
若
狭
国
府
・
濃
飯
駅
家
聞
に
恥
け
る
古
代
北
陸
道

ー

l
北
川
河
谷
の
交
通
の
歴
史
地
理

そ
の
一

l
i
!

金

坂

清

員U

は

じ

め

に

近
世
田
絵
図
の
中
で
交
通
関
係
の
記
載
が
最
も
充
実
し
て
い
る
正
保
国
絵
図
の
一
つ
で
あ
る
「
若
狭
国
絵
図
」
(
内
閣
文
庫
蔵
)
や
「
若

狭
敦
賀
之
絵
図
」
(
酒
井
家
文
庫
蔵
)
に
は
、
若
狭
と
京
・
近
江
を
結
ぶ
多
く
の
道
筋
の
中
で
、
若
狭
街
道
と
知
坂
越
が
「
本
道
」
と
し

て
太
く
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
小
浜
か
ら
南
川
を
さ
か
の
ぼ
り
知
(
井
〉
坂
を
こ
え
て
京
都
へ
出
る
後
者
の
道
よ
り
も
若
狭
街
道
の
方

が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
朽
木
谷
経
由
の
狭
義
の
若
狭
街
道
の
場
合
に
は
そ
の
距
離
の
短
か
さ
、
今
津
経
由
の
広
義
の
若
狭
街

道
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
琵
琶
湖
水
運
1
1
日
本
海
側
と
都
と
の
聞
の
物
資
輸
送
の
動
脈
|
|
と
、
敦
賀
同
様
最
も
都
に
近
い
要
港
小
浜
を

結
び
つ
け
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
通
過
地
域
の
地
形
条
件
の
面
で
も
最
も
よ
い
の
は
こ
の

ル
ー
ト
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
若
狭
と
京
・
近
江
を
結
ぶ
道
の
中
で
最
重
要
で
あ
る
こ
と
は
今
も
変
わ
ら
な
い
(
国
道
三

O
三

号
線
)
。
い
な
、
近
世
以
前
に
お
い
て
も
、
前
記
の
理
由
ゆ
え
に
、
最
重
要
だ
っ
た
の
は
こ
の
若
狭
街
道
ル

l
ト
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
少
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な
く
と
も
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
裏
づ
け
る
事
実
と
し
て
は
、
①
北
川
河
谷
が
狭
い
な
が
ら
に
若
狭
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国
で
は
最
も
ま
と
ま
っ
た
平
野
を
な
し
、

開
発
も
古
墳
時
代
以
来
進
み
、

そ
れ
を
う
け
て
律
令
時
代
に
は
古
墳
時
代
の
地
域
中
心
ハ
1
u
の

西
方
に
国
府
や
国
分
寺
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
若
狭
国
の
新
し
い
核
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
②
『
延
喜
式
』
主
税
上
に
「
若
狭
国
:
:
:
海

路
1

壮一一時
-W・I-一軍・
1
給
・
一
」
と
あ
る
こ
と
を
あ
げ
れ
ば
さ
し
あ
た
り
十
分
で
あ
ろ
う
。
@
は
公
の
物
資
輸
送
が
琵
琶
湖
の
勝
野
津
経
由
で
行
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
塩
・
魚
な
ど
の
海
産
物
を
都
へ
送
り
、
御
食
国
と
し
て
の
役
割
ハ
2
〉
を
若
狭
国
が
果
た
す
ル

ー
ト
の
一
つ
に
あ
た
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
北
川
河
谷
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
歴
史
地
理
学
的
に
み
る
と
き
、
具
体
的
な
道
筋
の
問
題
が
残
る
。
近
世
の
若
狭
街
道
の
場
合
は
、
前
記
の
二
つ
の
国
絵
図

な
ど
の
絵
図
や
正
式
二
万
分
の
一
地
形
図
・
空
中
写
真
の
分
析
と
現
地
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
具
体
的
な
道
筋
を
容
易
に
復
原
で
き
、
峠
の

交
通
状
態
さ
え
わ
か
る
の
に
対
し
、
古
代
の
官
道
に
つ
い
て
は
、
そ
の
道
筋
は
明
ら
か
で
な
い
。
北
川
河
谷
の
交
通
の
歴
史
地
理
の
問
題

と
し
て
は
こ
れ
は
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
解
明
に
む
け
て
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
ハ
3
V

若
狭
国
へ
の
官
道
の
ル

l
卜
と
直
線
的
計
蘭
道
路
の
可
能
性

『
延
喜
式
』
兵
部
省
に
は
「
若
狭
園
駅
馬
勧
告
ι
濃
仮
。
越
前
園
駅
馬
沼
市
八
疋
・
:
一
一
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
両
駅
家
の
具
体
的
な
場
所
は
明
ら
か

み

み

の

で
は
な
い
が
、
既
往
の
諸
説
の
中
で
は
弥
美
駅
家

(

4

)

を
耳
川
下
流
域
に
、
濃
飯
駅
家
(
5
〉
を
北
川
北
岸
の
上
野
木
・
下
野
木
付
近
か
同
南

ひ
ら
の

岸
の
平
野
に
あ
て
る
説
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
若
狭
国
府
か
ら
、

の
ち
の
丹
後
街
道
・
国
道
二
七
号
線
に
あ
た
る
道
に
よ
っ
て
濃

飯
・
弥
美
両
駅
家
を
へ
て
越
前
国
松
原
駅
家
に
至
る
官
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
一
方
、

わ
ざ
わ
ざ
越
前
国
松
原

駅
家
を
経
由
せ
ず
に
近
江
国
三
尾
駅
家
(
6
〉
か
ら
濃
飯
駅
家
を
へ
て
直
接
若
狭
国
府
へ
至
る
ル

l
ト
|
|
捷
路
が
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
で
、

既
知
の
こ
と
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
道
筋
に
つ
い
て
の
解
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
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図 2 弥美駅家付近の古代北陸道と条里地割

(A:馬作 B 早稲田 c 早子 D 大道ノ下 E 駒ケ田，

F:獅々塚古墳)

そ
こ
で
、
北
川
河
谷
を
貫
く
古
代
北
陸
道
が
若
狭
国
府
と
濃
飯
駅
家

聞
で
は
、

ど
こ
か
}
ど
の
よ
う
に
通
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

「
古
代

官
道
は
平
野
部
で
は
直
線
的
計
画
道
路
で
あ
っ
た
」
と
い
う
近
年
の
考

え
方
に
基
づ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
を
結
論
的
に
示
せ
ば
図
1
の

よ
う
に
な
る
。
以
下
、
そ
の
推
定
根
拠
を
提
示
し
つ
つ
考
察
を
進
め
た

L 、。
ま
ず
、
隣
国
越
前
国
に
つ
い
て
の
研
究
か
ら
、
他
の
官
道
と
同
じ
く

北
陸
道
で
も
平
野
部
で
は
直
線
的
計
画
道
路
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
(

7

)

の
み
な
ら
ず
、

若
狭
国
に
つ
い
て
も
、

弥
美
駅
家
の
遺
地
と

想
定
さ
れ
る
美
浜
町
郷
市
付
近
に
お
い
て
古
代
官
道
に
由
来
す
る
と
考

え
う
る
、
条
里
地
割
に
一
致
す
る
直
線
的
な
道
筋
を
復
原
で
き
る
ハ
8
〉

(図
2
〉
。
ま
た
そ
の
少
し
国
府
寄
り
の
同
町
気
山
地
籍
で
検
出
さ
れ
る

っ
く
り
み
ち

小
字
造
道
は
古
代
の
計
画
道
路
に
因
む
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、
若
狭
国
の
核
心
地
域
を
な
し
、
条
里
も
最

も
整
然
と
施
行
さ
れ
て
い
た
北
川
河
谷
に
お
い
て
、
直
線
的
計
画
道
路

が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
不
合
理
な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
も
、
若
狭
国
府
に
関
す
る
既
往
の
諸
説
の
多
く
が
条
里
地
割
と



同
一
方
向
の
国
府
域
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
や
は
り
認
め
ら
れ
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
農
村
計
画
と
都
市
計
画
と
の
空
間
的
関
連
が

指
摘
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

足
利
や
木
下
ら
の
研
究
す
〉
に
よ
れ
ば
駅
路
(
官
道
)
が
地
域
(
整
備
)
計
画
の
基
準
に
な

と
こ
ろ
が
、

り
、
国
府
の
立
地
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
層
、
こ
こ
で
直
線
的
計
画
道
路
を
想
定
す
る
の
は
合
理

的
で
あ
る
。
そ
の
上
、
官
道
と
の
位
置
関
係
の
点
で
は
国
府
よ
り
も
む
し
ろ
よ
り
強
い
と
い
わ
れ
る
国
分
寺
に
つ
い
て
は
、
若
狭
国
分
寺

の
場
合
、

条
里
地
割
と
一
致
す
る
方
二
町
の
寺
域
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
(
思
。
ま
た
、

直
線
的
行
政

界
が
律
令
的
地
域
(
整
備
)

計
画
の
一
部
を
な
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
(
日
)
こ
と
か
ら
す
る
と
、

遠
敷
郡
の
郷
界
線
が
条
里
に

則
る
形
で
直
線
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
官
道
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
直
線
的
計
画
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

若狭国府・濃飯駅家間における古代北陸道

松
永
川
以
西
に
お
け
る
直
線
的
計
画
道
路
推
定
の
根
拠
と
国
府
・
国
分
寺
・
国
分
尼
寺

付

国
府
域
の
推
定
と
の
関
連
に
お
い
て

で
は
、
そ
の
直
線
的
計
画
道
路
を
図
ー
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
根
拠
は
何
か
。

ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
山
麓
に
沿
い
ゆ
る
や
か
に
う
ね
り
な
が
ら
東
西
走
す
る
北
川
河
谷
の
近
世
若
狭
街
道
の
う
ち
で

X
|
Y
聞
が

お
に
ゅ
う

直
線
的
に
な
っ
て
い
て
特
異
で
あ
る
上
に
、
そ
れ
が
条
里
地
割
を
踏
襲
し
て
い
る
点
で
あ
る
(
図

3
1
し
か
も
、
遠
敷
川
と
多
田
川
の
間

の
小
山
地
の
北
麓
端
の

Y
点
は
小
字
「
郷
境
」
の
南
西
端
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
の
小
字
の
西
辺
を
北
へ
延
ば
し
た
線
は
、
古
く
、
米

倉
ハ
ロ
)
が
「
若
狭
中
手
西
郷
里
田
内
検
帳
案
」
に
み
え
る
西
郷
の
西
辺
に
あ
た
る
こ
と
を
見
い
出
し
、
近
年
、

須
磨
ハ
悶
)
が
西
郷
の
う
ち
の

億
田
里
一
里
の
西
辺
に
あ
た
る
こ
と
を
明
示
し
た
線
で
あ
る
。
線
上
の

Y
点
は
こ
の
里
の
、
実
質
的
に
は
南
西
端
に
あ
た
っ
て
い
る
(
こ

45 

の
点
以
南
は
山
地
な
の
で
〉
。
し
た
が
っ
て

Y
点
は
、
こ
の
東
西
と
南
北
両
方
向
の
地
割
上
に
あ
る
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
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図 3 二万分の一地形図にみる若狭国府と波飯・玉置駅家間の北川河谷

(1 : 20，000 r小演」および「瓜生村J:明治26年測図)



こ
の
う
ち
東
西
方
向
の
地
割
H

道
に
は
、

さ
ら
に
、
①
そ
れ
が
里
の
界
線
で
な
い
(
里
の
界
線
の
北
二
町
の
部
分
を
東
西
走
す
る
坪
界
線

に
す
ぎ
な
い
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
極
め
て
明
瞭
で
あ
り
、
②
そ
の
上
、

七
町
離
れ
た

X
l
Y
聞
の
う
ち
西
か
ら
五
町
が
大
字
木
崎
・
大
字

和
久
里
と
大
字
多
田
と
の
大
字
界
を
な
し
て
い
る
立
〉
と
い
う
注
目
す
べ
き
事
実
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
地
割
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
藤
岡
が
国
府
の
復
原
に
際
し
て
着
目
し
て
い
る
。

つ
ま
り
氏
は
、
国
府
を
府
中
集
落
に
求
め

た
米
倉
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
地
形
条
件
や
、
若
狭
街
道
経
由
で
国
府
と
琵
琶
湖
の
勝
野
津
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮

し、

X
点
か
ら

Y
点
の
一
町
手
前
ま
で
の
六
町
を
南
辺
と
守
る
国
府
域
を
推
定
す
る

(50
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
方
六
町
域
内
に
入
る

薮
田
・
金
堂
・
的
場
・
鐘
撞
固
な
ど
の
小
字
名
は
む
し
ろ
寺
院
跡
に
近
い
感
じ
が
す
る
と
し
、
こ
の
推
定
地
の
北
東
に
も
う
一
つ
方
四
町

若狭国府・濃飯駅家聞における古代北陸道

の
国
府
域
を
推
定
す
る
。
そ
し
て
、

い
ず
れ
が
国
府
跡
か
は
判
定
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
前
者
に
つ
い
て
、
寺
院
跡
と
す
る
に
は
前

記
の
小
字
の
分
布
範
囲
が
広
す
ぎ
る
し
、
国
分
寺
で
も
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
後
者
の
国
府
域

に
分
が
あ
る
と
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
『
国
府
』
白
〉
で
は
前
者
の
み
に
つ
い
て
一
記
し
て
い
る
。

結
局
、

x
i
Yを
結

ぶ
地
割
に
つ
い
て
氏
は
国
府
の
南
辺
と
い
う
意
味
を
与
え
き
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
割
が
直
線
的
官
道

の
一
部
を
な
す
と
考
え
る
筆
者
に
と
っ
て
不
都
合
に
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
考
え
る
以
上
は
国
府
域
を
別
の
場
所
に
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
国
府
は
条
旦
よ
り
も
官
道
と
の
空
間
的
関

係
が
む
し
ろ
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
若
狭
国
府
に
つ
い
て
も
官
道
と
の
空
間
的
関
係
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
1

1
国
府
域

の
推
定
は
本
稿
の
直
接
の
課
題
で
は
な
い
が

l
l、
そ
れ
を
図
4
の
よ
う
に
想
定
す
る
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
筆
者
の
推
定
地
と
空
間
的
に
近
い
大
森
説
(
げ
)
の
問
題
点
の
指
摘
か
ら
始
め
る
の
、
が
よ
い
。
民
は
自
説
の
根
拠
と
し

47 

て
、
①
小
字
黒
中
を
国
中
の
転
読
と
解
す
と
国
衝
が
し
の
ば
れ
、
こ
の
小
字
と
南
の
二
つ
の
小
字
を
加
え
る
と
方
二
町
と
い
う
一
般
的
な
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国
庁
域
が
画
さ
れ
、

ま
た
、
②
こ
の
付
近
で
土
器
や
布
目
瓦
が
出
土
す
る
の
で
瓦
葺
の
政

国府域の推定 (a• b • c • d) 

と条里地割

庁
を
想
像
で
き
、
@
こ
の
方
二
町
を
中
心
と
す
る
方
六
町
の
国
府
域
を
と
る
と
、
そ
れ
は

条
里
に
合
致
し
、
④
方
六
町
域
内
に
瓦
毛
田
・
檎
物
固
な
ど
の
生
産
給
田
に
由
来
す
る
小

字
が
あ
る
|
|
以
上
の
四
点
を
挙
げ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な

疑
問
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
氏
が
示
す
図
で
は
、
国
庁
が
国
府
の
中
心
を
占
め
る
と
す
る
と
国
府
域

の
東
辺
が
条
旦
の
界
線
か
ら
一
町
ず
れ
る
形
に
な
る
し
、
条
旦
の
界
線
に
合
致
し
た
方
六

図 4

町
を
と
る
と
国
庁
が
中
心
か
ら
東
へ
一
町
ず
れ
る
形
に
な
る
点
で
あ
る
。
ま
た
木
下
の
指

氏
は

X
l
Y
を
結
ぶ
地
割
が
条
里
の
基
準
線
だ
と
誤
っ
た
た
め
、
そ
の
北
六
町
の
東
西
方
向
の
地
割
が
国
府
の
南
辺
に
も
な
っ
て
国
府
と

摘
(
路
)
に
従
え
ば
、

国
庁
が
国
府
域
の
中
心
を
占
め
る
こ
と
自
体
も
考
え
難
い
。

し
か
も

条
里
が
合
致
す
る
と
解
し
た
が
、
里
の
界
線
は

X
l
Y
を
結
ぶ
地
割
の
二
町
南
に
あ
る
こ
と
が
須
磨
の
詳
考
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
、
国

が
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、

府
の
南
辺
は
(
し
た
が
っ
て
北
辺
も
〉
、
条
旦
の
界
線
と
合
致
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
氏
は
小
字
「
郷
境
が
東
西
線
、
南
北
線
に
ま
た

氏
の

氏
の
図
に
示
さ
れ
て
い
る
郷
境
の
位
置
は
実
際
よ
り
西
へ
二
町
ず
れ
て
い
る

ay
し
た
が
っ
て
、

い
う
国
府
の
東
辺
と
西
辺
も
、
実
は
旦
の
界
線
に
合
致
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
街
が
黒
中
へ
転
説
し
た
と
い
う
解
釈
に
も
や
や
無
理
が

あ
る
し
、
方
二
町
域
も
明
瞭
で
は
な
い
。
瓦
毛
田
・
檎
物
田
は
興
味
深
い
地
名
で
あ
る
が
、
生
産
給
固
に
由
来
す
る
と
い
う
根
拠
が
記
さ

き
り
し
な
い
。

れ
て
い
な
い
。
布
目
瓦
の
出
土
は
注
目
さ
れ
る
が
、
氏
か
ら
の
聞
き
と
り
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
聞
き
伝
え
に
よ
る
も
の
で
、
場
所
は
は
っ



か
く
し
て
大
森
説
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
地
形
や
条
里
地
割
の
残
存
状
態
あ
る
い
は
藤
岡
の
指
摘
す
る
遺
物
出
土
地
点
な
ど
か

ら
す
る
と
、

国
府
域
は
両
氏
の
推
定
地
か
ら
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
く
、

府
中
集
落
(
却
)
の
部
分
よ
り
は
大
字
府
中
・
和
久
里
の
東
の

部
分
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
府
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
考
古
学
的
資
料
が
、
後
述
の
も
の
を
別
と
し
て
現
在
の
と
こ
ろ
な
く
、
地
名
に
も
国
庁

の
比
定
や
国
府
域
の
固
定
に
積
極
的
に
生
か
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
府
域
の
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
ず
次
の
二
点
を
確
認
し
重
視
し
て
か
か
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、

ω過
去
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
地
割
は
そ
れ
ゆ
え
に
本
来
の
意
味
を
失
っ
て
か
ら
も
残
存
し
て
、
村
界

若狭国府・ 1農飯駅家間における古代北陸道

や
大
字
界
な
ど
の
行
政
界
を
な
す
こ
と
が
少
な
く
な
い

a〉
と
い
う
こ
と
、
今
一
つ
は
、
制
米
倉
の
最
近
の
研
究
ハ
幻
〉
に
依
拠
す
る
と
、

若

狭
国
府
の
場
合
、
国
の
昇
格
に
と
も
な
っ
て
国
府
域
が
拡
幅
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
倒
は
次
の
よ
う
に
敷
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
府
の
規
模
は
国
の
等
級
に
対
応
す
る
の
で
国
の
昇
格
に
と
も
な
い
国
府

の
拡
幅
や
移
転
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
米
倉
は
、
若
狭
国
府
に
関
し
て
、
@
藤
岡
が
方
六
町
の
国
府
域
を
推
定
し
た
の
は
若
狭
国
が
上

国
に
な
っ
た
と
誤
解
し
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
@
若
狭
国
は
中
国
に
昇
格
し
た
も
の
の
扱
い
は
下
国
に
準
じ
た
か
ら
、

昇
格
が
国
府
の
拡
大
に
ま
で
及
ん
だ
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
も
し
拡
大
移
転
し
た
の
な
ら
「
府
中
国
庁
祉
か
ら
東
南
の
方
六
町
祉
に
移
つ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
。

つ
ま
り
、
国
府
を
府
中
集
落
の
小
字
北
町
・
南
町
・
東
町
・
西
町
の
方
二
町
を
中
心
と
す
る
地
域

に
求
め
る
自
説
を
保
持
す
る
一
方
、
藤
岡
の
方
六
町
説
に
も
含
み
を
残
し
た
。
し
か
し
、
地
名
か
ら
み
て
も
、

ま
た
藤
岡
が
指
摘
し
た
よ

う
に
地
割
や
地
形
条
件
か
ら
み
て
も
、

さ
ら
に
は
官
道
と
国
府
と
の
聞
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
近
年
の
研
究
成
果
を
満
た
し
難

49 

い
地
域
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
も
、
国
府
が
府
中
集
落
に
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
移
転
は
想
定
し
難
く
、
可
能
性
と
し
て
は
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拡
幅
の
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
拡
幅
さ
れ
た
と
す
る

と
、
国
府
は
一
般
に
偶
数
町
の
方
形
を
な
す
と
い
う
木
下
の
指

摘
(
幻
)
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
米
倉
が
下
国
の
場
合
の
規
格
と
考
え
る

国府周辺における大字のひろがりと主な小字地名

方
五
町
で
は
な
く
て
方
四
町
か
ら
方
六
町
へ
の
拡
幅
を
想
定
す
る

方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の

ω・
倒
に
留
意
し
て
検
討
す
る
と
、

ま
ず
一
つ
の
小
字

の
中
に
二

1
四
も
の
大
字
の
土
地
が
入
っ
て
地
籍
が
著
し
く
錯
綜

し
、
大
字
界
を
一
本
の
線
で
画
す
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
特
徴

的
な
状
態
が
大
字
和
久
里
と
木
崎
の
聞
や
大
字
遠
敷
と
金
屋
の
間

の
み
な
ら
ず
北
川
河
谷
の
平
野
部
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る

ax図

5
)
中
で
、

α 

東
西
方
向
で
は
、
府
中
と
和
久
里
・
木
崎
の
聞
の
大
字
界

ヵ:

図 E

南
北
方
向
で
は
、
旧
今
宮
村
と
旧
遠
敷
村
の
村
界
が
、
共

F 
に
明
瞭
な
線
で
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
ら

が
重
要
な
線
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、

T 

多
田
川
流
域
に
広
が
る
大
字
多
田
の
一
部
が
大
字
和
久
里



-
木
崎
と
大
字
遠
敷
の
聞
に
、
地
籍
の
錯
綜
を
伴
わ
ず
に
介
在
し
て
い
る
こ
と
も
目
を
ひ
く
。

こ
の
う
ち
、

α
の
大
字
界
は
、
藤
岡
畠
〉
が
方
四
町
の
国
府
域
の
推
定
に
際
し
、
「
小
朱
雀
大
路
に
も
当
た
る
べ
き
」
こ
の
道
は
幅
一
間

近
く
、
古
く
か
ら
の
道
で
あ
る
と
し
て
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
朱
雀
大
路
の
解
釈
は
と
も
か
く
、
旧
村
内
の
大
字
界
が
一
本
の
線
で

画
せ
な
い
の
が
一
般
的
な
こ
の
地
域
に
あ
っ
て
大
字
界
が
明
瞭
な
こ
と
は
特
異
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、
筆
者
が
重
視
し
た
い
の

は
、
こ
の
度
、
こ
の
線
の
北
一
町
の
小
字
石
田
の
北
西
部
分
。
で
一

O
世
紀
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
建
物
跡
が
直
径
約
三

0
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
の
柱
や
緑
柚
土
器
と
共
に
発
掘
さ
れ
、
大
森
に
よ
れ
ば
、

玉
置
遺
跡
の
レ
ベ
ル
な
い
し
庄
官
ク
ラ
ス
の
住
居
跡
と
み
ら
れ
る
と
い

若狭国府・濃飯駅家間における古代北陸道

う
点
で
あ
る
。
発
掘
中
な
の
で
軽
率
な
推
察
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
が
、
柱
穴
列
が
条
里
地
割
に
一
致
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

緑
柚
土
器
の
産
地
が
京
と
推
定
さ
れ
る
(
哲
と
い
う
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、

は

こ
の
府
中
遺
跡
が
普
通
の
集
落
跡
以
上
の
も
の
で
な
い

か
と
い
う
こ
と
を
憶
測
さ
せ
る
(
藤
岡
が
祝
部
式
土
器
が
出
土
し
た
と
記
し
た
場
所
は
こ
の
す
ぐ
北
東
に
あ
た
る
〉
。

次
に
、
条
里
地
割
を
踏
襲
し
て
南
北
六
町
に
わ
た
っ
て
走
っ
て
い
る

F
の
線
は
、
途
中
、
南
北
に
二
坪
分
あ
る
小
字
士
宮
町
田
の
部
分
で

東
へ
一
町
は
り
出
し
た
の
ち
戻
っ
て
い
る

ay
こ
の
線
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、

単
に
明
瞭
な
行
政
界
を
な
す
の
み
な
ら
ず
、

旧
村
界
と

し
て
は
山
麓
か
ら
六
町
北
の
と
こ
ろ
で
終
わ
る
(
二
万
分
の
一
地
形
図
《
図
3
》
が
あ
と
一
町
北
ま
で
南
北
方
向
の
村
界
を
の
ば
し
て
い

る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
、
地
籍
図
の
検
討
か
ら
わ
か
る
〉
も
の
の
、
地
割
の
方
は
そ
の
ま
ま
北
川
の
対
岸
ま
で
連
続
し
て
お
り
、

し

か
も
こ
の
線
は
西
郷
の
西
辺
、
す
な
わ
ち
、
南
北
に
並
ぶ
億
田
里
の
一
里
、
同
二
里
、
同
三
里
の
西
辺
に
あ
た
っ
て
い
る
(
前
述
)
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
線
の
西
の
旧
今
富
村
と
東
の
旧
遠
敷
村
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
は
、
大
字
界
を
一
本
の
線
で
ひ
け
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る

(図
5
)
の
に
、

こ
の
旧
村
界
を
越
え
て
は
地
籍
の
錯
綜
が
な
い
と
い
う
対
照
的
な
事
実
は
、
旧
村
界
が
重
要
な
線
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

51 

し
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
西
辺
が
旧
村
界
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
億
田
里
二
里
と
同
一
里
の
部
分
は
、
少
な
く
と
も
一
三
世
紀
中
頃
に
は
、
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東
郷
と
西
郷
の
中
で
は
田
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
割
合
の
最
も
高
い
里
で
あ
っ
た
。
文
永
二
年
(
一
二
六
五
〉
三
月
の
「
若
狭
中
手

西
郷
里
田
内
検
地
帳
案
」
(
勾
)
と
「
若
狭
遠
敷
郡
東
郷
検
田
帳
案
」
(
坦
が
示
す
こ
の
事
実
と
、

国
分
寺
の
方
二
町
域
が
こ
の
史
料
に
よ
っ

て
団
地
で
な
い
四
カ
坪
と
し
て
明
瞭
に
画
さ
れ
て
い
る
(
初
)
の
が
判
明
し
た
こ
と
、
お
よ
び
当
時
国
衝
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
国

府
域
は
億
田
里
の
西
辺
以
東
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
緑
粕
土
器
が
出
た
の
が
こ
の
線
の
西
約
二
町
の
と
こ
ろ

で
あ
る
こ
と
を
も
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
線
を
東
辺
と
す
る
形
で
国
府
域
が
設
定
さ
れ
、
国
府
域
の
東
辺
を
基
準
に
西
郷
の
西
辺
が
定

め
ら
れ
た
と
推
察
し
え
よ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
前
記
史
料
と
同
年
一
一
月
の
「
若
狭
国
惣
回
数
帳
」
ハ
む
に
よ
る
と
国
街
分
と
朱
書
さ

れ
て
い
る
雑
色
名
十
町
八
反
強
の
約
八
割
が
、
西
郷
の
西
に
隣
接
し
国
府
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
志
万
郷
に
分
布
す
る
ほ
か
、

西
郷
で

は
筆
者
の
推
定
国
府
域
に
東
接
す
る
億
四
里
二
里
の
し
か
も
国
府
側
三
町
内
に
集
中
し
て
分
布
す
る
こ
と
、

ま
た
「
若
狭
国
惣
回
数

帳
」
に
よ
る
と
、

土
器
作
ハ
ロ
)
も
こ
の
里
に
あ
た
り
、

国
街
に
所
属
す
る
織
物
技
術
者
で
あ
る
織
手
に
因
む
織
手
名
も
こ
の
里
と
東
の
河

上
里
五
里
に
偏
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
三
世
紀
中
頃
の
名
の
分
布
は
国
府
域
の
推
定
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
国
府
域
を
方
四
町
と
み
な
し
て
西
辺
に
あ
た
る
部
分
を
み
る
と
、
図
4

・6
に
示
す
よ
う
に
明
瞭
な
地
割
が
小
字
界
を

な
す
形
で
存
在
す
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
あ
り
ょ
う
は
、
こ
の
線
を
南
へ
延
長
し
て
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
西
辺
に
接
す
る
よ

さ
い
く
の
ほ
う

う
に
推
定
国
府
域
内
に
入
る
小
字
檎
物
田
は
、
そ
の
給
田
が
「
国
街
在
庁
に
付
属
す
る
土
地
」
〈
懇
で
あ
る
細
工
保
に
あ
っ
た
こ
と
が

「
若
狭
国
惣
回
数
帳
」
に
み
え
る
槍
物
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
国
府
域
の
東
西
両
辺
は
二
応
画
定
さ
れ
る
。

次
に
南
北
両
辺
の
推
定
に
あ
た
っ
て
は
、
大
字
界
を
な
す
前
述
の

α
の
地
割
の
二
町
南
に
あ
る
地
割
E

が
、
東
西
方
向
の
地
割
の
中
で

最
も
明
瞭
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
小
字
界
を
連
ね
て
お
り
、
正
式
二
万
分
の
一
地
形
図
に
も
直
線
の
道
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
事
実
(
図
3
)
に
着
目
し
た
い
。
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国
府
域
が
方
四
町
で
あ
る
と
い
う
仮
定
に
結
び
つ
け
て
こ
の

事
実
に
着
目
す
る
と
き
、
こ
の
二
本
の
線
に
つ
い
て
は
、
的
大

字
界

α
が
国
府
の
北
辺
で
、
後
者
の
道

ε
が
国
府
の
東
西
方
向

空中写真にみる国府付近の地割

の
中
軸
線
に
あ
た
る
と
い
う
可
能
性
と
、
州
大
字
界

α
が
中
軸

線
で
、
後
者
の
道

ε
が
国
府
の
南
辺
に
あ
た
る
と
い
う
二
つ
の

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
併
の
場
合
に
は
緑
粕
土

器
と
柱
の
出
土
地
3
が
国
府
域
の
北
辺
を
外
れ
る
点
で
問
題
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
川
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
場
合
、
北
辺
に
あ
た
る
部
分
は
、
そ
の
南
約

0
・
五
町

の
部
分
を
東
西
走
す
る
水
路
が
小
字
界
に
な
っ
て
い
る
た
め
小

図 B

字
界
に
は
一
致
し
な
い
が
、
地
割
と
し
て
は
明
瞭
に
残
っ
て
い

る
の
で
問
題
な
い
。
む
し
ろ
、
空
中
写
真
に
よ
る
と
約
二

O
メ

ー
ト
ル
幅
の
縞
状
の
耕
地
が
北
辺
に
沿
っ
て
東
西
に
連
続
す
る

形
に
な
っ
て
い
る
(
図
4
・
6
)
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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コ
タ
ブ

と
和
久
里
・
木
崎
に
ま
た
が
る
か
ら
、
「
此
地
(
府
中
村
〉
も
と
は
国
府
と
も
云
へ
り
と
里
人
言
侍
へ
た
り
、
:
・
郡
府
の
右
馬
四
郎
:
・
を

こ
の
よ
う
に
し
て
画
定
さ
れ
た
方
四
町
域

a〉
は
大
字
府
中

府
中
の
右
馬
四
郎
と
も
書
り
」
と
い
う
『
若
狭
旧
事
考
』
〈
哲
の
記
述
に
も
た
が
わ
な
い
。
ま
た
こ
の
方
四
町
域
の
周
囲
は
条
里
地
割
の
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最
も
明
瞭
な
地
域
を
な
す
が
、
そ
の
う
ち
で
二
二
世
紀
中
頃
に
東
郷
と
西
郷
に
属
し
て
い
た
部
分
は
、
両
郷
域
内
に
お
い
て
団
地
と
し
て

の
利
用
率
が
最
も
高
い
と
こ
ろ
に
あ
た
っ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
国
府
は
安
定
し
た
耕
地
に
よ
っ
て
固
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
方
四
町
域
は
、
こ
の
東
J
東
南
の
部
分
よ
り
や
や
低
い
が
、
府
中
集
落
付
近
よ
り
は
二
メ
ー
ト
ル

前
後
高
く
、

四
l
六
メ
ー
ト
ル
の
高
度
が
あ
る
の
で
地
形
的
に
も
問
題
は
な
く
、
土
地
条
件
の
最
も
す
ぐ
れ
た
地
域
を
な
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
方
四
町
域
の
東
南
か
ら
北
辺
中
央
に
か
け
て
は
土
地
改
良
以
前
に
は
小
河
流
が
流
れ
て
い
た
が
、
水
路
状
の

も
の
で
条
里
地
割
の
乱
れ
が
意
外
に
み
ら
れ
な
い
(
図

6
〉
の
で
、
同
じ
く
国
府
域
の
固
定
上
の
支
障
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
水

路
が
直
線
的
で
あ
り
、

か
つ
郷
境
か
ら
北
進
し
て
き
た
村
界
が
こ
の
水
路
と
交
わ
る
部
分
で
こ
れ
に
沿
う
よ
う
に
北
西
に
ふ
れ
る
形
に
な

っ
て
お
り
、

し
か
も
こ
の
水
路
が
先
述
し
た
国
府
北
辺
約

0
・
五
町
南
の
小
字
界
を
な
す
水
路
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

国
庁
の
位
置
を
窺
わ
せ
る
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
先
に
注
目
し
た

T
に
か
か
わ
る
大
字
多
国
と
木
崎
・
和
久
里
と
の
大
字
界
を
北
へ
延
長

す
る
と
小
字
界
を
な
し
つ
つ
方
四
町
域
の
南
北
の
中
軸
線
に
連
な
っ
て
い
き
、
地
割
と
し
て
も
明
瞭
で
あ
る
こ
と
や
、
国
府
域
の
東
西
方

じ
よ
う
で
ん
ち
ょ
う
で
ん

お
よ
び
、
小
字
常
田
を
庁
田
か
ら
の
転
誰
と
解
す
と
国
庁
跡
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る

向
に
も
明
瞭
な
中
軸
線
が
あ
る
こ
と
、

と
、
両
中
軸
線
の
交
点
の
北
に
国
庁
を
想
定
す
る
(
哲
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、

先
述
の
水
路
が
こ
の
部
分
を
走
る
と
い
う
間

題
は
あ
る
が
、
方
一
町
程
度
の
国
庁
域
な
ら
、
先
述
し
た
柱
と
緑
紬
土
器
の
出
土
地
点
を
含
む
こ
と
に
な
る
し
、
こ
の
東
に
あ
っ
て
須
恵

器
を
出
土
す
る
小
字
常
国
の
一
部
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
方
六
町
域
へ
の
拡
幅
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
否
定
す
る
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
若
狭
国
が
中
国
に
な
っ
た
も
の

の
下
国
に
準
じ
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
や
、
元
来
が
御
食
固
と
い
う
特
別
な
下
国
と
し
て
二
郡
(
の
ち
三
郡
〉
だ
け
で
成
立
し
た
国

で
あ
る
自
〉
こ
と
、

ま
た
下
国
か
ら
中
国
へ
昇
格
し
た
国
々
の
推
定
国
府
域
の
規
模
(
銘
)
、
『
和
名
抄
』
の
田
積
や
『
延
喜
式
』
出
挙
稲
の
規



模
に
お
け
る
低
い
地
位
な
ど
か
ら
類
推
さ
れ
る
若
狭
国
の
国
勢

av

す
な
わ
ち
、

も
し
こ
の
方
四
町
域

さ
ら
に
は
次
の
理
由
に
よ
る
。

か
ら
拡
幅
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
西
へ
二
町
、
南
と
北
へ
各
一
町
広
げ
、
里
に
合
致
す
る
形
に
し
た
と
想
定
す
る
の
が
最
も
自
然
で

あ
り
、
そ
う
す
る
と
瓦
毛
田
と
い
う
小
字
も
拡
幅
部
分
に
入
る
し
、
地
割
の
点
で
も
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も
、
拡
幅
部
分
に
あ
た
る
小
字

能
登
回
・
穴
固
か
ら
は
、
こ
の
た
び
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
遺
構
や
遺
物
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
両
小
字
の

さ
ら
に
西
の
大
嶋
田
・
細
田
・
茶
塚
田
・
梶
固
な
ど
か
ら
も
遺
構
や
遺
物
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
品
〉
が
、
こ
の
こ
と
も
、
筆
者
の
想
定

地
の
妥
当
性
を
高
め
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
推
定
さ
れ
た
、
そ
し
て
藤
岡
の
方
四
町
域
を
西
へ
三
町
ず
ら
し
た
形
に
な
る
国
府
域
(
図
4
、
a
-
b
・
c
-
d
)
は、

従
来
指
摘
の
あ
る
水
運
の
利
用
〈
也
と
い
う
点
で
も
妥
当
な
位
置
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

北
川
河
谷
の
条
里
が
正
方
位
で
な
く
約

一
七
度
三

O
分
東
偏
し
て
い
る
の
は
、
官
道
が
基
準
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
①
律
令
盛
期
に
は
原
則
と
し
て

国
府
に
駅
家
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
ハ
哲
や
、

①
前
記
史
料
に
国
街
分
と
し
て
御
厩
名
が
あ
る
こ
と
、

①
ま
た
濃
飯
・
玉

置
駅
家
(
後
述
)
と
国
府
と
が
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
離
れ
る
の
で
両
駅
家
が
い
わ
ゆ
る
国
府
駅
で
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
国
府

付
近
に
駅
家
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
所
と
な
る
と
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
若
狭
国
惣
回
数
帳
」

に
よ
る
と
御
厩
名
七
町

七
反
百
六
十
歩
中
六
町
七
反
二
百
廿
歩
が
、
西
郷
の
西
に
隣
接
し
国
府
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
志
万
郷
に
分
布
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
国

府
と
そ
の
南
の
官
道
と
の
問
、
あ
え
て
い
え
ば
、
小
字
壱
町
田
付
近
に
想
定
す
る
の
が
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
少
し
長
く
な
っ
た
が
、
要
す
る
に

X
l
Y
を
結
ぶ
地
割
が
官
道
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
国
府
域
の
推
定

8
)に
か
か
わ

っ
て
述
べ
た
。
し
か
し
、

xー

Y
間
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
も
官
道
で
あ
る
根
拠
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
そ
の
よ
う
な
根
拠
の
幾

55 

っ
か
を
示
し
て
み
た
い
。
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∞ 
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
と
の
関
連
に
お
い
て

第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

xー

Y
を
結
ぶ
線
を
東
へ
延
長
す
る
と
、
そ
の
方
位
が
条
里
に
合
致
し
、
方
二
町
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と

が
発
掘
で
確
認
さ
れ
、

し
か
も
そ
の
方
二
町
域
が
「
志
味
里
一
里
の
一
六
・
一
七
・
二

0
・
二
一
の
四
カ
坪
」
と
「
も
の
の
見
事
に
一
致

す
る
」
こ
と
が
須
磨
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
国
分
寺
域
の
南
辺
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。

xー

Y
を
結
ぶ
線
が
里
の
界
線
の
北
二
町
の

坪
界
線
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
氏
に
よ
っ
て
国
分
寺
域
の
南
辺
も
ま
た
士
山
味
里
一
里
の
界
線
か
ら
北
二
町
の
坪
界
線
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
ま
、

x
l
Yを
結
ぶ
線
と
国
分
寺
の
南
辺
が
一
直
線
で
結
ぼ
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
「
多
く
の
国
々
の
国

分
寺
は
、
あ
た
か
も
国
家
の
権
威
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
ト
す
る
か
の
よ
う
に
、
通
過
す
る
官
道
に
北
接
し
、

ま
た
官
道
に
近
い
所
に
南
面

し
て
営
ま
れ
た
。
:
:
:
一
般
的
に
国
分
寺
と
駅
路
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
誤
り
な
い
」

と
い
う
足
利
の
指
摘
♀
)
に
そ
う

形
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

xー

Y
の
延
長
線
上
の
地
割
が
官
道
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
と
み
で
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か

も
、
国
分
寺
域
東
辺
の
東
一
町
に
あ
る
小
字
国
分
寺
縄
手

a〉
は
そ
の
西
辺
が
旧
遠
敷
村
と
旧
松
、
水
村
の
村
界
を
な
す
(
図
3
〉
と
共
に
そ

の
南
辺
が
国
分
寺
域
の
南
辺
に
一
致
し
、
官
道
の
推
定
線
上
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た

Y
と
国
分
寺
の
聞
の
地
割
は
、
遠
敷
川
の
河
道
変

遷
に
よ
る
条
里
地
割
の
乱
れ
も
あ
っ
て
余
り
明
瞭
で
は
な
い
が
、
断
片
的
に
は
認
め
ら
れ
る
(
図
7
)
し
、
国
分
寺
の
南
西
隅
付
近
に
は

大
門
・
南
条
・
中
縄
手
・
馬
場
な
ど
の
小
字
が
あ
る
。

若
狭
国
分
寺
の
特
異
な
点
と
し
て
寺
域
内
〈
塔
の
南
西
)
に
推
定
官
道
に
沿
う
よ
う
に
径
約
四
五
メ
ー
ト
ル
の
若
狭
国
で
最
大
級
の
円

墳
i
国
分
寺
古
墳
が
立
地
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
処
置
を
し
て
ま
で
国
分
寺
を
こ
の
地
に
設
置
し
た
理
由
は
詳
ら
か

で
な
い

(

M

叫)が、

官
道
に
南
面
し
、
河
川
に
近
く
、

ま
た
、
若
狭
国
の
一
宮
の
若
狭
彦
神
社
と
同
二
宮
の
若
狭
姫
神
社
が
鎮
座
す
る
遠
敷

川
河
谷
が
官
道
に
合
す
る
付
近
に
あ
た
る
と
い
う
位
置
の
よ
さ
も
考
慮
さ
れ
た
か
と
憶
測
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
憶
測
を
あ
え
て
記
す
の
は
、
次
の
二
点
を
述
べ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
平
安
時
代
末
期
以
来
、
国
衝
の
管
理

下
に
お
か
れ
た
国
市
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〈
円
む
遠
敷
市
(
庭
)
の
遺
地
が
若
狭
姫
神
社
の
す
ぐ
北
の
小
字
市
場
丁
で
あ
ろ
う
か
ら
、

遠
敷
市
が
官
道
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
形
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
府
中
集
落
よ
り
も
筆
者
の
想
定
地
の
方
が
国
府
の
場
所

と
し
て
妥
当
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
先
述
の
遺
構
が
一

O
世
紀
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
遠
敷
市
が
平
安
時
代
末
期
以
来
の
国
市
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
国
府
の
移
転
は
考
え
な
い
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
〉
。

も
う
一
つ
の
点
は
、

存
在
し
た
こ
と
は

確
実
(
哲
な
の
に
そ
の
遺
地
が
不
明
で
あ
る
国
分
尼
寺
跡
を
以
下
の
理
由
か
ら
図
1
に
示
す
場
所
に
求
め
る
と
、
そ
こ
の
条
件
が
国
分
寺
の

も
の
と
類
似
し
て
い
る
の
で
、
国
分
尼
寺
の
立
地
点
を
も
官
道
推
定
の
根
拠
に
し
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
足
利
の
指
摘
を
も
考
慮
し
て
若
狭
国
分
寺
と
官
道
さ
ら
に
は
国
府
と
官
道
と
の
関
係
を
み
る
な
ら
、
国
分
尼
寺

に
つ
い
て
も
、
官
道
に
沿
っ
て
南
面
し
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
が
東
西
に
並
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

諸
国
に
お
け
る
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
と
の
距
離
(
想
を
も
考
慮
し
て
妥
当
な
地
を
探
す
と
、
有
力
な
地
名
と
考
え
ら
れ
る
金
堂
と
い
う
小

字
地
名
が
二
カ
所
に
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
国
分
寺
域
の
北
西
隅
か
ら
約
一
町
の
地
点
で
あ
る
。
こ
こ
は
明
治
九
年
当
時

は
遠
敷
川
に
よ
っ
て
国
分
寺
域
に
あ
た
る
部
分
と
画
さ
れ
て
い
た
が
、
条
里
地
割
と
非
条
里
地
割
の
広
が
り
方
や
前
記
二
史
料
に
み
え
る

「
川
成
」
の
分
布
か
ら
み
て
、

遠
敷
川
が
元
は
北
西
流
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
(
叩
〉
の
で
、

方
一
町
未
満
の
寺
域
な
ら
国
分
寺
と
同
じ

く
遠
敷
川
の
右
岸
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
地
割
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
や
、
国
分
寺
と
の
位
置
関
係
や
距
離
に
関
す
る
斎
藤

の
指
摘
を
も
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
は
必
ず
し
も
適
当
な
場
所
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
推
定
国
府
域
の
南
に
あ
り
そ
の
南
辺

を
官
道
が
走
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
小
字
金
堂
の
地
は
、
国
分
寺
か
ら
一
七
町
も
離
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
を
も
つ
が
、
次
の
諸
点
か
ら

み
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
国
分
尼
寺
の
遺
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、



①
こ
の
地
に
つ
い
て
は
、
国
分
寺
、
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
自
〉
が
あ
る
が
、

国
分
寺
が
別
の
地
で
発
掘
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

江
戸
時

代
に
は
そ
こ
に
尼
寺
庵
が
あ
っ
て
国
分
尼
寺
跡
で
あ
る
と
い
う
説
〈
臼
)
が
あ
っ
た
以
上
、
逆
に
小
字
金
堂
の
地
を
国
分
尼
寺
跡
と
解
す
る

」
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

@
ま
た
、
小
字
金
堂
と
中
辻
堂
を
画
す
と
、
西
辺
を
除
く
三
辺
が
条
里
地
割
に
合
致
し
て
方
二
町
域
が
明
瞭
で
あ
る
(
金
堂
だ
け
か
ら

な
る
方
一
町
域
も
考
え
ら
れ
る
〉
。

さ
ら
に
こ
の
地
点
が
式
内
社
多
太
神
社
の
鎮
座
す
る
多
田
川
河
谷
が
官
道
に
接
す
る
と
こ
ろ
に
あ
た

り
、
河
川
に
も
近
い
と
い
う
あ
り
ょ
う
は
、
国
分
寺
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

@
こ
の
場
合
、
国
分
寺
域
と
の
距
離
が
か
つ
て
斎
藤
(
思
が
検
討
し
た
三
四
例
中
最
長
の
讃
岐
国
の
場
合
の
一
八
町
に
近
い
一
七
町
に

若狭国府・濃飯駅家聞における古代北陸道

も
な
る
が
、
国
府
付
属
寺
院
か
ら
の
転
用
の
可
能
性
を
憶
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
り
ぬ
け
ら
れ
よ
う
。

④
瓦
が
出
土
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
国
分
寺
の
場
合
も
そ
う
(
号
な
の
で
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
松
永
川
以
西
の
部
分
に
つ
い
て
、
官
道
の
道
筋
の
推
定
と
そ
の
根
拠
を
述
べ
た
。
で
は
、
松
永
川
以
東
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

な
根
拠
を
指
摘
で
き
る
の
か
。

四

松
永
川
以
東
に
お
り
る
直
線
的
計
画
道
路
の
推
定
の
根
拠
と
駅
家

第
一
は
、
西
郷
と
東
郷
と
の
郷
界
線
が
こ
の
東
西
方
向
の
地
割
と
ち
ょ
う
ど
交
わ
る
こ
と
に
な
る
松
、
氷
川
以
東
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま

で
の
推
定
官
道
の
線
を
そ
の
ま
ま
の
ば
す
と
、
須
磨
が
復
原
し
た
東
郷
の
東
辺
の
一
町
手
前
ま
で
の
約
三
里
(
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
の
間

で
断
続
的
な
が
ら
地
割
が
認
め
ら
れ
(
図
8
1
し
か
も
、
官
道
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
小
字
地
名
が
こ
の
地
割
に
沿
っ
て
分
布
す
る
こ

59 

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
松
永
川
の
東
五
町
の
と
こ
ろ
に
旅
所
と
社
ノ
神
と
い
う
小
字
が
並
び
、
そ
の
南
辺
が
今
問
題
に
し
て
い
る
地
割
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に
沿
う
が
、
旅
所
と
い
う
小
字
は
、
直
線
的
官
道
に
沿
っ
て
神
社
の
御
旅
所
が
立
地
し
て
い
る
と
い
う
日
野
〈
号
の
指
摘
に
照
ら
し
て
み

て
、
ま
た
、
社
ノ
神
が
並
ん
で
あ
る
点
で
興
味
深
い
。
し
か
も
、
旅
所
・
社
ノ
神
の
南
に
は
、

推
定
官
道
を
は
さ
ん
で
、
白
鳳
期
の
重
要

川
町
号
付
料
R
U
Y
N
m
時
相
府
四

WW4~い
務
瀦
・
川
問
問
嗣
河
蹴
珂
百
九
〉
倖
盤



寺
院
で
あ
り
、
国
分
寺
に
擬
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
太
興
寺
員
)
が
立
地
し
て
い
る
。

次
に
、
小
字
社
ノ
神
の
南
辺
を
さ
ら
に
約
一

O
町
東
へ
い
く
と
駒
田
と
い
う
小
字
が
、
西
街
道
・
光
明
・
大
農
子
・
下
堂
と
い
う
小
字

と
共
に
分
布
す
る
。
駒
田
は
駅
家
比
定
に
割
に
用
い
ら
れ
る
(
貯
)
地
名
で
あ
り
、
真
柄
は
こ
れ
を
根
拠
に
濃
飯
駅
家
を
こ
こ
に
比
定
し
て
い

る
(
前
述
)
。
駒
田
と
い
う
地
名
だ
け
で
は
や
や
弱
い
が
、
こ
の
小
字
が
条
里
型
地
割
を
な
す
の
で
、
こ
こ
が
古
代
に
開
発
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
点
や
、
推
定
官
道
に
も
沿
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
小
字
下
堂
に
は
、
式
内
社
で
は
な
い
が
伏
見
天
皇
の
寄
附
田
が
二
反
あ
る

と
い
う
伝
え
を
も
ち
(
号
、

中
世
に
は
庚
申
の
日
に
杷
ら
れ
て
道
祖
神
と
結
び
つ
い
た
猿
田
彦
を
祭
神
と
す
る
白
髭
神
社
詰
)
が
、
主
軸
を

東
西
方
向
に
も
つ
前
方
後
円
墳
で
あ
る
白
髭
古
墳
の
上
に
立
地
す
る
こ
と
を
も
併
せ
考
え
る
な
ら
、
駅
家
比
定
の
根
拠
に
な
り
え
よ
う
。

若狭国府・濃飯駅家間における古代北陸道

h
-
3
-

、

T
f
 だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
こ
に
濃
飯
駅
家
が
あ
っ
た
と
簡
単
に
は
い
え
な
い
。
濃
飯
駅
家
に
関
し
て
は
幾
つ
か
の
間
題
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
駅
家
の
比
定
は
官
道
の
道
筋
の
復
原
と
直
接
結
び
つ
く
の
で
、
そ
の
幾
つ
か
の
間
題
を
掲
げ
そ
の
解
決
を
は
か
る
中
で
、
道
筋

に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

問
題
の
一
つ
は
濃
飯
駅
家
が
『
和
名
抄
』
の
野
里
郷
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
二
つ
は
野
里
郷
の
空
間
的
広
が
り
、
そ
し

て
第
三
は
、

平
城
宮
か
ら
出
た
天
平
四
年
(
七
三
二
〉
の
木
簡
晶
)
に
み
え
る
玉
置
駅
家
と
や
は
り
平
城
宮
木
簡
に
み
え
る
野
駅
家
自
〉
が

ど
こ
に
あ
り
、
濃
飯
駅
家
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
も
し
場
所
が
異
な
る
の
な
ら
そ
の
原
因
が
何
で
あ
り
、
官
道
の
道
筋
と
ど

う
関
係
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
問
題
に
は
、

旧
説
の
問
題
点
の
再
検
討
や
、

と
く
に
北
川
北
岸
に
駅
家
を
比
定
し
た
場

合
の
官
道
の
道
筋
の
問
題
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

第
一
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
和
名
抄
』
に
み
え
る
遠
敷
郡
の
他
の
郷
名
を
勘
案
す
る
と
、

や
は
り
、
濃
飯
は
野
里
に
同
じ
で
、

駅

家

61 

平
城
宮
木
簡

auに
野
郷
野
里
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、

野
里
郷
と
野
郷
は
同
じ
だ
と
考
え
ら

は
野
里
郷
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
と
共
に
、
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れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
平
城
宮
木
簡
に
み
え
る
野
駅
家
が
濃
飯
駅
家
を
さ
す
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

次
に
第
二
の
問
題
に
関
し
て
は
、
吉
田
は
野
里
郷
を
熊
川
に
比
定
し
、

藤
岡
は
こ
こ
に
濃
飯
駅
家
を
比
定
す
る
(
ち
が
、

駅
家
を
熊
川

に
比
定
し
た
の
で
は
松
原
・
弥
美
駅
家
経
由
の
官
道
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
熊
川
説
は
認
め
ら
れ
な
い
。
濃
飯
駅
家
や
玉

置
駅
家
は
松
原
駅
家
経
由
の
官
道
と
三
尾
駅
家
か
ら
の
捷
路
の
官
道
の
分
岐
駅
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

a〉
か
ら
、
そ
の

位
置
と
し
て
は
熊
川
よ
り
は
上
野
木
l
下
野
木
や
平
野
付
近
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
野
里
↓
野
木
の
転
説
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

問
題
は
こ
の
野
里
郷
が
北
川
を
は
さ
ん
で
野
木
の
対
岸
に
あ
る
小
字
駒
田
付
近
ま
で
及
ん
で
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
筆
者
は
、
及
ん
で
い
た
と
考
え
た
い
。
須
磨
の
復
原
に
よ
る
と
、
東
郷
が
北
川
の
両
岸
に
ま
た
が
っ
て
広
が
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

大
字
中
野
木
・
上
野
木
と
対
岸
の
大
字
平
野
が
東
郷
の
う
ち
の
青
墓
里
の
そ
れ
ぞ
れ
四
里
・
コ
一
里
・
二
里
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
に
、

北
川
は
里
の
境
に
は
な
っ
て
い
な
い
(
図
1
)
か
ら
で
あ
る
。
駒
田
を
含
む
大
字
を
平
野
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
。
『
日
本
地
理
志

料
』
(
侃
)
は
こ
こ
を
遠
敷
郷
に
含
め
て
い
る
が
、
遠
敷
郷
が
国
府
付
近
か
ら
こ
こ
ま
で
及
ん
で
い
た
と
す
る
と
同
郷
が
余
り
に
も
広
く
な

り
す
ぎ
る
。

次
に
第
三
の
問
題
に
移
る
。
濃
飯
駅
家
に
つ
い
て
は
、
熊
川
、
平
野
と
、
下
野
木

i
上
野
木
付
近
と
い
う
三
つ
の
推
定
地
が
あ
る
。
こ

の
う
ち
熊
川
は
前
述
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
平
野
は
駅
家
跡
で
あ
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
一
二
つ
目
の
推
定
地
は
最
も

一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
場
所
は
特
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
、

玉
置
駅
家
を
想
定
し
た
発
掘
調
査
に
携
わ

っ
た
入
江
畠
)
は
、
駅
家
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
を
ふ
ま
え
、
濃
飯
・
玉
置
・
野
と
い
う
三
駅
家
の
関
係
に
つ
い
て
、
野
駅
家
と
濃
飯
駅

家
が
同
一
の
駅
家
で
、
天
平
勝
宝
四
年
(
七
五
二
〉
に
玉
置
郷
が
東
大
寺
に
封
戸
と
し
て
施
入
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
駅
家
は
玉
置
駅
家
か

ら
野
駅
家
に
移
さ
れ
、
延
喜
式
の
時
代
に
は
野
が
濃
飯
と
表
記
さ
れ
た
と
考
え
、
濃
飯
駅
家
の
場
所
を
大
字
下
野
木
の
小
字
前
・
上
前
田



-
下
前
田
・
小
倉
谷
・
野
田
に
求
め
た
。
若
狭
国
分
寺
跡
を
含
め
、
遠
敷
(
郡
〉
に
お
い
て
古
瓦
が
出
土
し
て
い
な
い
以
上
、
「
駅
の
遺

称
を
残
す
小
字
名
か
ら
想
定
す
る
:
:
:
方
法
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
」
ず
、
「
『
前
』
を
『
駅
』
に
、
『
上
前
田
』
『
下
前
田
』
を
『
駅
田
』

に
、
『
小
倉
谷
』
に
『
倉
』
の
存
在
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
」
で
き
、

し
か
も
、
下
野
木
に
は
三
宅
神
社
が
鎮
座
す
る
、

と
い
う
の
が
そ
の
根

拠
で
あ
る
。
前
を
駅
、
前
田
を
駅
田
の
遺
称
と
す
る
解
釈
は
、
氏
が
高
く
評
価
す
る
高
橋
説
白
〉
以
外
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
詰
〉
。

し
カミ

し
、
こ
こ
で
の
入
江
の
解
釈
に
は
三
つ
の
問
題
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
一
二
宅
神
社
、
が
式
内
社
で
な
い
上
に
、

さ
し
た
る
由
緒
も
伝
え
て
お
ら
ず
、
屯
倉
に
着
目
す
る
な
ら
む
し
ろ
北
川
南
岸
の

若狭国府・濃飯駅家聞における古代北陸道

大
字
三
宅
の
地
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
確
実
な
史
料
に
基
づ
く
「
屯
倉
一
覧
」
〈
尽
に
は
あ
が
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
重
要
古

墳
の
分
布
や
三
宅
と
い
う
大
字
地
名
、
あ
る
い
は
若
狭
国
の
皇
室
領
が
北
川
河
谷
に
集
中
す
る
中
で
三
宅
付
近
に
比
定
さ
れ
る
三
宅
圧
も

そ
の
一
つ
の
長
講
堂
領
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
史
料
に
そ
の
名
の
み
え
る
「
三
家
」
郷
の
遺
地
と
し
て
は
大
字
三
宅
付
近
が

至
当
で
あ
る
う

av
次
は
、
「
マ
エ
ダ
」
地
名
が
下
野
木
以
外
に
も
上
中
町
域
の
大
字
瓜
生
・
末
野
や
小
浜
市
域
の
大
字
太
良
庄
・
府
中

な
ど
北
川
河
谷
の
平
野
部
に
分
布
す
る
の
で
、
前
・
上
前
田
・
下
前
田
と
い
う
地
名
が
、
駅
家
推
定
の
根
拠
に
必
ず
し
も
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
駅
家
を
想
定
す
る
と
官
道
が
ど
の
よ
う
に
走
っ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
官
道
を
積
極
的

に
復
原
し
駅
家
の
比
定
に
生
か
す
と
い
う
近
年
の
方
法
論
上
の
成
果
が
生
か
さ
れ
ず
、
「
現
在
(
平
野
野
木
の
)
ど
ち
ら
の
地
区
に
も

東
西
に
幹
線
道
路
が
通
り
、
古
代
に
お
い
て
も
ど
ち
ら
に
官
道
が
通
っ
て
い
た
と
考
え
て
も
何
ら
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
江
説
を
こ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で

き
」
ム
な
い
。
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新
た
な
考
古
学
的
成
果
が
得
ら
れ
な
い
現
在
、
こ
の
状
況
か
ら
ぬ
け
出
る
に
は
、
従
来
、
そ
の
解
明
に
む
け
て
の
努
力
の
み
ら
れ
な
か
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っ
た
刊
玉
置
郷
と
野
里
郷
の
境
界
と
、
制
官
道
の
道
筋
の
復
原
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
糾
の
問
題
か
ら
解
決
し
よ
う
。

須
磨
に
よ
っ
て
、

一
三
世
紀
中
頃
の
郷
里
が
条
里
を
単
位
と
し
た
直
線
的
境
界
で
境
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
や
、

玉
置

集
落
と
上
野
木
集
落
が
東
西
に
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

玉
置
郷
と
野
里
郷
の
境
界
が
こ
の
両
集
落
聞
に
条
里
地
割
に
則
っ
て
直

線
的
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仮
定
に
た
つ
と
き
、
郷
界
と
し
て
ま
ず
浮
ぶ
の
は
須
磨
が
東
郷
の
東
辺
と
し

た
線
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
こ
れ
で
は
な
く
、
こ
の
西
一
町
の
線
こ
そ
が
玉
置
・
野
里
両
郷
の
境
界
線
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。

須
磨
が
復
原
す
る
東
郷
の
東
辺
は
確
か
に
玉
置
・
上
野
木
両
集
落
の
聞
を
通
る
が
、
こ
れ
は
、
①
地
割
と
し
て
全
く
残
っ
て
い
な
い
上
に
、

@
両
大
字
の
境
よ
り
も
玉
置
地
籍
へ
一
町
入
っ
た
部
分
を
通
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
③
し
か
も
、
こ
の
東
辺
を
大
字
玉
置
の
北
ま
で
の
ば

す
と
、
東
西
に
一
ノ
坪
か
ら
五
ノ
坪
ま
で
並
ん
で
い
る
条
里
地
区
の
五
ノ
坪
の
部
分
に
至
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
事
実
は
い
ず
れ
も
こ
の
線

を
玉
置
郷
と
野
里
郷
の
境
界
線
と
解
釈
す
る
こ
と
の
不
合
理
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
線
よ
り
西
一
町
の
線
に
つ
い
て

は
、
上
の
三
つ
の
事
実
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
極
め
て
興
味
深
い
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
線
は
、
①
北
川
の

両
岸
に
展
開
す
る
平
野
の
部
分
を
直
線
的
に
貫
く
明
瞭
な
地
割
と
し
て
残
っ
て
い
る
上
に
、
②
北
川
北
山
芹
に
お
い
て
は
大
字
玉
置
と
上
野

木
の
大
字
界
を
な
す
し
、
北
川
南
岸
に
お
い
て
は
旧
松
永
村
と
旧
三
宅
村
の
村
界
(
大
字
平
野
と
日
笠
の
大
字
界
)
を
な
し
て
い
る
。
ま

五
ノ
坪
で
は
な
く
、
六
ノ
坪
に
相
当
す
る
小
字
小
倉
に
い
た
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
歴
史
地
理
学

た
、
@
こ
の
線
を
北
へ
の
ば
す
と
、

的
に
み
る
と
き
、
後
者
の
線
を
も
っ
て
玉
置
郷
と
野
里
郷
の
境
界
線
と
い
う
解
釈
を
成
り
立
た
せ
る
で
あ
ろ
う
白
百

こ
の
よ
う
な
考
え
に
た
つ
と
き
、
こ
の
郷
界
が
国
府
の
南
か
ら
約
四
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
直
線
的
に
の
び
て
き
た
推
定
官

道
と
交
わ
る
部
分
を
小
字
境
ノ
手
と
い
う
こ
と
が
興
味
を
ひ
く
。
ま
た
、
こ
の
地
点
を
境
と
し
て
こ
れ
以
東
で
は
直
線
状
の
地
割
は
余
り

明
瞭
で
な
い
。
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
少
く
と
も
三
尾
駅
家
か
ら
の
官
道
(
捷
路
)
が
境
ノ
手
以
東
で
は
北
川
南
岸
を
通
っ
て



い
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
境
ノ
手
以
東
の
北
川
南
岸
に
お
い
て
幾
つ
か
の
寺
院
跡
や
上
船
塚
・
下
船
塚
・
十
善
の
森

な
ど
の
重
要
な
古
墳
が
白
髭
古
墳
同
様
、
主
軸
を
東
西
方
向
に
お
い
て
若
狭
街
道
に
沿
う
よ
う
に
分
布
す
る
こ
と
や
1

1
確
か
な
根
拠
を

提
示
す
る
余
裕
は
な
い
も
の
の
l
l
k
天
徳
寺
井
ノ
口
聞
に
直
線
的
な
道
(
若
狭
街
道
)
が
あ
っ
た
り
、
部
分
的
に
改
変
さ
れ
て
若
狭

街
道
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
直
線
状
の
道
を
三
宅
l
仮
屋
聞
で
復
原
で
き
そ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
、
捷
路
の
官
道
は
、
境
ノ

手
以
東
で
も
北
川
南
岸
を
通
過
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
検
討
か
ら
、

玉
置
駅
家
は
、
境
ノ
手
を
通
り
行
政
界
と
し
て
残
っ
て
い
る
南
北
線
を
境
と
し
て
そ
の
東
側

に
、
他
方
、
濃
飯
駅
家
は
そ
の
西
側
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

若狭国府・濃飯駅家間における古代北陸道

で
は
そ
の
場
所
と
し
て
は
ど
こ
が
最
も
よ
い
か
。
濃
飯
駅
家
を
大
字
平
野
の
小
字
駒
田
に
あ
て
る
場
合
を
別
と
し
て
、
同
駅
を
北
川
の

北
岸
に
求
め
た
り
、

玉
置
駅
家
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
官
道
の
具
体
的
な
道
筋
の
復
原
と
い
う
、
前
述
し
た
倒
の
問
題
を
解
決
す
る

必
要
が
こ
こ
で
生
じ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
図
1
に
示
す
、
北
川
の
両
山
障
を
北
東
|
南
西
方
向
に
斜
行
す
る
官
道
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
北
一
七

度
三

O
分
東
の
方
位
を
も
っ
条
里
地
割
の
残
存
す
る
こ
の
地
域
に
あ
っ
て
、
北
川
の
南
北
両
岸
に
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
方
位
を
も
っ
て
続

く
こ
の
線
は
、

地
割
の
明
瞭
さ
告
)
(
図
8
)
と、

そ
れ
が
小
字
界
を
連
ね
る
形
で
続
い
て
い
る
点
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
が
、
ヲ

、ー

れ
に
加
え
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
で
き
る
。

そ
の
一
つ
は
、
松
永
川
が
先
の
東
西
方
向
の
推
定
官
道
と
交
わ
る
付
近
で
こ
の
斜
行
地
割
の
南
西
が
終
わ
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

二
つ
は
、
そ
の
手
前
で
先
に
注
目
し
た
小
字
旅
所
・
社
ノ
神
お
よ
び
西
縄
手
を
通
過
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
斜
行
地
割
の
他
方
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の
端
は
、
野
里
郷
と
玉
置
郷
の
郷
界
線
を
玉
置
郷
側
に
入
る
と
す
ぐ
に
小
字
上
畷
の
字
界
線
沿
い
に
小
字
清
水
に
至
り
、
こ
こ
で
終
わ
っ



66 

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、

藤
岡
ら

auが
「
厩
牧
令
」
に
み
え
る
駅
家
の
立
地
条
件
に
依
拠
し
て
、
そ
の

推
定
に
用
い
て
い
る
清
水
と
い
う
小
字
地
名
と
、

よ
り
直
接
的
に
駅
家
に
困
む
地
名
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
松
木
(
九
〉
と
い
う
小
字
地

名
が
、
大
字
玉
置
内
の
官
道
と
み
な
し
た
い
地
割
に
沿
う
よ
う
に
あ
り
、

し
か
も
、
両
小
字
に
接
し
て
、
役
代
・
窪
ノ
前
・
的
場
や
、
太

良
荘
開
発
領
主
長
田
師
季
の
本
貫
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
ハ
雪
上
長
田
・
下
長
田
・
向
長
田
と
い
う
小
字
が
分
布
す
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
は
発
掘
は
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
須
恵
器
な
ど
の
遺
物
は
出
て
い
る
し
、
そ
の
上
、

玉
置
駅
跡
を
想
定
し
た

発
掘
で
は
駅
家
跡
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
遺
構
や
遺
物
の
内
容
(
後
述
)
か
ら
み
て
遠
敷
郡
の
か
な
り
重
要
な
地
区
で
あ
っ
た
と

推
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
玉
置
遺
跡
と
、
現
玉
置
集
落
を
は
さ
ん
で
そ
の
南
側
に
あ
た
る
と
い
う
位
置
関
係
は
、
後
述
の
発
掘
結
果
を
ふ
ま

え
る
な
ら
、
松
木
付
近
に
玉
置
駅
家
を
想
定
す
る
際
の
傍
証
の
一
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

『
玉
置
遺
跡
I
』
で
大
森
は
、
発
掘
結
果
を
ふ
ま
え
、
官
道
と
駅
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

1

1
「
駅
家
は
主
要
幹
道
に
沿
っ

て
設
置
さ
れ
:
:
:
条
里
の
ラ
イ
ン
に
合
せ
て
直
線
的
な
道
路
@
(
傍
線
は
筆
者
)
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
遺
構
所

在
地
は
玉
置
集
落
の
北
側
山
裾
に
接
し
・
・
・
・
:
そ
の
西
側
延
長
は
野
木
山
東
側
山
麓
に
突
当
る
・
・
:
:
山
を
挟
ん
で
道
路
を
設
置
し
た
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
広
谷
(
玉
置
)
か
ら
上
猿
辺
(
中
野
木
)

へ
の
道
⑥
は
肯
定
で
き
か
ね
る
:
:
:
。
し
た
が
っ
て
こ
の
遺
構
は
玉
置
の
駅
家
に

か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
:
:
:
玉
置
駅
家
は
、
現
集
落
と
重
な
っ
て
存
在
す
る
@
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
集
落
を
通
る
道
④
が
或
い
は
か

つ
て
の
官
道
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
(
祁
)
l
l。
し
か
し
、

玉
置
遺
跡
が
駅
家
跡
で
な
い
根
拠
と
し
て
⑥
の
道
を
想
定
す
る
必
要

は
何
ら
な
い
し
、
④
の
道
が
@
的
な
道
で
な
い
の
に
そ
れ
を
官
道
と
推
定
す
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。
ま
た
@
の
理
由
も
わ
か
ら
な
い
。

同
書
は
、
小
字
墓
下
地
籍
で
発
掘
さ
れ
た
桁
行
七
問
、
梁
間
四
聞
の
建
物
に
つ
い
て
、
常
識
的
に
は
官
衝
に
伴
う
建
造
物
だ
が
、
立
地



的
に
も
年
代
的
(
一

O
世
紀
初
め
l
中
頃
)
に
も
玉
置
駅
家
と
み
ら
れ
ず
、
郡
街
と
推
定
で
き
る
条
件
も
な
く
、

ま
た
、
寺
院
と
し
て
の

伽
藍
配
置
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
寺
院
跡
の
可
能
性
も
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
圧
園
の
支
配
者
に
つ
な
が
る
権
力
者
の
住
居
跡
で
あ
ろ
う

と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
、

-
検
出
さ
れ
た
南
向
き
の
建
物
遺
構
は
二
戸
の
み
で
、
瓦
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
柱
の
直
径
が
約
三

0
セ
ン
チ
メ

l
ト

ル
も
あ
っ
て
、
須
恵
器
や
緑
紬
ハ
き
・
灰
柑
の
土
器
が
伴
出
す
る
。

2

遺
構
上
面
よ
り
上
部
で
出
土
し
た
六
世
紀
代
と
推
定
さ
れ
る
高
杯
が
国
分
寺
跡
で
発
見
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

若狭国府・濃飯駅家聞における古代北陸道

3

浅
い
溝
状
の
遺
構
周
辺
に
、
畿
内
の
影
響
を
う
け
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
含
む
古
式
土
師
器
が
集
中
的
に
出
土
す
る
。

4

小
字
墓
下
の
東
の
小
字
広
谷
で
も
多
数
の
須
恵
器
が
出
土
す
る
一
方
、
建
物
遺
構
跡
の
西
約
四
町
の
小
字
杉
本
で
も
平
安
期
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
か
な
り
の
緑
柚
・
灰
粕
土
器
や
多
数
の
須
恵
器
・
土
師
器
が
出
土
し
て
い
る
。

5

小
字
下
芝
欠
で
は
平
安
時
代
を
中
心
と
す
る
須
恵
器
と
開
元
通
宝
が
出
土
し
て
い
る
。

と
い
っ
た
考
古
学
的
成
果
〈
河
〉
や
、

6

建
物
跡
付
近
が
徴
高
地
を
な
し
て
い
る
。

7

小
字
杉
本
に
近
接
し
て
小
字
倉
柱
(
哲
・
下
倉
が
あ
り
、

8

杉
本
の
南
(
小
字
下
芝
欠
(
坦
・
芝
欠
)
に
は
、

郷
界
線
に
東
接
す
る
形
で
、

方
三
町
を
う
か
が
わ
せ
る
地
割
の
一
部
が
小
字
界

を
な
し
て
お
り
、

し
か
も
、
先
述
の
斜
行
地
割
は
こ
の
南
を
斜
め
に
通
る
。

と
い
う
諸
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

玉
置
遺
跡
か
ら
そ
の
西
に
か
け
て
の
地
区
が
、
権
力
者
の
住
居
跡
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
地
域
中
心

67 

的
な
地
区
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

8
の
後
半
の
事
実
に
注
目
し
て
こ
の
斜
行
地
割
を
官
道
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
こ



68 

の
地
区
は
ま
た
官
道
に
直
結
す
る
性
格
を
有
す
る
地
区
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

av
こ
の
解
釈
の
方
が
、
無
理
に
住
居
跡
と
解
す

る
よ
り
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
説
明
に
な
っ
た
が
、
以
上
に
よ
っ
て
、
地
域
中
心
的
な
地
区
の
南
に
あ
た
る
松
木
周
辺
に
玉
置
駅
家
が
お
か

れ
、
斜
行
地
割
は
そ
こ
へ
至
る
官
道
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
濃
飯
駅
家
と
野
駅
家
は
ど
こ
に
比
定
す
る
の
が
最
も
妥
当
か
。
ま
ず
、
弥
美
駅
家
・
松
原
駅
家
経
由
の
駅
家
と
し
て
玉
置
駅
家
、

三
尾
駅
家
か
ら
の
捷
路
の
駅
家
と
し
て
野
駅
家
が
あ
り
、
両
駅
家
が
奈
良
時
代
に
は
併
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
、
野
駅
家
の
名

の
み
え
る
平
城
宮
木
筒
の
年
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
否
定
で
き
な
い
し
、
弥
美
駅
家
l
玉
置
駅
家
問
、
野
駅
家
|
三
尾
駅
家
聞
の
距
離
が

各
々
規
定
の
約
一
・
五
倍
、
二
倍
に
な
る
と
い
う
特
殊
条
件
(
号
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、

や
は
り
、

北
川
を
は
さ
ん
で
こ
の
二
つ
の

駅
家
が
並
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
天
平
四
年
(
七
三
二
)
当
時
存
在
し
た
玉
置
駅
家
は
、
天
平

勝
宝
四
年
(
七
五
二
〉
に
玉
置
郷
が
東
大
寺
の
封
戸
と
し
て
施
入
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
廃
さ
れ
、
以
後
、
駅
家
が
西
隣
の
野
郷
に
移
さ
れ

て
野
駅
と
な
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
〈
こ
の
場
合
、
野
駅
家
の
名
の
み
え
る
木
簡
は
七
五
二
年
以
後
の
奈
良
時
代
の
も
の
と
み

な
さ
れ
る
〉
。

次
に
、
野
駅
家
と
濃
飯
駅
家
が
同
一
の
も
の
で
あ
り
、

玉
置
郷
と
野
里
郷
の
郷
界
線
以
西
に
あ
っ
た
と
考
え
う
る
(
前
述
)
の
で
、
該

当
す
る
範
囲
に
つ
い
て
、
小
字
名
や
二
本
の
推
定
官
道
と
の
位
置
関
係
を
検
討
す
る
と
、
入
江
が
比
定
し
た
前
・
上
前
田
・
下
前
田
の
地

は
、
字
名
は
興
味
深
い
が
官
道
か
ら
外
れ
る
(
幻
〉
た
め
に
認
め
難
く
、

や
は
り
、

駒
田
付
近
が
駅
家
跡
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る。

一
三
世
紀
中
頃
の
東
郷
は
西
郷
に
比
べ
団
地
の
開
発
率
が
格
段
に
低
か
っ
た
が
、
東
郷
の
う
ち
の
北
川
南
岸
で
は
、
駒
田
付
近
が
比

較
的
回
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。



し
た
が
っ
て
、

玉
置
駅
家
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
向
き
を
か
え
て
南
西
方
向
へ
直
進
し
国
分
寺
の
東
に
至
る
斜
行
の
官
道
が
、
駅
家
の
変

更
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
小
字
境
ノ
手
と
国
分
寺
の
聞
は
駒
田
を
通
る
東
西
方
向
の
官
道
の
み
に
な
り
、
弥
美
駅
家
か
ら
の

官
道
は
、
旧
玉
置
駅
家
を
す
ぎ
た
と
こ
ろ
で
郷
界
線
を
な
す
道
を
官
道
と
す
る
形
で
南
へ
折
れ
て
北
川
南
方
の
境
ノ
手
に
至
り
、
東
西
方

向
の
官
道
に
合
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五

結
び
に
か
え
て

以
上
、
憶
測
の
上
に
憶
測
を
重
ね
る
よ
う
な
記
述
に
終
止
し
た
が
、

一
応
、
若
狭
国
府
、
濃
飯
駅
家
・
野
駅
家
・
玉
置
駅
家
、
国
分
尼

若狭国府.~農飯駅家間における古代北陸道

寺
の
推
定
を
併
せ
行
な
い
な
が
ら
、
国
府
と
濃
飯
駅
家
聞
の
古
代
官
道
l
北
陸
道
ー
が
直
線
的
な
計
画
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。

北
川
河
谷
の
交
通
の
歴
史
地
理
の
問
題
と
し
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
熊
川
宿
に
関
す
る
問
題
の
ほ
か
、
濃
飯
駅
家
以
東
の
古
代
官
道
の

推
定

a)や
本
稿
の
分
析
の
精
織
化
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
道
筋
の
近
世
的
な
若
狭
街
道
の
道
筋
へ
の
変
遷
の
問
題
、
ま
た
中
世
太
良

荘
か
ら
の
物
資
輸
送
の
具
体
的
な
道
筋

auや
、
古
墳
時
代
以
来
次
第
に
西
漸
し
、
西
津
・
小
浜
湊
の
繁
栄
と
城
下
町
の
建
設
を
も
っ
て
今

日
の
基
礎
が
築
か
れ
た
、
北
川
河
谷
に
お
け
る
地
域
中
心
の
移
動
の
問
題
な
ど
が
残
っ
て
い
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

付
記
歴
史
地
理
学
の
意
義
を
説
き
つ
つ
お
導
き
下
さ
り
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
、
都
市
の
建
設
・
整
備
を
含
む
様
々
な
レ
ベ
ル
の
空
間
1

地
域
整

備
と
い
う
問
題
に
対
す
る
関
心
を
育
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
故
藤
岡
謙
二
郎
先
生
に
、
雑
文
で
は
あ
り
ま
す
が
、
本
稿
を
持
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
c

ま
た
本
研
究
の
き
っ
か
け
は
、
筆
者
が
一
九
八
二
年
度
の
地
理
学
野
外
実
習
(
野
垣
勝
彦
君
ほ
か
一
九
名
参
加
)
で
上
中
町
と
小
浜
市
を
対
象
と
す
る

総
合
調
査
を
担
当
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
両
市
町
の
関
係
機
関
や
亀
井
清
氏
ほ
か
現
地
の
皆
様
か
ら
暖
か
い
御
援
助
を
賜
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
後
の
調
査
で
は
両
市
町
の
ほ
か
美
浜
町
と
岩
本
次
郎
氏
の
お
世
話
に
な
る
と
共
に
、
大
森
宏
・
入
江
文
敏
両
氏
か
ら
発
掘
結
果
に
つ
い
て
教
示
を

得
、
須
磨
千
頴
民
の
論
文
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
υ
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注
・
参
考
文
献

か

し

わ

で

マ

ん

ぷ

(
1
)

西
塚
・
上
ノ
塚
・
中
塚
と
い
う
三
つ
の
前
方
後
円
墳
が
集
ま
り
、
若
狭
国
造
膳
ノ
医
ゆ
か
り
の
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
膳
部
山
西
麓
|
北
川

と
鳥
羽
川
の
合
流
地
域
付
近
に
想
定
さ
れ
る
。
狩
野
久
「
御
食
国
と
膳
氏
|
志
摩
と
若
狭
i
」
(
坪
井
清
足
・
岸
俊
男
編
『
古
代
の
日
本
第

5
巻
近
畿
』
角
川
書
広
、
一
九
七

O
)
。
石
部
正
士
山
「
若
狭
」
(
近
藤
義
郎
・
藤
沢
長
治
編
『
日
本
の
考
古
学

N

古
墳
時
代
(
上
)
』
河
出
書
房
新

社
、
一
九
六
六
)
0

白
崎
昭
一
郎
『
越
前
若
狭
の
古
代
史
』
福
井
県
郷
土
史
懇
談
会
、
一
九
八

O
、
一
七
六

i
一
九
一
頁
。

(
2
)
狩
野
久
前
掲
(
1
)
。
こ
の
役
割
を
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
わ
ず
か
二
郡
(
の
ち
三
郡
)
で
立
因
さ
れ
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)

発
表
時
に
力
点
を
お
い
た
熊
川
宿
に
関
す
る
考
察
は
行
論
と
紙
数
の
都
合
で
別
稿
に
ま
わ
し
た
。
こ
の
点
、
御
海
容
願
い
ま
す
。

(
4
)

三
方
町
気
山
に
あ
て
る
芦
田
説
、
上
中
町
熊
川
に
あ
て
る
藤
岡
説
以
外
は
耳
川
下
流
域
に
あ
て
る
。
そ
の
う
ち
、
真
柄
は
河
原
市
に
求
め
た

が
、
他
は
こ
の
西
の
郷
市
に
比
定
し
、
井
上
も
郷
市
よ
り
東
に
は
な
い
と
い
う
。
芦
田
伊
人
「
北
陸
道
古
駅
新
考
」
歴
史
地
理
、
八
一
一
一

l
一
、
一

九
五
二
。
藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
吉
川
弘
文
館
二
九
六
九
、
一
六
四
頁
。
同
「
『
延
喜
式
』
の
駅
集
落
と
そ
の
機
能
的
分
類
に
つ
い
て
」
(
橿
原

考
古
学
研
究
所
編
『
日
本
古
文
化
論
放
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

O)o

真
柄
甚
松
「
若
狭
国
」
(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路

E
』

大
明
堂
、
一
九
七
八
三
井
上
通
泰
『
上
代
歴
史
地
理
新
考
同
一
間
一
四
川
棚
髄
』
三
省
堂
、
一
九
四
一
、
四

O
八
頁
。
伴
信
友
『
若
狭
旧
事
考
』
一

八
二
五
(
『
伴
信
友
全
集
第
五
円
図
書
刊
行
会
、
一
九

O
九
三
大
槻
如
電
『
駅
路
通
下
巻
』
六
合
館
、
一
九
一
五
、
五
頁
。
福
井
県
『
福
井

県
史
第
一
冊
第
一
一
編
』
一
九
二

O
、
一
一
五
頁
。
福
井
県
三
方
郡
教
育
会
『
三
方
郡
誌
』
一
九
一
一
、
二

O
七
頁
。
な
お
、
藤
岡
は
『
都
市
と
交

通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
六

O
、
八
八
頁
で
は
、
弥
美
駅
家
は
芦
田
説
に
従
い
、
濃
飯
駅
家
を
熊
川
に
あ
て
て
い
る
。
な
お

若
狭
固
に
は
伝
馬
は
お
か
れ
て
い
な
い
。

ひ
ら
の

(
5
)
郁
岡
・
『
福
井
県
史
』
・
米
倉
は
野
木
に
あ
て
、
伴
は
そ
の
う
ち
の
上
野
木
、
大
槻
は
下
野
木
に
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
井
上
と
真
柄
は
平
野

に
、
吉
田
と
藤
岡
は
熊
川
に
比
定
す
る
。
郁
岡
良
弼
『
日
本
地
理
士
山
料
巻
三
十
』
東
陽
堂
、
一
九

O
一
二
。
米
倉
二
郎
「
中
世
に
至
る
若
狭
小
演

平
野
の
歴
史
地
理
」
歴
史
地
理
、
六
六
|
四
、
一
九
三
五
。
吉
田
東
伍
司
大
日
本
地
名
辞
書
中
巻
』
富
山
一
房
一
、
一
九

O
二
、
一
八
五
四
頁
。
な

お
坂
本
太
郎
「
国
府
と
駅
家
」
(
一
志
茂
樹
先
生
喜
表
記
念
会
編
『
一
志
茂
樹
博
士
喜
寿
記
念
論
集
』
一
九
七
六
)
は
、
『
福
井
県
史
』
と
藤
岡

の
説
を
併
記
す
る
に
と
ど
め
、
か
つ
国
府
と
駅
が
離
れ
て
い
た
と
い
う
。



(
6
)

三
尾
駅
家
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
安
曇
川
町
三
尾
監
に
あ
て
る
藤
岡
説
八
前
掲
(
4
)
V
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
井
上
は
こ
の
ル

I
ト
を
考
え

て
い
な
い
。
木
下
良
「
国
郡
区
の
編
成
と
主
要
施
設
・
交
通
」
(
竹
内
理
三
他
編
『
日
本
歴
史
地
図
原
始
・
古
代
編
(
下
)
』
一
九
八
二
、
一

三
四
頁
)
。

(
7
)

金
坂
清
則
「
古
代
越
前
国
地
域
整
備
計
画
に
つ
い
て
の
一
試
論
1

今
立
・
丹
生
郡
を
中
心
に
|
」
日
本
海
地
域
史
研
究
、
第
五
輯
、
一
九
八

回。

(
8
)

こ
の
道
筋
に
つ
い
て
は
す
で
に
真
柄
が
指
摘
八
前
掲
(
4
)
V
し
て
い
る
。
「
ダ
イ
ド
ウ
・
オ
オ
ミ
チ
」
地
名
は
古
代
官
道
に
因
む
と
は
限
ら
な
い

が
、
こ
こ
の
場
合
は
そ
れ
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
弥
美
駅
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
大
字
河
原
市
の
小
字
駒
ケ
回
付
近
よ
り
も
、
大
字

う
ま
づ
〈
。

郷
市
の
小
字
馬
作
・
早
稲
田
か
ら
大
字
興
道
寺
の
小
字
早
子
に
か
け
て
の
部
分
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
馬
作
が
注
目
さ
れ
る
ほ
か
、
早
子
が
、

「
駅
子
」
か
ら
の
転
詑
と
考
え
ら
れ
、
早
馬
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
後
駅
と
の
距
離
の
点
で
も
、
若
狭
国
府
か
ら
く
る
場
合
に
は
耳
川

を
渡
る
手
前
に
あ
た
る
郷
市
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

前
掲
(
7
)
参
照
。
な
お
駅
路
|
官
道
に
関
す
る
足
利
の
研
究
は
大
著
『
日
本
古
代
地
理
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
五
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

(
印
)
福
井
県
小
浜
市
『
国
指
定
史
跡
若
狭
国
分
寺
跡
環
境
整
備
事
業
報
告
書
』
一
九
八
四
、
一

O
真。

(
日
)
服
部
昌
之
「
古
代
に
お
け
る
直
線
国
境
に
つ
い
て
」
歴
史
地
理
学
紀
要
、
一
七
(
政
治
区
画
の
歴
史
地
理
)
、
一
九
七
五
(
『
律
令
国
家
の
歴
史

地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
三
、
四
二
一
二

l
四
六
回
頁
)
。

(
ロ
)
前
掲
(
5
)

(
日
)
須
磨
千
頴
「
若
狭
国
遠
敷
郡
の
条
呈
に
つ
い
て
1

1
文
永
二
年
中
手
西
・
東
両
郷
検
回
帳
案
の
地
図
上
復
元
l
l」
小
浜
出
巾
史
紀
要
、
第
五

輯
、
一
九
八
一
。
以
下
、
須
磨
と
あ
る
の
は
こ
の
論
文
を
さ
す
。

(
M
H
)

地
籍
の
一
部
は
錯
綜
し
て
い
る
。
な
お
、
小
字
地
名
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
税
務
課
所
蔵
の
地
籍
図
の
ほ
か
、
伊
藤
一
樹
「
若
狭
国
字
名
一
覧

小
浜
市
の
巻
」
若
狭
、
第
三
号
、
一
九
七
八
を
参
照
し
た
。

(
河
川
)
前
掲
(
4
)
、
一
九
六

O
、
三
六

1
三
九
頁
。

(
凶
)
前
掲
(
4
)
、
一
九
六
九
、
一
六
回
頁
。

(
げ
)
大
森
宏
「
小
浜
市
の
条
里
制
遺
構
」
小
浜
市
史
紀
要
、
第
三
輯
、
一
九
七
二
。

(
時
)
木
下
良
「
国
府
の
十
字
街
」
歴
史
地
理
学
紀
要
、
一
九
(
都
市
の
歴
史
地
理
)
、
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一
九
七
七
。
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(
m
m
)

こ
の
誤
り
は
、
大
字
多
国
の
三
つ
の
小
字
が
大
宇
和
久
里
・
木
崎
と
大
字
遠
敷
・
金
屋
の
聞
に
介
在
し
て
い
る
の
を
見
落
し
た
た
め
に
山
生
じ

た。

(
却
)
問
中
も
米
倉
の
推
定
地
を
含
む
形
で
方
五
町
の
国
府
域
を
推
定
す
る
(
田
中
完
一
「
敦
賀
・
若
狭
の
条
皇
」
自
然
と
社
会
、
四
三
、
一
九
七

七
)
。
な
お
、
上
中
町
大
字
杉
山
に
小
字
府
中
・
上
府
中
・
小
府
中
が
あ
る
。

(
幻
)
足
利
健
亮
前
掲
(
9
)
。
木
下
良
「
臼
本
古
代
官
道
の
復
原
的
研
究
に
関
す
る
諸
問
題
|
|
特
に
そ
の
直
線
的
路
線
形
態
に
つ
い
て
|
|
」

人
文
研
究
(
神
奈
川
大
)
、
七

O
、
一
九
七
八
。

(
詑
)
米
倉
二
郎
「
国
の
昇
格
と
国
府
の
変
容
」
史
林
、
六
六
l
一
、
一
九
八
三
。
な
お
、
藤
岡
の
方
四
町
説
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
お
)
前
掲
(
四
)

(
斜
)
そ
の
理
由
を
市
の
税
務
課
は
属
人
主
義
に
求
め
て
い
る
が
、
中
世
に
お
け
る
所
領
の
錯
綜
が
遠
因
を
な
し
て
い
る
の
で
は
と
憶
測
さ
れ
る
。

(
お
)
藤
岡
謙
二
郎
前
掲
(
4
)

一
九
六

O
、
三
九
頁
。

(
お
)
大
森
民
と
共
に
発
掘
を
担
当
し
て
い
る
入
江
民
に
よ
る
。

(
幻
)
そ
の
理
由
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
あ
え
て
い
え
ば
駅
家
の
存
在
が
憶
、
測
さ
れ
る
。

(
お
)
『
束
中
守
百
合
文
書
に
』
(
『
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
十
東
寺
文
書
之
一
』
一
九
二
五
、
八
一
一
一

t
八
六
四
頁
)

0

(
却
)
『
東
寺
百
合
文
書
ハ
一
一
一
号
』
。
前
掲
(
臼
)

(
却
)
前
掲
(
臼
)

(
幻
)
福
井
県
前
掲
(
4
)

附
録
三
。

ど

き

で

ん

(
辺
)
こ
の
坪
の
北
西
に
あ
た
る
小
字
を
土
器
田
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
東
の
小
字
紙
漉
回
は
、
紙
が
若
狭
国
の
中
男
作
物
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
興
味
が
も
た
れ
る
。

(
お
)
佐
々
木
銀
弥
『
荘
園
の
商
業
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
回
、
五
一
一
貝
。

(
弘
)
こ
こ
に
入
る
小
字
高
田
に
つ
い
て
コ
ウ
ダ
1

国
府
田
か
ら
の
転
説
と
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
お
)
前
掲
(
4
)
、
一
八
八

t
一
八
九
頁
。

(
お
)
前
掲
(
凶
)
参
照
。

(
幻
)
前
掲
(
2
)
参
照
。
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(
お
)
前
掲

(n)

(
ぬ
)
前
掲
(
日
)
一
九
八
三
。
竹
内
理
三
「
古
代
国
勢
一
覧
」
(
児
玉
幸
多
・
小
西
四
郎
・
竹
内
理
三
監
修
『
日
本
史
総
覧

人
物
往
来
社
、
一
九
八
三
、
五
六
七

t
五
六
九
頁
。

(ω)
大
森
氏
か
ら
の
聞
き
と
り
に
よ
る
。

(
叫
)
藤
岡
謙
二
郎
前
掲
(
4
)
は
国
府
自
身
が
河
口
都
市
だ
っ
た
と
考
え
る
。
大
森
宏
前
掲
(
げ
)
。
も
っ
と
も
、
港
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
推
定

国
府
域
の
北
京
か
と
憶
測
さ
れ
る
も
の
の
、
わ
か
ら
な
い
。
国
府
域
北
辺
の
東
四
町
の
坪
の
部
分
に
の
み
「
西
津
」
の
名
が
み
え
、
そ
の
北
を
北

川
が
流
れ
、
国
分
寺
方
面
か
ら
の
遠
敷
川
の
旧
河
道
に
沿
う
形
に
な
り
、
大
溝
・
中
大
溝
・
下
大
潟
な
ど
の
小
字
地
名
が
分
布
す
る
と
い
う
の
が

憶
測
の
理
由
で
あ
る
。
今
富
荘
の
港
と
し
て
小
浜
の
名
称
が
初
出
す
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
遅
れ
て
乾
元
二
年
ご
三

O
ニ
)
で
あ
る
。

(
必
)
前
掲
(
問
)

(
山
知
)
国
府
域
が
画
さ
れ
て
い
た
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
、
あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
る
。
最
近
、
木
下
は
発
掘
成
果
か
ら
み
る
と
明
確
な
国
府
域
の
存

在
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
高
橋
の
よ
う
に
国
府
域

l
「
都
市
域
」
の
存
在
を
支
持
す
る

考
え
方
も
あ
る
(
高
橋
誠
一
「
肥
前
国
府
に
関
す
る
再
検
討
」
人
文
地
理
、
三
六
|
一
、
一
九
八
四
)
。
な
お
、
こ
の
国
府
域
の
南
に
は
山
腹
に

多
数
の
古
墳
の
集
中
す
る
山
地
を
ひ
か
え
る
と
共
に
、
南
北
の
中
軸
線
を
南
へ
延
長
し
た
先
の
や
や

(
0・
五
町
)
西
に
は
式
内
社
多
太
神
社
が
鎮

e

そ

あ

み

の

と

な

み

座
す
る
。
ま
た
、
式
内
社
若
狭
彦
神
社
と
若
狭
姫
神
社
の
聞
の
大
字
金
屋
に
は
式
内
社
小
浴
神
社
に
あ
て
ら
れ
る
小
浴
神
社
(
惣
社
大
明
神
)
が

鎮
座
す
る
小
字
惣
社
谷
と
惣
社
前
が
あ
り
、
近
く
に
は
大
将
軍
・
倉
谷
と
い
う
小
字
も
あ
る
。
そ
し
て
遠
敷
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸
の
や
や
北
に
あ

る
小
字
市
場
丁
は
、
遠
敷
市
(
庭
)
の
遺
地
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
総
社
は
従
来
、
推
定
国
府
域
西
辺
か
ら
約
八
町
の
地
点
(
府
中
集
落

内
の
小
字
南
町
)
に
鎮
座
し
総
社
権
現
と
も
い
わ
れ
る
惣
神
社
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
慶
一
「
諸
国
総
社
所
在
地
一
覧
」
(
前
掲
(
ぬ
)
、

五一

O
頁
)
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
福
井
県
内
務
部
『
福
井
県
史
跡
勝
地
調
査
報
告
第
二
冊
』
一
九
二
一
、
八
頁
に
は
、
「
沿
革
詳
な
ら

ず
」
と
あ
る
。
惣
社
は
二
二
世
紀
中
頃
に
は
存
在
し
た
こ
と
が
前
記
史
料
か
ら
わ
か
る
。
な
お
、
推
定
国
府
域
の
北
端
に
あ
た
る
小
字
長
黒
に
つ

い
て
は
、
コ
ク
チ
ョ
ウ
の
逆
だ
と
解
す
の
は
憶
測
に
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
武
藤
に
よ
る
と
但
馬
国
粟
鹿
駅
家
の
地
と
さ
れ
る
地
点
に
小
字
長
黒
が

あ
り
、
民
は
、
「
長
通
り
、
長
星
川
の
『
長
』
は
、
地
方
官
人
の
総
称
と
す
れ
ば
、
こ
の
地
名
は
官
道
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。

武
藤
直
「
但
馬
国
」
(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
E
』
大
明
堂
、
一
九
七
八
)
0

ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
の
道
筋
は
直
線
的
で
あ
る
。

(
仏
)
足
利
健
亮
「
吉
備
地
方
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
き
」
歴
史
地
理
学
紀
要
、
ご
ハ
(
交
通
の
歴
史
地
理
)
、
一
九
七
回
。
前
掲
(
9
)
。

考
古
・
古
代
一
』
新
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と
う
川
い
ち
ぽ

(
時
)
大
字
東
市
場
・
上
野
・
四
分
一
に
入
る
。
な
お
木
全
は
、
従
来
、
古
代
官
道
の
推
定
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
縄
手
」
地
名
に
つ
い
て
再
考
の
必

要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
場
合
は
や
は
り
官
道
に
因
む
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
民
は
、
小
浜
・
敦
賀
か
ら
福
井
平
野
に
分
布

す
る
縄
手
地
名
に
つ
い
て
、
古
代
出
雲
と
の
関
係
か
ら
一
言
し
て
い
る
。
木
全
敬
蔵
「
縄
手
地
名
|
小
字
地
名
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
へ
の
実
験

作
業
|
|
」
地
図
、
一
一
一
一
一

l
四
、
一
九
八
五
。

(
必
)
白
崎
昭
一
郎
八
前
掲
(
1
)
、
二
二
六
頁
V
は
、
六
世
紀
後
半
に
で
き
た
古
墳
の
被
葬
者
の
子
孫
が
遠
敷
郡
郡
司
に
な
り
、
そ
の
氏
寺
が
国
分
寺

に
転
用
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
な
お
、
若
狭
彦
神
社
と
若
狭
姫
神
社
の
中
間
付
近
の
極
小
の
谷
に
小
字
口
国
分
寺
・
中
国
分

寺
・
奥
国
分
寺
が
あ
る
。

(
幻
)
網
野
善
彦
「
遠
敷
市
」
(
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
第
二
巻
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
八

O
、
八
八
二
頁
)
。
氏
は
こ
の
東

の
大
字
東
市
場
に
東
市
が
あ
り
、
遠
敷
市
と
東
西
両
市
を
な
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
も
官
道
に
沿
う
形
に
な
る
の
で
興

味
深
い
。
福
井
県
前
掲
(
4
)

一
二
三
四
頁
参
照
。

(
川
崎
)
前
掲
(
幻
)
に
、
「
国
分
寺
廿
五
町
五
十
歩
即
一
六
町
四
反
百
七
十
歩
尼
寺
七
町
五
反
二
百
四
十
歩
:
:
:
」
と
み
え
る
。

(
必
)
斎
藤
忠
「
国
分
僧
寺
と
国
分
尼
寺
と
の
距
離
及
び
方
位
に
関
す
る
一
考
察
」
『
末
永
先
生
古
稀
記
念
古
代
学
論
叢
』
、
一
九
六
七
、
の
ち

斎
藤
忠
『
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
論
考
編
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
。

(
印
)
藤
岡
謙
二
郎
前
掲
(
4
)

一
九
六

O
、
三
八
頁
。
た
だ
し
、
西
南
流
と
し
て
い
る
の
は
北
西
流
の
誤
り
。

(
日
)
前
掲
(
げ
)

(
回
)
福
井
県
内
務
部
前
掲
(
M
M
)

、
四

t
六
頁
、
九

i
一
O
頁
(
上
回
三
平
執
筆
)
。
前
掲
(
印
)
二
頁
。

(
臼
)
前
掲
(
必
)

(
臼
)
福
井
県
内
務
部
前
掲
(
臼
)
、
九
頁
は
、
国
分
寺
所
蔵
の
「
奈
良
期
又
は
之
に
近
き
頃
」
の
華
瓦
を
国
分
寺
境
内
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
い
う

伝
え
が
あ
る
と
述
べ
る
が
、
発
掘
で
は
瓦
は
出
ず
、
槍
皮
葺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
さ
れ
た
八
前
掲
(
叩
)
二
一
良

v
。
前
掲
(
叩
)
に
よ
る
と
、

右
の
瓦
は
奈
良
時
代
前
期
の
京
都
・
大
宅
廃
寺
式
軒
丸
瓦
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
か
ら
は
多
数
の
布
目
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
頁
)
。

(
日
)
日
野
尚
士
山
「
南
海
道
の
駅
路
l
1
l
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
左
四
国
の
場
合
|
|
」
歴
史
地
理
学
紀
要
、
二

O
(村
落
の
歴
史
地
理
)
、
一
九

七
八
o

同
「
駅
路
考
|
|
西
海
道
・
南
海
道
の
場
合
|
|
」
九
州
文
化
研
究
所
紀
要
、
二
回
、
一
九
七
九
。

(
間
山
)
名
称
自
体
が
興
味
深
い
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
奈
良

t
平
安
時
代
初
期
の
も
の
と
さ
れ
た
八
前
掲
(
必
)
、
九
|
一

O
頁
V
寺
塔
礎
石
が
あ
る
。
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)
、
丹
後
国
匂
全
駅
家
(
竹
岡
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(
貯
)
『
日
本
古
代
交
通
路
の
研
究
I
I
E』
で
は
、
伯
番
国
松
原
駅
家
(
中
林

の
比
定
に
駒
田
地
名
が
用
い
ら
れ
る
。

(
お
)
遠
敷
郡
教
育
会
「
若
狭
遠
敷
郡
誌
全
』
、
一
九
二
二
、
一
二
回
頁
。
な
お
、
大
字
太
興
寺
の
山
王
社
(
日
校
神
社
)
は
太
輿
寺
の
遺
地
山
で
あ

る
が
、
本
書
一
二
三
頁
に
よ
る
と
、
正
応
三
年
ご
二
九

O
)
創
立
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
神
社
に
も
、
当
時
在
位
し
た
伏
見
天
皇
が
二
二
反
の
回

を
寄
進
し
た
と
い
う
伝
え
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

(
ぬ
)
上
野
国
坂
本
駅
家
の
想
定
地
に
も
白
髭
神
社
が
鎮
座
す
る
(
金
坂
清
則
「
上
野
国
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
前
掲
(
4
)
、
五
五
頁
)
。
な
お
、
木
下
良

は
肥
前
国
賀
周
駅
家
の
地
に
「
猿
田
彦
神
社
が
あ
り
、
交
通
神
と
さ
れ
る
見
借
庚
申
尊
を
配
る
祭
事
の
あ
る
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
(
木
下
良

「
肥
前
国
」
、
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
N
』
大
明
堂
、
一
九
七
九
、
八
六
頁
)
。
な
お
、
白
髭
古
墳
は
上
船
塚
・
下
船
塚
・
上
ノ
塚
・

中
塚
・
西
塚
な
ど
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
古
墳
で
あ
る
。
石
部
正
志
前
掲
(
1
)
。

(
印
)
『
平
城
宮
木
簡
一
』
三
四
六
、
一
九
六
六
、
「
玉
置
駅
家
三
家
人
里
山
万
呂
御
調
三
斗
天
平
四
年
九
月
」

(
臼
)
『
平
城
空
白
発
掘
調
査
出
土
木
筒
十
五
』
一
九
八
二
、
「
若
狭
国
遠
敷
郡
野
駅
家
臨
晴
日
十
月
十
五
日
」

(
臼
)
『
平
城
宮
木
簡
一
』
三
四
七
、
一
九
六
六
、
「
若
狭
国
遠
敷
郡
耕
一
緒
一
臨
調
三
斗
九
月
」
、
な
お
同
書
解
説
に
は
「
『
野
郷
」
は
『
和
名
抄
』
に
野
里
郷

と
あ
る
が
、
伴
信
友
は
『
呈
』
は
『
伊
』
の
誤
写
と
す
る
」
と
付
記
し
て
い
る
。

(
臼
)
藤
岡
謙
二
郎
前
掲
(
4
)

一
九
六

O
。
邸
岡
良
弼
前
掲
(
5
)

(
倒
)
大
槻
八
前
掲
(
4
)
V
は
、
若
狭
国
府
・
濃
飯
駅
家
か
ら
弥
美
駅
家
と
三
尾
駅
家
へ
む
か
う
駅
路
の
分
岐
駅
と
し
て
三
宅
駅
家
を
補
い
、
そ
の
地

を
駅
間
距
離
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
旧
三
宅
村
市
場
に
比
定
す
る
。
『
福
井
県
史
』
前
掲
(
4
)
も
同
じ
考
え
を
と
る
。

(
印
)
郁
岡
良
弼
前
掲
(
5
)

(
出
)
福
井
県
遠
敷
郡
上
中
町
教
育
委
員
会
『
玉
置
遺
跡
1
|
第
2
次
発
掘
調
査
報
告
|
|
』
一
九
八
一
二
、
一
八

t
一
九
頁
。

(
同
町
)
高
橋
美
久
二
「
播
磨
国
賀
古
駅
家
に
つ
い
て
」
(
藤
岡
謙
二
郎
先
生
退
官
記
念
事
業
会
編
『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
(
上
)
』
大
明
堂
、
一

九
七
八
)
。
同
「
古
代
の
山
陽
道
」
古
代
を
考
え
る
、
一
七
、
一
九
七
八
。
同
「
古
代
の
山
陽
道
」
(
小
林
行
雄
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員

会
編
『
考
古
学
論
考
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
)
o

な
お
高
橋
の
す
ぐ
れ
た
考
え
方
に
つ
い
て
は
吉
本
昌
弘
「
播
磨
国
の
山
陽
道
古
代
駅
路
」
歴
史

と
神
戸
、
二
四
|
一
、
一
九
八
五
参
照
。

(
侃
)
例
え
ば
、
吉
本
昌
弘
「
播
磨
国
明
石
駅
家
・
摂
津
国
須
磨
駅
家
聞
の
古
代
駅
路
」
歴
史
地
理
学
、
一
二
八
、
一
九
八
五
。
武
藤
直
「
播
磨
国
」

林
)
、
近
江
国
三
尾
駅
家
な
ど

75 



76 

(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
軍
』
大
明
堂
、
一
九
七
八
)
。

(ω)
新
野
直
吉
「
屯
倉
一
覧
」
八
前
掲
(
ぬ
)
、
六
九

l
七
O
頁

v
。
な
お
、
千
田
稔
「
ミ
ヤ
ケ
の
地
理
的
実
体
1

畿
内
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
立

地
と
地
割
の
問
題
」
史
林
、
五
八
|
四
、
一
九
七
五
は
、
「
大
化
以
前
の
ミ
ヤ
ケ
は
:
:
:
水
陸
交
通
系
に
密
接
な
相
関
を
も
っ
て
立
地
す
る
」
と

指
摘
す
る
が
、
こ
の
点
で
も
三
宅
の
地
は
屯
倉
の
地
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。

(
刊
)
狩
野
久
前
掲
(
1
)

(n)
東
郷
の
東
側
の
境
界
線
が
玉
置
郷
と
野
里
郷
の
境
界
線
と
一
町
ず
れ
る
理
由
に
つ
い
て
こ
こ
で
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
二
二
世
紀
中
頃
に

も
東
郷
の
東
に
玉
置
郷
が
あ
っ
た
の
で
、
も
し
玉
置
・
野
里
雨
郷
の
境
界
線
が
筆
者
の
想
定
線
で
よ
い
と
す
る
と
須
磨
説
に
疑
義
が
生
じ
る
。

(
花
)
か
つ
て
は
こ
の
地
割
|
道
に
沿
っ
て
川
が
流
れ
て
い
た
(
図
3
、
8
参
照
)
。

(
口
)
藤
岡
謙
二
郎
前
掲
(
4
)
、
一
九
六
九
、
五
七
頁
。
そ
の
ほ
か
、
『
古
代
日
本
の
交
通
路
I
I
N』
の
中
で
は
、
備
中
国
小
田
駅
家
(
足
利
)
、

信
濃
国
沼
辺
駅
家
(
青
木
伸
好
)
、
肥
後
園
江
田
駅
家
、
岡
高
屋
駅
(
木
下
)
な
ど
。
金
坂
清
則
「
下
野
国
府
、
田
郡
駅
家
と
こ
の
間
の
東
山
道

に
つ
い
て
」
福
井
大
学
教
育
学
部
紀
要
E
、
二
五
、
一
九
七
五
。

(
叫
)
い
わ
ゆ
る
マ
ツ
キ
(
松
木
)
地
名
は
前
掲
(
沼
)
の
ほ
か
、
『
古
代
日
本
の
交
通
路

I
I
V
H』
の
中
で
は
、
備
前
国
珂
磨
駅
家
(
足
利
)
、
備
中
国

小
田
駅
家
(
足
利
)
、
伊
与
国
大
岡
駅
家
、
同
国
新
居
駅
家
、
同
国
越
智
駅
家
(
羽
山
久
男
)
の
比
定
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
マ
ツ
キ

地
名
の
原
義
は
馬
継
で
あ
り
、
馬
継
や
馬
次
地
名
も
駅
家
の
比
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
何
)
福
井
県
遠
敷
郡
上
中
町
教
育
委
員
会
『
わ
か
さ
上
中
町
玉
置
遺
跡
I
|
!
第
一
次
調
査
概
報
|
|
』
、
一
九
八
二
、
二
五
頁
(
大
森
宏
執

盛
事
)
。

(
河
)
前
掲
(
河
)
一
八

i
一
一
一
頁
。

(
行
)
入
江
が
こ
れ
を
近
江
産
で
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
こ
と
は
、
近
江
国
三
尾
駅
家
か
ら
の
官
道
を
想
起
さ
せ
、
興
味
深
い
。

む
し
ゅ
う

(
花
)
前
掲
(
槌
)
、
〈
布
)
。
な
お
、
玉
置
の
東
隣
の
大
字
武
生
に
は
小
字
馬
作
・
中
将
軍
・
上
将
軍
が
あ
る
。

(
河
)
し
か
し
、
倉
柱
地
区
の
発
掘
で
は
若
干
の
土
師
器
が
出
土
し
た
の
み
で
、
遺
構
は
出
な
か
っ
た
。

(
剖
)
発
掘
で
は
大
半
が
平
安
時
代
こ
部
、
奈
良
時
代
)
の
須
恵
器
を
か
な
り
出
土
し
て
い
る
。

(
m
m
)

田
中
八
前
掲
(
却
)
V
は
、
小
字
清
水
の
北
の
殿
越
・
殿
道
・
下
戸
・
西
戸
の
部
分
が
玉
置
駅
家
か
遠
敷
郡
家
で
な
い
か
と
す
る
。

(
位
)
大
槻
如
電
前
掲
(
4
)
参
照
。
と
も
に
北
陸
道
の
支
路
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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(
回
)
た
だ
し
伴
信
友
八
前
掲
(
4
)
V
は
、
上
野
木
村
を
通
る
内
道
と
呼
ば
れ
る
道
、
が
古
の
通
路
で
あ
る
と
い
う
伝
え
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
上

野
木
集
溶
を
通
る
、
や
や
直
線
的
な
道
を
西
へ
の
ば
す
と
筆
者
の
推
定
国
府
域
に
至
る
が
、
こ
れ
を
官
道
の
一
部
と
す
る
確
か
な
根
拠
が
得
ら
れ

戸
i
h

、。

ふ
れ

H
L

(
剖
)
弥
美
駅
へ
の
官
道
は
、
北
川
河
谷
を
離
れ
た
の
ち
は
、
近
世
の
丹
後
街
道
よ
り
も
鳥
羽
川
河
谷
を
も
う
少
し
北
上
し
て
か
ら
三
方
郡
に
入
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
。

(
邸
)
太
良
荘
と
遠
敷
市
の
関
連
に
つ
い
て
は
前
掲
(
お
)
、
前
掲
(
お
)
七
一
八

1
七
一
一
一
頁
、
お
よ
び
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
、
一
九

O
一、

一
四
三
・
一
四
八
頁
。
な
お
、
遠
敷
市
の
東
の
大
字
東
市
場
に
は
「
市
場
」
の
つ
く
小
字
は
な
い
が
、
遠
敷
市
の
東
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
現
上

中
町
大
字
日
笠
お
よ
び
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
約
三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
上
中
町
大
字
市
場
に
は
、
と
も
に
若
狭
街
道
に
沿
う
よ
う
に
、
各
々

小
字
上
市
場
、
小
字
市
場
・
市
姫
が
あ
る
。
市
姫
に
は
市
姫
神
社
(
市
杵
社
)
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
官
道
か
ら
近
世
の
若
狭
街
道
へ
の

い
-hν
場
ω
ち

道
筋
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
ろ
う
。
小
浜
の
市
町
に
は
延
文
三
年
(
一
三
五
八
)
に
市
の
塔
が
建
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
方
郡
の
大
字

上
野
と
大
字
鳥
浜
に
小
字
市
姫
が
あ
る
し
、
美
浜
町
の
郷
市
と
河
原
市
に
は
市
姫
神
社
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
丹
後
街
道
の
近
く
に
分
布
す
る
。
さ

ら
に
、
鳥
浜
の
市
姫
の
す
ぐ
北
東
に
は
小
字
郡
神
が
あ
る
。
耳
川
下
流
域
も
古
墳
時
代
以
来
の
中
心
で
あ
る
が
、
鳥
浜
の
東
が
大
字
三
方
な
の

で
、
郡
神
が
三
方
郡
の
中
心
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
憶
測
さ
れ
る
。
な
お
、
三
方
町
大
字
藤
井
の
小
字
造
道
は
古
代
官
道
に
因
む
も

の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
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