
士
口
備
地
方
に
恥
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
き

足

手リ

健

亮

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

{ま

じ

め

わ
が
国
古
代
の
道
路
と
い
え
ば
、
七
道
と
一
括
し
て
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
「
官
道
」
で
す
ら
、
と
も
す
る
と
自
然
発
生
的
に
通
じ
た
道

で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
語
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
そ
う
で
は
な
し
に
、
古
代
の
官
道
は
、
巨
視
的
な
ル

l
ト

の
設
定
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、
ま
た
全
体
の
一
部
を
な
す
各
区
問
、
と
く
に
平
野
を
通
過
す
る
区
間
で
、
多
く
の
ば
あ
い
最
短
距
離
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を
定
る
直
線
道
路
が
測
量
・
建
設
(
以
下
測
設
と
い
う
)
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、
共
に
す
ぐ
れ
て
計
画
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
畿
内
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
計
画
古
道
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
考
説
を
発
表
し
て
き

た
T
Y
小
稿
は
、
右
の
考
え
方
を
山
陽
道
の
吉
備
地
方
通
過
区
聞
に
適
用
で
き
な
い
か
ど
う
か
を
探
る
試
論
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
山
陽
道
の
計
画
性
、
す
な
わ
ち
直
線
区
間
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
既
に
『
岡
山
市
史
・
古
代
編
』
(
昭
和
三
七
年
。
以
下

『
岡
山
市
史
』
と
の
み
記
す
)
の
中
で
、
石
田
寛
氏
が
岡
山
市
域
お
よ
び
周
辺
部
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
故
小
稿
は
、
あ
る
意

味
で
は
同
氏
の
糞
尾
に
付
し
、
同
氏
の
説
を
敷
街
し
て
、
吉
備
全
域
に
お
け
る
直
線
古
道
の
復
原
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
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1
d

、ivし
か
し
古
代
官
道
の
復
原
研
究
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
な
い
。
復
原
の
試
み
の
過
程
で
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
明
ら
か

に
な
る
道
路
と
条
里
地
割
・
国
府
・
国
分
寺
・
古
墳
・
地
形
な
ど
と
の
諸
種
の
関
係
は
、
新
た
な
問
題
を
示
唆
す
る
し
、
そ
の
検
討
は
複

合
的
な
古
代
景
観
の
理
解
に
一
歩
近
づ
け
る
作
用
を
な
す
。
た
だ
し
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
筆
者
の
調
査
に
不
充
分
な
点
が
多
く
、
予
察

的
記
述
や
着
眼
点
の
指
摘
に
流
れ
が
ち
で
、
全
体
と
し
て
、
復
原
を
試
み
た
古
道
に
不
確
定
要
素
が
多
々
残
っ
て
い
る
こ
と
を
自
認
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
標
題
を
「
覚
え
書
き
」
と
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
な
お
今
後
の
再
考
を
心
が
け
る
と
共
に
、

そ
の
点
あ
ら
か
じ
め
大
方
の
諒
解
を
得
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一
、
備
前
国
上
道
郡
に
お
け
る
計
画
山
陽
道
の
推
定

「
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
た
備
前
国
の
駅
家
は
、
坂
長
、
珂
磨
、
高
月
(
駅
馬
各
二

O
疋
)
、
津
高
(
一
四
疋
)

の
都
合
四
駅
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
延
暦
七
年
(
七
八
八
)
六
月
七
日
条
に
は
、
「
藤
野
駅
家
遷
出
置
河
西
「
以
避
=
水
難
「
兼
均
エ
労
逸
こ
せ
ん
と
し
て
許
さ
れ

た
こ
と
が
見
え
る
が
、
こ
の
時
「
河
西
」
す
な
わ
ち
吉
井
川
の
西
に
移
さ
れ
て
で
き
た
新
駅
が
珂
磨
駅
家
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
珂
磨
駅
家
の
位
置
は
、

『
岡
山
市
史
』
等
の
通
説
に
よ
れ
ば
現
在
の
熊
山
町
松
木
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
は

ム
7

の
と
こ
ろ
「
松
木
」
を
「
馬
継
」
の
転
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
が
、
松
木
集
落
の
北
西
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
「
可

真
」
と
称
す
る
谷
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
駅
北
は
松
木
集
落
そ
の
も
の
で
は
な
く
と
も
、

い
ず
れ
近
辺
に
あ
る
と
み
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ

る。
次
に
高
月
駅
家
壮
は
、
通
説
に
よ
る
と
山
陽
町
馬
屋
に
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
地
名
以
外
の
確
証
は
な
い
が
、

「
馬
屋
」
は



「
駅
家
」
の
通
音
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
松
木
」
よ
り
は
駅
祉
と
し
て
確
か
な
地
名
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

問
題
は
両
駅
を
つ
な
ぐ
道
筋
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
可
真
谷
日
古
木
峠
l
下
市
を
経
る
古
道
が
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
通
説

が
あ
る
。
こ
の
通
説
は
大
筋
で
は
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
細
か
に
見
る
と
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
遡
ら
せ
て
原
初
山
陽
道
と
考
え
る
こ
と

に
は
、
疑
問
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
そ
の
疑
問
と
い
う
の
は
、

日
古
木
峠
を
下
っ
て
第
1
図
の
イ
点
に
達
し
て
か
ら
ロ
点
に
向
か
う
道
筋

が
、
下
市
を
経
由
す
る
迂
回
路
に
な
っ
て
い
る
事
実
か
ら
生
じ
る
。

イ
l
ロ
聞
の
道
が
か
な
り
屈
曲
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ロ
点
か
ら
ハ
の
孤
立
小
丘
の
北
西
縁
、

ニ
の
正
陵
の
南
東
縁
を
縫
っ
て
西
南

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

走
し
ホ
点
に
達
す
る
古
道
は
、

一
万
分
ノ
一
な
い
し
そ
れ
よ
り
大
縮
尺
の
地
図
上
で
は
必
ず
し
も
完
全
な
直
線
を
た
ど
っ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
が
、
二
万
五
千
分
ノ
一
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
直
線
と
い
っ
て
よ
い
あ
り
ょ
う
を
示
す
。
し
か
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ

の
方
位
が
両
宮
山
前
方
後
円
墳
の
前
方
部
を
画
す
る
濠
の
方
位
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
、
且
つ
ロ
l
j
ホ
古
道
を
仮
に
そ
の
ま
ま
北
東
へ
直

進
さ
せ
る
と
、

イ
点
で
日
古
木
峠
か
ら
下
っ
て
き
た
古
道
に
ス
ム
ー
ズ
に
接
合
す
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、

ホ
点、

す
な
わ
ち
両
宮
山
古
墳
の
前
で
古
道
が
明
ら
か
に
角
度
を
変
え
る
事
実
が
あ
り
、
こ
の
事
実
は
摂
津
の
淀
川
北
岸
地
帯
を
通
過
す
る
直
線

山
陽
道
が
継
体
陵
古
墳
右
前
角
付
近
で
角
度
を
変
え
る
事
実
と
共
通
す
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
両
宮
山
古
墳
の
主
軸
線
が
前
方
お
よ
そ

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
孤
立
丘
陵
火
打
山
の
頂
上
(
一
一
五
メ
ー
ト
ル
)
を
指
す
事
実
も
あ
る
。

右
の
諸
事
実
は
、

ホ
か
ら
ロ
を
経
て
そ
の
ま
ま
イ
点
ま
で
直
進
す
る
計
画
古
道
が
存
在
し
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
測
設
が
両
宮
山
古
墳

と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
宮
山
古
墳
の
築
成
と
古
道
の
測
設
と
の
前
後
関
係
は
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
ホ
点
に
お
け
る
遣
の
屈
折
は
古
墳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
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に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
な
い
か
ら
、
計
画
古
道
の
測
設
が
古
墳
の
造
成
に
先
行
し
た
こ
と
は
い
え
な
い
。
次
に
古
墳
の
主
軸
方
位
が
仮

に
古
道
と
か
か
わ
り
な
く
、
あ
る
地
点
か
ら
火
打
山
頂
を
見
通
す
方
法
で
決
定
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
古
墳
前
縁
線
(
前
方
部
周

濠
ま
た
は
周
庭
帯
の
前
面
線
)
は
、
今
の
と
こ
ろ
ニ
の
丘
陵
の
南
東
縁
と
ハ
の
丘
陵
の
北
西
縁
を
見
通
す
角
度
で
決
定
さ
れ
た
と
見
る
の

が
最
も
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
者
は
当
然
直
角
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
前
者
つ
ま
り
主
軸
線
は
結
局

ロ
!
ホ
線
と
無
関
係
に
決
め
ら
れ
た
と
は
い
え
な
く
な
る
。
要
す
る
に
両
宮
山
古
墳
の
平
面
形
は
、
こ
の
古
墳
が
火
打
山
頂
と
ハ
丘
陵
北

西
縁
を
直
角
に
見
通
す
一
地
点
を
前
方
部
前
面
中
点
と
し
て
設
計
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
妥
当
な
あ
り
ょ
う
を
呈
し
て
い
る
。
と
す
れ

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

ぽ
、
両
宮
山
古
墳
築
造
時
に
お
い
て
ロ
|
ホ
線
は
既
に
有
意
な
線
で
あ
っ
た
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
既
に
自
生

的
な
道
が
通
じ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
は
丘
陵
ハ
の
南
側
一
帯
は
長
い
間
沼
沢
を
な
し
て
い
た
低
湿
地
で
、
条
里
遺
構
が
な
く
、
東

西
の
異
方
位
条
里
区
を
分
け
る
自
然
的
境
界
帯
を
な
し
て
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
こ
こ
は
東
西
交
通
の
障
害
を
な
す
地
帯
で
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
事
実
丘
陵
の
南
を
周
回
す
る
道
路
の
造
成
は
新
し
く
、

ロ
ー
ホ
線
が
最
も
自
然
な
、
そ
れ
故
最
も
古
い
道
筋
で
あ
っ
た
と

認
め
得
る
。

か
く
し
て
、

ハ
丘
陵
北
西
縁
と
ニ
丘
陵
南
東
縁
を
縫
う
ほ
ぼ
直
線
的
な
し
か
し
自
生
的
な
道
筋
が
両
富
山
古
墳
の
設
計
に
か
か
わ
り
を

有
し
、
古
墳
造
成
以
後
に
そ
の
自
生
的
な
道
を
直
進
さ
せ
て
日
古
本
谷
|
日
古
木
峠
に
つ
な
ぎ
、
他
方
古
墳
の
前
面
で
角
度
を
変
え
て
、

旭
川
の
渡
河
点
で
あ
る
牟
佐
を
指
向
す
る
山
陽
道
を
測
設
し
た
と
い
う
順
序
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
吉
備
地
方
の
大
古
墳
の
う
ち
、
右
に
述
べ
た
て
い
ど
の
深
さ
で
計
画
古
道
の
測
設
と
か
か
わ
り
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
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も
の
は
、
両
宮
山
古
墳
の
ほ
か
に
は
な
い
。
し
か
も
両
宮
山
古
墳
が
有
し
て
い
る
大
規
模
な
周
濠
は
、
造
山
・
作
山
を
は
じ
め
と
す
る
吉

備
地
方
の
大
古
墳
に
は
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
異
例
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
畿
内
の
大
古
墳
の
あ
り
よ
う
と
共
通
す
る
ハ
2
〉
。
こ
れ
ら
の
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こ
と
は
、
こ
の
地
方
を
「
上
道
」
と
呼
称
す
る
こ
と
と
合
せ
て
興
味
深
い
問
題
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
小
稿
で
は

そ
の
問
題
の
追
跡
は
ひ
か
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
本
題
に
も
ど
っ
て
、

イ
ー
ロ
直
線
古
道
が
少
な
く
と
も
一
度
は
設
置
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
道
筋
に
み
ら
れ
る
迂
回

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
の
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
条
里
地
割
に
よ
る
侵
襲
の
結
果
と
み
な
す
こ
と

が
可
能
で
あ
り
妥
当
で
る
る
と
思
う
。

石
田
寛
氏
に
よ
れ
ば
、
両
宮
山
の
北
、
直
線
距
離
に
し
て
お
よ
そ
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
距
て
る
山
陽
町
下
仁
保
に
、
約
四
町
の
間
隔
を

お
い
て
対
置
さ
れ
た
こ
つ
の
「
に
ら
み
石
」
と
称
す
る
石
標
が
あ
り
(
う
ち
一
つ
は
既
に
現
存
し
な
く
な
っ
て
い
る
て
こ
の
こ
つ
の
石
標

を
結
ぶ
線
と
こ
れ
に
置
交
す
る
線
と
が
、
下
山
・
長
尾
山
以
北
の
砂
川
谷
に
お
け
る
条
里
地
割
施
行
基
線
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

定
さ
れ
る
と
い
う
す
〉
。
同
説
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、

イ
l
ロ
推
定
古
道
の
周
辺
で
は
、

北
か
ら
条
里
地
割
が
南
下
し
て
き
た
こ
と
に
な

り
、
そ
の
時
異
方
位
の
直
線
古
道
が
先
行
し
て
い
れ
ば
耕
地
区
画
の
整
形
を
乱
す
こ
と
に
な
っ
て
不
都
合
を
生
み
、
先
行
古
遭
は
次
第
に

条
里
の
中
に
埋
没
し
て
、
道
筋
が
条
里
畦
畔
に
移
る
過
程
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
ホ
|
ロ
|
イ
直
線
古
道
は

東
端
を
へ
点
付
近
と
す
る
条
里
地
割
に
乗
り
、
さ
ら
に
の
ち
、
市
場
町
(
下
市
)

の
成
立
や
ト
付
近
の
丘
陵
端
へ
の
「
よ
り
か
か
り
」
に

よ
っ
て
、
現
在
の
屈
曲
の
多
い
道
筋
に
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
推
量
部
分
が
あ
ま
り
に
も
多
い
が
、

一
つ
の
試
考
結
果
と
し
て
提
示
し
て
み
た
。

な
お
、
第
1
図
の
範
囲
内
に
か
か
わ
る
事
実
で
、
以
下
の
記
述
と
も
関
係
す
る
こ
と
を
、
二
、
一
ニ
補
足
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、

お

よ
そ
方
二
町
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
備
前
国
分
寺
の
寺
域
(
ろ
が
山
陽
遣
に
極
め
て
近
接
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、

備

中
の
原
初
山
陽
道
を
考
え
る
際
に
再
び
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
は
、
原
初
山
陽
道
が
竜
王
山
A
を
含
む
山
地
の
南
側
の
平
野



を
通
ら
ず
に
、
標
高
六
五
メ
ー
ト
ル
の
峠
を
含
む
北
側
の
道
筋
を
と
っ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
吉
井
川
の
攻
撃
に
よ
っ
て
急
崖
が
河
道
に
接

す
る
チ
付
近
の
地
形
の
た
め
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
地
形
条
件
の
と
こ
ろ
が
も
っ

と
も
大
き
な
交
通
路
上
の
断
点
と
な
り
、
そ
れ
故
可
能
な
限
り
こ
の
よ
う
な
条
件
の
と
こ
ろ
を
回
避
し
て
道
を
通
じ
た
ら
し
い
こ
と
は
、

吉
備
地
方
だ
け
で
も
な
お
数
カ
所
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
必
要
に
応
じ
て
後
述
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
珂
磨
駅
家

祉
推
定
地
松
木
の
東
北
に
も
、

リ
の
北
方
山
地
を
攻
撃
す
る
旧
河
道
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
の
ぼ
あ
い
は
旧
河
道
が
仮
に
古
代
の

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
断
点
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
攻
撃
が
チ
点
付
近
の
現
状
に
み
る
ほ
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
山
麓
に

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

な
お
道
の
通
過
が
充
分
可
能
な
緩
傾
斜
地
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
、
竜
王
山
は
蜂
を
設
け
ら
れ
た
山
で
あ
る
と
い
う
説
(
旦

に
関
し
て
で
あ
る
。
竜
王
山
H
峰
山
説
が
確
か
に
成
立
す
る
な
ら
ば
、
上
道
郡
の
中
心
部
を
見
下
し
、
山
陽
台
道
に
ま
た
が
っ
て
(
巨
視

的
に
は
並
行
し
て
)
竜
王
山
が
列
を
な
す
事
実
は
興
味
深
く
、
ま
た
重
要
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
稿
で
は
省
略

し
た
い
。ニ

、
福
林
寺
縄
手
を
め
ぐ
っ
て

旧
一
宮
村
、
現
在
の
岡
山
市
一
宮
地
区
内
に
は
、
「
馬
屋
上
」
「
馬
屋
下
」
と
い
う
古
い
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
津
高
駅
家
を

第
2
図
の
辛
川
市
場
付
近
に
比
定
す
る
通
説
の
根
拠
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

山
陽
町
馬
屋
、
す
な
わ
ち
高
月
駅
家
推
定
地
か
ら
こ
の
津
高
駅
家
推
定
地
に
至
る
道
筋
は
、

『
岡
山
市
史
』
に
よ
れ
ば
、

牟
佐
付
近
で
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旭
川
を
渡
り
、
そ
の
右
岸
を
南
西
行
し
、
福
林
(
輪
)
寺
縄
手
か
ら
笹
ケ
瀬
(
ヌ
点
)
ま
た
は
戸
月
峠
を
経
て
、
富
原
を
通
過
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
(
同
書
三

O
四
お
よ
び
三
九

0
ペ
ー
ジ
)
。
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草寺団
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E 
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三t
肘

議
申
~
術
品
『

副
出

Cコ

hコ

ωズ
コ
ザ

繊
同
図

前
勢
崎
詣
物
品
即
刊
す
れ
'
九
い
「
付
畔
完
吾
罰
隊

し
か
し
こ
の
道
筋
を
原
初
山
陽
道
と
み
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
疑
問
は
、
右
の
全
行
程
を
見
渡
し
た
時
、

福
林
寺
縄
手
が
明
ら
か
に
迂
回
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
迂
回
を
避
け
て
津
島
山
の
北
を
東
西
に
通
り
抜
け
よ
う



と
す
る
と
標
高
九
五
メ
ー
ト
ル
の
峠
(
ル
)
を
越
え
ね
ば
な
ら
ず
、
明
ら
か
に
難
路
と
い
っ
て
よ
い
道
筋
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
難
路
を

避
け
て
津
島
山
の
南
辺
に
福
林
寺
縄
手
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
ま
ま
坊
主
山
の
南
辺
を
経
て
吉
備
中
山
の
北
辺
を
ほ
ぼ
ま

っ
す
ぐ
指
向
す
る
道
が
聞
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
道
を
仮
定
す
る
と
、
そ
れ
は
富
原
へ
ま
わ
る
道
に
く
ら
べ
て
短
距
離
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
最
も
平
坦
な
よ
い
道
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
福
林
寺
縄
手
か
ら
富
原
じ
至
る
に
は
、
第
1
図
の
チ

付
近
に
似
た
危
険
箇
所
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
笹
ケ
瀬
の
陸
路
(
ヌ
)
を
通
る
か
、
標
高
六
五
メ
ー
ト
ル
の
戸
月
峠
を
上
り
下
り
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
津
島
山
の
北
を
東
西
に
抜
け
る
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
た
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
つ
ま
り
福
林
寺
縄
手
か
ら
富

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

原
へ
ま
わ
る
の
は
、
は
な
は
だ
唐
突
で
あ
り
、

い
わ
ば
首
尾
一
貫
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
図
を
よ
く
見
る
と
、
こ
の
福
林
寺
縄
手
は
、
東
し
て
三
野
で
旭
川
を
渡
り
、
推
定
備
前
国
府
域
内
を
貫
通
し
、
各
地
の
国
府
に

付
置
さ
れ
た
ら
し
い
寺
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
成
光
寺
(
廃
寺
)
の
前
を
通
り
、
頭
高
山
を
指
向
す
る
正
東
西
古
道
の
線
に
ほ
ぼ

完
全
に
乗
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
福
林
寺
縄
手
が
、
も
と
も
と
牟
佐
で
旭
川
を
越
え
て
南
西
走
L
て
き
た
原
初
山
陽
道

を
受
け
る
道
と
し
て
で
は
な
し
に
、
吉
備
分
国
と
そ
れ
に
伴
な
う
備
前
国
府
の
設
置
に
際
し
て
(
あ
る
い
は
も
う
少
し
後
に
)
新
た
に
設

け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
直
線
道
路
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
も
の
が
た
る
事
実
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

高
月
駅
家
か
ら
ヲ
の
峠
を
経
て
国
府
に
連
絡
す
る
い
わ
ば
山
陽
道
支
路
に
つ
い
て
は
、

『
岡
山
市
史
』
も
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
同

書
で
は
、
福
林
寺
縄
手
も
そ
の
支
路
の
一
部
と
し
て
起
源
し
た
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
備
前
国
府
へ
は
、
三
野
付
近
で
旭
川
を
渡
っ
て
立
ち
寄
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
憶
測
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
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か
し
そ
の
た
め
に
は
牟
佐
で
一
度
、
コ
一
野
で
往
復
二
度
、
合
わ
せ
て
三
度
旭
川
を
渡
河
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
に
な
る
。
そ
の
ば
あ

い
、
両
所
に
橋
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
古
代
に
お
い
て
は
大
河
に
架
橋
す
る
例
は
稀
で
、
多
く
の
ば
あ
い
渡
航

mι
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依
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
平
安
時
代
前
期
の
東
海
道
主
要
渡
河
点
で
、
確
認
で
き
る
主
要
固
定
橋
は
勢
多
橋
と
浜
名
橋
の
二
例
、
ほ
か
に

浮
橋
と
し
て
富
士
川
と
鮎
川
(
相
模
川
)
の
ニ
例
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
残
る
墨
俣
川
(
尾
張
・
美
濃
欄
許
可
尾
張
草
津
渡
(
庄
内
川
)
、

三
河
矢
作
川
、
飽
海
川
(
豊
川
)
、
遠
江
広
瀬
川
(
天
竜
川
)
、
大
井
川
、
駿
河
安
倍
川
、

下
総
太
日
川
(
江
戸
川
)
、
'
武
蔵
石
瀬
川
〈
多

こ
と
ご
と
く
渡
船
に
よ
っ
た
事
実
官
〉
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
推
し
て
旭
川
に
橋
が
あ
っ
た
可

能
性
は
極
め
て
少
な
い
。
ま
し
て
二
本
の
橋
が
並
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ

摩
川
)
、
住
田
川
な
ど
の
渡
河
は
、

ば
、
急
用
を
帯
び
て
国
府
に
立
ち
寄
る
駅
使
の
通
行
路
と
し
て
は
、
牟
佐
で
渡
河
し
三
野
で
も
往
復
二
度
に
亙
っ
て
渡
河
を
要
す
る
と
こ

ろ
の
、
不
安
定
で
減
速
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
が
ち
な
道
で
は
な
く
、
ヲ
の
峠
を
越
え
て
国
府
を
通
過
す
る
道
が
と
ら
れ
た
と
見
る
こ
と

は
、
ま
さ
し
く
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
福
林
寺
縄
手
は
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
作
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
う
。

福
林
寺
縄
手
の
起
源
を
右
の
よ
う
に
備
前
国
府
の
設
置
期
以
後
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
を
原
初
山
陽
道
と
は

認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
初
山
陽
道
は
吉
備
分
割
、

つ
ま
り
備
前
国
府
の
設
置
以
前
か
ら
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
若
干
述
べ
る
た
め
、
辛
川
市
場
を
北
東
か
ら
南
西
に
貫
く
直
線
区
聞
を
見
ょ
う
。

こ
の
直
線
道
路
は
備
前
・
備
中
の
国
界
で
屈
折
せ
ず
、
且
つ
少
な
く
と
も
備
前
の
部
分
で
は
里
の
界
線
を
な
し
て
い
る
。
里
の
界
線
に

一
致
す
る
こ
と
は
、
こ
の
糠
が
条
里
施
行
と
同
時
期
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
山
陽
道
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
を
基
線
に
条
里
施
行
が
進
め
ら
れ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
。
ま
た
、
備
前
・
備
中
両
国
界
が
道
路
お
よ
び
地
割
方
位
の
急
変
点
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
分
国
が
古
道
設
置
・
条
里
施
行
に
遅
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
の
直
線
区
間
H

原
初
山
陽
道
と
先
の
福
林
寺
縄
手
と
の
聞
に
は
、

「
前
後
関
係
」
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
福
林
寺
縄
手
に
か
わ
る
原
初
山
陽
道
は
、
ど
こ
を
通
過
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
津
島
山



の
北
、
標
高
九
五
メ
ー
ト
ル
の
峠
を
東
西
に
抜
け
る
ル

l
ト
こ
そ
、
原
初
山
陽
道
に
比
定
さ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
推
測

さ
れ
る
そ
の
道
は
た
し
か
に
難
路
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
迂
回
を
避
け
た
短
距
離
の
道
で
あ
る
こ
と
を
再
び
注
意
し
よ
う
。
実
は
古
代
に

官
道
を
設
定
す
る
際
、
わ
ず
か
に
迂
回
す
れ
ば
平
坦
な
道
を
経
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
な
の
に
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
せ
ず
、
文
字
通
り
一

途
に
最
短
距
離
を
求
め
て
け
わ
し
い
峠
道
を
上
下
し
た
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
事
例
が
あ
る
。
有
名
な
播
磨
国
鵡
庄
条
旦
図
に
は
「
筑
紫

大
道
」
の
記
載
が
あ
っ
て
そ
の
道
の
現
地
比
定
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
播
磨
国
府
か
ら
西
行
し
た
大
道
が
迂
回
平
坦
路
を
と
ら

ず
に
、
標
高
六

0
メ
ー
ト
ル
の
桜
峠
か
、
ま
た
は
そ
の
南
の
一
二
五
メ
ー
ト
ル
の
け
わ
し
い
峠
道
を
選
ん
で
ほ
ぼ
直
進
し
た
に
違
い
な
い

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
例
は
国
こ
そ
ち
が
え
ほ
か
な
ら
ぬ
山
陽
道
の
例
で
あ
る
だ
け
に
、
吉
備
地
方
の
古
代
山
陽
道
を
検
討
す
る

際
の
よ
い
参
考
史
料
に
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
次
の
事
実
が
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
笹
ケ
瀬
川
上
流
域
す
な
わ
ち
津
高
郷
の
展
開
し
た
谷
は
、
全
体
と
し
て

N
r
E
の
方
位
を

N
臼

W
の
方
位
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
三
白
峠
を
下
っ
て
富

示
す
構
造
谷
で
あ
る
ハ
7
)
が、

条
里
地
割
方
位
は
そ
れ
と
一
致
せ
ず
、

原
廃
寺
祉
ま
た
は
富
原
矢
望
城
廃
寺
祉
と
通
称
さ
れ
る
遺
物
散
布
地
(
『
岡
山
県
通
史
・
上
編
』

『
岡
山
市
史
』
)

の
南
面
を
通
る
山
陽
道

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
東
北
東
へ
直
進
さ
せ
る
と
、
自
然
に
津
島
山
北
辺
の
谷
を
の
ぼ
っ
て
ル
の
峠
を
指
向
し
、
津
高
郷
条
里
遺
構
の
方
位
は

ま
さ
し
く
こ
の
方
位
に
一
致
す
る
。
こ
の
事
実
は
、
三
白
峠
か
ら
ル
の
峠
を
結
ぶ
古
道
が
あ
っ
た
た
め
に
、

の
ち
そ
の
方
位
に
従
っ
て
条

里
地
割
を
施
行
し
た
と
解
す
る
以
外
に
、
解
釈
の
し
ょ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
に
推
定
し
た
よ
う
な
古
道
と
条
里
地
割
と
の
関
係
は
、
既
述
の
辛
川
市
場
を
通
る
直
線
道
路
の
と
こ
ろ
で
も
認
め
ら
れ
る
し
、
辛
川
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市
場
を
北
東
へ
抜
け
て
標
高
一

0
メ
ー
ト
ル
以
内
の
低
い
峠
(
ワ
)

で
方
向
を
変
え
三
白
峠
へ
直
進
す
る
道
と
そ
の
南
北
の
条
里
遺
構
と

の
聞
に
も
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
備
中
・
備
後
の
各
地
で
も
頻
繁
に
そ
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
諸
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事
実
を
背
景
に
、
最
短
距
離
を
走
る
最
も
合
理
的
な
道
H
ル
の
峠
を
越
え
た
原
初
山
陽
道
を
、
筆
者
は
想
定
し
た
い
。
福
林
寺
縄
手
を
通

る
山
陽
道
は
、
は
じ
め
支
路
と
し
て
起
源
し
、

の
ち
ル
の
峠
越
の
道
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
主
道
の
地
位
に
の
ぼ
っ
た
道
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
と
思
う
。

三
、
備
中
国
分
寺
と
山
陽
道

備
前
・
備
中
国
境
を
通
過
し
て
西
行
す
る
山
陽
道
に
つ
い
て
、
『
岡
山
市
史
』
(
三

O
三
l
三
O
四
ペ
ー
ジ
)

み
え
る
。

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

「
板
倉
か
ら
:
:
:
西
南
(
方
向
)
へ
四
星
あ
ま
り
走
る
。
こ
の
山
陽
道
は
大
字
惣
爪
と
大
字
加
茂
の
村
墳
で
あ
り
、
矢
部
の
西
方
か
ら
約
四
五
度
の

角
度
で
方
向
変
換
し
て
千
足
に
い
た
り
、
そ
こ
か
ら
又
西
南
へ
と
進
む
。
こ
の
官
道
は
宿
と
上
林
、
悶
と
地
頭
の
境
界
線
た
る
条
里
の
基
線
に
大
体
一

致
し
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
備
前
・
備
中
国
境
付
近
で
は
古
官
道
は
条
里
の
基
線
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
条
里
は
地
割
な
ら
び
に
か
ん
が
い
用
水
路
の
工
事
の
み
で
な
く
~
道
路
、
交
通
政
策
で
あ
り
、
大
土
木
事
業
で
あ
っ
た
こ
と

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
」

こ
こ
に
「
宿
と
上
林
、
岡
と
地
頭
の
境
界
線
」
と
あ
る
の
は
、
第
3
図
の
タ
点
か
ら
ソ
点
に
至
る
直
線
の
こ
と
で
、
現
在
の
総
社
市
と

山
手
村
の
境
界
に
な
っ
て
い
る
(
レ
点
以
西
は
境
界
と
無
関
係
)
。

こ
の
タ
l
ソ
線
の
一
町
な
い
し
三
町

南
を
曲
折
し
な
が
ら
走
っ
て
い
る
た
め
、
『
岡
山
市
史
』
の
右
記
文
章
中
、
官
道
が
「
境
界
線
た
る
条
里
の
基
線
に
大
体
一
致
し
て
い
る
」

と
あ
る
表
現
は
、
タ
ー
ソ
直
線
を
古
代
(
こ
こ
の
ば
あ
い
は
即
ち
原
初
)
山
陽
道
と
い
わ
ん
と
す
る
表
現
な
の
か
、
近
世
山
陽
道
を
そ
の

ま
ま
遡
ら
せ
て
古
代
山
陽
道
と
考
え
て
い
る
こ
と
の
表
現
な
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
し
か
し
前
後
の
文
章
か
ら
見
て
、
執
筆
の

石
田
寛
氏
は
タ
|
ソ
条
里
線
を
古
代
山
陽
道
と
考
え
、
そ
れ
を
ひ
か
え
め
に
表
現
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
理
解
し
て

と
こ
ろ
で
近
世
の
山
陽
道
は
、



よ
け
れ
ば
、
こ
れ
は
筆
者
の
考
え
と
一
致
す
る
。

そ
れ
で
は
タ
i
ソ
直
線
上
に
原
初
(
古
代
)
山
陽
道
を
想
定
す
る
筆
者
の
「
想
定
の
根
拠
」
は
何
か
。
以
下
に
列
記
し
よ
う
。

第
一
は
石
田
寛
氏
の
文
章
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
線
が
長
く
行
政
界
と
し
て
生
き
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
行
政
界
の
意
味
す
る
と

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

-
訪
問
問
祖
母
t
p
静
岡
叫
告
が
叶

-
A
E
罰
悩

回
語
、
/δ
凶
州
国
内
静
岡
山
弐
か
日
間
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こ
ろ
は
同
じ
第
3
図
の
カ
|
ヨ
直
線
、

ツ
ー
ネ
直
線
を
見
合
わ
せ
れ
ば
、

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ぼ
あ
い
の
行
政
界
は
、

い
わ
ば
原

初
山
陽
道
と
い
う
意
味
の
大
き
い
線
が
落
し
た
影
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

カ
l
l
ヨ、

ツ
ー
ネ
山
陽
道
は
共
に
、
影
を
落
し
た
原
位
置
を

移
動
せ
ず
に
受
け
つ
が
れ
て
き
た
状
態
を
示
し
て
お
り
、
タ
ー
ソ
聞
は
山
陽
道
が
原
位
置
を
離
れ
て
影
だ
け
が
残
っ
た
状
態
を
示
し
て
い

る
。
近
世
山
陽
道
の
道
筋
が
タ

l
ソ
直
線
と
起
終
点
を
同
じ
く
す
る
事
実
は
右
の
解
釈
を
助
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
右

の
解
釈
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
点
か
ら
津
坂
へ
む
か
う
行
政
界
、
持
坂
の
途
中
か
ら
ツ
点
に
下
る
行
政
界
に
も
、
原
初
山
陽
道

を
考
え
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

第
二
は
、
条
里
地
割
と
の
関
係
で
あ
る
。
作
山
周
辺
の
条
里
地
割
は
、

ほ
と
ん
ど
こ
の
盆
地
に
局
限
さ
れ
る
施
行
単
位
の
も
の
で
、
そ

の
方
位
は
タ
の
谷
口
と
持
坂
へ
の
登
り
ロ
〈
ソ
)
を
結
ぶ
線
を
基
線
と
し
て
施
行
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
あ
り
ょ
う
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
備
前
の
津
高
郷
の
谷
そ
の
ほ
か
で
検
討
し
た
山
陽
道
と
条
旦
地
割
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

第
三
は
、
方
二
町
の
寺
域
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
国
分
寺
お
よ
び
東
隣
の
国
分
尼
寺
推
定
廃
寺
社
が
、
共
に
こ
の
タ
|
ソ
線
に
接
し

て
い
る
事
実
が
あ
る
。
備
前
国
分
寺
が
山
陽
道
と
極
め
て
近
接
し
て
営
ま
れ
た
事
実
は
既
に
述
べ
た
が
、
山
陽
道
諸
国
全
体
を
見
渡
し
て

み
る
と
、
備
前
の
よ
う
に
山
陽
道
と
寺
地
と
が
あ
る
い
は
半
町
な
い
し
一
町
を
距
て
て
い
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
例
は
む
し
ろ
例
外
で
あ

っ
て
、
後
述
す
る
備
後
国
分
寺
を
は
じ
め
、
播
磨
・
周
防
・
安
芸
国
分
寺
な
ど
過
半
の
例
が
、
寺
域
南
辺
に
接
し
て
山
陽
道
を
通
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
し
ば
ら
く
別
に
し
て
、
と
も
か
く
山
陽
道
諸
国
に
お
い
て
は
、
山
陽
道
に
接
し
て
国
分

寺
を
造
営
す
る
い
わ
ば
「
流
行
現
象
」
が
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
備
中
国
分
寺
の
位
置
を
タ
|
ソ
直
糠
山
陽
道

を想
見定
るの
と 根
き 拠
、 の

当一
昨つ

おさ

L4 
2R 
童全
員Z
雲?
Z号
の h

-fJ， '-
ふの

22J点
A慢
とそ
と t言

葉既
て巴

そ議
忠
氏
も

「
国
分
僧
寺
や
尼
寺
な
ど
の
位
置

山
陽
道
沿
い
の
国
分
寺
の
例
を
列
記
し
て



い
る
が
、

「
備
中
国
分
僧
寺
跡
も
ま
た
北
方
{
山
陽
道
の
1
1
1引
用
者
補
)
約
四
町
ほ
ど
で
あ
る
」
と
い
う
把
握
は
、
近
世
山
陽
道
を
安

易
に
古
代
の
そ
れ
と
見
た
こ
と
に
も
と
づ
く
誤
解
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
作
山
古
墳
の
南
を
東
西
走
す
る
古
代
山
陽
道
が
推
定
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
が
想
定
さ

れ
た
方
八
町
の
備
中
国
府
7
vは
、
山
陽
道
の
北
に
三
里
(
一
五
町
)
あ
ま
り
を
距
て
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

備
前
国

府
が
山
陽
道
本
道
を
離
れ
て
経
営
さ
れ
た
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
備
後
国
府
も
ま
た
山
陽
道

か
ら
は
ず
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
ふ
し
が
あ
る
。

つ
ま
り
備
前
・
備
中
・
備
後
三
国
で
は
、
共
に
国
府
は
山
陽
道
か
ら
離
れ
、

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

後
に
作
ら
れ
た
国
分
寺
は
山
陽
道
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
府
と
山
陽
道
と
の
そ
の
よ
う
な
関
係
が
確
か
な
も
の

な
ら
ば
、
当
然
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
分
国
の
際
、
三
国
と
も
に
山
陽
道
沿
い
に
適
当
な
空
聞
が
得

に
く
か
っ
た
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
分
国
の
際
に
三
国
聞
で
そ
う
い
っ
た
「
取
り
き
め
」
の
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
の
か
、
も

ち
ろ
ん
現
状
は
憶
測
の
域
を
一
歩
も
出
な
い
が
、
興
味
あ
る
考
察
の
テ

l
マ
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
付
近
の
古
代
山
陽
道
に
関
す
る
同
時
代
の
文
献
史
料
と
し
て
、

『
備
中
国
風
土
記
』
の
逸
文
が
残
っ
て
い
る
。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

「
備
中
国
風
土
記
云
、
賀
夜
郡
、
松
岡
、
去
ν
岡
東
南
維
二
塁
駅
路
、
有
ニ
今
新
造
御
宅
一
奈
良
朝
廷
以
-
一
一
太
平
六
年
甲
成
{
国
司
従
五
位
下
勲
十
二

等
石
川
朝
臣
賀
美
、
郡
司
大
領
従
六
位
上
勲
十
二
等
下
道
朝
臣
人
主
、
少
領
従
七
位
下
勲
十
二
等
薗
臣
五
百
国
等
時
、
造
始
云
々
」
(
『
万
葉
集
註
釈
』

一
所
収
。
圏
点
引
用
者
)

天
平
六
年
(
七
三
四
)
と
い
え
ば
、
国
分
寺
建
立
詔
の
七
年
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
で
き
得
れ
ば
右
の
山
陽
道
の
「
想
定
」

113 

が
誤
り
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
た
い
史
料
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
鍵
に
な
る
べ
き
「
松
岡
」
の
位
置
が
定
ま
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
史
料
が
引
用
さ
れ
る
時
に
は
、

「
松
岡
」
か
ら
「
駅
路
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
し
に
、
逆
に
「
駅
路
」
か
ら
「
松
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岡
」
を
決
め
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
方
が
普
通
で
あ
っ
た
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

例
え
ば
弁
上
通
泰
氏
は
「
上
代
歴
史
地
理
新
考
(
南
海
道
・
山
陽
道
・
山
陰
道
・
北
陸
道
)
』

一
八
一
ペ
ー
ジ
で
、
「
松
岡
は
今
の
吉
備

郡
服
部
村
大
字
長
良
附
近
に
や
。
巡
覧
大
絵
図
に
同
処
に
鳥
居
を
描
き
て
松
聞
社
と
標
せ
り
。
但
長
良
と
津
寺
の
対
岸
と
の
距
離
は
十
町

に
止
ま
ら
じ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
好
例
で
、
逸
文
の
「
松
岡
」
の
遺
称
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
な
神
社
名
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
結

局
は
想
定
山
陽
道
か
ら
測
っ
て
そ
の
適
否
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
松
岡
」
と
い
う
地
名
が
普
遍

的
に
成
立
し
得
る
平
凡
な
地
名
で
あ
る
た
め
で
、
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

「
松
岡
」
は
国
府
南
郊
の
「
緑
山
」
あ
た
り

に
憶
測
し
て
も
、
な
ん
ら
不
都
合
は
な
い
地
名
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
巡
覧
大
絵
図
」
説
と
で
も
い
う
べ
き
松
岡
H
長
良
付
近
と
い
う
設
定
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
か
。
少
な
く
と

も
一
度
は
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

松
闘
が
長
良
付
近
の
丘
陵
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
「
駅
路
」
は
東
南
二
塁
日
一

O
町
だ
か
ら
、
庚
申
山
の
北
縁
を
通
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
備
前
国
府
周
辺
で
考
え
た
よ
う
な
「
支
路
」
と
し
て
は
あ
り
得
た
の
で
な
い
か
。
藤
岡
謙
二
郎
氏
が
備
中
国
府
域
を
貫
く
山
陽
道

を
憶
測
し
て
お
ら
れ
る
白
)
こ
と
を
、
こ
の
意
味
で
受
け
と
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
現
在
の
段
階
で
は
、

右
の
仮
定
な
い
し
憶

測
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
難
点
が
あ
る
。
第
一
は
、
こ
う
い
う
国
府
を
迂
回
す
る
為
の
支
路
も
「
駅
路
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
疑
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
備
前
の
ば
あ
い
に
は
、
旭
川
渡
河
回
数
の
多
寡
が
か
ら
ん
で
、
国
府
域
を
通
る
支
路
が

必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
が
あ
っ
た
が
、
備
中
の
ば
あ
い
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
の
根
拠
が
今
の
と
こ
ろ
考
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
国
分
寺
付
近
で
本
道
に
分
か
れ
て
国
府
と
の
間
の
最
短
距
離
を
往
復
す
る
の
で
充
分
で
あ
っ
た
と
云
え
そ
う

で
、
庚
申
山
の
北
を
ま
わ
る
支
路
は
、
積
極
的
に
は
推
定
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



コ
オ
リ
地
名
の
存
在
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
賀
夜
・
窪
屋
・
都
宇
三
郡
家
の
位
置
か
ら
考
え
て
、
賀
夜
郡
域
が
既
述
の
山
陽
本
道
に
接

つ
ま
り
国
司
と
賀
夜
郡
司
と
で
営
ん
だ
「
御
宅
」
は
、
山
陽
本
道
沿
い
に
あ
っ
た
と
考
え
て
、

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

今
の
と
こ
ろ
不
都
合
は
な
い
。
そ
れ
故
、
庚
申
山
の
北
縁
に
支
路
を
考
え
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
き
た
い
。

四
、
備
中
国
下
道
郡
の
山
陽
道
と
条
里

高
梁
川
を
渡
っ
て
下
道
郡
に
進
入
し
た
古
代
山
陽
道
の
道
筋
と
し
て
、
筆
者
は
第
4
図
の
ナ
!
ラ
直
線
を
考
え
て
い
る
。
近
世
山
陽
道

は
、
ナ
|
ラ
線
の
三
町
南
に
並
行
し
て
、
宿
場
町
川
辺
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
古
代
山
陽
道
に
遡
ら
せ
て
考
え

晶
C書〉え覚道陽山代古るけお断

め
ら
れ
る
範
囲
を
指
し
て
い
る
。
要
す
る
に
そ
の
部
分
は
、
一
般
的
に
は
交
通
路
の
通
過
に
と
っ
て
不
都
合
の
多
い
部
分
で
あ
っ
た
。
ナ

f
-

官
ー
ラ
線
の
西
延
長
部
は
、
こ
の
卑
湿
地
を
回
避
し
な
が
ら
丘
麓
を
伝
っ
て
法
華
寺
の
位
置
す
る
丘
端
(
以
後
法
華
寺
鼻
と
い
う
)
に
至
つ

会
て
い
る
事
実
が
関
心
を
ひ
く
。

ょ
う
と
し
な
い
の
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

第
一
に
、

ナ
l
ラ
線
が
高
梁
川
以
来
の
古
代
山
陽
道
推
定
線
と
も
っ
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
接
続
す
る
線
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
3
図
参
照
)
。
現
在
、
ナ

i
ラ
線
上
に
は
、

ム
以
東
は
単
な
る
畦
畔
に
す
ぎ
な
い

ム
点
以
西
に
限
っ
て
道
が
あ
り
、

が
、
し
か
し
そ
の
畦
畔
は
行
政
界
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
高
梁
川
以
東
の
山
陽
道
が
各
所
で
行
政
界
と
一
致
し
て
い
た
こ
と

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
、
こ
の
線
が
古
来
、

か
な
り
有
意
な
線
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
次
に
、
第
4
図
上
、
南
か
ら
ラ
の
丘

端
を
め
ざ
し
て
舌
状
に
の
び
る
「
卑
湿
地
」
を
描
い
て
あ
る
が
、
こ
の
卑
湿
地
と
い
う
の
は
、
ク
リ
ー
ク
状
の
幅
広
い
水
路
が
濃
密
に
認
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こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
山
陽
道
の
川
辺
と
法
華
寺
鼻
の
区
間
は
、
そ
の
東
端
に
お
い
て
高
梁
川
以
東
の
山
陽
道
に
ス
ム
ー
ズ
に
接
続
し
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什
什
口
論
岡
山
附
帯

A
Eよ
-
H
H
担
問

-
E諸問装

m
M
U
'特
叩
陶
決

J
g
R
 

柚

m
h
図

蔀
n
す
回
寸
出
陣
補
償
郎
副
向

m
E覇
儲
九
い
占
印
。
淘
尚
一

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
西
端
に
お
い
て
も
以
西
の
古
道
‘
と
の
聞
の
接
続
が
同
様
に
ス
ム
ー
ズ
さ
を
欠
き
、
し
か
も
先
行
地
割
に
の
っ
と
っ

て
よ
う
や
く
道
が
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
あ
り
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
図
を
F

見
し
て
読
み
と
れ
る
。
道
路
が
地
割

に
先
行
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

C
の
道
路
か
ら
D
の
道
路
へ
ニ
カ
所
も
の
屈
折
を
経
て
「
乗
り
換
え
」
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

C
の
道
路
が
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
割
、
す
な
わ
ち
ラ
点
と
法
華
寺
鼻
聞
の
地
割
は
、
肝
線
方
位

が
以
西
条
里
の
そ
れ
と
一
致
し
、
陪
線
方
位
は
以
東
条
皐
の
そ
れ
と
u

f

致
寸
る
変
則
的
な
も
の
で
、
東
お
よ
び
西
の
双
方
か
ら
施
行
が
進

め
ら
れ
て
き
た
地
割
の
接
合
部
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ま
り
時
間
的
に
も
っ
と
も
新
し
い
施
行
に
な
る
部
分
で
あ
っ
て
、
卑

湿
な
地
形
条
件
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
古
代
に
施
行
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
さ
え
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
か
く
て
、
そ
の
新
し
い
地
割
に



の
っ
と
っ
た
近
世
山
陽
道
を
原
初
山
陽
道
と
見
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
と
な
り
、

ナ
ー
ラ
線
を
も
っ
て
古
代
の
計
画
山
陽
道
と
見
る

」
と
の
蓋
然
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
川
辺
と
い
う
集
落
名
は
『
延
喜
式
』
所
載
の
河
辺
駅
家
の
名
称
と
↓
致
す
る
。
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
づ
て
、
現
集
落
の
位

置
に
駅
家
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
高
梁
川
右
岸
に
近
接
し
て
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
河
辺

駅
家
は
ナ
点
付
近
に
あ
っ
た
も
の
と
憶
測
し
て
お
き
た
い
。

次
に
、
法
華
寺
鼻
以
西
の
古
代
山
陽
道
は
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ζ

れ
に
つ
い
て
、

筆

者

は

当

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

面
、
法
華
寺
鼻
↓
い
わ
ゆ
る
吉
備
大
臣
墓
の
あ
る
丘
陵
の
南
端
↓
黒
宮
大
塚
の
あ
る
正
陵
の
南
端
↓
ウ
点
↓
ヰ
点
を
結
ぶ
道
筋
、
す
な
わ

ち
D
、
E
、
F
、
G
の
各
直
線
区
間
の
連
続
と
推
考
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
D
区
間
お
よ
び

E
区
聞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
正
陵
端
を
結

ぶ
線
で
、
こ
の
地
区
を
北
東
か
ら
南
西
へ
通
過
す
る
道
と
し
て
は
、
こ
の
線
上
の
道
以
外
に
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
近
世
山
陽
道
も
こ
の
線
か
ら
動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
条
里
遺
構
は
、

D
線
と

E
線
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
致
し

て
、
為
に
い
く
ら
か
方
位
を
異
に
す
る
別
箇
の
地
割
区
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
条
里
施
行
に
あ
た
づ
て
平
野

の
傾
斜
の
方
向
よ
り
強
い
規
制
力
を
持
っ
た

D
、
E
線
が
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
単
に
二
つ
の
丘
端
を
見
通
し
て
図
上
に

引
い
た
線
な
ど
で
は
な
く
、
動
か
し
難
い
官
道
が
そ
こ
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
黒
宮
大
塚

の
丘
陵
以
西
の
道
筋
を
ウ
・
ヰ
両
点
経
由
の
迂
回
路
と
想
定
す
る
の
も
右
と
同
様
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
ノ
点
の
方
向
へ
直
進
す
る

近
世
山
陽
道
の
線
が
条
里
施
行
基
線
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
弱
く
、
ウ
ー
ヰ
聞
に
現
存
す
る
道
路
こ
そ
二
つ
の
丘
陵
の
南
辺
を
結
ぶ
線
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で
あ
る
故
に
、
こ
の
地
区
の
条
里
施
行
基
線
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
条
里
地
割
と
古
道
と
が
-
致
す

る
ば
あ
い
、
右
の
よ
う
に
古
道
先
行
、
条
里
後
続
と
推
定
す
る
こ
と
は
安
易
す
ぎ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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た
し
か
に
一
般
的
に
は
そ
う
簡
単
に
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
ナ
ー
ラ
線
の
南
北
の
地
割
と

D
線
の
南
北
の
地
割
が
明
ら
か
に
く
い
ち

が
う
事
実
は
、
先
行
古
道
が
条
里
地
割
施
行
の
基
線
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
際
の
か
な
り
有
力
な
証
拠
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。と

こ
ろ
で
、
ヰ
点
に
達
し
た
道
が
そ
の
後
妹
山
山
塊
の
南
を
ま
わ
っ
て
西
行
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
道

沿
い
に
は
下
道
廃
寺
と
称
す
る
古
代
寺
祉
が
あ
っ
て
、

一
晃
極
め
て
妥
当
な
道
筋
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
オ
点
付
近
に
み
ら
れ

る
小
田
川
の
攻
撃
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
た
と
え
ば
古
代
の
出
水
時
に
こ
こ
を
容
易
に
通
過
し
え
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
つ
ま
り

こ
こ
は
、
既
に
も
述
べ
た
交
通
路
上
の
断
点
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
地
点
で
、

た
め
に
、
あ
る
い
は
妹
山
山
塊
の
北
を
大
き
く
迂
回
し
て
西

行
す
る
道
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
黒
宮
大
塚
の
丘
陵
以
西
に
お
い
て
近
世
山
陽
道
よ
り
北
方
の
ウ
|
ヰ
線
が
古
代

山
陽
道
で
は
な
か
っ
た
か
と
述
べ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
実
は
そ
の
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

妹
出
と
そ
の
北
に
続
く
鷲
峰
山
の
山
塊
の
西
は
、
小
田
郡
と
な
る
。
山
陽
道
は
そ
の
小
田
郡
を
縦
断
し
、
さ
ら
に
後
月
郡
を
経
て
備
後

国
へ
と
進
む
。
そ
の
聞
の
道
筋
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
近
世
山
陽
道
と
は
違
う
位
置
を
通
過
し
た
こ
と
が
推
考
で
き
る
い
わ
ば
問
題
の

部
分
が
二
、
三
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
コ

i
ス
を
た
ど
っ
た
か
を
、
当
然
小
稿
で
記
述
す
べ
き
で
あ
る
と

は
思
う
。
し
か
し
備
中
国
で
は
、
大
同
二
年
(
八

O
七
)
か
ら
『
延
喜
式
』
制
定
ま
で
の
一
世
紀
あ
ま
り
の
聞
に
、
五
駅
か
ら
四
駅
へ
の

減
省
の
事
実
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
一
駅
の
滅
省
は
ど
う
や
ら
小
田
郡
な
い
し
後
月
郡
の
間
で
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
形
跡
が
あ
っ
て
、
そ

れ
ら
の
こ
と
を
含
め
て
試
み
る
記
述
は
な
お
か
な
り
の
紙
幅
を
費
す
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
結
局
小
稿
で
は
小
田

l
後
月
郡
の
区
聞
を
省

略
し
、
そ
れ
は
駅
家
祉
の
比
定
を
中
心
課
題
と
し
て
ま
と
め
る
予
定
の
別
稿
臼
)
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。



五
、
備
後
国
分
寺
お
よ
び
条
里
と
山
陽
道

『
神
辺
町
史
』
前
巻
(
昭
和
四
七
年
)

一
O
六
ぺ
!
?
に
は
、

「
山
陽
道
は
東
か
ら
来
た
っ
て
本
町
に
入
り
八
尋
か
ら
国
分
寺
前
を
経

て
湯
野
の
丁
屋
に
至
り
道
上
を
西
に
走
っ
て
い
た
。
い
ま
も
八
尋
以
西
国
分
寺
前
ま
で
の
道
路
を
駅
往
還
(
ウ
マ
ヤ
オ
ウ
カ
ン
)
と
称

し
、
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
」
と
、
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
駅
往
還
の
位
置
は
、
第
5
図
・
第
6
図
に
示
し

た
通
り
で
、
条
里
地
割
に
乗
る
直
線
道
路
で
あ
る
。

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

と
こ
ろ
で
、
備
後
国
分
寺
が
第
5
図
に
示
し
た
現
在
の
国
分
寺
の
南
前
面
に
造
営
さ
れ
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
原
寺
域
四
至
の
確
定

は
、
現
在
の
段
階
で
は
ま
だ
で
き
な
い
が
、
昭
和
四
七
年
二
一
月
の
発
掘
調
査
で
、
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
建
物
の
基
壇
(
ク
)
が
み
つ

南
北
二

0
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
大
き
な
も
の
で
、

一
方
、
既
往
の
各
国
国
分
寺
研
究
を
通
覧
す
る
と
、

金

か
っ
た
。
現
地
説
明
会
資
料

2
)
に
よ
れ
ば
、
そ
の
規
模
は
東
西
三

0
メ
ー
ト
ル
、

堂
祉
ま
た
は
講
堂
祉
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
金
堂
が
寺
域
の
中
心
点
を
占

め
、
寺
域
の
ひ
ろ
が
り
は
方
二
町
で
あ
っ
た
例
が
多
い

av
そ
こ
で
備
後
国
分
寺
の
場
合
、

仮
に
発
掘
さ
れ
た
基
壇
を
金
堂
の
そ
れ
と

み
な
し
、
方
二
町
の
寺
域
を
推
定
す
る
と
第
5
図
に
示
す
範
囲
と
な
る
。
神
辺
町
教
育
委
員
会
で
の
聴
取
に
よ
れ
ば
、
堂
々
川
右
岸
の
ヤ

点
に
礎
石
ょ
う
の
石
材
の
出
土
を
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
駅
往
還
以
南
の
マ
付
近
一
帯
ま
で
古
瓦
散
布
地
が
拡
が
っ
て
い
る
と

い
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
含
み
こ
む
よ
う
な
形
で
図
上
に
画
さ
れ
た
推
定
寺
域
の
妥
当
性
は
か
な
り
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、

推
定
寺
域
の
当
否
に
関
す
る
微
地
形
的
調
査
は
、
堂
々
川
の
氾
濫
に
よ
る
堆
積
が
多
い
た
め
、
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
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さ
て
、
備
後
国
分
寺
が
古
代
に
山
陽
道
と
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
っ
た
か
は
、
備
前
・
備
中
両
国
分
寺
と
山
陽
道
の
関
係
に
つ
い

て
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
と
合
わ
せ
て
考
え
る
た
め
に
も
、
た
し
か
に
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
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に
は
、
駅
往
還
と
い
う
、
な
か
ば
古
代
的

で
な
か
ば
近
世
的
な
呼
称
を
持
つ
直
線
古

道
が
、
古
代
駅
路
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検

討
が
、
少
な
く
と
も
一
度
は
必
要
で
あ
ろ

う

備後国分寺域とその周辺

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
延
喜
式
』
の

時
代
に
は
備
中
国
に
四
駅
が
置
か
れ
て
い

た
が
、
そ
の
も
っ
と
も
西
寄
り
の
駅
家
は

後
月
駅
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
位
置
は
、
通

説
に
よ
れ
ば
現
在
の
井
原
市
七
日
市
と
い

第 5図

う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
か
な
根
拠

の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
筆
者
の
調
査
に

よ
れ
ば
、
同
じ
井
原
市
内
の
高
屋
地
区

(
七
日
市
の
西
方
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

に
「
後
月
谷
」
と
い
う
コ
ア
ザ
が
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
谷
口
(
ケ
)
付
近
は
後
月
駅

家
推
定
地
の
一
っ
た
り
得
る
が
、
し
か
し
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そ
う
考
え
る
と
備
後
国
分
寺
の
す
ぐ
西
方
に
比
定
さ
れ
る
安

那
駅
家
と
の
距
離
が
、
三

O
里
と
い
う
規
定
の
三
分
ノ
一
内

外
と
い
う
短
か
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
大
き
な
難
点
が

あ
る
。
結
局
、
現
状
で
は
後
月
駅
の
的
確
な
想
定
地
は
指
摘

備中西端部の古道と備後の駅往還

し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
七
日
市
あ
る
い
は
後
月
谷
に
考
え

ょ
う
と
す
る
立
場
は
、
近
世
山
陽
道
を
古
代
山
陽
道
に
遡
ら

せ
る
立
場
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
の
み
で
あ
れ

ば
、
駅
往
還
は
遂
に
古
代
山
陽
道
た
り
得
な
い
。

」
れ
に
対
し
て
、
駅
往
還
に
沿
っ
て
東
へ
谷
を
遡
れ
ば
、

フ
あ
る
い
は
コ
、
こ
と
に
よ
る
と
エ
の
道
筋
を
経
て
「
上
稲

木

「
下
稲
木
」
つ
ま
り
稲
置
を
地
名
と
す
る
地
区
に
出
、

第 B図

そ
の
ま
ま
谷
を
下
れ
ば
県
主
神
社
の
あ
る
県
主
郷
(
後
月
郡

内
)
の
中
心
部
を
通
過
す
る
。
畿
内
王
権
に
直
結
し
て
起
源

し
た
と
い
う
伝
統
を
持
つ
領
域
を
抜
け
る
こ
の
道
筋
は
、
古

代
を
通
じ
て
の
道
筋
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
問
題

が
あ
る
と
し
て
も
、
原
初
山
陽
道
で
あ
っ
た
可
能
性
は
大
き

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
考
え
に
と
っ
て
は
、
沿
道
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お
お
じ

の
大
司
さ
ん
と
称
す
る
洞
に
因
む
「
大
司
」
コ
ア
ザ
の
検
討
が
一
つ
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

一
応
の
検
討
を
試
み
た
と
は
い
う
も
の
の
、
結
局
は
一
方
に
駅
往
還
と
い
う
等
閑
視
し
え
な
い
呼
称
が
あ
り
、
他
方
の
道
沿
い

に
後
月
駅
家
に
関
わ
る
か
と
思
わ
れ
る
地
名
が
あ
り
で
、
ど
ち
ら
が
古
代
山
陽
道
で
あ
っ
た
と
推
断
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し
え
て

に
至
る
聞
の
駅
滅
省
に
伴
な
う
駅
路
の
変
更
が
あ
っ
た
か
も
し

い
な
い
。
両
者
の
聞
に
は
、
あ
る
い
は
大
聞
か
ら
延
喜
(
ま
た
は
延
長
)

れ
な
い
し
、
こ
と
に
よ
る
と
コ
ア
ザ
「
後
月
谷
」
の
南
方
付
近
か
ら
テ
の
道
筋
を
経
て
駅
往
還
に
つ
な
が
る
道
筋
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

ぃ
。
し
か
し
現
状
で
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
が
い
え
な
い
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
両
道
の
一
つ
が
古
代
山
陽
道
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い

の
で
、
次
に
そ
れ
ら
と
国
分
寺
々
域
と
の
関
係
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

再
び
『
神
辺
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
「
延
喜
式
』
所
載
の
備
後
国
三
駅
の
う
ち
最
初
の
駅
家
で
あ
る
安
那
駅
は
、
小
山
池
西
端
の
「
道
頭
」

(
ミ
チ
ガ
シ
ラ
)
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
程
近
く
の
藤
森
か
ら
駅
鈴
や
古
剣
が
出
土
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ

O
六

ー
七
ペ
ー
ジ
)
。
た
だ
し
駅
鈴
出
土
と
い
う
重
要
な
証
拠
も
、
明
治
一
五
年
刊
行
の

『
西
中
条
村
誌
』

の
記
載
に
よ
る
の
み
で
、
出
土
し

た
と
い
う
駅
鈴
は
既
に
残
ら
ず
、
為
に
い
く
ら
か
の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
し
か
し
こ
こ
以
西
の
古
代
山
陽
道
推
定
線
及
び
次
駅
推

定
地
の
あ
り
ょ
う
か
ら
み
て
、
安
那
駅
推
定
地
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
誤
り
は
な
い
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

駅
往
還
は
右
の
安
那
駅
推
定
地
か
ら
ほ
ぼ
正
東
へ
向
か
う
条
里
線
で
あ
る
。
こ
の
線
は
推
定
国
分
寺
域
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
も
し
駅
往
還
が
確
か
に
山
陽
道
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
国
分
寺
の
存
続
時
期
に
は
そ
の
南
前
面
を
迂
回
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
国
分
寺
が
駅
路
に
接
し
て
営
造
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
国
分
寺
域
の
推
定
が
完
全
に
正
し
け
れ
ば
、
駅
往
還

が
断
ち
切
ら
れ
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
生
じ
る
が
、
ま
だ
そ
の
段
階
で
は
な
い
。

次
に
近
世
山
陽
道
の
道
筋
が
国
分
寺
創
設
期
前
後
に
お
い
て
も
山
陽
道
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
道
筋
は
推
定
国
分
寺
域
背
後
の



山
麓
を
た
ど
っ
て
駅
鈴
が
出
土
し
た
と
い
う
藤
森
を
指
向
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
国
分
寺
創
設
と
同
時
に
そ
の
南
前
面

を
迂
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
憶
測
さ
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
国
分
寺
域
に
接
し
て
東
西
に
抜
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

備
後
国
分
寺
の
例
を
含
め
て
、
吉
備
三
園
、
あ
る
い
は
山
陽
道
諸
国
一
般
に
、
国
分
寺
が
山
陽
道
に
接
し
て
営
ま
れ
る
と
い
う
「
流
行

現
象
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
先
述
し
た
の
は
、
以
上
述
べ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

安
那
駅
家
推
定
地
か
ら
西
へ
む
か
い
、
次
駅
品
治
駅
家
推
定
地
で
あ
る
現
駅
家
町
西
端
の
駅
山
最
明
寺
故
祉
に
至
る
聞
の
山
陽
道
は
、

第
7
図
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ア
お
よ
び
サ
の
丘
端
、
キ
お
よ
び
ユ
の
丘
端
を
そ
れ
ぞ
れ
直
線
で
結
ん
で
測
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設
さ
れ
た
計
閣
官
道
は
、
備
前
・
備
中
の
い
く
つ
か
の
直
線
区
間
と
同
様
に
、
条
里
地
割
の
施
行
基
線
と
な
り
ま
た
部
分
的
に
は
長
い
間

行
政
界
と
し
て
も
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

つ
い
で
な
が
ら
、
キ

l
ユ
直
線
古
道
の
北
方
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
二
子
塚
前
方
後
円
墳
は
巨
大
な
横
穴
式
石
室
を
有
す
る
後

期
古
墳
で
あ
る
が
、
西
川
宏
氏
ら
に
よ
れ
ば
「
吉
備
国
家
を
分
断
す
る
た
め
に
、
倭
政
権
の
パ

v
ク
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
富
勢
を

強
化
し
た
地
方
首
長
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う

2
1
つ
ま
り
こ
の
地
域
は
、

吉
備
地
方
の
中
で
も
極
め
て
強
く
中

央
に
結
び
つ
い
て
い
た
地
域
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
域
を
貫
い
て
、
山
陽
道
は
備
後
西
半
部
の
山
間
地
帯

へ
進
む
の
で
あ
る
。

さ
て
、
品
治
駅
家
推
定
地
を
通
過
し
て
ユ
点
に
達
し
た
山
陽
道
が
、
次
に
ど
の
方
向
を
指
向
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
問
題
点
で

あ
る
。
備
後
国
府
は
ユ
点
の
西
北
西
お
よ
そ
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
府
中
市
府
川
町
に
想
定
さ
れ
て
い
る
詰
〉
(
第
7
図
X
)
。

こ
の
府
域
の

123 

四
至
想
定
線
は
、
厳
密
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、

ニL

点
か
ら
メ
・
ミ
・
シ
の
各
丘
端
を
結
ん
で
国
府
へ
向
か
う
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
道
に
よ
っ
て
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湾
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叶
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国
府
域
を
西
北
に
抜
け
、

ほ
ど
な
く
西
南
に
折
れ
て
芦
田
川
の
支
流
御
調
川
の
谷
を
さ
か
の
ぼ
り
、
安
芸
一
の
最
初
の
駅
た
る
真
良
(
現
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在
の
三
原
市
高
坂
町
真
良
V

を
指
向
し
た
道
筋
を
考
え
よ
う
と
す

る
と

い
く
ら
か
無
理
な
点
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
の
道
だ
と
ヱ
・
ヒ
聞
の
峡
陸
部
を
通
過
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
。

ヱ
・
ヒ
の
周
辺

を
地
形
図
に
よ
勺
て
示
す
と
第
8
図
の
通
り
で
、
河
川
の
側
方
侵

備後国府西方の峡隆

食
(
攻
撃
)
部
が
連
続
し
、
地
形
が
基
本
的
な
あ
り
よ
う
に
お
い

て
古
代
と
の
聞
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
少
な
く
と

も
四
回
は
中
規
模
以
上
の
橋
ま
た
は
渡
船
に
依
存
し
な
け
れ
ば
こ
一

の
部
分
を
通
過
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
部
分

の
通
過
は
、

は
な
は
だ
不
経
済
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
時
に

第 8図

は
飛
駅
佼
に
著
し
い
減
速
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
第
7
図
ユ
点
付
近
か
ら
芦
田

川
の
右
岸
に
渡
り
、

ヱ
・
ヒ
峡
陸
を
回
避
し
て
御
調
川
の
谷
へ
出

る
山
聞
の
道
、
あ
る
い
は
沿
道
に
古
代
的
遺
物
の
出
土
が
多
い
と

い
う
、
松
永
へ
む
か
う
と
こ
ろ
の
同
じ
く
山
聞
の
道
が
原
初
山
陽

道
で
な
か
っ
た
か
を
憶
測
す
る
余
地
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

よ
う
な
憶
測
に
つ
い
て
は
、

大
同
二
年
(
八

O
七
)
か
ら
延
喜
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(
ま
た
は
延
長
)
に
至
る
聞
に
備
後
の
駅
家
が
五
駅
か
ら
三
駅
に
滅
省
さ
れ
た
事
実
、
そ
れ
に
伴
つ
て
な
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
駅
路

変
遷
の
こ
と
を
含
め
て
今
後
の
検
討
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
備
前
・
備
中
両
国
国
府
が
原
初
山
陽
道
か
ら
離

れ
て
造
営
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
と
の
比
較
で
、
備
後
国
府
も
ま
た
、
は
じ
め
山
陽
道
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
営
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

ザコ

ま
り
ユ
点
付
近
か
ら
南
西
方
向
へ
む
か
う
山
聞
の
道
が
実
は
原
初
山
陽
道
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
大
胆
な
予
察
を
述
べ
て
お
き

た
い
。
な
お
高
垣
不
敏
氏
は
備
後
国
分
寺
の
南
に
方
八
町
と
い
う
通
称
の
残
る
こ
と
か
ら
こ
こ
に
前
期
国
府
を
想
定
し
て
い
る
お
よ
第
7

図
Y
)
が、

方
八
町
と
い
う
地
名
は
必
ず
し
も
国
府
に
直
結
せ
ず
(
立
、

従
っ
て
方
八
町
地
名
を
最
大
の
根
拠
と
す
る
備
後
前
期
国
府
説

は
採
り
難
い
の
で
、
現
段
階
で
は
こ
れ
を
考
慮
し
な
い
。

む

す

ぴ

以
上
、
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
予
察
や
憶
測
の
多
い
組
略
な
内
容
に
終
始
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
少
な
く
と
も
吉
備
地
方
の
平
野
部
を

通
過
す
る
山
陽
道
に
直
線
区
聞
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
め
得
た
と
思
う
。
ま
た
、
国
分
寺
が
三
国
共
に
山
陽
道
に
接
し
て
営

ま
れ
、
逆
に
国
府
は
少
な
く
と
も
そ
の
創
設
の
際
に
は
山
陽
道
か
ら
離
し
て
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
記
し
て
お
い

て
大
過
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
点
の
記
述
を
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
分
国
の
際
、

お
よ
び
そ
れ
以
後
に
お
け
る
、
備
前
・
備
中
・
備
後
三

国
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
特
異
な
政
治
的
事
情
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、

お
ぼ
ろ
げ
に
で
は
あ
る
が
し
か
し
た
び
た
び
考
え
ざ
る
を
得

た
と
え
ば
国
府
や
国
分
寺
で
代
表
さ
れ
る
諸
施
設
の
立
地
決
定
を
左
右
し
た
で
あ
ろ
う
主
と
し
て
地
形
的
条

件
、
あ
る
い
は
駅
路
の
ル

l
ト
決
定
を
左
右
し
た
地
形
的
陸
路
の
存
否
と
い
っ
た
条
件
に
つ
い
て
も
、
よ
り
充
分
な
考
察
を
必
要
と
す
る

な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、

こ
と
を
、
小
稿
が
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
含
め
て
、
当
面
、
吉
備
地
方
の
古
代
を



な
る
べ
く
全
体
と
し
て
復
原
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
継
続
を
約
し
た
い
と
思
う
。
最
後
に
、
対
象
と
し
た
吉
備
地
方
通
過
山
陽
道
の
小
縮

尺
ル

l
ト
マ
ッ
プ
を
付
し
て
巨
視
的
な
計
画
性
に
触
れ
た
い
と
思
っ
た
が
、
備
中
圏
西
半
部
の
そ
れ
に
つ
い
て
小
稿
で
は
ま
っ
た
く
触
れ

得
な
か
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
駅
家
跡
の
推
定
を
中
心
と
し
て
記
述
す
る
予
定
の
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
と
考
え
る
。

吉備地方における古代山陽道・覚え書き

〔
付
記
〕
筆
者
の
古
道
研
究
は
、
京
都
大
学
の
藤
岡
謙
二
郎
先
生
の
御
指
導
で
は
じ
ま
っ
た
。
小
稿
は
ま
こ
と
に
組
雑
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
近
く
還

暦
の
賀
を
迎
え
ら
れ
る
先
生
の
日
頃
の
御
学
恩
を
感
謝
し
つ
つ
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
地
調
査
の
折
に
は
、
岡
山
市
建
設
局
都
市
計
画
課
長

補
佐
橋
本
章
、
山
手
村
総
務
課
長
小
野
昭
己
、
真
備
町
総
務
課
長
堀
口
近
礼
、
矢
掛
町
総
務
課
財
政
係
長
古
角
忠
夫
、
悶
町
税
務
課
賦
課
係
長
妹
尾
功
、

井
原
市
庶
務
課
長
補
佐
高
木
文
史
、
同
町
税
務
課
賦
課
第
二
係
長
藤
井
敏
郎
、
府
中
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
高
田
荘
爾
、
府
中
市
総
務
課
庶
務
係

長
粟
根
育
雄
、
岡
市
税
務
課
江
草
暁
、
神
辺
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
長
藤
井
泰
造
、
神
辺
町
建
設
課
長
諏
沢
周
三
、
駅
家
町
総
務
課
長
、
同
町
税

務
課
長
伊
藤
剛
ほ
か
の
諸
氏
に
多
大
の
御
世
話
に
な
り
、

E
つ
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
σ

記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注
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〈

1
)

拙
稿
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
び
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
関
す
る
若
干
の
覚
え
書
き
」
『
社
会
科
学
論
集
』
創
刊
号
、
昭
和
四
五
年
。
「
乙
訓
郡
を

通
る
計
画
街
路
と
し
て
の
古
山
陰
道
に
つ
い
て
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
洛
西
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
地
域
の
歴
史
地
理
学
的
調
査
』
所
収
、
昭
和
田
七
年
。

「
交
通
路
の
発
達
」
、
『
宇
治
市
史
』
第
一
巻
所
収
、
昭
和
四
八
年
、
ほ
か
。

(
2
)

近
藤
義
郎
・
藤
沢
長
治
編
『
日
本
の
考
古
学

N
・
古
墳
時
代
(
上
)
』
の
「
E
、
古
墳
文
化
の
地
域
的
特
色
、

3
瀬
戸
内
」
(
西
川
宏
ほ
か
て

河
出
書
房
、
昭
和
四
一
年
。

(
3
)
石
田
寛
「
岡
山
県
条
里
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
(
概
報
)
」
『
岡
山
県
地
方
史
研
究
連
絡
協
議
会
会
報
』
三
号
、
昭
和
三
五
年
。
及
び
岡
山
に
お

け
る
人
文
地
理
学
会
第
九
七
回
例
会
(
昭
和
田
七
年
)
の
巡
検
に
お
け
る
同
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
4
)

永
山
卯
三
郎
『
岡
山
県
通
史
・
上
編
』
、
昭
和
五
年
、
四
一
一
一
一

t
四
二
六
ペ
ー
ジ
。

(
5
)

広
島
県
立
府
中
高
等
学
校
地
歴
部
『
奈
良
時
代
山
城
の
研
究
』
、
昭
和
四
三
年
。
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(
6
)

『
類
来
三
代
格
』
巻
一
六
所
収
の
承
和
二
年
六
月
廿
九
日
官
符
、
『
延
喜
式
』
主
税
上
、
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
三
年
一

O
月
一
一
一
一
日
条
、
『
三
代

実
録
』
元
慶
八
年
九
月
一
日
条
な
ど
。

(
7
)

岡
山
に
お
け
る
人
文
地
理
学
会
第
九
七
回
例
会
巡
検
の
際
の
、
高
橋
達
郎
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
8
〉
斎
藤
忠
『
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
総
説
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
三
年
、
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
9
)

藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
四
年
、
二

O
六
1
二
O
七
ペ
ー
ジ
。

(
凶
)
同
右
。

(
日
)
藤
岡
謙
二
郎
教
授
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
全
国
の
古
代
駅
家
・
官
道
の
復
原
研
究
の
成
果
報
告
書
に
寄
稿
の
予
定
。

(
ロ
)
広
島
県
教
育
委
員
会
・
神
辺
町
教
育
委
員
会
『
備
後
国
分
寺
跡
発
掘
ニ
ュ
ー
ス
』
第
一
号
、
昭
和
四
七
年
一
一
一
月
(
騰
写
印
刷
)
。

令
己
石
田
茂
作
『
東
大
寺
と
国
分
寺
』
、
至
文
堂
、
昭
和
四
一
年
。

(
叫
)
前
掲
注
(
2
)
。

(
日
)
登
元
国
「
備
後
の
国
府
に
つ
い
て
」
、
『
広
島
県
文
化
財
ニ
ュ
ー
ス
』
二
七
号
、
昭
和
田

O
年
、
お
よ
び
府
中
市
教
育
委
員
会
で
の
い
聴
取
に
よ

る。

(
日
)
高
垣
不
敏
「
備
南
の
条
皇
制
」
、
『
芸
備
地
方
史
研
究
』
第
二
四
号
、
昭
和
三
三
年
、
お
よ
び
神
辺
町
教
育
委
員
会
で
の
聴
取
に
よ
る
。

(
げ
)
木
下
良
「
律
令
時
代
に
お
け
る
辺
境
村
落
の
一
類
型

l
l陸
奥
国
の
「
方
八
丁
」
に
つ
い
て
|
|
」
、
『
人
文
地
理
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
昭
和

四
六
年
。

(
補
注
)
図
の
作
成
に
際
し
て
は
、
『
岡
山
市
史
』
の
ほ
か
、
注

(
2
)
、
(
4
)
、
(
5
)
、
(
9
)
、
(
臼
)
、
(
日
)
、
(
日
)
、
(
国
)
の
諸
文
献
、
お
よ
び
後

神
三
千
子
「
岡
山
平
野
に
お
け
る
古
代
景
観
の
復
原
」
『
立
命
館
文
学
』
第
二
四
六
号
(
昭
和
四
O
年
)
、
千
田
稔
「
古
代
港
津
の
歴
史
地
理
学
的

考
察
|
|
瀬
戸
内
に
お
け
る
港
津
祉
比
定
を
中
心
と
し
て
』
|
l
」
『
史
林
』
第
五
三
巻
第
-
号
(
昭
和
四
五
年
)
等
の
研
究
成
果
を
参
照
ま
た
は
一

部
借
用
し
た
。




