由
来
の
も
の
が
あ
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ

の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

返
読
文
字
は
、
そ
の
よ
い
例
で
す
。
返
読
文
字
と
は
、
漢
文
を
訓
読
す
る
時
、
「
ヲ
、

ニ
、
ト
、
ヨ
リ
」
が
な
く
と
も
、
語
順
を
逆
に
し
て
、
上
に
返
っ
て
読
む
字
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
返
読
文
字
を
紹
介
し
ま
す
。

☆
否
定
詞
の
「
不
」

「
不
意
」
（
ふ
い
）
は
、
「
思
い
も
よ
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

不
は
、
返
し
読
み
を
し
ま
す
。
読
み
下
す
時
は
、
「
意
に
せ
ず
」
と
な
り
ま
す
。
そ

の
ほ
か
に
、
「
不
安
」
「
不
一
致
」
な
ど
不
を
使
う
熟
語
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
返
読
文
字
「
不
」
を
用
い
た
熟
語
を
集
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
熟
語

の
意
味
を
書
き
添
え
ま
し
た
。

□
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
書
き
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
不

□
意
味
（
思
わ
ず
知
ら
ず
す
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
お
ぼ
え
ず
）

②
不

□
意
味
（
学
問
の
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
ま
な
ば
ず
）

③
不

□
意
味
（
心
に
満
た
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
み
た
ず
）

④
不

□
意
味
（
利
益
の
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
り
せ
ず
）

⑤
不

□
意
味
（
か
わ
ら
な
い
こ
と
、
不

□
と
流
行
）

読
み
下
し
（
か
え
ず
）

⑥
不

□
□
意
味
（
燃
え
な
い
も
の
）

読
み
下
し
（
も
え
ざ
る
も
の
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え

①
不
覚
（
ふ
か
く
）

②
不
学
（
ふ
が
く
）

③
不
満
（
ふ
ま
ん
）

④
不
利
（
ふ

り
）

⑤
不
易
（
ふ
え
き
）

⑥
不
燃
物
（
ふ
ね
ん
ぶ
つ
）

☆
否
定
詞
の
「
否
」

「
否
定
」
（
ひ
て
い
）
は
、
「
そ
う
で
な
い
と
打
ち
消
す
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。

否
は
、
不
と
同
じ
よ
う
に
返
し
読
み
を
し
て
、
読
み
下
す
時
は
「
定
ま
ら
ず
」
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
「
承
知
と
不
承
知
」
を
意
味
す
る
否
応
（
い
や
お
う
）
や
否
諾

（
い
な
せ
）
は
、
返
し
読
み
を
し
ま
せ
ん
。

☆
否
定
詞
の
「
非
」

「
非
常
」
（
ひ
じ
ょ
う
）
は
、
尋
常
で
な
い
こ
と
、
世
の
常
で
な
い
こ
と
と
い
う
意

味
で
す
。

非
は
、
返
し
読
み
を
し
ま
す
。
読
み
下
す
時
は
、
「
つ
ね
に
あ
ら
ず
」
と
な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
「
非
番
」
「
非
公
開
」
な
ど
非
を
使
う
熟
語
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
返
読
文
字
「
非
」
を
用
い
た
熟
語
を
集
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
熟
語

の
意
味
を
書
き
添
え
ま
し
た
。

□
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
書
き
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
非

□
意
味
（
ル
ー
ル
に
は
ず
れ
た
行
い
）

読
み
下
し
（
お
こ
な
い
あ
ら
ず
）

②
非

□
意
味
（
喜
怒
哀
楽
の
情
が
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
な
さ
け
あ
ら
ず
）

③
非

□
意
味
（
運
の
わ
る
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
う
ん
あ
ら
ず
）

④
非

□
意
味
（
人
の
道
に
も
と
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
み
ち
あ
ら
ず
）

⑤
非

□
意
味
（
力
の
よ
わ
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
ち
か
ら
あ
ら
ず
）

⑥
非

□
□
意
味
（
常
識
に
は
ず
れ
る
こ
と
）
読
み
下
し
（
じ
ょ
う
し
き
あ
ら
ず
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え

①
非
行
（
ひ
こ
う
）

②
非
情
（
ひ
じ
ょ
う
）

③
非
運
（
ひ
う
ん
）

④
非
道

（
ひ
ど
う
）

⑤
非
力
（
ひ
り
き
）

⑥
非
常
識
（
ひ
じ
ょ
う
し
き
）

☆
助
動
詞
の
「
可
」
（
べ
し
）

「
可
能
」
（
か
の
う
）
は
、
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。

可
は
、
返
し
読
み
を
し
ま
す
。
読
み
下
す
時
は
、
「
能
（
あ
た
）
う
べ
し
」
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
を
打
ち
消
す
言
葉
が
「
不
可
能
」
で
す
。
返
読
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
、
読
み
下
す
時
は
「
能
う
べ
か
ら
ず
」
と
な
り
ま
す
。

○
返
読
文
字
「
可
」
を
用
い
た
熟
語
を
集
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
熟
語

の
意
味
を
書
き
添
え
ま
し
た
。

□
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
書
き
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
可

□
意
味
（
変
え
得
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
か
え
る
べ
し
）

②
可

□
意
味
（
火
を
つ
け
る
と
よ
く
燃
え
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
も
え
る
べ
し
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

③
可

□
意
味
（
非
常
に
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
並
み
一
通
り
を
越
え
る
程
度
で

あ
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
な
る
べ
し
）

④
可

□
意
味
（
い
じ
ら
し
い
こ
と
、
か
わ
い
ら
し
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
あ
わ
れ
む

べ
し
）

⑤
可

□
意
味
（
肉
眼
で
見
え
る
こ
と
）
読
み
下
し
（
み
る
べ
し
）

⑥
可

□
意
味
（
提
出
さ
れ
た
議
案
の
内
容
を
よ
い
と
認
め
て
決
定
す
る
こ
と
）

読
み
下
し
（
け
っ
す
る
べ
し
）

⑦
不
可

□
意
味
（
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
）
読
み
下
し
（
か
く
べ
か
ら
ず
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え

①
可
変
（
か
へ
ん
）

②
可
燃
（
か
ね
ん
）

③
可
成
（
か
な
り
）

④
可
憐
（
か

れ
ん
）

⑤
可
視
（
か
し
）

⑥
可
決
（
か
け
つ
）

⑦
不
可
欠
（
ふ
か
け
つ
）

☆
形
容
詞
の
「
無
」
・
「
勿
」
・
「
莫
」
（
な
し
）

「
無
論
」
は
、
「
と
や
か
く
論
ず
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
さ
ま
」
を
意
味
し
ま
す
。

無
は
、
返
し
読
み
を
し
ま
す
。
読
み
下
す
時
は
、
「
論
な
し
、
論
ず
る
な
か
れ
」
と

な
り
ま
す
。
「
勿
論
」
も
「
言
う
ま
で
も
な
く
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
勿
は
、
返
し

読
み
を
し
ま
す
か
ら
、
読
み
下
す
時
「
論
な
し
、
論
ず
る
な
か
れ
」
と
な
り
ま
す
。

○
返
読
文
字
「
無
」
を
用
い
た
熟
語
を
集
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
熟
語

の
意
味
を
書
き
添
え
ま
し
た
。

□
に
当
て
は
ま
る
文
字
を
書
き
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
無

□
意
味
（
物
を
言
わ
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
げ
ん
な
し
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

②
無

□
意
味
（
ど
こ
ま
で
も
続
く
こ
と
）

読
み
下
し
（
か
ぎ
り
な
し
）

③
無

□
意
味
（
形
の
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
か
た
ち
な
し
）

④
無

□
意
味
（
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
け
つ
な
し
）

⑤
無

□
意
味
（
私
欲
が
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
こ
こ
ろ
な
し
）

⑥
無

□
□
意
味
（
そ
の
こ
と
を
す
る
の
に
必
要
な
資
格
が
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
し
か
く
な
し
）

⑦
無

□
□
意
味
（
や
く
に
立
た
な
い
こ
と
）

読
み
下
し
（
い
み
な
し
）



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え

①
無
言
（
む
ご
ん
）

②
無
限
（
む
げ
ん
）

③
無
形
（
む
け
い
）

④
無
欠
（
む

け
つ
）

⑤
無
心
（
む
し
ん
）

⑥
無
資
格
（
む
し
か
く
）

⑦
無
意
味
（
む
い
み
）

○
返
読
文
字
を
用
い
た
句
に
つ
い
て
、
読
み
下
し
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
例
に
な
ら
っ

て
、
（

）
に
あ
て
は
ま
る
文
字
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

(

例
）
不
待
言

げ
ん
を

（
ま
た
ず
）

意
味
【
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
】

①
無
覚
束

お
ぼ
つ
か

（

）

意
味
【
対
象
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
】

②
無
拠

よ
ん
ど
こ
ろ

（

）

意
味
【
そ
う
す
る
よ
り
ほ
か
に
し
よ
う
が
な
い
こ
と
】



チ

ャ

レ

ン

ジ

し

て

み

よ

う

○
前
の
ペ
ー
ジ
の
答
え

①
お
ぼ
つ
か
な
く

②
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く

そ
の
ほ
か
に
無
相
違
は
（
そ
う
い
な
く
）
、
無
異
議
は
（
い
ぎ
な
く
）
、
無
恙
は

（
つ
つ
が
な
く
）
と
読
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
語

辞
典
な
ど
を
使
っ
て
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
古
文
書
を
読
み
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

今
回
テ
キ
ス
ト
に
し
た
古
文
書
は
、
明
治
時
代
の
教
科
書
で
す
。
村
田
海
石
と
い
う

書
の
達
人
が
執
筆
し
、
編
集
し
た
も
の
で
、
全
国
的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
返
読
文
字
は
一
か
所
登
場
し
ま
す
。

「
有
之
」
は
、
語
順
を
逆
に
し
て
「
こ
れ
有
り
」
と
読
み
ま
す
。
「
無
之
」
（
こ
れ

無
し
）
の
反
対
の
意
味
に
な
り
ま
す
。



こ
の
本
は
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
九
月
に
発
行
さ
れ
た
、
高
等
小
学
校
二

年
生
の
習
字
の
教
科
書
で
す
。
こ
の
こ
ろ
の
小
学
校
は
、
修
業
年
限
が
尋
常
科
四
か

年
・
高
等
科
四
か
年
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
学
齢
は
、
六
歳
か
ら
一
四
歳
に
至
る
八

か
年
で
し
た
か
ら
、
高
等
小
学
校
二
年
は
、
今
の
小
学
校
六
年
生
に
当
た
り
ま
す
。

当
時
の
小
学
生
は
、
卒
業
後
に
就
職
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

実
用
的
な
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

こ
の
習
字
帖
も
、
「
日
用
書
類
」
と
題
し
て
、
実
社
会
で
目
に
す
る
こ
と
が
多
い

も
の
を
教
材
に
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
く
ず
し
字
を
用
い
て
、
実
際
に
読

ん
だ
り
書
い
た
り
で
き
る
よ
う
に
、
例
文
を
示
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
小
学
生
は
、
こ
ん
な
に
も
む
ず
か
し
い
教
科
書
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
一
部
を
こ
こ
に
の
せ
ま
し
た
。
□
の
中
に
、
あ
て
は
ま
る
文
字
を
入
れ
て
み
ま

し
ょ
う
。



急

之

認

之

書

記

両

雇

（
答
え
）

至
急
之
認
物
有
之
、
書
記
両
三
名
雇
入

読
み
下
し
は
「
至
急
の
認
（
し
た
た
）
め
物
こ
れ
有
り
、
書
記

両
三
名
雇
い
入
れ
」
と
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
書
き
記
し
た
い
も
の

が
あ
る
た
め
、
二
三
人
の
書
記
を
雇
い
入
れ
た
い
と
い
う
意
味
で

す
。
「
有
之
」
は
返
読
し
て
「
こ
れ
有
り
」
と
い
う
読
み
方
を
し

ま
す
。



度

候

間

筆

之

御

心

り

御

座

候

ヾ

周

旋

尤

給

は

日

（
者
）



（
答
え
）

度
候
間
、
執
筆
達
者
之
人
、
御
心
当
り
御
座

候
ハ
ヾ
、
御
周
旋
下
さ
れ
度
、
尤
給
料
は
日

読
み
下
し
は
「
度
候
（
そ
う
ろ
う
）
あ
い
だ
、
執
筆
達
者
の
人

お
心
当
り
御
座
候
は
ば
、
御
周
旋
く
だ
さ
れ
度
（
た
し
）
、
も
っ

と
も
給
料
は
日･

･
･

」
と
な
り
ま
す
。
執
筆
達
者
の
人
に
心
当
た
り

が
あ
れ
ば
世
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
給
料
は
日･

･
･

と
い

う
意
味
で
す
。

「
間
」
（
あ
い
だ
）
は
接
続
助
詞
の
よ
う
に
原
因
・
理
由
を
表

し
ま
す
。
「
尤
」
（
も
っ
と
も
）
は
、
こ
の
場
合
「
た
だ
し
」
と

解
釈
し
ま
す
。

「
周
旋
」
（
し
ゅ
う
せ
ん
）
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
間

に
入
っ
て
世
話
を
す
る
こ
と
、
と
り
も
ち
を
す
る
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。



給

拾

銭

給

積

り

御

座

（
答
え
）

給
に
て
五
拾
銭
支
給
候
積
り
に
御
座
候

間
、
此
段
も
御
含
置
下
さ
れ
度
候

（
尓
）

（
尓
）

此

段

含

置

下

候

（
連
）



読
み
下
し
は
「
（
日
）
給
に
て
五
拾
銭
支
給
候
（
そ
う
ろ
う
）

積
り
に
御
座
候
間
、
こ
の
段
も
お
含
み
置
き
下
さ
れ
た
く
候
」
と

な
り
ま
す
。
日
給
五
十
銭
（
一
円
の
半
分
）
を
支
給
す
る
つ
も
り

で
す
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ご
理
解
く
だ
さ
い
と
い
う
意
味

で
す
。

現
在
「
あ
い
う
え
お
」
の
よ
う
な
五
十
音
の
ひ
ら
が
な
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
行
は
「
安
・
以
・
宇
・
衣
・
於
」
を
く
ず
し

た
も
の
で
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
こ
と
は
、
社
会
科
で
学
ん
で

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
仮
名
文
字
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
の

で
す
。
「
あ
」
と
読
む
仮
名
文
字
は
、
ほ
か
に

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
阿
」
「
愛
」
「
悪
」
を
く
ず
し
た
字

で
す
。
テ
キ
ス
ト
で
元
の
漢
字
を
括
弧
書
き
で
示
し
た
と
こ
ろ
は

す
べ
て
仮
名
文
字
で
す
。
こ
れ
ら
を
変
体
仮
名
と
言
い
ま
す
。



こ
れ
は
「
者
」
を
く
ず
し
た
文
字
で
、
「
は
」
と
読
み
ま
す
。

こ
れ
は
「
尓
」
を
く
ず
し
た
文
字
で
、
「
に
」
と
読
み
ま
す
。

こ
れ
は
「
連
」
を
く
ず
し
た
文
字
で
、
「
れ
」
と
読
み
ま
す
。

変
体
仮
名
で
言
葉
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
読
む
と
よ

い
で
し
ょ
う
か
。

⑴

（
見
屋
古
）
⑵

（
可
春
亭
羅
）



（
答
え
）

⑴

み
や
こ⇒

都

⑵

か
す
て
ら⇒

カ
ス
テ
ラ

風

邪

打

臥

居

甚

恐

(

里
）

地

租

納

金

期

限

之

所



（
答
え
）

地
租
上
納
金
、
明
日
期
限
之
所
、
両
三
日
前

よ
り
風
邪
に
て
打
臥
居
候
間
、
甚
恐
入

読
み
下
し
は
「
地
租
上
納
金
、
明
日
期
限
の
と
こ
ろ
、
両
三
日

前
よ
り
風
邪
に
て
打
ち
臥
せ
居
り
候
間
、
甚
だ
恐
れ
入
り
」
と
な

り
ま
す
。
地
租
は
、
明
治
六
年
以
降
土
地
に
賦
課
さ
れ
た
租
税
で

金
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
文
書
は
、
明
日
期
限

の
と
こ
ろ
二
三
日
前
よ
り
風
邪
に
て
横
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
大

変
恐
れ
入
り･
･
･

と
い
う
意
味
で
、
あ
と
の
文
に
続
き
ま
す
。

二
つ
の
変
体
仮
名
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

の
元
の
漢
字
は
「
里
」
で
「
り
」

の
元
の
漢
字
は
「
尓
」
で
「
に
」

と
読
み
ま
す
。



得

共

別

封

円

差

置

ニ

付

取

計

依

頼

（
答
え
）

候
得
共
、
別
封
金
拾
円
差
上
置
候
ニ
付
、

上
納
御
取
計
下
さ
れ
度
、
御
依
頼
申
候



読
み
下
し
は
「
候
（
そ
う
ら
）
え
ど
も
、
別
封
金
拾
円
差
し
上

げ
置
き
候
に
付
き
、
上
納
御
取
り
計
ら
い
下
さ
れ
度
、
ご
依
頼
申

し
候
」
と
な
り
ま
す
。
甚
だ
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
別
封
の
金
十
円

を
渡
し
て
置
き
ま
す
の
で
、
上
納
に
つ
い
て
取
り
計
ら
い
を
お
頼

み
し
ま
す
と
い
う
意
味
で
す
。

敬
語
の
「
御
」
や
動
詞
に
付
く
「
候
」
の
く
ず
し
字
は
、
多
様

に
あ
り
ま
す
。

「
御
」

「
候
」

「
御
」
は
御
周
旋
、
御
取
計
、
御
座
候
な
ど
丁
寧
に
も
の
ご
と
を

言
う
場
合
に
使
い
、
「
候
」
は
打
臥
居
候
、
申
候
な
ど
他
の
動
詞

の
連
用
形
に
付
い
て
、
そ
の
動
作
を
丁
寧
に
、
ま
た
重
々
し
く
表

現
す
る
時
に
使
い
ま
す
。



こ
の
テ
キ
ス
ト
で
使
用
し
た
文
を
つ
な
げ
て
み
ま
し
た
。
読
み

下
し
て
み
ま
し
ょ
う
。



こ
の
テ
キ
ス
ト
で
使
用
し
た
文
を
つ
な
げ
て
み
ま
し
た
。
読
み

下
し
て
み
ま
し
ょ
う
。


