
古
代
に
沿
け
る
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て

日

野

τと
，巳」内

尚

古代における大宰府周辺の官道について

は
じ
め
に

「
令
義
解
』
巻
八
厩
牧
令
条
に
「
凡
諸
道
置
ニ
駅
罵
一
大
路
号
臓
器
時
廿
疋
ω

中
路
間
語
一
語
百
十
疋
ω

小
路
五
疋
o
」
と

大
宰
府
と
京
と
を
結
ぶ
西
海
道
の
官
道
の
一
部
が
大
路
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
大
宰
府
か
ら
入
国
三
嶋
(
1
〉
(
八
二
四
年
以
後
は

あ
り
、

八
国
二
嶋
)

の
国
府
に
通
じ
る
官
道
は
さ
し
て
重
要
で
な
い
た
め
に
小
路
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
ω

こ
の
こ
と
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
に

「
駅
壱
拾
捌
所
小
路
」
、

「
豊
後
国
風
土
記
』
に
「
駅
玖
所
並
小
路
」
、

さ
ら
に
「
延
喜
式
』
巻
二
人
諸
国
駅
伝
条
に
、
大
宰
府
か
ら
京
に
通

じ
ゐ
途
中
の
駅
と
駅
馬
十
疋
の
肥
前
国
基
陣
、
豊
後
国
小
野
の
二
駅
を
除
く
八
五
駅
が
す
べ
て
駅
馬
五
疋
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ω

『
万
葉
集
』
巻
四
の
五
四
八
・
五
六
七
に
藍
城
駅
、

『
延
喜

し
か
し
な
が
ら
、

一
方
で
は
『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
な
い
駅
と
し
て
、
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式
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
肥
前
国
の
駅
は
十
五
で
、

「
肥
前
国
風
土
記
』
の
十
八
駅
と
比
較
し
て
三
駅
の
減
少
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
@

さ
ら
に
『
類
衆
三
代
格
』
巻
十
八
駅
伝
事
大
同
二
年
十
月
廿
五
日
条
の
太
政
官
符
に
「
(
前
略
)
右
検
ニ
案
内
刊
太
政
官
今
月
廿
日
下
ニ
彼
省
-
符
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称
。
大
宰
府
称
筑
前
国
九
釈
。
堂
前
国
二
駅
。
惣
十
一
箇
駅
。
是
従
ユ
府
下
-
向
ν
京
之
大
路
。
元
来
駅
別
置
ニ
馬
廿
疋
↓
而
今
貢
上
雑
物
滅
省
過
ν
半
。
進
送
之

労
。
少
ニ
於
旧
日
刊
人
馬
徒
多
。
乗
用
有
v
余
。
望
誇
。
駅
別
減
ニ
五
疋
刊
以
-
一
十
五
疋
日
為
ν
定
者
。
(
後
略
こ
と
あ
り
、

大
宰
府
か
ら
京
に
向
う
大
路
に

筑
前
国
は
九
駅
、
豊
前
国
は
ニ
駅
で
あ
っ
た
が
、

「
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
た
駅
で
大
路
に
は
豊
前
国
は
二
駅
ハ
2
u
、

筑
前
国
は
七
駅
〈
3
〉

し
か
考
え
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
後
、
筑
前
国
で
は
二
駅
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ω

そ
の
ほ
か
で
は
筑
前
国
嘉
麻
郡
に
「
駅
家

村
」
ハ
4
)
の
史
料
が
あ
り
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
西
海
道
に
も
時
代
に
よ
っ
て
駅
家
の
廃
止
ハ
5
u
、
新
設
ハ
6
〉
、
こ
れ
に
伴
な
う
官
道
の
変
遷

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
延
喜
式
』
記
載
の
駅
伝
制
を
中
心
に
し
て
、
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た

い
ω

大
胆
な
推
測
も
多
い
と
思
わ
れ
、
大
方
の
御
叱
正
を
願
う
次
第
で
あ
る
ω

大
宰
府
か
ら
博
多
湾
周
辺
に
通
じ
る
官
道
に
つ
い
て

『
延
喜
式
』
記
載
の
駅
名
の
残
る
遺
称
地
か
ら
考
え
て
、
大
宰
府
か
ら
博
多
湾
周
辺
に
通
じ
る
官
道
と
し
て
二
つ
の
ル

l
ト
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
ω

そ
こ
で
、

大
宰
府
か
ら
博
多
湾
周
辺
に
至
る
地
形
図
に
律
令
時
代
の
郡
域
を
入
れ
、

条
里
の
復
原
〈
7
〉
さ
れ
る
地
域
は

条
里
の
皇
界
線
を
記
入
し
て
み
る
と
、
『
和
名
類
燕
抄
』
に
よ
れ
ば
筑
前
園
で
唯
一
の
小
郡
で
あ
っ
た
席
田
郡
域
官
〉
が
南
北
に
細
長
く
、

し
か
も
那
珂
郡
と
の
郡
界
が
条
里
の
里
界
線
に
よ
る
人
為
的
な
郡
境
で
、
さ
ら
に
粕
屋
、
御
笠
二
郡
と
の
郡
界
も
条
里
の
区
画
線
、
河
川

に
よ
る
郡
境
に
注
目
し
た
い
ω

条
里
地
割
の
施
行
さ
れ
た
地
域
で
は
宮
道
が
可
能
な
限
り
条
里
区
画
線
に
沿
っ
て
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
官
〉
が
、
必
ず
し
も
条

里
の
里
界
線
に
沿
っ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
白
℃

第
一
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

博
多
湾
周
辺
か
ら
条
里
の
里
界
線
を

通
っ
て
水
域
に
至
る
の
は

g
l
r
聞
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の

g
l
r
に
沿
う
里
界
綜
が
席
目
・
那
珂
郡
境
に
な
っ
て
い
る
ω

し
か
も
少
な



い
条
里
関
係
の
文
書
百
)
か
ら
、

那
珂
郡
と
席
田
郡
の
条
里
の
坪
並
が
同
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

」
の
里
界
線
を
そ
れ
ぞ
れ
の
条

と
里
の
起
点
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
(
巴
、

坪
並
と
条
と
里
の
数
え
進
み
方
が
原
則
に
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
ω

日
市
に
至
る
旧
道
が
こ
の

g
l
r
を
結
ぶ
ル

l
ト
か
ら
そ
れ
程
離
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

g
l
r
聞
が
古
代
の
官
道
で
、
旧
道
は
古
代

さ
ら
に
博
多
か
ら

の
官
道
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
@

と
こ
ろ
が
『
石
城
志
」
自
〉
の
「
博
多
古
図
並
新
図
」
の
な
か
に
比
恵
川
J

(

現
在
の
御
笠
川
)

の
左
岸
に
「
府
大
道
」

と
呼
ば
れ
る
道

古代における大宰府周辺の官道について

路
が
描
か
れ
て
い
て
、
こ
の
「
府
大
道
」
は
古
代
の
名
称
を
継
承
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
府
大
道
条
の
説
明
文
に
は
「
府
大
道

は
、
今
の
辻
堂
口
よ
り
東
、
見
渡
闘
を
出
て
、
太
宰
府
へ
適
ふ
大
道
な
り
」
と
あ
り
、
見
渡
関
の
位
置
が
地
図
に
は
比
恵
川
の
右
岸
に
あ

っ
て
地
図
と
説
明
文
と
で
は
相
違
す
る
の
で
あ
る
ω

こ
の
地
図
の
な
か
に
し
る
さ
れ
た
村
名
が
現
在
で
も
大
字
名
と
し
て
残
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
位
置
が
非
常
に
不
正
確
で
あ
る
こ
と
、

「
府
大
道
」
の
説
明
文
を
重
視
す
れ
ば
、

「
府
大
道
」
は
比
恵
川
の
右
岸
に
あ
っ
た
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
ω

地
図
の
縮
尺
・
方
位
に
は
問
題
が
あ
る
が
、

「
府
大
道
」
が
見
渡
闘
の
位
置
か
ら
南
に
延
び
て
い
た
と
す
れ
ば
、

現
在
の
地
形
図
と
比
較
し
て

g
1リ
聞
の
里
界
線
に
近
い
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
ω

こ
の

g
l
r
聞
を
大
路
と
し
て

g
点
か
ら
南
下
し
て
行
く
と
、
リ

i
ヌ
|
ル
!
ヲ
に
那
珂
郡
家
宜
〉
が
想
定
さ
れ
、
仲
嶋
の
小
字
「
大
道

端
」
が
大
路
に
沿
う
の
で
あ
る
ω

さ
ら
に
一
番
注
目
さ
れ
る
の
は
席
回
、
那
珂
、
御
笠
の
三
郡
境
に
近
く
位
置
す
る
御
笠
森
(
山
田
の
小
字

に
「
御
笠
森
」
が
あ
り
、
地
積
は
六
町
弱
)
が
官
道
に
沿
う
こ
と
で
あ
ろ
う

Q

こ
の
御
笠
森
は
『
万
葉
集
』
巻
四
の
五
六
一
に
「
不
念
乎

思
常
云
者

大
野
有

三
笠
社
之

神
思
知
三
」
と
あ
り
、
そ
の
内
容
か
ら
御
笠
郡
大
野
郷
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
奈
良
時
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代
の
初
期
に
は
か
な
り
大
き
な
森
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
ω

そ
し
て
、
そ
の
起
源
は
「
日
本
書
紀
」
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
(
仲
哀

天
皇
九
年
三
月
戊
子
)
条
に
し
る
さ
れ
た

「
皇
后
欲
v
撃
エ
熊
鷲
-
而
自
エ
橿
日
宮
-
遷
ニ
エ
J

松
峡
宮
↓
時
瓢
風
忽
起
。
御
笠
堕
風
。
故
時
人
号
ユ
其
処
-
自
由
一
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い
ず
れ
に
し
て
も
郡
名
を
負
う
森
の
名
称
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
く
に
郡
家
が
設
け
ら

れ
、
森
の
北
端
は
席
田
郡
境
に
達
し
て
い
た
可
能
性
も
憶
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
ω

あ
る
い
は
官
道
に
沿
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
の

に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い

Q

御
笠
-
也
。
」

設
け
ら
れ
た
御
笠
郡
域
の
北
端
を
示
す
目
標
と
し
て
通
行
す
る
人
達
に
遠
方
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
知
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
御

笠
森
の
西
二
町
の
と
こ
ろ
に
小
字
「
雑
鏑
隈
」
が
あ
り
、
こ
の
名
称
は
大
宰
府
の
雑
務
を
司
る
雑
掌
が
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ

う

「
雑
前
隈
」
の
南
は
筒
井
で
あ
る
が
、
こ
の
付
近
か
ら
南
北
の
条
里
地
割
が
不
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
ω

筒
井
か
ら
官
道
が
条
里
の

里
界
線
に
沿
っ
て

o
点
か
ら

r
点
に
通
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
水
域
を
縦
断
す
る
御
笠
川
の
右
岸
に
達
す
る
の
で
あ
る
ω

水
域
は
「
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
三
年
条
に
「
是
歳
。
於
-
一
対
馬
嶋
。
壱
岐
嶋
筑
紫
国
等
4

置
ニ
防
与
v
燦
。
又
於
ニ
筑
紫
-
築
ニ
大
堤
一
貯
v
水
。
名
目
ユ

水
域
ご
と
あ
り
、

六
六
四
年
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、

東
門
と
西
円
が
あ
っ
た
こ
と
が
発
掘
・
遺
跡
等
に
よ
っ
て
確
認
詰
)
さ
れ
て
い

る
ω

東
門
が
第
一
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
水
域
に
達
し
た
条
里
の
里
界
線
か
ら
三
町
東
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
里
界
線
に
沿
う

宮
道
の
い
ず
れ
か
の
地
点
か
ら
東
門
に
達
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
ω

今
仮
り
に
東
門
の
X
点
か
ら

o
点
に
通
じ
る
ル

l
ト
を
想
定
し
て
み

る
と
、
東
門
か
ら
北
に
出
た
旧
道
が

q
点
か
ら
御
笠
川
を
渡
り
、
西
に
轡
曲
し
て
白
木
原
を
経
て
、
牛
頚
川
と
御
笠
川
の
合
流
地
点
付
近

の
P
点
に
至
り
、
再
び
西
に
轡
曲
し
て

h
点
に
、

h
点
か
ら
東
に
轡
曲
し
て
リ
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
旧
道
が
か
つ
て

の
官
道
を
中
心
に
し
て
、
東
西
に
轡
曲
し
た
の
は
近
世
街
道
集
落
の
遠
見
遮
断
の
作
為
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
ω

従
っ
て
、
南
北
の

条
里
地
割
の
不
明
瞭
に
な
る

o
点
か
ら

p
l
q
l
x
を
結
ぶ
ル

l
ト
が
条
里
の
旦
界
線
に
沿
わ
な
い
官
道
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で

あ
る

Q
大
宰
府
の
政
庁
か
ら
水
城
に
通
じ
る
官
道
は
政
庁
の
前
面
を
東
西
に
走
る
道
路
を
通
り
、
坂
本
・
通
古
賀
の
小
字
「
関
屋
」
か
ら
水
城

の
東
門
と
西
円
に
至
る
ル

l
ト
が
別
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
旧
道
が

u
点
か
ら
別
れ
て
東
門
に
達
す
る
の
で
あ
る
ω

こ
の
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旧
道
の
東
二

O
な
い
し
五

O
メ

l
ト

ル
の
所
に
宮
道
跡
と
想
定
さ
れ
る
道

路
が
空
中
写
真
・
現
地
調
査
に
よ
っ

て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
条
里

大宰府から博多湾周辺への官道

地
割
の
方
位
と
は
関
係
が
な
く
、
傾

斜
変
換
線
に
沿
っ
て
水
域
に
向
っ
て

最
短
コ

l
ス
を
と
ろ
う
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に

t
点
か
ら
西
門

(
y点
)

に
至
る
道
路
詰
)
も
条
里
地
割
の
方

位
を
無
視
し
て
ほ
ぼ
直
線
に
最
短
コ

ー
ス
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西

第 1図

円
を
経
て
壱
岐
・
対
馬
に
通
じ
る
官

道
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
Q

と
こ
ろ
が
、
こ
の

u
l
s
を
結

ぶ
ル

l
ト
の

t
点
か
ら
水
域
の
切
れ

自
に
あ
た
る

r
点
に
通
じ
る
道
路
が

あ
り
、
条
里
地
割
の
方
位
を
無
視
し
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で
ほ
ぼ
直
線
で
達
す
る
の
で
あ
る
G

こ
の
道
路
は
東
門
に
達
す
る
よ
り
短
い
ル

l
ト
で
あ
る
が
、
官
道
で
あ
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な

い
ω

し
か
し
、
水
域
の
切
れ
目
の
右
岸
を
小
字
で
は
「
古
門
畑
」
と
称
す
る
の
も
こ
の
切
れ
目
を
通
じ
る
道
路
に
対
し
て
、
東
門
・
西
門

と
同
じ
よ
う
に
門
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
@
.
こ
の
地
点
が
前
述
し
た

g
l
r
の
条
里
の
里
界
線
に
沿
っ
た
場

合
の
ル

l
ト
に
接
す
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
ω

こ
の
切
れ
目
の
地
点
か
ら
北
に
出
て

o
点
に
通
じ
る
ル
l
ト
の
可
能
性
も
十
分
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
水
域
を
出
た
北
側
の
御
笠
川
付
近
の
条
里
が
不
明
瞭
で
宮
道
の
跡
を
追
跡
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、
少
く
と
も

r
点
か
ら

z
点
に
通
じ
る
ル

l
ト
は
考
え
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

水
域
が
条
里
の
里
界
線
に
沿
っ
て
い
な
い
こ
と
(
立
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
切
れ
目
か
ら

g
|
r
と
同
じ
方
位
で

水
域
以
南
に
及
ぼ
す
と
、
大
宰
府
の
政
庁
の
前
面
を
西
に
至
る
道
路
と
右
郭
の
西
端
と
の
交
点
付
近
に
来
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
の

こ
と
は
大
宰
府
の
都
城
計
画
が
先
行
す
る
条
里
地
割
を
利
用
し
、
そ
の
際
官
道
も

g
点
か
ら

r
点
に
達
す
る
里
界
線
を
利
用
し
、
さ
ら
に

水
域
以
南
に
も
直
線
で
施
行
し
、
右
郭
五
条
の
西
端
に
通
じ
る
ペ
ー
パ
ー
プ
ラ
ン
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
水
域
の
重
要
性
を
考
慮
し

て
、
東
門
と
西
門
を
山
麓
に
設
け
、
二
つ
の
円
か
ら

u
点
で
官
道
が
合
流
す
る
よ
う
に
し
て
、
水
城
以
南
で
は
条
里
の
方
位
を
無
視
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
ω

し
か
し
、
水
域
の
切
れ
自
に
は
御
笠
川
の
水
運
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
水
上
交
通
を
監
視
す
る
必
要
が
生
じ
る

た
め
に
、

t
点
か
ら

r
点
を
経
て

z
点
に
至
る
官
道
の
協
道
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
ω

『
平
家
物
語
』
巻
第
八
大
宰
吋

落
条
に
「
大
臣
殿
以
下
の
卿
相
・
雲
客
は
、
指
貫
の
そ
ば
を
高
く
挟
み
、
水
城
の
戸
を
出
で
て
、
歩
既
に
て
我
先
に
我
先
に
と
急
ぎ
」
L
」

あ
り
、
こ
の
文
中
に
あ
る
「
水
域
の
戸
」
と
は
切
れ
自
の
部
分
を
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ω

『
八
幡
愚
童
訓
』
に
「
水
木
の
城
と
申

は
前
は
深
田
に
て
路
一
つ
あ
り
、
後
は
原
野
広
く
続
き
て
水
木
多
く
豊
な
り
云
々
」
と
あ
り
、
文
中
に
「
深
田
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
来
月
よ
り
は
切
れ
目
の
部
分
の
状
態
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

Q

東
円
か
ら

o
点
に
通
じ
る
里
界
線
に
沿
わ
な
い
官
道



も
水
城
以
商
と
同
じ
よ
う
に
、
大
宰
府
の
都
城
計
画
の
一
端
と
し
て
計
画
的
に
施
行
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
東
門
・
西
門
へ
通
じ
る
官
道
が
分
岐
す
る
「
関
屋
」
に
は
律
令
時
代
に
闘
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
地
名
、
そ
の
位
置

か
ら
考
え
て
確
か
で
あ
ろ
う
ω

西
海
道
に
関
劃
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『
類
車
内
国
史
』
巻
八

O
政
理
二
解
由

延
暦
廿
一
年
十
一
月

庚
申
条
に
「
大
宰
府
言
。
関
刻
之
設
。
本
絶
ニ
野
偽
↓
解
由
之
事
。
為
v
全
ユ
官
物
刊
而
或
国
司
未
v
解
由
-
私
矯
逃
帰
。
欠
負
未
納
無
v
由
ニ
勘
当
立
方
有
ニ
此
輩
↓

到
v
京
之
目
。
殊
置
ニ
刑
科
-
者
。
許
v
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
ω

文
明
十
二
年
九
月
、
宗
祇
法
師
の
著
わ
し
た
『
筑
紫
道
記
』
に

「
刈
萱
の
関
に
か
か
る
程
に
、
関
守
立
ち
出
で
て
、
坊
が
行
末
を
怪
し
げ
に
見

古代における大宰府周辺の官道について

る
も
お
そ
ろ
し
。
数
な
ら
ぬ
身
を
い
か
に
と
も
事
と
は
じ
い
か
な
る
名
を
か
刈
萱
の
関
」
細
川
藤
孝
(
幽
斉
)

『
九
州
道
の
記
』
に

の
著
わ
し
た

「
こ
こ
か
し
こ
見
め
ぐ
り
で
、
帰
り
け
る
道
に
、

刈
萱
の
闘
の
あ
り
と
て
教
へ
け
る
に
。

今
度
の
樺
衆
名
の
ら
せ
て
か
へ
き
る
る
事
あ
る
よ
し
を
伝
へ
関

き
て
名
の
ら
せ
て
や
う
や
う
通
す
陣
か
え
り
兵
糧
米
や
か
る
か
や
の
関
」
と
あ
り
、

二
つ
の
文
中
に
で
て
く
る
苅
萱
関
跡
は
現
在
で
も
「
関
屋
」

に
あ
る
ω

お
そ
ら
く
律
令
時
代
に
設
け
ら
れ
た
関
が
継
承
さ
れ
た
も
の
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
ω

水
域
の
西
円
か
ら
北
の
ル

l
ト
は
上
大
利
か
ら
春
日
に
か
け
て
条
里
地
割
が
検
出
さ
れ
ず
、

ル
ー
ト
の
想
定
が
困
難
で
あ
る
が
、
須
玖

の
小
字
に
あ
る
「
古
道
」
が
明
治
三
七
年
発
行
の
五
万
分
の
一
の
地
形
図
上
に
、
上
大
利
、
春
日
を
経
て
須
玖
に
至
る
道
路
に
沿
う
こ
と

か
ら
、

y
点
か
ら

n
点
に
達
す
る
道
路
が
古
代
の
宮
道
を
踏
襲
し
、
須
玖
付
近
か
ら
は

n
l
m
聞
の
条
里
の
里
界
線
に
沿
い
、

m
点
か
ら
石

瀬
駅
に
通
じ
て
い
た
も
の
と
憶
測
し
た
い
ω

石
瀬
駅
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
七
年
三
月
丙
申
朔
庚
申
条
に
あ
る
「
御
船
還
手
踊
大
津
↓

居
ニ
子
磐
瀬
宮
↓
天
皇
改
v
此
名
目
ニ
長
津
ご
の
磐
瀬
宮
と
関
係
が
あ
り
、

磐
瀬
宮
が
那
津
官
家
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

135 

と
か
ら
、
現
在
の
三
宅
付
近
に
想
定
す
る
の
は
無
理
が
な
く
、
石
瀬
宮
の
由
来
が
那
珂
川
に
沿
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
和
田
の

小
字
「
宿
」
が
三
宅
の
南
に
位
置
し
、

し
か
も
那
珂
川
の
左
岸
近
く
に
あ
っ
て
石
瀬
の
由
来
に
も
合
致
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
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石
瀬
駅
か
ら
は
条
里
の
区
画
線
に
沿
っ
て

1
点
に
達
し
、
こ
こ
か
ら
低
い
丘
陵
を
越
え
て
早
良
郡
に
入
っ
て
樋
井
川
沿
い
の
条
里
の
里
界

線
に
沿
っ
て

k
点
に
出
て
、
再
び
低
い
丘
陵
を
越
え
て
茶
山
付
近
か
ら
条
里
の
区
画
線
に
沿
っ
て
額
田
駅
家
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う

Q

こ

の
ル

l
ト
は

k
点
か
ら
鴻
腫
館
に
、
通
じ
る
宮
道
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q

次
に

g
l
x
を
結
ぶ
い
ず
れ
か
の
ル

l
ト
か
ら
東
に
派
生
す
る
官
道
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
夷
守
駅
詣
)
が
粕
屋
郡
粕
屋
町

大
字
阿
恵
の
小
字
「
日
守
」
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

守
」
に
接
す
る
須
恵
川
の
下
流
域
で
は
右
岸
の
条
里
地
割
が
左
岸
の
水
域
か
ら
続
く
同
一
の
条
里
地
割
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

w
点
付
近
か
ら
d
点
付
近
に
通
じ
る
ル

l
ト
が
想
定
さ
れ
る
G

と
こ
ろ
が
「
日

注
目
し
た
い

Q

そ
の
須
恵
川
の
右
岸
に
内
橋
が
あ
り
、

内
橋
が
橋
の
種
類
で
あ
っ
た
「
打
橋
」
詣
)
か
ら
そ
の
名
称
が
生
じ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
が
、
須
恵
川
の
左
岸
と
右
岸
の
条
里
の
里
界
線
が
ス
ム
ー
ズ
に
結
合
す
る
の
も
内
橋
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
内
橋
を
通

る
ル
l
ト
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
ω

こ
の
場
合
「
日
守
」
の
位
置
か
ら
考
え
て
内
橋
か
ら
d
点
を
経
て

e
点
か
ら

f
点
に
通
じ
る
ル
l

ト
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
ω

内
橋
の
近
く
に
は
奈
良
時
代
の
創
建
と
推
測
さ
れ
る
坪
見
廃
寺
が
あ
る
が
、
内
橋
か
ら
の
東
は
長
者
原
に

「
中
通
、
大
道
端
、

加
輿

T
a〉
」
の
注
目
す
べ
き
小
字
名
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

内
橋
の

b
点
か
ら
長
者
原
の
低
い
丘
陵
を
通
つ

て
金
出
川
流
域
に
出
て
、
条
里
の
里
界
線
で
あ
る
a
|
ニ

l
ハ
を
経
て
、
再
び
低
い
丘
陵
を
越
え
て
久
原
川
上
流
域
に
出
て
、
次
の
席
打

駅
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ω

こ
の
ル

l
ト
を
考
え
た
の
は
イ
|
ロ
|
ハ

l
ニ
に
粕
屋
郡
家

a〉
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ω

な
お
、

b 

点
か
ら
条
里
の
里
界
線
を
北
上
し
て
香
椎
廟
畠
〉
に
向
う
官
道
に
準
ず
る
ル

l
ト
を
想
定
す
る
の
も
無
理
が
な
い
と
考
え
た
い
@

ま
た
、
こ
の

g
l
x
の
い
ず
れ
か
の
地
点
か
ら
鴻
腫
館
に
通
じ
る
官
道
が
派
生
し
て
い
た
こ
と
が
、

『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
十
二

月
辛
亥
条
に
「
是
目
。
滝
守
奏
言
。
所
引
以
置
エ
選
士
-
設
中
甲
胃
ム
者
。
本
為
下
備
ニ
審
会
主
設
中
不
虞
ム
也
。
謹
検
。
博
多
是
隣
国
籍
榛
之
津
。
警
固
武
衛
之

要
。
而
山
政
与
エ
鴻
腿
-
相
去
二
駅
。
若
兵
出
ニ
不
意
刊
令
指
卒
難
v
備
。
請
移
副
置
統
領
一
人
。
選
士
山
川
人
。
甲
由
同
問
具
於
鴻
腹
↓
又
謹
検
。
承
前
選
土
百
人
。
毎
月



番
上
。

A
7
以
-
-
尋
常
之
員
克
明
-
不
意
之
禦
可
恐
機
急
之
事
。
実
難
-
-
支
済
言
お
例
番
之
外
。
吏
加
=
他
番
刊
統
領
二
人
⑫
選
士
百
人
。
詔
並
従
v
之
。
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
ω

こ
の
文
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
大
宰
府
か
ら
鴻
腫
館
に
通
じ
る
官
道
に
沿
っ
て
二
駅
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
二
駅
と
は
『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
た
久
爾
、
美
野
二
駅
で
あ
ろ
う
。
久
商
駅
は

g
点
か
ら
h
点
に
至
る
官
道
に
沿
う

席
田
郡
の
大
国
郷
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
、
そ
の
位
置
は
板
付
の
小
字
「
宿
」
の
東
端
付
近
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た

い
ω

こ
の
位
置
は
御
笠
川
が
官
道
を
横
切
る
地
点
で
、

河
川
交
通
と
陸
上
交
通
の
交
叉
す
る
要
街
地

a〉
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
妥
当
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
那
珂
郡
家
が
近
く
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
ω

古代における大宰府周辺の官道について

美
野
駅
は
『
万
葉
集
』
巻
五
の
八
一
四
に
「
阿
米
都
知
能

志
可
志
家
良
斯
母

右
事

等
母
余
比
佐
斯
久

伊
比
都
夏
等

許
能
久
新
美
多
麻

伝
一
言
、
那
珂
郡
伊
知
郷
裳
嶋
人
建
部
牛
磨
是
也
」
と
あ
る
襲
嶋
と
関
係
が
あ
り
、
現
在
も
地
名
と
し
て
残
る
襲
島
(
大
字
・
小
字
名
で
も
な

い
)
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
ω

こ
の
襲
島
が
奈
良
時
代
の
初
期
に
伊
知
郷
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

に
は
記
載
さ
れ
ず
、
郷
域
の
変
遷
に
よ
っ
て
の
ち
に
海
部
郷
に
属
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
襲
島
の
位
置
か
ら
考
え
て

α
点
か
ら
西
に
派

「
和
名
類
緊
抄
』

生
す
る
の
が
最
適
の
よ
う
で
あ
る
ω

し
か
し
、

f
点
か
ら
東
に
派
生
す
る
京
へ
の
大
路
を
考
産
す
れ
ば
、

f
点
か
ら
西
に
派
生
し
て
鴻
瞳

館
に
通
じ
る
官
道
を
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
ω

こ
の
ル

l
ト
は
犬
飼
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
小
字
「
中
犬
飼
」

を
適

り
、
筑
前
国
の
一
ノ
宮
で
あ
る
住
吉
神
社

a〉
の
南
付
近
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
春
吉
の
小
字
に
「
馬
転
、
馬
場
添
、
馬
渡
」
が
あ
り
、

し
か
も
襲
島
に
も
近
い
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
小
字
名
の
い
ず
れ
か
の
地
点
に
美
野
駅

a)を
想
定
す
る
の
が
最
適
の
よ
う
で
あ
る
ω

さ

ら
に
条
旦
の
里
界
粧
を
通
っ
て
西
に
行
く
と
、
平
尾
八
幡
宮
の
北
に
出
て

i
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
ω

こ
の

fl--を
結
ぶ
ル

l
ト
は

137 

『
石
城
志
』
の
地
図
の
な
か
で
、
東
西
に
走
る
道
路
は
襲
島
村
の
北
か
ら
平
尾
村
の
容
見
天
神
(
平
尾
八
幡
宮
)

の
北
を
通
る
道
路
し
か

描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
路
と

f
i
-
-
の
ル

i
ト
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
府
大
道
」
と
同
様
に
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古
代
の
官
道
を
踏
襲
し
て
い
た
と
推
測
し
た
い

ω
i点
か
ら
は
薬
院
、
警
固
を
経
て
鴻
瞳
館

(
j点
)
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
薬
院
は

施
薬
院
か
ら
生
じ
た
名
称
と
考
え
ら
れ
、
薬
院
の
小
字
「
伊
福
」
が
条
里
地
割
の
末
端
近
く
に
あ
っ
て
、
伊
福
部
が
居
住
し
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

Q

警
固
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
六
月
辛
丑
条
に

「
大
宰
府
一
言
。
去
月
廿
二
日
夜
。
新
羅
海
賊
。
乗
艦
二
鰻
主
会
一

博
多
津
↓
掠
叫
奪
豊
前
国
年
貢
絹
綿
4

即
時
逃
歳
。
発
v
兵
追
。
遂
不
v
獲
ν
賊
」
と
あ
り
、
新
羅
の
海
賊
が
豊
前
国
の
綿
を
京
に
運
ぶ
官
船
を
襲
っ
た

こ
と
が
朝
廷
・
大
宰
府
に
と
っ
て
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
、
統
領
一
人
、
選
士
四

O
人
、
甲
膏
四

O
具
を
鴻
腫
館
に
移
す
許
可
が

で
て
い
る
が
、

『
類
緊
三
代
格
』
巻
十
八
夷
倖
井
外
蕃
人
事

寛
平
七
年
三
月
十
三
日
条
の
太
政
官
符
に
「
応
v
加
U

置
博
多
警
固
所
夷
停
五

十
人
-
事

右
得
ニ
大
宰
府
解
-
称
。
少
弐
従
五
位
上
清
原
真
人
令
望
牒
称
。
検
ニ
案
内
吋
太
政
官
去
貞
観
十
一
年
十
二
月
五
日
符
称
。
夷
倖
五
十
人
為
三
番
刊

且
宛

機
急
之
備

者

而
今
新
羅
凶
賊
屡
侵

辺
境

赴

征
之
兵
勇
士
猶
乏

件
夷
停
徒
在
ニ
諸
国
↓
不
v
随
=
公
役
吋
繁
息
経
v
年
。
其
数
巨
多
。

(
後
略
こ

と
あ
り
、
博
多
警
固
所
に
夷
倖
五

O
人
を
加
え
置
い
た
こ
と
か
ら
、
貞
観
十
一
年
末
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
鴻
腫
館
の
近
く
に
警
固
所
が

設
け
ら
れ
、
そ
の
名
称
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
@
そ
の
具
体
的
な
位
置
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
警
固
の
小
字
「
警
固
」
付

近
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
ω

な
お
、
春
吉
の
小
字
に
「
三
宅
田
、
宮
田
」
が
あ
り
、
旧
犬
飼
村
に
接
す
る
の
で
あ
る
が
、
犬
飼
部
と
屯
倉
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
(
き

『
和
名
類
緊
抄
』

れ
た
那
珂
郡
海
部
郷
が
餐
島
を
含
む
那
珂
川
、
御
笠
川
の
下
流
域
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
海
犬
養
連
が
犬
飼
部
を
統
率
し
て
宮
家
の

を
考
慮
す
れ
ば
、
宣
化
天
皇
元
年
に
設
け
ら
れ
た
那
津
宮
家
(
む
に
水
田
が
付
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

に
記
載
さ

水
田
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
海
岸
線
が
条
里
地
割
の
末
端
付
近
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

第
一
図
の
よ
う
に
旧
犬
飼
村
の
北
は
海
岸
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
、
那
津
官
家
の
外
港
と
し
て
海
陸
の
要
街
地
に
あ
た
る
那
珂
川
川
口

付
近
か
ら
旧
犬
飼
村
に
か
け
て
朝
廷
が
犬
飼
部
を
配
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
律
令
時
代
に
な
っ
て
駅
伝
制
が
設
置
さ
れ
る
よ
う



に
な
る
と
、
門
号
氏
族
の
居
住
す
る
地
域
に
官
道
を
通
し
て
非
常
の
際
に
備
え
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う

ω
f
l
-
-
l鴻
瞳
館
を
結
ぶ
ル
I
ト

に
沿
っ
て
少
く
と
も
犬
飼
部
、
建
部
、
伊
福
部
の
円
号
民
族
の
居
住
が
確
め
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
確
実
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い

Q

三
、
大
宰
府
か
ら
肥
前
、
筑
後
、
豊
前
、
豊
後
四
国
に
通
じ
る
官
道
に
つ
い
て

大
宰
府
か
ら
穂
浪
、
嘉
麻
二
郡
を
経
て
豊
前
国
に
至
る
に
は
藍
城
駅
の
遺
称
を
残
す
阿
志
岐
の
位
置
か
ら
考
え
て
、
政
庁
か
ら
朱
雀
路

を
経
て
左
郭
の
東
南
端
に
あ
た
る
こ
二
条
か
ら
董
城
駅
に
出
て
米
ノ
山
峠
を
越
え
る
ル

1
ト
が
律
令
時
代
に
お
け
る
初
期
の
ル

l
ト
で
は

古代における大宰府周辺の官道について

な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
ω

し
か
し
、

『
延
喜
式
』
に
藍
城
駅
が
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

ル
ー
ト
が
変
更
に
な
っ
て
、
お
そ
ら
く

政
庁
の
南
を
東
西
に
走
る
五
条
か
ら
左
郭
外
に
出
て
高
雄
山
の
北
か
ら
米
ノ
山
峠
を
越
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

Q

大
宰
府
か
ら
夜
須
、
上
一
座
、
下
座
の
三
郡
を
経
て
豊
後
国
に
至
る
ル

l
ト
は
最
初
の
駅
家
が
長
丘
駅
で
、
そ
の
遺
称
を
残
す
永
岡
の
位

置
か
ら
考
え
て
、
第
二
図
の
よ
う
に
政
庁
か
ら
朱
雀
路
に
出
て
、

a
点
か
ら
条
里
の
区
画
線
に
沿
っ
て

b
点
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
ω

こ

の
場
合
、
多
く
の
ル

l
b
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

a
点
か
ら
南
下
し
条
里
地
割
の
消
滅
す
る
b
点
か
ら
低
い
丘
陵
を
越
え
て
C
点

に
通
じ
る
道
路
が
あ
り
、
し
か
も

c
点
が
条
里
の
里
界
線
〈
哲
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、

C

点
か
ら
条
里
の
区
画
線
に
沿
っ
て
東
進
す
る
と

永
岡
に
至
る
の
で
あ
る
ω

し
か
も
こ
の
ル

l
ト
が

a
点
か
ら
d
点
へ
の
最
短
コ

1
ス
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

a
l
b
-
c
l
d
の

ル
ー
ト
が
古
代
の
官
道
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
ω

永
聞
か
ら
東
は
宝
満
川
を
渡
っ
て
御
笠
郡
と
夜
須
郡
に
連
続
す
る
条
里
の
旦
界
線
に

沿
っ
て
次
の
隈
埼
駅
翁
〉
に
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ω
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大
宰
府
か
ら
筑
後
国
を
経
て
さ
ら
に
南
に
通
じ
る
国
々
の
各
駅
と
、
肥
前
国
内
に
通
じ
る
各
駅
の
駅
馬
が
す
べ
て
五
疋
で
あ
る
の
に
対

L
て
、
基
緯
駅
が
十
疋
で
あ
る
の
は
大
宰
府
か
ら
基
捧
駅
ま
で
は
肥
前
、
筑
後
二
国
に
至
る
ル

l
ト
が
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
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う
で
あ
る

Q

大
宰
府
か
ら
基
鱒
駅
に
通
じ
る
ル

l
ト
は
「
万
葉
集
」
巻
目
の
五
七
六
に
「
従
今
者

城
山
道
者

吾
将
通
常

不
楽
牟

物
乎
」
と
あ
り
、
筑
後
守
葛
井
連
大
成
が
大
宰
府
か
ら
城
山
を
越
え
て
筑
後
国
府
に
通
じ
る
官
道
の
状
況
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
が
、

官
道
は

c
点
ま
で
は
豊
後
固
に
通
じ
る
ル

l
ト
と
同
じ
で
、
そ
こ
か
ら
条
里
の
里
界
糠
に
沿
っ
て
南
下
し
、
萩
原
か
ら
基
韓
城
の
東
端
近

念
之

そ
の大宰府から南・東・南東への官道第 2図



く
を
通
っ
て
城
戸
に
出
て
関
屋
川
沿
い
に
基
山
口
に
達
す
る
ル

l
ト
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q

こ
の
ル

l
ト
は
原
田
を
経
る
旧
道
よ
り

き
や
ま

も
遠
道
の
よ
う
で
あ
る
が
、
員
原
益
軒
の
「
続
筑
前
風
土
記
』
巻
九
御
笠
郡
下
の
城
山
条
に
「
荻
原
よ
り
城
の
山
の
東
を
越
え
て
、
肥
前
国
基

臨
時
郡
に
ゆ
く
道
あ
り
。
馬
往
来
自
由
な
り
。
む
か
し
は
肥
前
筑
後
よ
り
此
城
の
山
道
を
こ
え
て
、

太
宰
府
の
方
に
行
く
白
い
へ
り
。
今
の
原
田
道
よ
り
近

し
。
肥
前
筑
後
の
人
は
、
所
に
よ
り
今
も
此
道
を
通
る
。
近
け
れ
ば
な
り
。
肥
前
の
方
の
ふ
も
と
に
城
山
口
と
て
小
な
る
町
あ
り
」
と
あ
り
、

旧
道
よ

り
も
近
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
い
。
な
お
、

c
点
に
近
い
立
明
寺
の
小
字
に
「
鈴
倉
、
下
鈴
倉
」
の
小
字
名
が
あ
る
。
『
類
束
三
代

格
』
巻
コ
一
健
児
事

「応
ν
暗
示
-
健
児
-
事
(
中
略
)
以
前
被
ユ
右
大
臣
宣
-
称
。
奉
v
勅
。
今
諸
国
兵

延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日
条
の
太
政
官
符
に

古代における大宰府周辺の官道について

士
。
除
ニ
辺
要
地
-
之
外
。
皆
従
ニ
停
廃
吋
其
兵
庫
鈴
蔵
及
国
府
等
類
。
宜
下
差
エ
健
児
吋
以
宛
中
守
衛
へ
(
後
略
こ
と
あ
る
鈴
蔵
と
関
係
、
が
あ
っ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
「
鈴
倉
、
下
鈴
倉
」
は
大
宰
府
都
城
の
南
の
入
口
に
近
く
、

し
か
も
官
道
の
分
岐
点
に
近
い
こ
と
か
ら
、
何

ら
か
の
軍
事
的
な
施
設
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
釈
日
本
紀
』
巻
五
に
「
(
前
略
)
公
望
案
。
筑
後
国
風
土
記
云
。
筑
後
国
者
。
本
与
=
筑
前
国
-
合
為
こ
国
吋
音
此
両
国
之
問
。
山
有
エ
峻
狭
坂
吋
往

来
之
人
所
v
駕
鞍
鴇
被
ニ
摩
尽
吋
土
人
日
ユ
鞍
鴇
尽
之
坂
ヨ
ニ
云
。
昔
此
堺
上
有
ニ
愈
猛
神
吋
往
来
之
人
半
生
半
死
。
其
数
極
多
。
因
臼
ニ
人
命
尽
神
吋
子
時
筑
紫
君

等
之
祖
婆
依
姫
為
v
祝
祭
之
。
自
v
A
m
以
降
。
行
路
之
人
不
v
被
ユ
神
室
ロ
ヨ
定
以
日
ニ
筑
紫
神
吋
(
後
略
こ
と
あ
り
、

式
内
社
の
筑
紫
神
社
命
〉
の
近
く
を

通
る
古
道
が
か
な
り
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

Q

し
か
し
、
律
令
時
代
に
お
け
る
駅
伝
制
が
設
置
さ
れ
た
時
に
は
基
鼎
城
が

大
宰
府
の
南
の
要
衝
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
基
鼎
城
の
東
端
を
通
る
ル

1
ト
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ル

1
ト
は
最
高
地
点

二
ニ

0
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
の
で
あ
る
が
、
比
較
的
直
線
状
に
山
を
越
え
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
ル

l
ト
も
駅

141 

伝
制
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
は
主
と
し
て
原
田
経
由
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

基
山
口
に
は
水
城
類
似
の
土
塁
〈
む
が
あ
り
、
こ
の
築
堤
の
目
的
は
土
塁
の
北
向
か
ら
考
え
て
直
接
に
は
基
鼎
郡
広
く
は
肥
前
国
の
守
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け
を
目
的
告
)
と
し
て
い
る
が
、

そ
め
す
ぐ
横
に
関
屋
橋
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
a

」
の
橋
は
高
原
川
の
上
流
の
関
屋
川
に
か
か
る

橋
で
あ
る
が
、
大
宰
府
の
関
屋
と
ま
っ
た
く
同
一
の
名
称
で
あ
る
こ
と
、
大
宰
府
、
基
緯
城
に
も
近
く
、
軍
事
的
構
築
の
土
堤
が
あ
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
律
令
時
代
に
闘
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
@
こ
の
関
屋
橋
、
土
堤
に
接
す
る
よ

う
に
基
捧
郡
家

auが
イ
!
?
l
ハ
l
ニ
に
、
さ
ら
に
少
し
離
れ
て
基
嘩
団

a)が
レ
|
ソ
l
ツ
!
ネ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
想
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
ω 

基
山
口
か
ら
以
南
の
官
道
は
長
野
の
小
字
「
花
町
」
の
一
部
に
俗
称
「
ハ
ヤ
マ
サ
ァ

(
i点)」

と
称
す
る
小
洞
が
あ
り
、

こ
の
位
置

が
旧
道
と
離
れ
て
い
る
こ
と
、
想
定
の
基
捧
郡
家
に
も
近
い
こ
と
か
ら
、
律
令
時
代
に
お
け
る
「
駅
馬
」
が
転
批
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
こ
こ
に
基
鼎
駅
を
想
定
す
る
の
も
無
理
が
な
い
だ
ろ
う
ω

こ
の
「
ハ
ヤ
マ
サ
ア
」
を
通
る
条
里
の
区
回
線
(
肥
前
・
筑
後
国
境
よ
り

四
町
西
)
に
沿
っ
て
南
北
に
通
じ
る
官
道
を
想
定
し
て
み
る
と
、
第
二
図
の
よ
う
に
北
は
基
鼎
郡
家
の
東
端
を
通
っ
て

h
点
か
ら
土
堤
に

出
て
関
屋
橋
に
通
じ
、
南
は
南
北
に
細
長
い
基
揮
郡
域
を
通
っ
て
南
下
す
る
と
筑
後
国
府
に
突
き
当
る
こ
と
か
ら
妥
当
な
ル
l
ト
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
ω

た
だ
し

1
点
か
ら

m
点
に
か
け
て
は
条
里
地
割
が
検
出
さ
れ
な
い
が
、
直
線
で
筑
後
国
府
に
通
じ
て
い
た
も
の
と
憶
測

し
た
い
@

と
こ
ろ
で
、
こ
の
想
定
し
た
ル
l
ト
に
沿
っ
て
姫
方
が
位
置
す
る
の
で
あ
る
が
、

『
肥
前
国
風
土
記
』
基
捧
郡
姫
社
郷
条
に
「
此
郷
之

中
有
ν
川
。
名
目
ニ
山
道
川
韮
ハ
源
出
ニ
郡
北
山
吋
南
流
而
会
-
一
御
井
大
川
吋
昔
者
。
此
川
之
西
有
ユ
荒
神
戸
行
路
之
人
多
被
ユ
殺
害
吋
(
後
略
こ
と
あ
り
、

山
道

川
(
現
在
の
秋
光
川
か
山
下
川
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
)

の
辺
り
に
か
な
り
早
く
か
ら
古
道
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
で

あ
る
ω

そ
し
て
、
そ
の
古
道
が
律
令
時
代
の
駅
伝
制
設
置
の
時
に
は
踏
襲
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ω

肥
前
田
府
に
通
じ
る
官
道
は

h
点
か
ら

I
点
に
至
る
い
ず
れ
か
の
地
点
か
ら
西
に
派
生
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
鳥
栖
市
藤



木
の
宝
満
宮
の
祭
典
に
裸
祭
が
あ
り
、
昔
は

と
言
ゥ
て
竹
の
枝
を
く
っ
つ
け
た
も
の
を
投
げ
出
し
た
と
い
う
話
各
)
が

「
早
馬
が
出
た
」

あ
る
が
、
こ
の
藤
木
の
宝
満
宮
も
旧
道
よ
り
離
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
律
令
時
代
の
官
道
が
こ
の
宝
満
宮
に
沿
っ
て
、
通
じ
て
い

た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
憶
測
し
た
い
@

宝
満
宮
の
南
を
通
る
条
里
の
区
画
線
に
沿
っ
て
東
西
に
通
じ
る
官
道
を
想
定
し
て
み
る
と
、
東
は
酒
井
で
筑
後
国
府
に
通
じ
る
官
道
と

合
流
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
酒
井
は
『
肥
前
国
風
土
記
』
基
捧
郡
条
に
記
載
さ
れ
た
「
酒
殿
泉
」
に
関
係
が
あ
る
古
い
集
落
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
ω

宝
満
宮
よ
り
西
は

k
点
付
近
か
ら
丘
陵
を
越
え
て
佐
賀
平
野
を
東
西
に
走
る
官
道
(
哲
に
通
じ
る
の
で
あ
る
ω

古代における大宰府周辺の官道について

最
後
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
ω

前
述
し
た
よ
う
に
貞
観
十
一
年
末
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
鴻
腫
館
の
近
く
に

博
多
警
固
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
官
道
の
要
街
地
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
警
固
を
設
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
ω

例
え
ば
、
那
珂
郡
家
域
に
近
い
官
道
に
沿
っ
て
那
珂
の
小
字
「
警
固
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
早
良
郡
家
域
に
近
い
橋
本
に
小
字

「
警
固
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
確
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
警
固
は
官
道
を
検
閲
す
る
た
め
に
関
割
に
類
す
る
役
割
を
は
た
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
@
警
固
を
戒
め
る
史
料
が
大
宰
府
管
内
に
も
多
い
が
、
そ
の
初
ま
り
は
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
十
一
年
七
月
丁
丑
条
に

「
勅
。
安
不
v
忘
ν
危
。
古
今
通
典
。
宜
下
仰
ニ
縁
海
諸
国
吋
勤
令
中
警
固
へ
其
因
幡
。
伯
番
。
出
雲
。
石
見
。
安
芸
。
周
防
。
長
門
等
国
。
一
依
ユ
天
平
四
年
節

度
使
従
三
位
多
治
比
真
人
県
守
等
時
式
吋
勤
以
警
固
駕
。
又
大
宰
宜
ν
依

d

白
同
年
節
度
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
時
式
ご
と
あ
る
天
平
四
年
か
も
し
れ
な

『
三
代
実
録
』
天
安
二
年
八
月
乙
卯
条
に
「
令
下
ニ
山
城
国
司
一
警
申
護
宇
治
ω

与
度
ω

山
崎
等
道
九
以
ニ
東
南
西
三
方
通
路
之
衝
要
一

し、。也
」
と
あ
り
、
平
安
京
に
通
じ
る
官
道
の
要
衝
地
で
警
護
を
さ
せ
た
の
も
あ
る
い
は
官
道
に
沿
う
郡
家
、
駅
家
な
ど
の
要
衝
地
か
、
そ
の

143 

近
く
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
@

な
お
、
春
吉
の
小
字
「
東
領
」
が
天
長
三
年
に
軍
団
の
廃
止
自
)
さ
れ
た
以
後
に
設
け
ら
れ
た
統
領
に
由
来
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

美
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野
駅
付
近
で
選
士
を
率
い
て
不
慮
に
備
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ω

ま
た
、
大
宰
府
の
外
港
で
あ
っ
た
博
多
大
津
の
あ
る
那

珂
郡
に
天
長
三
年
ま
で
那
珂
団
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
位
置
は
こ
の
美
野
駅
付
近
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
ω 

付
記
こ
の
小
稿
を
昭
和
四
八
年
三
月
広
島
大
学
を
停
年
退
官
さ
れ
た
米
倉
二
郎
名
誉
教
授
(
現
在
、
広
島
修
道
大
学
教
授
)
へ
の
献
呈
論
文
と
し
た

ぃ
。
学
生
時
代
以
来
、
今
日
ま
で
ご
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
内
容
の
之
し
い
結
果
に
終
り
、
誠
に
心
苦
し
い
。

註

(
1
)

筑
前
国
府
は
大
宰
府
政
庁
に
近
い
適
古
賀
付
近
に
比
定
さ
れ
る
。

(
2
)

社
埼
、
到
津
の
二
駅
。

(
3
)

独
見
、
夜
久
、
嶋
円
、
津
目
、
席
打
、
夷
守
、
久
爾
の
七
釈
で
あ
る
が
、
駅
間
の
距
離
は
津
日
・
席
打
開
が
二
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
で
最
大

で
、
概
し
て
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
が
多
い
。
し
か
し
、
大
宰
府
に
近
い
夷
守
・
久
爾
問
が
約
七
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
久
爾
・
大
宰
府
聞
が

約
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
短
い
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
周
辺
に
お
け
る
駅
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
。

(
4
)

『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
一
七
五
七
頁
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
八
六
三

O
l六
一
一
二
頁
な
お
、
後
者
の
史
料
か
ら
駅
家
村
は
現

在
の
嘉
穂
郡
嘉
穂
町
牛
隈
に
比
定
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。

(
5
)

例
え
ば
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
神
埼
郡
条
に
「
郷
玖
所
旭
川
廿
駅
壱
所
(
後
略
)
」
と
あ
り
、
そ
の
駅
は
延
喜
五
年
十
月
一
日
条
の
『
観
世
音
寺
資

財
帳
(
『
平
安
遺
文
』
第
一
巻
一
九
四
)
に
し
る
さ
れ
る
「
(
前
略
)
神
埼
郡
七
条
駅
家
里
八
登
田
一
町
ム
(
後
略
)
と
あ
る
駅
家
里
に
駅
が
設
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
延
喜
式
』
の
駅
名
で
神
埼
郡
に
比
定
さ
れ
る
も
の
は
な
く
、
の
ち
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
三
年
三
月
庚
子
条
に
大
宰
府
言
。
大
隅
国
桑
原
郡
蒲
生
駅
与
-
一
薩
摩
国
薩
摩
郡
田
尻
駅
吋
相
去
遥
遠
。
逓
送
毅
苦
。
伏
望

(
6
)
 



『
延
喜
式
』
に
機
野
駅
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
傑
野
駅
が
新
設
さ
れ
た
こ
と

古代における大宰府周辺の官道について

置
-
-
駅
於
護
摩
郡
機
野
村
吋
以
息
-
-
民
苦
吋
許
v
之
」
と
あ
り
、

が
わ
か
る
。

(
7
)
博
多
湾
周
辺
の
条
里
に
関
し
て
は
筆
者
が
昭
和
四
二
年
度
日
本
地
理
学
会
春
季
大
会
で
「
筑
前
国
粕
屋
郡
の
条
呈
と
郡
家
お
よ
び
屯
倉
」
の
題

自
で
、
さ
ら
に
昭
和
四
五
年
度
日
本
地
理
学
会
春
季
大
会
で
「
筑
前
国
郡
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
の
題
目
で
、
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
た
際
に
触

れ
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
結
論
の
み
が
記
し
て
あ
る
点
を
ご
了
承
願
い
た
い
。

(
8
)
同
名
が
美
濃
国
に
あ
り
、
美
濃
国
と
同
じ
よ
う
に
帰
化
人
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
郡
域
の
設
定
に
も
類
似
し
た

所
が
あ
り
興
味
が
も
た
れ
る
が
、
条
と
里
の
数
え
進
み
方
は
異
な
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
水
野
時
二
(
一
九
七
一
)
『
条
皇
制
の
歴
史
地
理
学
的

研
究
』
大
明
堂
七
三
五

l
七
三
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)
足
和
健
亮
(
一
九
七

O
)
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
び
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
間
す
る
若
干
の
覚
え
書
き
」
社
会
科
学
論
集
創
刊
号
三
三
|

六
十
頁

同
こ
九
七
二
}
「
洛
西
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
地
域
の
歴
史
地
理
学
的
調
査
」
京
都
市
都
市
開
発
局
洛
西
開
発
室
八
九

l
-
O
O頁

岸
俊
男
三
九
七

O
)
「
大
和
の
古
道
」
『
日
本
古
文
化
論
放
』
吉
川
弘
文
館
三
七
七
l
四
一
四
頁

同
(
一
九
七

O
)
「
古
道
の
歴
史
」
『
古
代
の
日
本
5
近
畿
角
川
書
庖
九
三

l
-
O七
頁

同
ご
九
七

O
)
「
難
波
|
大
和
古
道
略
考
」
数
時
四
日
日
教
授
国
史
論
集
八
一

l
九
二
頁

(mv
大
和
国
に
お
け
る
横
大
路
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。
栗
太
郡
に
お
け
る
東
山
道
も
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
る
。

〈
日
〉
『
平
安
遺
文
』
第
一
巻
一
六

O
、
二
ハ
て
一
六
二
、
一
九
四

〈

uv
前
掲
(
7
)

(
臼
)
明
和
二
乙
酉
春
三
月
石
城
府
淡
箆
散
人
謹
書

A
Y
ん
曾
ゆ

5

{
H
}
那
珂
の
小
字
に
「
群
久
」
が
あ
る
。

(
時
)
鏡
山
猛
ご
九
六
八
)
『
大
宰
府
都
城
の
研
究
』
風
間
書
一
一
房
一
一
五
|
一
三

O
頁

(
日
)
水
城
周
辺
の
空
中
写
真
が
前
掲
(
臼
V

の
一

O
四
l
一
O
入
頁
、
図
版
広
あ
る
。

(
げ
)
前
掲
(
日
v
の
付
図
一
「
大
宰
府
周
辺
の
地
形
と
遺
跡
」
の
な
か
に
水
城
周
辺
の
条
皇
一
地
割
が
記
入
し
て
あ
り
、
水
域
が
ち
ょ
う
ど
塁
界
線
上
に

な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ニ
町
不
足
し

τい
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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(
犯
)
『
万
葉
集
』
巻
四
の
五
六
七
に
「
(
前
略
)
相
=
送
駅
使
「
共
到
ユ
一
矢
守
駅
家
「
聯
欽
悲
v
別
、
乃
作
ユ
此
詩
こ
と
あ
り
、
天
平
二
年
大
宰
師
大
伴
旅

人
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
見
舞
い
に
来
て
京
に
帰
る
大
伴
稲
公
、
同
胡
麻
呂
を
大
伴
家
持
等
が
夷
守
の
駅
ま
で
送
っ
て
来
て
、
送
別
の
宴
を
行

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
夷
守
駅
は
奈
良
時
代
の
初
期
か
ら
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
宰
府
か
ら
こ
の
駅
ま
で
は
近

い
と
い
う
意
識
が
大
宰
府
の
官
人
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
印
)
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
(
天
孫
隆
臨
)
条
に
「
又
於
天
安
河
。
亦
造
ニ
打
橋
己
と
あ
り
、
簡
単
に
と
り
は
ず
し
、
ま
た
掛
け
る
橋
に
由
来
す
る

戸
の
で
あ
ろ
う
。

(
却
〕
、
部
に
関
係
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
創
建
と
い
わ
れ
る
駕
輿
丁
廃
寺
が
あ
る
。

h
y
ん

(
幻
)
津
波
黒
の
小
字
に
「
郡
町
」
が
あ
る
。

(n)
仲
哀
天
皇
が
橿
日
宮
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
神
功
皇
后
が
そ
の
霊
を
祭
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
『
延
喜
式
』
巻
十
八
式
部
上
条
に
凡
諸
神
宮

司
。
井
橿
日
廟
司
。
以
ニ
六
年
-
為
ユ
秩
限
己
と
あ
り
、
一
般
の
神
と
は
別
格
で
霊
廟
で
あ
っ
た
が
、
国
の
鎮
め
と
し
て
皇
室
の
尊
崇
が
厚
く
、
中

央
か
ら
あ
る
い
は
大
宰
府
か
ら
宮
人
が
し
ば
し
ば
参
拝
し
た
こ
と
は
誇
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

(
お
)
律
令
時
代
に
お
け
る
御
笠
川
の
水
還
に
関
す
る
史
料
は
な
い
が
、
江
戸
時
代
中
期
の
史
料
と
し
て
『
博
多
津
要
録
』
巻
十
九
寛
延
三
庚
午
歳
二

月
条
に
「
て
此
度
依
ニ
御
仕
組
二
一
三
笠
郡
二
日
市
宿
よ
り
博
多
川
端
迄
、
川
船
通
路
致
し
申
候
様
二
、
新
川
出
来
仕
申
候
。
(
後
略
)
」
と
あ

る。

(
民
)
『
霊
長
式
』
巻
十
神
祇
十
神
名
下
条
に
「
住
吉
神
社
三
座
…
時
点
」
と
あ
り
、
阿
曇
・
海
部
両
氏
の
祖
神
を
配
る
。

(
お
)
大
宰
府
の
外
港
で
あ
る
博
多
大
津
、
外
国
人
を
接
待
す
る
鴻
腫
館
に
近
い
こ
と
か
ら
駅
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
博
多
大
津
は
『
延
喜
式
』
巻

二
六
主
税
上
条
に
「
太
宰
府
海
路
。
自
ニ
博
多
津
一
浩
ユ
難
波
津
-
船
賃
。
石
別
五
束
。
挟
抄
六
十
束
。
水
手
耐
束
。
自
余
准
ニ
播
磨
国
己
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
博
多
大
津
・
大
宰
府
間
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(
部
)
司
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
二
年
五
月
丙
午
朔
甲
寅
条
に
よ
れ
ば
、
諸
国
に
二
六
の
屯
倉
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
乙
亥

朔
条
に
「
詔
置
ユ
国
国
犬
養
部
己
、
周
年
九
月
甲
辰
朔
丙
午
条
に
「
詔
ニ
桜
井
田
部
連
。
県
犬
養
連
。
能
弛
「
波
吉
士
等
吋
主
計
掌
屯
倉
之
税
ご
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
屯
倉
と
犬
養
部
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
犬
養
部
と
ミ
ヤ
ケ
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
黛
弘
道
円
一
九
六
五
)

「
犬
養
氏
お
よ
び
犬
養
部
に
関
す
る
研
究
」
学
習
院
史
学
第
二
号
一
1
1
二
六
頁
に
詳
し
い
。

(幻
)

e

円
日
本
書
紀
』
宣
化
天
皇
一
元
年
五
月
辛
丑
朔
条
に
「
(
前
略
)
造
二
官
一
家
。
那
津
口
↓
(
後
略
こ
と
あ
る
。



(
犯
)
鏡
山
猛
氏
は
前
掲
(
時
)
の
付
図
の
な
か
で
、
大
宰
府
都
城
の
南
限
で
あ
る
こ
二
条
か
ら
東
西
の
条
里
の
呈
界
線
を
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

で
は
立
明
寺
の
小
字
「
入
ノ
上
」
は
入
、
十
八
、
二
入
の
各
坪
の
い
ず
れ
に
も
一
致
し
な
い
。
大
宰
府
の
条
坊
が
条
里
地
割
の
区
画
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
条
が
条
皇
の
里
界
線
を
利
用
し
た
と
し
た
場
合
、
二
二
条
の
南
二
町
に
東
西
の
星
界
線
が
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
場
合
、
「
入
ノ
上
」
は
西
北
隅
を
一
ノ
坪
、
東
北
隅
を
三
六
ノ
坪
と
す
る
連
続
式
の
八
ノ
坪
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
図
で
は
「
入
ノ
上
」
が

本
来
の
位
置
か
ら
ず
れ
て
い
な
い
と
し
て
呈
界
線
を
あ
ら
わ
し
た
。

(
却
)
三
並
の
小
字
「
入
並
」
に
入
並
長
者
の
伝
説
(
同
名
の
伝
説
が
想
定
肥
前
国
基
簿
郡
家
付
近
、
筑
前
屋
上
座
郡
家
に
あ
る
)
が
あ
り
、
か
つ
て

こ
の
地
か
ら
礎
石
が
出
た
こ
と
か
ら
、
坪
並
の
復
原
さ
れ
た
条
里
の
方
六
町
域
を
夜
須
郡
家
と
し
た
場
合
、
そ
の
南
の
方
六
町
域
内
に
隈
埼
駅
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
る
。

(
叩
)
『
一
二
代
実
録
』
貞
観
元
年
正
月
甲
申
条
に
「
(
前
略
)
従
五
位
下
筑
紫
神
並
従
四
位
下
(
後
略
)
」
、
元
慶
三
年
六
月
丁
知
条
に
「
筑
前
国
従
四

位
下
筑
紫
称
。
竃
門
神
並
従
四
位
上
」
と
あ
る
。

(
剖
)
前
掲
〈
日
)
一
一
一
九
i
一一二

O
頁

(
担
)
前
掲
(
日
)
一
三

O
頁

と
う
げ

(
お
)
小
倉
の
小
字
に
「
高
下
」
が
あ
る
。
そ
の
位
置
か
ら
郡
家
の
転
靴
で
あ
ろ
う
。

(
出
)
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
三
年
三
月
辛
未
条
に
「
大
宰
府
言
。
肥
前
国
司
今
月
四
日
解
称
。
基
騨
団
校
尉
貞
弓
等
去
二
月
九
日
解
舗
。
新
羅
人
一
百

十
人
駕
エ
五
般
船
『
著
=
小
近
嶋
吋
与
-
王
民
-
相
戦
。
即
打
エ
殺
九
人
司
捕
ユ
獲
一
百
一
人
-
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
韓
団
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
位
置
は
園
部
の
小
字
「
鈴
町
」
付
近
に
想
定
し
た
い
。
「
鈴
町
」
の
北
に
は
鎮
西
隈
の
地
名
が
あ
る
。

(
お
)
松
尾
禎
作
(
一
九
五
五
)
『
中
原
村
の
史
話
伝
説
』
中
原
村
公
民
館
三
八
頁

(
部
)
戸
祭
由
美
夫
(
一
九
七
三
)
「
肥
前
の
国
府
と
条
里
」
『
地
形
図
に
歴
史
を
読
む
』
第
五
集
大
明
堂
一
一
一
一

l
二
三
頁
な
お
、
こ
こ
に
示

さ
れ
た
官
道
は
『
延
喜
式
』
記
載
の
駅
路
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
律
令
時
代
初
期
の
頃
の
官
道
は
駅
ケ
皇
を
通
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
官
道

の
変
遷
が
考
え
ら
れ
る
。
式
外
社
で
あ
る
金
立
神
社
(
初
見
は
『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
二
月
己
丑
条
)
の
一
ノ
鳥
居
跡
(
本
殿
は
そ
の
北
入

0

0
メ
ー
ト
ル
)
が
、
図
に
示
さ
れ
た
宮
道
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
、
官
道
を
通
る
人
達
に
金
立
神
社
の
位
置
を
示
す
た
め
に
設
け
た
の
で
あ
ろ

う
。
注
目
し
て
お
き
た
い
。

(
訂
)
『
類
宮
町
三
代
格
』
巻
十
八
統
領
選
士
衛
卒
衛
士
仕
丁
事

古代における大宰府周辺の官道について147 

天
長
三
年
十
-
月
三
日
条
の
太
政
官
符
に
「
応
下
廃
-
一
兵
士
一
置
中
選
士
衛
卒
よ
事
(
後
略
)
」




