
仙

台

福

島

問

の

交

通

路

に

つ

い
て

風

観

静

間

lま

ヵー

き

し

「
み
ち
の
く
』
と
は
東
北
地
方
の
机
称
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
奥
羽
地
方
の
太
平
洋
側
に
面
す
る
地
域
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
阪
東

が
阿
豆
麻
(
あ
づ
ま
)
、
越
路
が
古
志
(
こ
し
て
そ
し
て
陸
奥
が
日
高
見
(
ひ
だ
か
み
)
と
呼
ば
れ
た
の
が
一
番
古
い
呼
び
名
か
も
知
れ
ぬ
。

紀
記
の
景
行
紀
や
崇
神
天
皇
の
条
に
見
え
る
こ
れ
ら
広
地
域
の
名
称
が
例
え
地
名
起
源
の
説
明
の
た
め
附
会
さ
れ
て
後
世
作
為
さ
れ
た

仙台福島問の交通路について

そ
の
古
伝
承
で
あ
る
こ
と
は
尊
重
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
少
な
く
て
も
日
高
見
と
い
う
地
域
の
概
念
は
『
み
ち

の
く
』
よ
り
ず
っ
と
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
古
い
呼
称
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
高
見
が
『
み
ち
の
く
』
に
変

も
の
と
し
て
も
、

っ
た
の
は
恐
ら
く
大
和
朝
廷
の
国
家
的
統
制
力
が
こ
の
地
方
に
は
っ
き
り
伸
び
た
大
化
以
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
み
ち
の
く
』

は
陸
奥
即
ち
『
道
の
奥
』
で
東
山
・
東
海
両
道
の
奥
の
国
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

い
わ
ば
さ
い
は
て
の
国
だ
と
い
う
解
釈
は
既
に
定
説
と

な
っ
て
い
る
(
ふ
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
大
化
の
国
郡
建
置
以
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
紀
記
の
記
事
が
い
つ
頃
か
ら
信

強
性
が
あ
る
か
問
題
は
あ
ろ
う
が
少
な
く
て
も
天
式
天
皇
五
年
の
条
に
あ
る
。

詔
目
。
凡
任
ニ
国
司
一
者
、
除
ニ
畿
内
及
陸
奥
長
門
一
以
外
皆
任
一
一
大
山
位
以
下
人
『

29 

と
い
ろ
記
載
事
項
は
史
的
事
実
と
見
て
よ
か
ろ
う
か
ら
、
大
化
建
置
は
ま
ず
動
か
な
い
も
の
と
見
て
よ
い
。
そ
の
陸
奥
国
と
毛
野
国
及
び
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常
陸
国
と
の
境
異
の
概
念
も
こ
の
頃
に
成
立
し
た
も
の
と
思
う
c

そ
し
て
そ
の
境
界
は
白
河
及
び
菊
多
の
両
関
を
以
て
こ
れ
に
あ
て
た
。

即
ち
、
当
時
の
境
界
の
観
念
は
今
日
の
よ
う
な
線
的
な
も
の
で
な
く
点
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
れ
は
陸
上
交
通
路
の
て
白
川
を
以

て
考
え
た
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
白
河
・
菊
多
の
両
闘
が
い
つ
頃
設
置
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
類
衆
三
代
格
の
承
和
二
年
七
月

三
日
の
太
政
官
符

応
下
准
ニ
長
門
国
関
一
勘
申
過
白
河
菊
多
両
ム
剤
事

右
得
一
一
陸
奥
国
解
一
儒
。
検
ニ
旧
記
吋
置
レ
剤
以
来
、
子
レ
今
回
百
余
歳
実
。
(
下
略
)

の
記
事
に
基
い
て
逆
算
す
れ
ば
既
に
五
世
紀
の
頃
、
こ
の
境
界
点
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
無
論
そ
の
年
数
の
真
実
性
は
な
お
検
討
を
要

す
る
が
国
郡
設
置
の
時
は
こ
の
二
関
以
北
を
陸
奥
国
と
し
た
こ
と
は
断
言
し
て
よ
い
。

し
か
し
陸
奥
国
の
地
域
的
広
さ
の
概
念
が
奥
羽
地

方
の
東
半
分
全
部
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
余
程
後
世
の
時
代
で
、

そ
れ
ま
で
に
長
い
歴
史
的
変
遷
を
通
じ
て
逐
次
拡
大
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の
あ
と
は
交
通
路
の
整
備
と
エ
ゾ
鎮
定
の
進
展
度
と
い
う
目
盛
に
よ
っ
て
区
分
づ
け
が
出
来
る
と
考
え

る

先
に
述
べ
た
よ
う
に
白
河
・
菊
多
の
両
関
が
設
け
ら
れ
た
次
第
は
甚
だ
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
関
が
設
け
ら
れ
た
の
は
そ
こ
合
通
過
す
る

道
路
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
し
、

そ
の
関
が
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
政
治
的
軍
事
的
防
揃
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
厳
然
た
る
華
夷
区
分

の
境
界
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
紀
記
に
見
え
る
東
海
東
山
の
両
道
の
持
つ
「
道
』
と
い
う
用
語
の
本
義
は
明
ら
か
で
な
い
が
最
初
や
は
り

行
政
管
区
の
意
味
だ
っ
た
ら
し
い
。
書
紀
崇
峻
天
皇
二
年
の
条

遺
ニ
近
江
臣
満
於
東
山
道
一
使
レ
観
一
一
蝦
夷
国
境
一

と
い
う
記
事
は
東
山
「
管
区
』
若
く
は
『
地
方
』
の
こ
と
で
、
続
紀
和
銅
二
年
三
月
の
条



陸
奥
越
後
二
国
蝦
夷
野
心
難
レ
馴
。
屡
害
ニ
良
民
吋
(
中
略
)

出
レ
白
ニ
両
道
一
征
伐
。
因
授
-
一
節
万
並
車
令
づ

の
両
道
は
最
早
交
通
路
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
東
山
・
東
海
の
両
道
は
行
政
区
域
の
汎
称
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
道
路
の
名
称
の
よ
う

に
使
用
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
八
世
紀
頃
の
東
山
道
や
東
海
道
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
を
経
由
し
た
か
今
日
詳
細
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と

し
て
も
、
後
の
奥
州
街
道
が
東
山
道
に
当
り
、
浜
街
道
が
東
海
道
に
擬
せ
ら
れ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
紀
弘
仁
二

年
四
月
二
十
二
日
の
条

廃
ニ
陸
奥
国
海
道
十
駅
マ
吏
於
下
通
一
一
常
陸
一
道
ム
。
置
一
一
長
有
・
高
野
二
駅
吋
為
レ
告
一
一
機
急
一
也
c

と
あ
る
の
で
も
既
に
こ
の
頃
は
海
道
、
山
道
と
い
う
官
道
名
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
c

陸
奥
国
が
建
置
さ
れ
て
も
そ
の
実
際
の
領
域
は
時
代
に
よ
っ
て
広
狭
の
差
が
あ
り
、
そ
れ
は
例
の
エ
ゾ
の
鎮
撫
や
交
通
路
の
整
備
と
関

仙台福島聞の交通路について

連
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
て
置
い
た
。
今
こ
こ
で
大
和
朝
廷
の
エ
ゾ
服
属
に
関
す
る
史
的
展
開
の
様
相
を
詳
説
す
る
必

要
も
な
い
。
た
だ
幾
度
か
の
段
階
を
経
て
陸
奥
の
領
域
が
拡
大
し
た
こ
と
は
瞭
然
た
る
史
実
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
段
階
で
多
賀
城
の
陸
奥
鎮
所
設
置
と
そ
こ
ま
で
の
駅
伝
馬
制
の
施
行
が
大
和
朝
廷
の
陸
奥
経
略
上
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
由
来
日
本
の
歴
史
上
に
於
て
中
央
よ
り
下
っ
て
奥
羽
地
方
を
制
圧
す
る
の
に
は
先
づ
仙
台
平
野
を
手
中
に
収
め
る
こ
と

が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
の
中
心
は
、
中
世
ま
で
多
賀
国
府
で
あ
り
、
近
世
以
降
は
仙
台
で
あ
っ
た
。
大
和
朝
廷
の
エ
ゾ
服

属
、
前
九
年
の
役
に
於
け
る
源
頼
義
の
東
征
、
頼
朝
の
平
泉
征
伐
、
南
北
朝
戦
乱
の
際
の
北
畠
-
族
の
活
動
、
近
り
¥
は
明
治
成
辰
の
役
の

仙
台
藩
懐
柔
な
ど
い
ず
れ
も
こ
の
こ
と
を
示
す
史
実
で
あ
る
。

31 
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一
、
阿
津
賀
志
山
(
厚
樫
山
)

白
河
・
菊
多
両
関
を
拠
点
と
し
て
奥
羽
南
部
に
進
出
し
た
大
和
朝
廷
の
勢
力
は
比
較
的
順
調
に
進
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
(
2〉
O

犬
化
改

新
に
当
っ
て
建
置
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
陸
奥
国
は
当
初
の
管
郡
名
や
国
府
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
明
確
に
な
し
得
な
い
〈
3

)

O

宮
城
県
内

の
建
郡
な
ど
は
相
当
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
南
に
位
置
す
る
福
島
県
内
の
部
分
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
は
甚
だ
諒
解
に
苦
し
む
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
今
の
福
島
県
中
通
り
筋
で
は
宮
城
・
福
島
両
県
境
の
厚
樫
山
塊
ま
で
、
浜
通
り
方
面
で
は
阿
式
隈
川
口
附
近
ま
で
は
相

当
早
く
、
少
な
く
て
も
陸
奥
国
建
置
以
前
に
さ
し
た
る
困
難
も
な
く
服
属
同
化
工
作
が
終
了
し
て
居
り
、
建
郡
な
ど
は
国
建
置
と
同
時
に

行
な
わ
れ
た
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
方
面
共
い
ず
れ
も
高
山
峻
険
な
く
、
阿
武
隈
川
沿
い
の
帯
状
の
平
野
や
海
岸
平
野
が
続
い
て
居

り
進
出
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
先
代
旧
事
本
紀
の
国
造
本
紀
に
白
河
・
石
背
(
岩
瀬
)
・
阿
尺
(
安
積
)
・
信
夫
・
菊
多
・
石

域
・
染
羽
(
標
莱
)
・
浮
田
(
宇
田
)
・
伊
久
(
伊
具
)
・
思
な
ど
の
十
国
造
の
こ
と
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
の
国
造
名
か
ら
推
し
て
見
て
大
化

建
置
最
初
の
陸
奥
国
の
領
域
と
郡
名
を
さ
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
郡
国
を
通
過
し
た
官
道
が

後
の
東
山
・
東
海
の
両
道
で
あ
っ
た
ろ
う
。
更
に
又
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
奈
良
時
代
の
始
め
の
石
城
・
石
背
の
分
離
間

題
が
あ
る
。
こ
の
両
国
の
建
置
と
停
止
に
つ
い
て
は
古
来
異
論
が
多
い
が
一
応
養
老
二
年
に
陸
奥
国
か
ら
分
離
さ
れ
、
間
四
年
迄
置
か
れ

た
こ
と
は
類
衆
国
史
な
ど
の
記
事
で
信
じ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
二
国
の
管
郡
名
を
国
造
本
紀
の
記
事
と
対
比
し
て
見
る
と

行
方
・
日
現
(
百
一
理
)
・
会
津
が
ふ
え
、
伊
久
と
思

(

4

)

が
削
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
}
見
れ
ば
、
こ
れ
も
前
述

の
推
定
の
傍
証
た
り
得
る
と
思
う
。
石
城
・
石
背
両
国
の
建
置
は
次
の
段
階
へ
の
飛
躍
即
ち
仙
台
平
野
進
出
の
足
堅
め
の
為
の
必
要
か
ら

と
っ
た
行
政
措
置
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
疑
っ
て
い
る
。
果
然
養
老
五
年
以
後
を
過
ぎ
る
と
急
に
領
域
の
具
体
性
が
増
加
し
て
い
る



記
参
照
)

の
に
気
付
く
。
以
下
次
表
の
通
り
で
あ
り
い
ず
れ
も
今
の
宮
城
県
南
や
仙
台
平
野
の
周
辺
の
誇
郡
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
よ
恥

(岩瀬1

/ー』・、‘、白河閥
@ 

/ ¥  

l 代菊争I調、j~」 q
、‘，.'

養
老

五
(
七
一
一
一
)

柴
田
郡
初
見
、
刈
田
郡
建
置

天
平

九
(
七
三
七
)

遠
回
・
賀
美
郡
名
初
見

同

十
四
(
七
四
二
)

小
田
郡
以
北
十
一
郡
初
見

天
平
勝
宝
四
(
七
五
二
)

多
賀
以
北
諸
郡
と
見
ゆ
、

仙台福島問の交通路について33 

上代東北南部の要図

{安1貴

天
平
神
護
二
(
七
六
六
)

宮
城
郡
初
見

そ
し
て
こ
の
動
き
の
中
に
恐
ら
く
養
老
の
初
年
頃
多

賀
城
の
前
身
た
る
陸
奥
鎮
所
が
設
置
さ
れ
た
も
の
と

推
定
す
る
(
5
)
C

だ
か
ら
全
般
の
形
勢
か
ら
見
る
と

白
河
・
菊
多
の
両
関
を
越
え
て
開
始
さ
れ
た
大
和
朝

廷
の
奥
州
経
略
に
当
っ
て
多
賀
城
鎮
守
府
設
置
ま
で

の
問
、
厚
樫
山
塊
を
制
圧
し
阿
式
隈
川
筋
を
押
え
る

こ
と
が
最
大
の
ヤ
マ
場
で
あ
っ
た
と
推
論
し
た
い
。

こ
う
見
て
く
る
と
最
初
の
陸
奥
国
の
国
府
が
福
島
市

郊
外
の
宮
代
村
若
く
は
安
積
郡
の
大
槻
村
に
設
け
ら

れ
た
と
い
う
説
や
、
伊
達
郡
の
中
央
附
近
に
伊
違
関
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が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
は
確
証
が
な
い
に
せ
よ
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
説
だ
と
思
う
。

延
喜
式
陸
奥
国
駅
伝
馬
の
条
に
九
世
紀
頃
の
駅
名
を
記
し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
山
道
と
い
わ
れ
る
今
の
奥
州
街
道
筋
が
唯
一
の
官
道

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
福
島
県
南
の
雄
一
野
駅
(
古
関
か
)
か
ら
岩
手
県
の
磐
基
駅
(
花
巻
か
)
ま
で
二
十
二
駅
、
駅
間
距
離

約
二
十
粁
(
五
思
余
)

の
中
、
駅
馬
十
疋
を
常
備
し
た
の
は
宮
城
県
の
柴
田
駅
(
大
河
原
か
)
、
小
野
駅
(
川
崎
か
)
ま
で
で
以
北
は
五
疋

と
な
る
。
又
伝
馬
を
備
え
た
の
は
白
河
以
北
は
六
郡
だ
け
で
、

し
か
も
厚
樫
山
地
帯
の
南
北
両
側
の
信
夫
・
刈
田
・
柴
田
三
郡
が
そ
の
半

を
占
め
て
い
る
な
ど
の
諸
点
は
陸
奥
国
経
営
の
た
め
厚
樫
山
を
越
え
る
地
点
ま
で
は
特
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
註
)
厚
樫
山
は
士
口
く
は
篤
借
と
書
か
れ
吾
妻
鑑
に
は
阿
津
賀
志
と
見
え
て
い
る
。
今
、
本
丈
で
は
二
応
特
別
な
場
合
を
除
き
厚
樫
山
と
統
一
し
て

書
く
。
こ
と
と
す
る
。

そ
の
上
九
世
紀
頃
に
は
既
に
菊
多
の
関
を
通
過
す
る
海
道
は
官
道
と
し
て
さ
ま
で
重
要
さ
は
持
た
な
く
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
駅
馬
も

長
有
・
高
野
二
駅
に
僅
か
二
疋
づ
つ
し
か
配
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
こ
の
道
路
が
山
道
の
雄
野
に
合
す
る
変
則
の
道
路
で
あ
っ
た
こ

と
が
こ
れ
を
実
証
し
て
い
る
。

文
治
五
年
(

一
八
九
)
源
頼
朝
が
大
挙
し
て
山
海
両
道
を
経
由
し
奥
州
征
伐
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
吾
妻
鑑
に
詳
細
な
記
述
が

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
平
泉
の
泰
衡
が
三
代
蓄
積
の
力
を
集
め
、
最
初
に
し
て
最
大
且
つ
唯
一
の
抵
抗
を
侵
入
軍
に
試
み
た
の
は
伊
達
郡

阿
津
賀
志
山
の
一
戦
で
あ
っ
た
。

泰
衡
の
庶
兄
西
木
戸
太
郎
国
衡
が
二
万
余
騎
の
精
兵
を
率
い
て
東
は
阿
武
隈
の
流
れ
を
堰
き
と
め
、
西

は
阿
津
賀
志
山
の
天
険
に
よ
っ
て
果
敢
な
抵
抗
を
行
っ
た
が
僅
か
一
日
に
し
て
総
崩
れ
と
な
り
、
そ
れ
よ
り
鎌
倉
軍
は
悠
々
と
海
道
軍
と

合
体
し
多
賀
国
府
に
入
り
僅
か
旬
日
余
で
平
泉
の
本
拠
を
く
つ
が
え
し
て
い
る
。
以
上
の
史
実
に
見
ら
れ
る
通
り
山
道
が
奥
州
に
入
る
最

重
要
な
公
道
と
し
て
利
用
さ
れ
、
白
河
関
以
北
で
は
福
島
と
仙
台
の
中
聞
に
そ
ば
だ
っ
伊
達
郡
の
厚
樫
山
塊
は
山
道
随
一
の
天
険
と
し
て



長
い
こ
と
歴
史
の
動
き
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
藤
原
相
之
助
氏
が
『
奥
羽
古
史
考
証
』
で
刈
回
以
北
は
夷
地
と
い
わ

れ
た
の
も
あ
な
が
ち
誇
張
の
形
容
で
は
な
い
。

ニ
、
阿
武
隈
水
路
の
啓
聞
と
漕
運

前
述
の
通
り
福
島
県
伊
達
郡
の
厚
樫
山
塊
は
山
岳
重
畳
、
峠
路
甚
だ
険
阻
で
一
夫
よ
く
守
れ
ば
万
卒
も
通
り
難
い
孔
道
で
あ
っ
た
。
奥

州
の
地
で
覇
を
と
な
え
た
者
は
第
一
線
の
防
禦
地
と
し
て
重
視
し
た
場
所
で
あ
る
し
、
陸
奥
へ
進
出
せ
ん
と
す
る
場
合
こ
こ
を
越
え
れ
ば

多
賀
国
府
、
平
泉
ま
で
一
押
し
出
来
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
交
通
上
か
ら
申
せ
ば
厄
介
な
峠
路
で
こ
こ
の
通
過
は
人
で
も
馬
で
も
零
易
で

は
な
か
っ
た
。
元
和
以
後
天
下
が
泰
平
に
な
り
幕
藩
体
制
が
確
立
さ
れ
る
と
嘗
つ
て
の
天
険
は
経
済
上
か
ら
見
て
む
し
ろ
困
っ
た
も
の
に

な
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
仙
台
が
仙
台
藩
の
中
心
的
城
下
町
と
な
る
に
及
ん
で
、
福
島
方
面
と
の
連
絡
ル

l
ト
に
天
険
の
陸
路

仙台福島問の交通路について

を
避
け
、
伊
具
名
取
両
郡
を
通
じ
て
阿
武
隈
の
水
運
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
起
っ
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
と

て
伊
達
郡
梁
川
町
附
況
か
ら
五
十
沢
村
を
経
て
伊
具
郡
丸
森
町
に
到
る
聞
は
厚
樫
の
峻
険
と
何
ら
の
差
異
な
く
両
岸
急
壁
、
阿
式
隈
の
水

路
は
深
い
峡
谷
と
激
絹
を
な
し
て
河
岸
を
洗
い
容
易
に
通
過
し
得
る
道
で
は
な
か
っ
た

(
6
)
C

こ
こ
の
路
水
の
啓
開
が
完
成
し
た
の
は
寛

文
年
間
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
も
全
く
別
な
経
済
的
理
由
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
幕
府
は
江
戸
開
府
以
来
そ
の
繁
栄
と
股

賑
を
は
か
る
為
、
種
々
の
施
策
を
講
じ
た
が
明
暦
大
火
後
か
ら
人
口
が
漸
く
増
加
し
た
。
そ
の
結
果
食
糧
の
需
要
が
増
大
し
た
の
で
東
北

諸
地
方
か
ら
の
江
戸
廻
米
輸
送
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
江
戸
へ
奥
州
か
ら
米
を
廻
漕
し
売
り
捌
く
こ
と
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
な
い
。
奥
州
第
一
の
大
藩
仙
台
藩
で
は
萱
場
木
工
が
『
士
口
伝
密
要
』
を
著
し
て
藩
祖
政
宗
の
発
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
通
例
そ
の

35 

開
始
時
期
は
寛
永
九
年
(
一
六
三
二
)
説
が
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
研
究
で
は
そ
の
始
期
は
そ
れ
よ
り
十
年
程
一
前
の
元
和
九
年
(
一
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六
二
三
)
頃
既
に
あ
る
程
度
行
な
わ
れ
て
い
た
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
(

7

)

し

こ
の
形
勢
の
中
に
あ
っ
て
米
沢
藩
上
杉
氏
が
そ
の
領
内
の
産

米
を
江
戸
に
廻
漕
し
よ
ろ
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
上
杉
氏
は
関
ケ
原
役
後
会
津
百
二
十
万
石
を
一
挙
米
沢
三
十
万
石
に
減
封
さ

れ
藩
の
財
政
は
急
追
を
告
げ
た
。
信
夫
・
伊
達
両
郡
の
代
官
で
あ
っ
た
古
川
善
兵
衛
(
一
五
七
七

l
一
六
三
七
)
は
信
達
両
郡
の
水
利
悪

く
水
田
開
発
に
不
便
な
る
を
憂
い
て
藩
主
景
勝
の
許
可
す
得
て
七
年
の
年
月
を
費
し
寛
永
二
年
(
一
六
二
五
)
ま
で
に
阿
武
隈
川
筋
に
上

堰
・
下
堰
を
聞
き
開
田
一
千
町
歩
の
偉
功
を
た
て
た
。

そ
の
た
め
寛
永
以
後
産
米
多
額
と
な
り
、

そ
れ
を
阿
武
隈
水
路
の
一
部
可
能
水
運
や
岸
壁
沿
い
の
孔
道
を
利
用
し
て
荒
浜
に
出
し
江
戸

へ
漕
運
を
行
な
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
頃
僅
か
な
が
ら
で
も
水
路
の
改
修
は
行
な
わ
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
思
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
阿
武
隈

川
の
漕
運
利
用
は
こ
の
頃
か
ら
注
目
を
浴
び
て
き
た
と
見
て
よ
い
〈
立
。

こ
の
間
の
事
情
は
安
永
六
年
排
財
天
御
宮
再
建
勧
化
帳
の

奥
州
伊
達
郡
信
夫
郡
往
古
米
沢
様
御
領
之
節
船
頭
無
之
:
:
:
寛
文
四
年
迄
船
路
無
之
、
水
沢
・
沼
上
河
岸
迄
十
八
・
九
毘
又
は
六
・

七
旦
之
場
所
山
坂
の
難
所
附
送
り
或
は
背
負
に
て
船
積
に
行
に
付
、
御
城
米
も
三
ヶ
年
目
な
ら
で
は
江
戸
着
不
仕
:
:
:

と
あ
る
の
で
も
窺
わ
れ
る
。

こ
の
阿
式
隈
水
路
閉
さ
く
に
成
功
し
米
の
江
戸
潜
運
が
大
規
模
に
な
っ
た
の
は
寛
文
年
度
の
こ
と
で
、
こ
の
事
業
を
行
な
っ
た
人
は
渡

辺
文
ノ
意
と
い
う
事
業
家
で
あ
る
。
寛
文
四
年
(
一
六
六
回
)
上
杉
氏
が
再
度
削
封
さ
れ
信
夫
・
伊
達
二
郡
が
天
領
と
な
っ
た
の
で
幕
府
が
こ
こ

の
豊
か
な
城
米
を
江
戸
へ
送
る
必
要
が
生
じ
た
の
を
機
会
に
渡
辺
友
意
が
幕
府
に
願
っ
て
開
さ
く
事
業
に
成
功
し
城
米
漕
運
業
の
専
権
を

認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
宣
言

尤
も
渡
辺
友
意
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
一
応
こ
れ
ら
の

こ
と
は
信
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
日
)
O

以
上
の
こ
と
は
阿
武
隈
川
口
荒
浜
港
の
浦
役
人
を
勤
め
た
武
者
家
の
『
勤
功
書
上
」
や
前
掲
の
勧
化
帳
に



五
代
以
前
の
先
祖
渡
辺
友
意
徐
紳
従
福
島
仙
台
御
領
水
沢
、
沼
上
迄
滝
に
頼
(
?
)
巌
石
の
様
子
、
得
と
致
見
分
、
御
公
儀
様
へ
御

忠
節
並
両
郡
御
百
姓
万
代
不
易
の
益
を
相
考
へ
、
寛
文
四
年
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
代
官
の
節
奉
願
候
処
御
聴
願
の
通
り
被
仰
付
候
に

付
、
川
淡
普
請
に
取
懸
、
自
分
金
壱
万
両
余
に
て
船
路
成
就
仕
、
奥
羽
両
国
御
城
米
運
漕
御
用
を
始
め
申
候
。

と
あ
る
の
で
そ
の
事
情
が
わ
か
る
。

奥
羽
海
運
記
に
よ
る
と

奥
羽
二
州
、
稲
梁
之
富
為
天
下
館
、
而
陸
路
不
可
転
輸
漕
策
有
遺
、
寛
文
十
年
庚
成
之
久
、
T
i
-
-
都
下
有
河
村
瑞
軒
・
:
:
・
国
家
簡
命
瑞

軒
、
掌
管
海
運
事
、
先
今
潜
奥
州
信
夫
郡
官
糧
数
万
石
、
以
試
其
方
略
如
何
(
下
略
)

と
あ
る
如
く
河
村
瑞
軒
が
幕
府
の
命
令
を
承
け
て
友
意
の
や
っ
た
閉
ざ
く
の
不
充
分
な
と
こ
ろ
を
改
善
し
信
達
地
方
や
こ
の
頃
羽
州
街
道

を
経
て
送
ら
れ
て
き
た
山
形
の
屋
代
郷
天
領
の
城
米
を
阿
武
隈
水
運
を
利
用
し
て
海
路
江
戸
に
送
る
、
い
わ
ゆ
る
東
廻
海
運
を
組
織
化
す

仙台福島聞の交通路について

る
に
成
功
し
た
。
つ
ま
り
友
意
は
一
個
の
漕
運
業
者
と
し
て
官
米
輸
送
の
先
鞭
を
つ
け
た
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
水
路
開
さ
く
と
船
舶
航
行
に
よ
っ
て
福
島
天
神
河
岸
よ
り
長
岡
・
伏
黒
・
上
郡
・
伊
達
崎
・
徳
江
・
梁
川
等
の
福
島
側
河
岸
を
経

て
宮
城
県
に
入
り
沼
ノ
上
・
水
沢
・
丸
森
・
角
田
・
下
名
生
・
四
日
市
場
・
玉
崎
・
藤
波
か
ら
荒
浜
に
至
っ
た
。
仙
台
方
面
へ
は
玉
崎
よ

り
岩
沼
に
向
っ
た
。
山
形
県
屋
代
郷
天
領
の
城
米
は
羽
州
街
道
を
経
て
桑
折
に
入
り
徳
江
か
ら
舟
積
み
さ
れ
た
ら
し
い
日
〉

O

梁
川
と
丸
森
の
中
間
に
あ
た
る
沼
の
上
に
御
城
米
問
屋
会
所
が
あ
り
蹄
肝
入
斎
藤
氏
が
管
理
し
た
。
対
岸
の
水
沢
に
は
仙
台
藩
御
穀
改

御
番
所
や
御
陣
屋
が
あ
り
出
ハ
戸
氏
が
管
理
し
た
。
又
、
米
沢
藩
の
御
陣
屋
も
あ
っ
た
。
沼
の
上
御
城
米
問
屋
斎
藤
氏
の
系
図
先
祖
六
郎
兵

衛
の
条
に
、
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(
前
略
)
其
領
迄
信
達
両
郡
共
に
慶
長
五
年
よ
り
寛
文
四
年
甲
辰
迄
六
拾
四
ヶ
年
の
聞
は
米
沢
上
杉
様
御
領
地
の
所
、
右
辰
の
年
御
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土
地
に
な
り
其
後
伊
奈
半
重
郎
様
御
支
配
所
に
罷

成
、
右
両
郡
よ
り
出
る
御
物
成
米
伊
達
五
十
沢
村
の

者
共
陸
通
沼
の
上
迄
背
負
送
り
候
を
右
六
郎
兵
衛
預

置
候
御
米
一
俵
四
斗
二
升
入
百
十
五
俵
積
蹄
船
を
以

て
阿
武
隈
川
通
荒
浜
迄
御
運
送
の
諸
始
末
仕
候
に
付

右
六
郎
兵
衛
儀
御
蹄
肝
入
に
被
仰
付
候
。

と
あ
り
、
又
御
城
米
水
沢
河
岸
請
払
仕
方
に

一
、
水
沢
、
沼
上
両
所
共
仙
台
領
、
水
沢
は
川
よ
り

東
、
沼
の
上
は
川
よ
り
西
、
水
沢
問
屋
は
出
ハ
戸
弥
右

衛
門
、
沼
の
上
は
斎
藤
駒
之
丞
に
、
御
米
取
計
方
之

問
屋
に
て
取
置
申
候
。

沢
河
岸
に
て
出
ハ
戸
弥
右
衛
門
取
計
申
候
、
桑
折
御
分
は
沼
の
上
斎
藤
駒
之
丞
取
計
申
候
、
但
し
御
米
壱
俵
に
付
銭
壱
文
づ
っ
御
庭
銭

儀
は
米
沢
御
領
所
、
川
又
、
桑
折
之
御
ぽ
御
米
は
水

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
ヲ
o

こ
の
よ
う
に
幕
府
の
城
米
輸
送
の
必
要
か
ら
聞
か
れ
た
阿
武
隈
川
上
下
の
舟
航
は
年
毎
に
繁
栄
を
極
め
た
ら
し
い
。

一
端
水
運
が
切
り

聞
か
れ
る
と
、

そ
の
輸
送
量
に
於
て
と
て
も
併
行
の
陸
運
は
太
刀
打
ち
が
で
き
な
い
。
ま
し
て
福
島
、
仙
台
間
が
前
述
の
様
に
天
険
に
よ

っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
一
層
こ
の
水
路
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
域
米
以
外
福
島
方
面
よ
り
仙
台
方
面
に
送
ら
れ
る



各
種
の
物
資
は
だ
ん
だ
ん
こ
の
水
路
交
通
を
利
用
し
福
島
方
面
か
ら
の
各
種
駄
荷
が
舟
行
で
玉
崎
に
陸
揚
げ
さ
れ
玉
崎
よ
り
岩
沼
、
増
田

を
経
て
仙
台
に
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
陸
路
の
宿
場
部
落
が
騒
ぎ
だ
し
た
c

福
島
よ
り
仙
台
に
到
る
陸
路
は
脇
往
還
で
あ
る
が
奥
州
街
道
の
延
長
と
し
て
重
要
な
路
線
で
あ
っ
た
。
福
島
か
ら
瀬
の
上
・
伊
達
・
桑

折
・
藤
田
・
貝
田
迄
は
福
島
藩
若
く
は
天
領
、
越
河
か
ら
斎
川
・
白
石
・
宮
・
金
ケ
瀬
・
大
河
原
・
舟
迫
・
槻
木
迄
は
仙
台
領
の
宿
駅
で

あ
る
。
従
っ
て
前
記
の
よ
う
に
阿
武
隈
水
運
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
陸
路
駄
送
が
少
な
く
な
り
こ
の
運
送
駄
賃
が
大
き
な
収
入
源

で
あ
っ
た
宿
々
の
死
活
問
題
に
な
っ
て
き
た
。

一
ニ
、
宿
量
金
制
度

こ
の
川
通
り
輸
送
が
始
ま
っ
て
ど
の
位
物
資
が
動
い
た
か
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。
享
保
以
前
は
藩
境
を
越
え
て
大
量
の
貨
物
が
流

仙台福島聞の交通路について

通
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
既
に
元
禄
前
後
に
は
他
国
商
人
が
相
当
仙
台
城
下
に
入
り
込
ん
で
活
躍
し
て
い
た

事
は
若
干
の
資
料
に
よ
っ
て
推
察
で
き
る
。
宝
永
八
年
(
一
七
一
一
こ
の
年
正
徳
と
改
元
)
仙
台
大
町
の
商
人
が
連
署
で
町
奉
行
に
対
し

他
領
売
人
御
城
下
井
御
分
領
中
入
込
、
大
町
通
絹
布
小
間
物
木
綿
古
手
売
人
渡
世
相
続
不
罷
成
、
且
又
明
居
罷
出
追
年
困
窮
、
相
禿

申
者
共
数
多
御
座
候
、
而
無
拠
奉
存
候
、
前
ミ
ケ
様
之
節
旧
例
を
以
御
訴
訟
申
上
侯
得
ハ
如
願
被
成
下
候
、
依
之
乍
恐
奉
願
口
上
之

覚
(
本
文
略
)

と
願
出
(
日
)
で
て
い
る
し
、
や
や
少
し
後
で
あ
る
が
明
和
九
年
(
一
七
七
二
)
伊
達
氏
奉
行
申
渡
状
の
中
に

南
御
郡
中
商
人
共
、
木
綿
古
手
小
間
物
直
仕
入
当
時
被
相
留
置
候
処
、
此
度
別
段
之
御
吟
味
を
以
往
古
之
通
直
仕
入
御
免
抜
成
下
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旨
、
左
之
写
之
通
出
入
司
衆
被
仰
聞
候
条
、
其
御
心
得
南
御
郡
中
江
早
速
御
代
官
よ
り
可
後
申
渡
俣
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と
の
こ
と
が
見
え
、
更
に

一
、
入
仲
被
召
上
候
問
、
船
積
に
て
相
下
候
分
御
石
改
所
御
役
人
御
判
肝
入
等
引
添
、
江
戸
買
仕
切
引
合
相
改
一
よ
(
下
略
)

一
、
陸
通
買
下
候
分
ハ
、
入
口
之
御
境
横
目
仲
御
判
肝
入
引
添
、
江
戸
畏
仕
切
を
以
駄
数
等
相
改
候
上
、
仲
御
判
肝
入
方
に
て
右
買

仕
切
を
以
御
仲
召
上
判
紙
渡
方
之
儀
右
之
趣
を
以
首
尾
可
申
事
c

と
指
令

(

H

)

を
出
し
て
い
る
の
で
も
、
水
陸
両
路
よ
り
相
当
の
商
人
や
物
貨
が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

又
商
取
引
の
発
展
に
伴
っ
て
飛
脚
業
も
発
達
す
る
が
、
福
島
で
上
州
屋
伝
左
衛
門
が
飛
脚
問
屋
を
聞
い
た
の
が
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)

で
、
こ
れ
が
間
も
な
く
大
阪
島
屋
の
支
屈
と
な
り
、
次
で
宝
暦
十
三
年
(
一
七
六
一
二
)
仙
台
に
ま
で
延
長
し
て
い
る

2
)
と
こ
ろ
を
見
れ

上
方
と
の
取
引
ち
相
当
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
芳
え
て
よ
い
。
こ
れ
ら
商
荷
物
が
前
出
の
陸
通
し
通
路
を

避
け
て
輸
送
力
の
大
き
い
阿
武
隈
川
水
路
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
c

名
取
郡
玉
崎
の
渡
辺
家
文
書
中
に
あ
る
御
城
米
方
御
条
目
永

ば
、
遠
く
江
戸
、

留
に
、

一
、
武
士
荷
物
と
商
人
荷
物
類
船
に
上
、
川
よ
り
令
下
着
と
い
う
と
も
式
士
よ
り
先
に
商
人
荷
物
江
僻
相
渡
間
敷
事

と
の
一
ケ
条
が
あ
る
が
、
城
米
と
な
ら
ん
で
商
荷
の
あ
っ
た
こ
と
と
、

そ
れ
が
と
も
す
る
と
武
士
荷
物
よ
り
早
く
輸
送
さ
れ
勝
ち
な
こ
と

の
事
情
な
ど
が
察
せ
ら
れ
る
c

こ
の
文
書
は
元
禄
四
年
(
一
六
九
一
)
の
も
の
で
あ
る
お
)
O

時
代
は
ず
っ
と
下
る
が
明
治
十
七
年
阿
武

隈
水
運
の
輸
送
量
を
示
し
た
も
の
に

此
航
路
ニ
ヨ
リ
運
輸
ス
ル
物
品
一
万
百
三
十
六
一
献
内
、
管
内
ニ
発
シ
管
内
ニ
陸
揚
分
附
ス
ル
モ
ノ
八
千
五
百
八
十
六
駄
、
管
内
ヨ
リ

発
シ
下
流
地
方
へ
輸
送
ス
ル
モ
ノ
千
五
百
五
十
駄
云
云

と
あ
る
が
(
汀
〉
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
舟
運
は
大
き
な
輸
送
量
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
c



貞
享
五
年
(
一
六
八
八
)
三
月
仙
台
藩
に
於
て

阿
武
隈
川
通
情
御
役
代
当
年
分
よ
り
以
後
御
蔵
江
取
納
不
申
御
郡
方
に
て
溜
置
御
代
官
手
前
に
て
、
御
利
足
付
致
借
方
倍
合
応
金
高

ニ
、
御
郡
司
吟
味
之
上
各
江
相
達
、
舟
迫
よ
り
越
河
迄
之
宿
々
御
用
捨
夜
下
之
首
尾
可
被
申
候
、
但
諸
商
人
荷
物
福
島
よ
り
川
島
運

送
申
ニ
付
陸
通
駄
賃
無
之
、
至
近
年
右
宿
々
令
困
窮
候
段
、
大
河
内
四
郎
兵
衛
相
達
候
旨
被
申
聞
趣
承
届
、
右
御
役
代
為
御
用
捨
抜

下
之
可
然
と
具
吟
味
如
斯
候
。

と
藩
奉
行
よ
り
出
入
司
に
指
令
が
出
た
。
出
入
司
は
こ
の
指
令
に
基
き
阿
武
隈
川
通
騨
(
時
〉
商
荷
役
代
を
水
沢
御
穀
改
所
役
人
衆
で
積
立

て
、
そ
の
金
を
刈
回
、
柴
田
の
代
官
を
通
じ
て
、
越
河
、
斎
川
、
白
石
、
金
ケ
瀬
、
大
河
原
、
船
迫
、
槻
木
(
こ
の
宿
は
後
に
加
わ
る
)

の
各
宿
、

つ
ま
り
仙
台
領
内
の
厚
樫
山
南
北
に
あ
る
八
ケ
宿
駅
に
低
利
融
資
貸
付
制
(
場
合
に
よ
っ
て
は
無
利
子
、
非
常
の
際
は
下
賜
交

付
も
あ
る
)
を
設
定
し
た
。
こ
れ
が
宿
置
金
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
要
す
る
に
阿
武
隈
川
水
運
で
困
っ
た
の
だ
か
ら
そ
ち
ら
で
取
上
げ
た

仙台福島聞の交通路について

通
船
役
代
を
藩
庫
に
入
れ
な
い
で
、

さ
び
れ
た
陸
路
の
宿
駅
に
貸
付
け
救
済
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
本
筋
は
利
子
は
貸
金
だ
か
ら
返

済
は
必
要
で
年
賦
の
定
め
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
年
次
が
た
て
ば
例
え
一
部
を
交
附
し
た
と
て
逐
次
増
加
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ

た
(
叩
)
O

こ
の
宿
置
金
制
度
が
交
通
路
変
遷
に
よ
る
被
害
の
補
償
金
的
な
も
の
と
し
て
一
応
の
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
享
保
十
四
年
(
一
七
二
九
)

こ
の
制
度
を
運
営
方
法
が
で
た
ら
め
だ
と
い
う
理
由
で
中
止
し
よ
う
と
し
た
藩
庁
の
動
き
に
対
し
て
出
さ
れ
た
代
官
の
意
見
書
に

近
年
に
至
槻
木
よ
り
越
河
迄
之
宿
々
至
而
困
窮
往
還
通
泊
り
等
も
無
之
、
勿
論
駄
賃
荷
物
等
も
至
而
不
足
に
罷
成
町
場
居
株
之
様
子

見
苦
敷
程
に
罷
成
候
処
、
此
度
右
金
御
借
方
被
相
控
と
御
座
候
而
は
宿
々
馬
買
金
等
に
も
行
当
御
町
役
相
勤
兼
可
申
と
御
座
候
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と
い
っ
て
い
る
の
や
ら
、
同
じ
く
宿
駅
民
か
ら
の
陳
情
嘆
願
文
中
に
『
本
来
こ
の
宿
置
金
と
い
う
も
の
は
阿
武
隈
川
通
り
に
交
通
路
の
主
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要
ル

l
ト
が
変
更
に
な
っ
た
為
、
そ
の
被
害
を
受
け
た
八
ケ
宿
に
裁
い
た
御
恵
み
金
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
ら
交
通
路
が
急
に
復

し
な
い
限
り
例
え
運
営
方
法
が
悪
い
か
ら
と
い
っ
て
取
り
止
め
る
の
は
無
慈
悲
な
御
抄
汰
で
あ
る
』
と
迫
っ
て
い
る
の
で
も
明
ら
か
で
あ

ろ
う

n

兎
に
角
こ
の
享
保
の
廃
止
案
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
こ
の
後
の
経
過
は
資
料
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
な
い
が
、
水
沢
の

締
役
代
を
陸
路
の
宿
駅
に
交
附
す
る
こ
と
は
い
つ
の
間
に
か
中
止
し
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
そ
の
時
期
は
明
ら
か
に
す
る
を
得
な
い
。
其

後
陸
路
宿
駅
は
そ
れ
ま
で
の
積
立
倍
合
金
を
運
営
し
な
が
ら
馬
買
金
な
ど
に
あ
て
て
来
た
が
、
大
半
の
宿
駅
で
は
そ
の
運
宮
や
返
済
も
段

々
杜
撰
と
な
り
帳
面
上
だ
け
で
現
金
は
な
く
有
名
無
実
化
し
て
し
ま
っ
た
。
文
化
文
政
以
後
は
連
年
嘆
願
陳
情
を
繰
り
返
し
新
し
い
救
済

補
助
金
の
財
源
の
設
定
を
願
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
引
き
か
え
福
島
川
岸
、
梁
川
、
丸
森
、
角
田
な
ど
の
川
筋
は
頗
る
繁
栄

し
年
間
一
万
五
千
俵
余
の
廻
米
の
外
、
仙
台
、
仙
北
方
面
に
入
る
木
綿
、
古
手
、
商
荷
、
肥
料
な
ど
輸
送
量
多
く
、
丸
森
な
ど
百
二
十
八

斐
の
舟
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。

む

す

び

明
治
維
新
以
後
も
こ
の
方
面
の
交
通
状
況
は
し
ば
ら
く
幕
政
時
代
と
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
変
化
が
起
っ
た
の
は
明
治
十
四
年
以

後
の
日
本
鉄
道
株
式
会
社
に
よ
っ
て
奥
州
へ
の
鉄
道
敷
設
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
鉄
道
路
線
は
原
則
的
に
奥
州
街
道
に
沿
う
て
敷

か
れ
た
た
め
険
阻
で
は
あ
っ
た
が
厚
隈
山
麓
の
急
坂
を
か
ら
く
も
通
り
抜
け
で
明
治
二
十
二
年
(
一
八
八
七
)
十
二
月
仙
台
ま
で
の
試
運

転
が
行
な
わ
れ
た
。
試
運
転
の
日
に
山
県
内
務
卿
の
乗
車
し
た
列
車
が
厚
樫
山
復
二
十
五
分
の
一
急
勾
配
の
た
め
予
定
よ
り
三
時
間
遅
れ

て
午
后
十
時
半
仙
台
に
着
き
話
題
に
な
っ
た
こ
と
は
い
か
に
無
理
な
路
線
で
あ
っ
た
か
を
証
明
し
て
い
る
。
だ
が
一
度
び
鉄
道
が
開
通
す

れ
ば
交
通
の
大
動
、
肱
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
幕
府
倒
壊
以
来
、
城
米
輸
送
中
止
に
よ
っ
て
努
や
や
衰
え
て
い
た
阿
武
隈
川
水
運
が
大
打
撃



を
受
け
、
も
う
明
治
末
に
は
完
全
に
単
な
る
地
方
的
水
運
路
と
し
て
の
価
値
し
か
持
た
な
く
な
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
旧
幕
時
代
と
形
勢
逆

転
し
白
石
、
大
河
原
な
ど
の
東
北
線
沿
線
都
市
は
活
気
を
と
り
戻
し
た
。
其
後
大
正
以
来
阿
武
隈
川
沿
い
の
地
方
は
幾
度
か
鉄
道
敷
設
の

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
要
望
が
叫
ば
れ
る
と
厚
樫
山
腹
の
二
十
五

運
動
を
繰
り
返
し
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
最
近
東
北
線
の
輸
送
力
増
強
、

分
の
一
急
勾
配
が
(
東
北
線
随
一
と
い
う
)
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
昭
和
三
十
戸
一
年
以
降
阿
式
隈
川
沿
い
に
伊
達

郡
を
通
り
丸
森
を
通
ず
る
新
設
線
建
設
運
動
が
急
速
に
具
体
化
し
東
北
線
の
福
島
、
仙
台
間
路
線
変
更
の
動
き
が
あ
り
地
方
民
の
大
き
な

関
心
と
な
っ
て
い
る
。
奥
羽
地
方
の
長
い
歴
史
の
上
に
福
島
、
仙
台
聞
の
厚
樫
山
塊
と
阿
武
隈
川
が
交
通
路
線
設
定
の
上
で
果
た
し
て
き

た
役
割
は
人
聞
の
限
ら
れ
た
活
動
を
故
意
に
翻
ろ
う
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
c

仙台福島聞の交通路について

註

(
1
)

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
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8 
、--

伊
東
信
雄
・
宮
城
県
史
古
代
史
編

高
橋
富
雄
・
東
北
史
の
新
研
究
所
収
東
北
古
代
の
開
拓
に
出
羽
方
面
エ
ゾ
鎮
定
を
過
小
評
価
し
て
い
る
。

伊
東
信
雄
・
前
出
書

大
槻
文
彦
は
日
理
と
思
と
同
一
の
も
の
と
見
て
い
る
。

内
藤
政
恒
・
文
化
四
ノ
一
一
、
浜
田
廉
・
仙
台
郷
土
研
究
、
宣
口
田
貞
土
口
・
歴
史
地
理
二
一
ノ
五
、

仙
台
藩
成
辰
史
に
南
下
官
軍
を
こ
こ
で
防
ご
う
と
画
し
た
こ
と
が
見
え
る
、

古
田
良
一
・
東
廻
海
運
及
西
廻
海
運
の
研
究
、

平
重
道
・
仙
台
藩
領
農
村
の
崩
壊
(
東
北
史
新
研
究
)

庄
司
吉
之
助
・
阿
武
隈
川
漕
運
開
さ
く
資
料

吉
田
東
伍
・
大
日
本
地
名
辞
書

庄
司
吉
之
助
・
前
出
書
、
古
田
良
一
・
宮
城
県
史
交
通
編

樋
畑
雪
湖
・
江
戸
時
代
の
交
通
文
化
、
古
田
良
一
・
前
出
書
、
圧
司
吉
之
助
・
前
出
書
c

友
意
か
友
以
か
す
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

飯
沼
寅
治
・
奥
州
宿
駅
街
道
の
時
代
的
変
遷

(
9
)
 

(
叩
)

(
日
)
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(
ロ
)
山
形
県
史
所
収
岩
瀬
文
書
、
長
井
政
大
郎
・
最
上
川
の
船
着
場
(
交
通
文
化
)
に
上
杉
氏
、
城
米
輸
送
の
こ
と
が
見
え
る
つ

(
臼
)
仙
台
市
史
資
料

(
比
)
同
前

(
日
)
島
屋
佐
右
衛
門
家
声
録

(
凶
)
宮
城
県
史
編
纂
史
料

(
口
)
福
島
県
会
沿
革
誌

(
問
)
古
田
良
一
・
前
出
書
、
長
井
政
太
郎
・
前
出
書
、
締
と
呼
ぶ
の
は
仙
台
藩
租
税
要
略
に
よ
れ
ば
こ
の
藩
独
特
の
も
の
ら
し
い
。

(
四
)
宿
置
金
に
つ
い
て
拙
著
奥
州
街
道
宿
駅
制
の
研
究
に
詳
細
を
述
べ
て
あ
る
。

な
お
本
論
文
作
成
に
当
っ
て
庄
司
吉
之
助
教
授
か
ら
資
料
そ
の
他
に
つ
い
て
多
大
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。




