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は
じ
め
に

❶
研
究
史
及
び
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て

❷
道
中
記

❸
鉄
道
沿
線
案
内

お
わ
り
に

　
旅
行
史
研
究
は
多
様
化
し
て
い
る
が
、
基
本
史
料
で
あ
る
旅
行
案
内
書
の
総
合
的
研
究
は
こ
れ
か

ら
の
分
野
の
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
旅
行
案
内
書
を
分
類
し
て
通
史
的
に
捉
え
、
そ
の
成
立
と
変

容
に
つ
い
て
述
べ
た
。
な
お
本
稿
で
は
近
世
か
ら
明
治
中
期
ま
で
の
徒
歩
に
よ
る
移
動
を
旅
、
交
通

機
関
に
よ
る
移
動
を
旅
行
と
し
、
両
者
を
合
わ
せ
て
旅
行
と
し
た
。

　
旅
行
案
内
書
は
①
旅
程
に
関
す
る
案
内
②
地
域
に
関
す
る
案
内
③
テ
ー
マ
別
案
内
④
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
案
内
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
①
の
案
内
を
取
上
げ
た
。
旅
程
に
関
す
る
案
内

と
は
街
道
や
鉄
道
沿
線
の
案
内
の
こ
と
で
、
近
世
の
案
内
は
道
中
記
と
呼
ば
れ
た
。

　
日
本
に
お
い
て
道
中
記
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
暦
頃
か
ら
で
、
延
宝
期
に
は
形
式

も
完
成
し
定
着
し
た
。
一
七
〇
〇
年
代
に
は
各
種
道
中
記
が
出
版
さ
れ
、
絵
地
図
の
み
の
道
中
記
も

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
識
字
率
や
価
格
の
面
か
ら
広
く
普
及
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
道
中

記
の
普
及
は
浪
花
講
等
旅
宿
組
合
が
道
中
記
を
出
版
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
近
代
に
至
り
明
治
二
二
年
東
海
道
線
が
開
通
す
る
と
道
中
記
は
姿
を
消
し
、
鉄
道
沿
線
案
内
が
民

間
の
出
版
社
か
ら
明
治
二
〇
年
代
後
半
よ
り
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
大
正
期
に
入
る
と
激
減

し
て
い
る
。

　
国
鉄
は
明
治
三
八
年
に
沿
線
案
内
を
刊
行
し
、
同
四
二
年
以
降
大
正
末
年
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
年

沿
線
案
内
を
刊
行
。
昭
和
四
年
か
ら
は
名
著
と
い
え
る
『
日
本
案
内
記
』
全
八
冊
を
刊
行
し
て
い
る
。

大
正
期
に
入
る
と
民
間
か
ら
の
沿
線
案
内
が
減
少
す
る
の
は
旅
行
の
多
様
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

近
世
の
旅
の
多
く
は
伊
勢
参
宮
な
ど
の
社
寺
参
詣
を
目
的
と
し
た
が
、
実
際
に
は
道
中
を
含
め
て
旅

そ
の
も
の
が
楽
し
み
を
享
受
す
る
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
に
入
る
と
道
中
は
消
滅
し
、
旅
行
は

点
か
ら
点
へ
の
移
動
と
な
り
、
鉄
道
・
バ
ス
等
の
発
達
に
よ
り
旅
行
の
目
的
は
多
様
化
し
、
地
域
別
・

テ
ー
マ
別
の
案
内
を
多
数
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
、
旅
程
に
関
す
る
案
内
は
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
道
中
記
、
鉄
道
沿
線
案
内
書
、
旅
、
鉄
道
、
浪
花
講
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は
じ
め
に

　
近
世
及
び
近
代
旅
行
史
の
研
究
に
つ
い
て
は
現
在
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ

て
い
る
。
本
格
的
な
旅
行
史
の
研
究
は
新
城
常
三
の
『
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的

研
究
（
（
（

』
に
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
後
旅
日
記
を
も
と
に
旅
の
実
態
や
旅
の
パ
タ
ー
ン
化

を
は
じ
め
と
す
る
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
筆
者
も
旅
日
記

を
も
と
に
伊
勢
参
宮
が
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ

る
（
（
（

。
　
そ
の
後
旅
行
史
研
究
は
盛
ん
に
な
り
研
究
内
容
も
多
様
化
し
、
名
所
や
旅
行
者
の

知
識
・
視
点
の
分
析
、
特
に
近
代
で
は
観
光
と
い
う
立
場
か
ら
の
研
究
成
果
も
蓄
積

さ
れ
つ
つ
あ
る
。と
こ
ろ
で
、旅
行
史
研
究
特
に
近
世
の
旅
に
つ
い
て
は
在
野
の
人
々

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
彼
ら
が
解
読
し
た
旅
日
記
は
相
当
数
に
上
り
、
旅
行
史

研
究
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
中
に
高
山
茂
・
勝
子
夫
妻
が
い
る
。

高
山
茂
氏
は
退
職
後
、
夫
妻
で
『
江
戸
時
代
庶
民
の
旅
資
料
』
全
一
一
冊
を
ワ
ー
プ

ロ
打
ち
で
自
費
出
版
。そ
の
後
旅
日
記
の
翻
刻
・
写
真
版
・
解
説
等
を
中
心
と
し
た『
道

中
記
学
習
ノ
ー
ト
』
の
刊
行
を
開
始
し
た
。
一
冊
九
〇
頁
前
後
で
あ
る
が
、
平
成
九

年
に
は
全
百
冊
に
達
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
旅
行
史
研
究
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
出
版
さ
れ
た
の
が
今
井
金
吾
編

『
道
中
記
集
成
』
全
四
四
巻
別
巻
三
巻
で
あ
る
（
（
（

。

　
旅
行
案
内
書
は
既
に
近
世
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
が
、
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
旅

が
盛
ん
に
な
る
に
従
い
、
近
世
に
は
多
種
多
様
な
旅
行
案
内
書
が
板
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
近
代
に
至
り
鉄
道
が
導
入
さ
れ
る
と
、
旅
行
内
容
の
多
様
化
に
よ
り
案

内
書
も
ま
た
多
様
化
し
て
い
っ
た
。

　
旅
行
案
内
書
の
研
究
、
特
に
近
代
に
つ
い
て
は
近
年
盛
ん
に
研
究
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
旅
行
案
内
書
の
基
礎
的
研
究
と
も
い
う
べ
き
近
世
か
ら
近

代
に
至
る
旅
行
案
内
書
の
出
版
状
況
及
び
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
案
内
書
の
変

容
等
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
着
手
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
以

上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
尚
、
本
稿
に
お
い
て
は
徒
歩
に
よ
る
移
動
を
旅
、
鉄
道
等
の
交
通
機
関
に
よ
る
移

動
を
旅
行
と
し
た
が
、
旅
・
旅
行
と
区
別
し
た
主
な
理
由
は
、
一
つ
に
は
移
動
方
法

の
違
い
を
示
す
た
め
、
一
つ
は
近
世
と
近
代
を
区
分
す
る
た
め
で
り
、
両
者
を
総
称

す
る
場
合
は
、
旅
行
と
表
記
す
る
。
尤
も
両
者
は
厳
密
に
区
分
で
き
る
も
の
で
は
な

く
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
鉄
道
が
発
達
す
る
ま
で
は
旅
の
時
代
で
あ
る
。
鉄
道
発

達
以
降
旧
道
を
歩
く
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
行
為
は
旧
道
旅

で
は
な
く
旧
道
旅
行
・
徒
歩
旅
行
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
こ
う
し
た

移
動
を
概
ね
旅
行
と
す
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
歩
い
て
移
動
し
て
も
、
鉄
道
発
達
以

前
の
旅
と
は
本
質
的
に
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

❶
研
究
史
及
び
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て

（
一
）研
究
史

　
先
ず
近
世
の
旅
行
案
内
書
に
関
す
る
研
究
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
近
世
の
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
三
田
村
鳶
魚
の
業
績
が
あ
る
。
鳶
魚

は
昭
和
一
三
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
『
交
通
文
化
』
三
・
五
・
六
号
に
『
道
中
記
が

与
え
る
問
題
』
を
連
載
し
て
い
る
。
本
論
文
は
中
央
公
論
刊
の
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』

一
五
巻
（
（
（

に
「
道
中
記
が
与
え
る
問
題
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

こ
れ
に
依
る
こ
と
と
す
る
。

　
鳶
魚
は
『
諸
国
安
見
回
文
之
図
』・『
東
海
道
袖
の
玉
鉾
』・『
東
海
道
巡
覧
記
』・『
岐

蘇
路
安
見
絵
図
』・『
東
海
道
旅
人
訓
』
を
取
上
げ
、
書
誌
的
分
析
及
び
こ
れ
ら
案
内

書
を
通
し
て
近
世
の
旅
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
各
種
案
内
書
か
ら
み
た
旅
に
つ
い

て
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
旅
行
案
内
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て



111

［旅行案内書の成立と展開］……山本光正

の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
鳶
魚
は
旅
行
案
内
書
を
通
し
て
旅
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
案
内
書
そ
の

も
の
を
体
系
的
に
把
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
大
島
延
次
郎
は
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
道
中
記
（
（
（

」
に
お
い
て
、「
道
中
記
と
い
う

概
念
は
か
な
り
曖
昧
で
、
そ
の
範
囲
を
規
定
す
る
こ
と
は
至
難
」
と
し
、
道
中
記
を

列
挙
し
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
列
挙
さ
れ
た
も
の
は
道
中
記
の
ほ
か
に
案
内
記
・
図

会
・
往
来
物
等
で
あ
る
が
、
大
島
は
道
中
記
＝
紀
行
文
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
道
中

記
と
し
て
林
道
春
の
『
丙
辰
紀
行
』、
烏
丸
光
広
の
『
日
光
紀
行
』
と
い
っ
た
著
作

な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
案
内
記
に
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
刊
『
新

板
東
海
道
木
曽
路
広
駅
道
中
記
』
の
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
結
び
」
に
お
い
て
平
安
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
続
い
た
日
記
的
紀
行

文
が
道
中
記
に
発
達
し
た
も
の
、
変
形
し
た
も
の
で
幕
末
に
旅
が
減
少
す
る
と
道
中

記
は
退
化
し
、
再
び
紀
行
文
的
性
格
を
持
つ
道
中
記
へ
と
変
化
す
る
と
し
て
い
る
。

　
大
島
は
本
稿
に
お
い
て
筆
者
が
旅
行
案
内
書
と
し
て
い
る
道
中
記
を
、
紀
行
文
と

し
て
論
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
道
中
記
と
は
か

な
り
見
解
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
島
自
身
や
や
混
乱
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も

見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
大
島
は
幕
末
に
は
か
な
り
旅
行
者
が
減
少
し
た
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
一
時
的
に
減
少
し
た
だ
け
で
数
年
に
渡
っ
て
減
少
し
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ま
し
て
旅
行
者
の
減
少
が
旅
行
案
内
書
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
は
な
く
、

変
化
し
た
と
す
れ
ば
ほ
か
に
要
因
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
三
井
高
陽
は
『
旅
風
俗
』
Ⅱ
（
（
（

に
「
道
中
記
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
三
井
は
道
中
記

を
「
案
内
書
」
と
規
定
し
、
案
内
書
は
交
通
史
研
究
上
貴
重
な
資
料
と
な
る
べ
き
も

の
と
指
摘
し
て
い
る
。
道
中
記
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
形
態
及
び
内
容
に
よ
る
分

類
を
行
っ
て
い
る
。
形
態
は
竪
又
は
横
綴
本
の
冊
子
、
折
本
、
一
枚
刷
の
四
種
に
分

類
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

（
一
）
旅
行
用
に
携
帯
す
る
他
に
、
座
右
に
備
え
て
置
く
こ
と
も
考
え
て
作
ら
れ

た
る
地
理
学
的
な
文
献
の
性
質
の
あ
る
も
の
。

（
二
）
携
帯
用
と
し
て
編
集
さ
れ
た
る
も
の
。

　（
一
）
に
属
す
る
も
の
と
し
て
遠
近
道
印
（
三
井
は
道
印
を
藤
井
半
知
と
し
て
い

る
）・
菱
川
師
宣
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
な
ど
を
挙
げ
、（
二
）
に
属
す
る
も
の
と

し
て
は
東
講
発
行
の
『
五
海
道
中
細
見
記
』
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
三
井
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
が
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
は
通
常
旅
人
が
携

行
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
三
井
が
（
二
）
に
分
類
し
た
も
の
こ
そ
道
中
記

で
あ
ろ
う
。

　
若
干
の
疑
問
は
あ
る
も
の
の
、
三
井
は
道
中
記
の
本
質
に
つ
い
て
端
的
に
述
べ
て

い
る
。

　
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
及
し
た
も
の
が
『
道
中
記
集
成
』
別
巻
三
に

収
録
さ
れ
て
い
る
今
井
金
吾
の
「
道
中
記
の
発
生
と
発
展
（
（
（

」
で
あ
る
。

　
今
井
は
道
中
記
と
は
実
際
の
旅
に
役
立
つ
も
の
と
規
定
し
、
形
態
と
内
容
に
よ
る

分
類
を
行
っ
て
い
る
。
形
態
分
類
は
三
井
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
内
容
に
つ
い
て

は
①
文
章
の
み
　
②
絵
図
形
式
　
③
絵
と
文
の
併
用
　
④
街
道
を
描
き
宿
場
等
の
情

報
を
記
入
し
た
も
の
に
分
類
し
、
以
下
主
要
な
道
中
記
を
取
上
げ
て
い
る
。

　
な
お
今
井
は

い
ま
残
る
道
中
記
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
こ
と
が
あ
る
い
は
影
響
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
現
代
の
多
く
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
と
同
様
に
、
一
旦
旅
を
終

わ
る
と
、
こ
の
道
中
記
を
処
分
し
て
し
ま
う
人
が
多
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
実

用
書
の
運
命
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
―
。

  

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
在
と
近
世
を
同
一
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

近
世
と
現
代
で
は
出
版
物
の
持
つ
意
味
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
旅
か

ら
帰
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
案
内
書
を
簡
単
に
処
分
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
各
地

の
旧
家
調
査
を
行
う
と
、
し
ば
し
ば
旅
行
案
内
書
や
旅
中
無
料
配
付
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
刷
物
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
旅
の
記
念
で
あ
り
、

家
族
や
子
孫
が
旅
に
行
く
時
の
参
考
の
た
め
に
保
存
し
た
も
の
で
あ
る
。
旅
行
案
内

書
を
保
存
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
近
世
だ
け
で
は
な
く
、
昭
和
二
～
三
〇
年
代
ま
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で
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
旅
行
案
内
書
に
限
ら
ず
本
を
捨
て
る

と
い
う
こ
と
に
対
し
多
く
の
人
々
は
抵
抗
感
を
も
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

古
書
市
場
に
出
回
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
処
分
さ
れ
た
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で

あ
ろ
う
。

　
近
代
以
降
の
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
、
中
川
浩
一
の
『
旅
の
文
化

誌
（
（
（

』
が
あ
る
。
本
書
は
「
ベ
デ
カ
」
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
終
章
「
日

本
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
時
刻
表
」
に
お
い
て
明
治
以
降
戦
前
ま
で
の
旅
行
案
内
書
に

つ
い
て
概
観
し
て
い
る
。
近
代
以
降
の
旅
行
案
内
書
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
先

駆
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
川
以
降
旅
行
案
内
書
研
究
の
基
礎
と
も
な
る
通
史
的
研

究
は
あ
ま
り
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
あ
ま
り
に
も
旅
行
案

内
書
の
出
版
数
が
多
く
、
全
容
を
把
握
し
に
く
い
こ
と
、
そ
れ
ら
案
内
書
を
あ
る
程

度
体
系
的
に
所
蔵
し
て
い
る
機
関
が
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
案
内
書
そ
の
も
の
を
利
用
し
た
研
究
は
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
多
く

の
研
究
業
績
の
中
か
ら
岩
佐
淳
一
の
「
旅
行
と
メ
デ
ィ
ア
―
戦
前
期
旅
行
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
ま
な
ざ
し
―
（
（
（

」
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
岩
佐
論
文
の
「
は
じ
め
に
」
に

よ
る
と
、「
本
稿
で
は
メ
デ
ィ
ア
と
旅
行
行
動
の
関
係
を
メ
デ
ィ
ア
論
的
視
角
か
ら

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
行
案
内
書
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
が
旅
行
に
い
か
に
介
在
し
て
い
た
か
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
旅
行

案
内
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
い
る
。

旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
は
、
主
と
し
て
旅
行
を
お
こ
な
う
人
の
便
宜
や
案
内
と

い
う
特
殊
な
目
的
を
持
っ
て
書
か
れ
た
書
物
全
般
を
指
す
と
定
義
で
き
る
。

　
さ
ら
に
「
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
旅
行
文
芸
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
と
実
用
本
位
の

大
衆
向
け
の
も
の
の
二
種
類
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　
岩
佐
論
文
は
示
唆
に
富
む
も
の
の
、「
戦
前
期
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
ま

な
ざ
し
を
内
包
し
て
い
た
の
か
を
検
討
」
す
る
た
め
に
昭
和
九
年
度
版
『
旅
程
と
費

用
概
算
（
（1
（

』
を
利
用
し
て
い
る
が
、
本
書
は
活
字
も
小
さ
く
本
文
七
三
八
頁
、
付
録

三
一
頁
に
及
ぶ
も
の
で
、
一
般
旅
行
者
が
手
に
す
る
と
い
う
よ
り
、
旅
行
業
な
ど
の

関
係
者
が
利
用
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
岩
佐
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
二
種
類

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
実
用
本
位
に
は
大
衆
向
け
と
旅
行
業
関
係
者
向
け
が
あ
っ
た

と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
近
代
以
降
に
つ
い
て
は
誠
に
不
十
分
で
あ
り
、
研
究
史
と
は
言
い
難
い
が
、
本
稿

で
は
基
礎
的
研
究
で
あ
り
、
基
礎
作
業
で
も
あ
る
旅
行
案
内
書
の
変
遷
、
通
史
的
研

究
を
近
世
か
ら
戦
前
に
至
る
ま
で
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）旅
行
案
内
書
と
そ
の
分
類

　
こ
こ
で
対
象
と
す
る
旅
行
案
内
書
と
は
、
原
則
と
し
て
旅
行
案
内
を
目
的
と
し
て

執
筆
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
旅
行
を
す
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
旅
行
の
た
め
の
案
内
書
と
は
前
述
の
よ
う
な
旅

行
の
た
め
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
紀
行
文
・
名
所
図
会
、
時
に
は
随

筆
や
小
説
等
も
旅
行
の
案
内
書
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。一
時
期
和
辻
哲
郎
の『
古

寺
巡
礼
』
を
片
手
に
奈
良
の
古
寺
を
歩
く
旅
行
者
が
多
く
い
た
。
尤
も
こ
れ
は
旅
行

案
内
書
と
い
う
よ
り
一
種
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
如
何
に
知

的
に
古
寺
を
巡
っ
て
い
る
か
を
証
明
す
る
た
め
に
。

　
旅
行
案
内
書
は
そ
の
内
容
か
ら
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
こ
れ
は
試
験
的
分
類
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　
①
旅
程
に
関
す
る
案
内

　
②
地
域
に
関
す
る
案
内

　
③
テ
ー
マ
別
案
内

　
④
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
案
内

　
①
は
街
道
や
鉄
道
沿
線
を
案
内
し
た
も
の
で
あ
る
。街
道
の
案
内
書
と
は
東
海
道
・

中
山
道
等
の
街
道
を
案
内
し
た
も
の
や
、
西
国
三
十
三
所
等
の
道
程
を
案
内
し
た
も

の
で
、
例
え
ば
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
刊
の
『
大
日
本
道
中
行
程
細
見
記
』〔
道

中
記
集
成
（0
。
以
下
、『
道
中
記
集
成
』
所
収
の
も
の
は
こ
の
よ
う
に
注
記
す
る
〕・
宝
暦

二
年
（
一
七
五
二
）
刊
の
『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』〔
道
中
記
集
成
（
〕・
安
政
二
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年
（
一
八
五
五
）
刊
『
五
海
道
中
細
見
記
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
等
々
が
こ
れ
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
旅
程
を
中
心
と
し
た
近
世
の
案
内
書
を
「
道
中
記
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
尚
、
旅
人
が
旅
中
に
記
し
た
日
記
を
「
道
中
記
」・「
道
中
日
記
」

な
ど
と
も
称
す
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
便
宜
上
「
旅
日
記
」
と
し
て
い
る
。

　
近
代
以
降
の
旅
程
案
内
書
と
は
主
と
し
て
東
海
道
線
等
鉄
道
沿
線
の
案
内
で
あ

り
、
本
稿
で
は
「
鉄
道
沿
線
案
内
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
但
し
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
原
則
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
る
表
記
を
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お

く
。

　
②
の
地
域
に
関
す
る
案
内
と
は
①
が
線
の
案
内
で
あ
る
の
に
対
し
、
地
域
つ
ま
り

面
の
案
内
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
具
体
的
に
は
日
本
全
域
を
案
内
す
る
も
の
か

ら
、
関
東
地
方
・
各
県
の
案
内
、
湘
南
・
房
総
と
い
っ
た
地
域
を
取
上
げ
た
も
の
、

さ
ら
に
江
戸
・
東
京
・
京
都
・
大
阪
な
ど
狭
域
に
つ
い
て
の
案
内
書
な
ど
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
は
東
京
・
京
都
等
狭
域
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
分
類
す
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
③
は
温
泉
・
寺
社
参
詣
・
登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
海
水
浴
等
テ
ー
マ
別
の
案
内
で

あ
る
。

　
④
は
特
定
の
社
寺
や
施
設
等
を
案
内
し
た
も
の
で
あ
る
。
④
の
多
く
は
旅
行
案
内

書
と
い
う
よ
り
、
目
的
の
場
所
で
購
入
し
た
り
無
料
配
付
さ
れ
る
も
の
で
、
旅
行
の

記
念
或
は
土
産
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
ま
た
特
定
の
温
泉
地
等
を
案
内
し
た
も
の

な
ど
は
原
則
と
し
て
④
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
温
泉
旅
行
の
隆
盛
を
み
る
時
、

特
定
の
温
泉
に
つ
い
て
も
③
で
取
上
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
分
類
を
試
み
た
が
、
①
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
目
的
地
に
達
す
る

ま
で
の
案
内
で
あ
り
、
③
以
下
は
目
的
地
の
案
内
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
分
類
に
固
執

す
る
と
本
質
が
み
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
が
、
取
り
敢
え
ず
以
上
の
分
類
の
も
と

に
稿
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
①
か
ら
④
ま
で
の
旅
行
案
内
書

を
取
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
①
の
旅
程
に
関
す
る
案
内
書
を
中
心
に
述
べ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

❷
道
中
記

（
一
）道
中
記
の
刊
行

　
旅
の
時
代
に
お
け
る
旅
行
案
内
書
の
中
心
は
道
中
記
で
あ
る
。
徒
歩
に
よ
る
移
動

に
お
い
て
旅
人
は
全
行
程
の
ど
の
辺
り
に
居
る
の
か
、
さ
ら
に
次
宿
ま
で
ど
れ
ほ
ど

あ
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
街
道
全
域
を
案
内
す
る

旅
行
案
内
書
＝
道
中
記
が
必
要
で
あ
っ
た
。
公
用
や
商
用
な
ど
の
旅
人
は
只
管
目
的

地
に
向
か
う
た
め
、
簡
便
な
道
中
記
で
も
こ
と
足
り
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
寺
社
参

詣
を
は
じ
め
と
す
る
遊
楽
的
な
旅
は
目
的
地
に
達
す
る
ま
で
の
名
所
・
史
跡
等
々
を

見
物
し
た
た
め
、
こ
う
し
た
案
内
を
記
し
た
道
中
記
が
便
利
で
あ
っ
た
。

　
以
下
本
稿
で
取
上
げ
る
道
中
記
の
大
半
は
『
道
中
記
集
成
』
に
よ
っ
た
が
、
原
標

題
不
明
の
も
の
は
原
則
と
し
て
監
修
者
今
井
金
吾
の
付
し
た
標
題
に
依
っ
た
。
刊
年

不
明
の
も
の
も
ま
た
原
則
と
し
て
今
井
の
考
証
に
依
っ
た
。

　
道
中
記
が
い
つ
頃
か
ら
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
明

暦
元
年
（
一
六
五
五
）
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
出
版
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
中
山
道
の

道
中
記
が
現
存
す
る
。
本
書
は
題
簽
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
内
題
の
「
日
本
道
中
名

所
尽
」〔
道
中
記
集
成
（
〕
を
標
題
と
し
て
い
る
。
本
道
中
記
は
国
立
国
会
図
書
館
に

も
収
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
国
会
図

書
館
本
を
朝
倉
治
彦
が
模
写
し
、そ
れ
を
今
井
が
調
査
し
て
い
る
が
、題
簽
に
は
「
き

そ
名
所
尽
」
と
あ
っ
た
と
い
う
。
今
井
は
『
道
中
記
集
成
』
に
収
録
〔『
道
中
記
集
成
』

収
録
の
道
中
記
は
個
人
蔵
で
あ
る
。〕
す
る
に
あ
た
り
、
標
題
を
『
き
そ
名
所
尽
』
と

せ
ず
『
日
本
道
中
名
所
尽
』
と
し
た
の
は
慎
重
を
期
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　『
日
本
道
中
名
所
尽
』
の
内
容
は
ま
ず
須
弥
山
図
が
掲
げ
ら
れ
、
続
い
て
月
の
満

ち
欠
け
図
、
そ
し
て
昼
夜
の
長
短
を
知
る
た
め
に
、
二
四
節
気
の
日
月
の
長
短
と
日

の
出
・
日
の
入
り
が
二
ウ
か
ら
一
三
ウ
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
は
江
戸
か
ら
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大
坂
ま
で
の
宿
駅
間
里
程
・
駄
賃
及
び
簡
単
な
名
所
案
内
、
大
坂
か
ら
は
諸
方
へ
の

里
程
が
記
さ
れ
て
お
り
、
道
中
記
の
基
本
が
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
刊
記
を
有
す
る
最
も
古
い
も
の
が
明
暦
元
年
刊
の
東
海
道
の
道
中
記
で
あ
る
。
本

道
中
記
は
現
在
の
と
こ
ろ
三
井
文
庫
本
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
『
道
中
記
集
成
』

一
に
は
三
井
文
庫
本
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
三
井
文
庫
本
は
数
丁
欠
損
し
て
お
り
、

三
井
文
庫
で
は
標
題
を
『
明
暦
板
道
中
記
』
と
し
て
い
る
が
、
今
井
は
『
道
中
記
』

の
標
題
を
付
し
て
い
る
。

　『
道
中
記
』
は
冒
頭
数
丁
が
欠
け
て
い
る
た
め
内
容
の
一
部
は
不
明
だ
が
、
三
井

文
庫
本
は
「
出
行
吉
凶
之
事
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
本
文
冒
頭
に
は

か
ん
だ
見
付
よ
り
日
本
橋
迄
十
三
町
有

あ
さ
く
さ
見
付
よ
り
日
本
橋
迄
十
四
町
有

と
あ
り
、
当
時
神
田
見
付
・
浅
草
見
付
が
何
ん
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
街
道
に
関
す
る
情
報
と
し
て
は
宿
駅
間
の
里
程
、
本
馬
と
空
尻
の
賃
銭

及
び
名
所
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　『
道
中
記
』
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
橋
の
記
載
で
あ
る
。『
道
中
記
』
に
は

主
要
な
橋
と
そ
の
長
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
旅
に
お
け
る
主
要
な
見
物
対
象
の
一
つ

は
建
造
物
で
あ
る
が
、
橋
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
旅
日
記
に
も
し
ば
し
ば
橋
の
長
さ
が

記
さ
れ
て
い
る
。『
道
中
記
』
の
橋
の
長
さ
の
記
載
は
、
そ
う
い
う
要
求
に
答
え
る

た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　『
日
本
道
中
名
所
尽
』・『
道
中
記
』
は
近
世
に
お
け
る
最
重
要
路
で
あ
り
、
交
通

量
も
多
か
っ
た
中
山
道
・
東
海
道
の
道
中
記
で
あ
る
が
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

頃
に
は
江
戸
―
金
沢
―
京
都
間
の
道
中
記
『
北
国
通
名
所
尽
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
が

出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
行
程
は
江
戸
を
出
発
し
て
中
山
道
追
分
宿
か
ら
善
光
寺
・

高
田
・
糸
魚
川
・
富
山
を
経
て
金
沢
に
達
し
、
金
沢
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
金
沢
　
森
下
よ
り
一
里
半
　
　
　
　
　
　
　

　
　
江
戸
よ
り
百
拾
五
り

　
　
金
沢
よ
り
京
迄
か
ち
ミ
ち
六
十
壱
り

　
　
同
所
よ
り
ひ
だ
の
高
山
へ
三
十
六
り

　
　
同
所
よ
り
ゑ
ち
せ
ん
の
今
庄
□
三
十
一
り

　
　
同
所
よ
り
ワ
か
さ
小
は
ま
迄
五
十
り

　
　
金
沢
よ
り
京
迄
の
道
程

　
右
の
記
載
は
明
ら
か
に
『
北
国
通
名
所
尽
』
が
金
沢
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
末
尾
に
「
金
沢
よ
り
京
迄
之
道
程
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
沢

か
ら
大
聖
寺
・
北
庄
・
武
生
・
今
庄
・
今
津
・
坂
本
を
経
て
大
津
か
ら
京
に
至
る
案

内
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
忠
田
敏
男
の
『
参
勤
交
代
道
中
記
（
（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
加
賀
藩
の
参
勤
交
代
路
は
①
金

沢
か
ら
富
山
を
経
て
中
山
道
へ
出
る
ル
ー
ト
。
②
金
沢
か
ら
福
井
を
経
て
中
山
道
へ

出
る
ル
ー
ト
。
③
金
沢
か
ら
福
井
を
経
て
東
海
道
に
出
る
ル
ー
ト
の
三
ル
ー
ト
が

あ
っ
た
。『
北
国
通
名
所
尽
』
の
江
戸
か
ら
金
沢
の
案
内
は
①
に
あ
た
る
。
①
は
参

勤
交
代
路
で
あ
る
の
に
対
し
、
金
沢
か
ら
は
京
へ
の
道
が
案
内
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
み
て
『
北
国
通
名
所
尽
』
は
金
沢
の
在
住
者
が
江
戸
及
び
京
に
出
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
江
戸
―
金
沢
間
の
道
は
富
山
経
由
以
外
に
二
つ
あ
っ
た
が
、
忠
田
に
よ
れ
ば（（1
（

江
戸

―
金
沢
間
の
距
離
は
①
が
一
一
九
里
、
②
が
一
六
四
里
、
③
が
一
五
一
里
と
①
は
三

ル
ー
ト
の
中
で
最
も
距
離
が
短
か
く
、
全
行
程
の
う
ち
三
〇
里
程
が
加
賀
藩
領
で

あ
っ
た
。
参
勤
交
代
の
藩
主
に
と
っ
て
は
都
合
が
よ
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
般
の
旅

人
も
他
領
を
往
く
よ
り
は
不
安
が
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
但
し
親
不
知
子
不
知
を

は
じ
め
と
す
る
難
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
賀
藩
は
大
藩
で
は
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
道
中
記
が
近
世
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
調
査
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
『
北
国
通
名
所
尽
』
は
江
戸
か
ら
中
山
道
追
分
宿
ま
で
と
、
巻
末
の
京
の
市

中
案
内
、
大
坂
よ
り
諸
方
へ
の
里
程
は
『
日
本
道
中
名
所
尽
』
の
板
木
を
一
部
埋
木

（
駄
賃
カ
）

三
十
三
文
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し
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
明
暦
期
に
は
道
中
記
の
基
本
と
も
な
る
内
容
を
有
し
た
も
の
が
登

場
し
、
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
し
て
東
海
道
・
中
山
道
以
外
の
道
中
記
も
出
版
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）道
中
記
の
成
立

　
明
暦
期
に
は
道
中
記
の
基
本
と
も
な
る
べ
き
も
の
が
出
版
さ
れ
た
が
、
延
宝
期

（
一
六
七
三
～
八
〇
）
に
は
道
中
記
の
完
成
を
み
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す

る
も
の
が
東
海
道
を
案
内
す
る
『
増
補
江
戸
道
中
記
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
及
び
『
諸

国
安
見
回
文
之
絵
図
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
で
あ
る
。
両
書
の
本
文
の
文
章
は
非
常
に

酷
似
し
て
お
り
、
両
書
の
ど
ち
ら
か
が
先
に
出
版
さ
れ
、
ど
ち
ら
か
が
そ
れ
を
利
用

し
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
今
井
の
考
証
を
も
と
に
い
ず
れ
が
先
行
す
る
も
の
で
あ
る

の
か
、さ
ら
に
『
道
中
記
集
成
』
収
録
の
も
の
は
両
書
と
も
再
版
と
み
ら
れ
る
の
で
、

初
版
の
刊
行
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　『
道
中
記
集
成
』
所
収
の
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
は
刊
年
不
明
で
あ
る
が
、
巻
末

の
東
海
道
・
中
山
道
の
駄
賃
が
正
徳
二
年
（
一
七
一
三
）
頃
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
こ
の
頃
の
出
版
と
し
て
い
る
。「
増
補
」
と
あ
る
か
ら
当
然
そ
れ
以
前
に
『
江
戸

道
中
記
』は
出
版
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。『
増
補
江
戸
道
中
記
』に
つ
い
て
は『
耽

奇
漫
録
（
（1
（

』
下
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
に
は

　
　
増
補
江
戸
道

　
　
中
記
延
宝
三
年

二
月
開
板

と
あ
り
、
ほ
か
に
宮
か
ら
桑
名
ま
で
の
記
事
の
一
部
な
ど
が
写
し
取
ら
れ
、
次
の
よ

う
に
考
証
し
て
い
る
。
　

按
す
る
に
こ
の
道
中
記
の
原
板
ハ
、
慶
安
正
保
の
こ
ろ
に
梓
行
せ
し
も
の
な
る

を
、
延
宝
三
年
の
春
増
補
再
板
セ
し
な
る
へ
し
。

 

『
耽
奇
漫
録
』
所
収
の
内
容
は
正
徳
二
年
頃
刊
と
み
ら
れ
る
『
増
補
江
戸
道
中
記
』

と
比
較
す
る
と
、
駄
賃
の
項
目
を
除
け
ば
文
章
も
改
行
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
延
宝
三
年
（
一
六
五
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
が
正

徳
二
年
頃
に
再
刊
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
馬
琴
は
延
宝
三
年
開
板
の
原
板
は
正
保
・
慶
安
の
頃
と
し
て
い
る
が
、
今
井
は
い

く
ら
な
ん
で
も
早
過
ぎ
る
と
し
て
い
る
。
今
井
が
言
う
よ
う
に
正
保
・
慶
安
の
頃
に

こ
れ
だ
け
の
道
中
記
が
出
版
さ
れ
て
い
れ
ば
、明
暦
元
年
刊
の
東
海
道
の
『
道
中
記
』

も
違
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
今
井
は
延
宝
三
年
板
の
原
板
に
つ
い
て
明
暦
三
年
の
「
道
中
記
」
に
着
目
し
て
い

る
。
平
凡
社
東
洋
文
庫
版
の
『
東
海
道
名
所
記
』
二
（
（1
（

の
解
説
に
お
い
て
朝
倉
治
彦
は

『
東
海
名
所
記
』
の
依
拠
本
と
し
て
明
暦
三
年
の
『
道
中
記
』
を
挙
げ
、『
東
海
道
名

所
記
』
に
付
し
た
注
に
お
い
て
も
頻
繁
に
明
暦
三
年
の
『
道
中
記
』
を
引
用
し
て
い

る
が
、
朝
倉
に
よ
れ
ば
使
用
し
た
『
道
中
記
』
は
明
暦
三
年
三
月
、
江
戸
日
本
橋
一

丁
目
本
屋
太
郎
右
衛
門
刊
行
、
絵
入
、
句
入
り
の
竪
小
本
、
九
二
丁
本
で
あ
る
。
朝

倉
が
引
用
し
た
『
道
中
記
』
は
朝
倉
所
蔵
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
明
記
し
て
い
な

い
が
、
木
村
捨
三
が
首
尾
を
欠
い
た
入
木
後
印
本
を
所
蔵
、
岡
山
大
学
に
完
本
と
み

ら
れ
る
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
明
暦
三
年
の
『
道
中
記
』
に
つ
い
て
は
今
井
自
身
（
筆
者
も
）
原
本
を
実
見
し
て

い
な
い
が
、
今
井
は
朝
倉
校
注
の
『
東
海
道
名
所
記
』
の
注
に
引
用
さ
れ
た
文
を
も

と
に
考
証
し
た
結
果
、そ
の
記
述
が
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、

増
補
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
伝
承
等
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
次
に

朝
倉
の
注
に
引
用
し
て
あ
る
小
田
原
の
記
事
と
、
増
補
版
の
小
田
原
の
記
事
を
併
記

し
て
み
よ
う
。

（
明
暦
三
年
『
道
中
記
（
（1
（

』）

右
の
方
入
口
に
小
田
原
陣
の
時
の
陣
場
有
、
町
の
内
に
す
ぢ
か
へ
ば
し
有
、
町

は
づ
れ
に
地
蔵
堂
有
、
か
さ
ま
つ
り
、
左
に
松
山
有
、
い
し
か
け
山
と
い
ふ
所
、

太
閤
の
御
陣
場
な
り
と
云
、
い
り
か
た
、
小
田
原
石
是
よ
り
出
る
な
り
、
湯
本

右
方
に
そ
う
お
ん
し
、
と
う
の
沢
み
ゆ
る
、

（『
増
補
江
戸
道
中
記
』）
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江
戸
よ
り
廿
四
里
四
町
、
宿
よ
し
、
右
の
方
入
口
に
お
た
ハ
ら
ぢ
ん
の
時
の
ぢ

ん
ば
有
、
町
の
内
に
す
ぢ
か
ひ
ば
し
有
、
町
は
づ
れ
に
地
ざ
う
だ
う
有
、
▲
か

さ
ま
つ
り
、
左
に
す
き
有
、
い
し
か
け
山
と
い
ふ
所
、
太
閤
の
御
ぢ
ん
は
な
り

と
云
、
▲
宿
の
右
の
方
に
外
郎
あ
り
、
東
国
一
の
名
物
也
、
▲
左
に
有
松
山
に

氏
直
せ
む
る
□
太
閤
秀
吉
む
か
ひ
ぢ
ん
を
□
□
に
ひ
し
所
也
、
名
物
に
は
小
田

原
石
、
水
道
の
た
め
に
江
戸
に
出
し
あ
き
な
ふ
、
小
田
原
夢
想
の
枕
有
、
足
駄

け
や
き
の
丸
ほ
ゝ

り
な
り
　
　
　
　
▲
ゆ
も
と
、
右
の
方
に
そ
う
お
ん
じ
、
と
う
の
沢
見
ゆ
る
、（
傍

線
筆
者
）

  

傍
線
部
分
が
増
補
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
先
ず
宿
場
の
良
否
が
加
え
ら
れ
、
名
所

旧
跡
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
旅
人
に
と
っ
て
関
心
事
で
あ
る
外
郎
・
小
田
原
石
・

夢
想
枕
・
足
駄
な
ど
の
名
物
・
名
産
の
記
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
小
田

原
石
に
つ
い
て
は
明
暦
三
年
版
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
の
「
水
道
」
に
利
用

す
る
と
増
補
版
で
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
か
さ
ま
つ
り
」（
風
祭
）
の

項
で
は
『
道
中
記
』
に
は
「
左
に
松
山
有
」
と
あ
り
、『
増
補
江
戸
道
中
記
』
に
は
「
左

に
す
き
有
」
と
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
今
井
は
明
暦
三
年
の『
道
中
記
』を
増
補
し
て
延
宝
三
年
の『
増

補
江
戸
道
中
記
』
が
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
運
賃
等
を
改
訂
し
た
正
徳
二
年
頃
の
『
増

補
江
戸
道
中
記
』
に
続
く
と
し
て
い
る
。
次
に
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』〔
道
中

記
集
成
（
〕
も
今
井
の
考
証
を
も
と
に
み
て
い
こ
う
。『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
も

ま
た
刊
年
不
明
で
あ
る
が
、今
井
は
大
名
の
配
置
な
ど
か
ら
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

頃
の
刊
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
藩
主
名
の
大
部
分
が
入
木
を
し
て
改
訂
し
た
跡
が
み

ら
れ
る
こ
と
か
ら
『
道
中
記
集
成
』
収
録
本
は
再
版
で
あ
る
と
し
、
序
文
に
「
ち
か

き
比
ミ
や
こ
の
ら
く
あ
ミ
だ
仏
と
や
ら
ん
が
道
中
名
所
記
有
」
と
い
う
記
事
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
『
東
海
道
名
所
記
』
を
指
す
と
し
、『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』

は
寛
文
か
ら
延
宝
に
か
け
て
の
出
版
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
。

　
こ
こ
で
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
の
小
田
原
部
分
を
み
て
み
よ
う
。

▲
右
の
方
入
口
お
だ
ハ
ら
ぢ
ん
の
と
き
ぢ
ん
所
あ
り
、
町
の
内
に
す
じ
か
へ
ば

し
有
、
町
は
つ
れ
に
地
ざ
う
た
う
あ
り
、
町
よ
り
右
に
城
有
、
し
ろ
ぬ
し
大
久

保
加
賀
守
殿
、
し
ゆ
く
の
内
に
外
郎
の
名
物
あ
り
、
▲
か
さ
ま
つ
り
、
左
に
松

山
有
、
其
上
に
杉
の
林
有
、
▲
石
か
け
山
太
閤
の
ぢ
ん
場
也
と
い
ふ
、
小
田
原

石
、
小
田
原
あ
し
だ
并
む
さ
う
ま
く
ら
、
小
田
原
わ
ん
此
所
の
名
物
、
江
戸
へ

を
く
り
あ
き
な
ふ
也
、
▲
ゆ
も
と
、
右
の
方
に
そ
う
を
ん
じ
、
と
う
の
沢
は
し

よ
り
右
ゑ
行
、

　
右
の
文
と
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
先
に
「
か
さ
ま
つ
り
」

の
「
松
山
」
と
「
す
き
山
」
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
に

は
「
か
さ
ま
つ
り
、
左
に
松
山
有
、
其
上
に
杉
の
林
」
と
あ
り
、
ど
う
や
ら
『
増
補

江
戸
道
中
記
』
の
杉
山
は
誤
写
の
よ
う
で
あ
る
。『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
に
「
其

上
に
杉
の
林
」
と
あ
る
の
を
見
て
間
違
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　『
増
補
江
戸
道
中
記
』
も
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
も
藩
主
の
記
載
が
あ
り
、

小
田
原
は
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
に
城
が
あ
り
、
藩
主
は
大
久
保
加
賀
守
と
あ

る
が
、『
増
補
江
戸
道
中
記
』に
は
そ
の
記
載
は
な
い
。
入
れ
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
名
物
に
つ
い
て
は
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
の
ほ
う
が
詳
し
い
。

　
結
論
と
し
て
今
井
は
明
暦
三
年
版
『
道
中
記
』
を
増
補
し
て
延
宝
三
年
に
『
増
補

江
戸
道
中
記
』
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
今
井
が
最
終
的
に
『
増

補
江
戸
道
中
記
』
が
先
行
す
る
と
判
断
し
た
理
由
は
「
増
補
」
に
あ
る
よ
う
だ
。
し

か
し
今
井
は
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
の
解
説
の
末
尾
に
お
い
て
、

『
増
補
江
戸
道
中
記
』
の
初
版
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
が
初
版
で
、
こ
れ

を
わ
ざ
わ
ざ
増
補
と
断
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
以
前
の
寛
文
年

間
（
一
六
六
一
～
七
三
）
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
江
戸
道
中
記
』
が
あ
り
［
回

文
］
は
そ
の
「
江
戸
道
中
記
」
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
。

と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
明
暦
三
年
の
『
道
中
記
』
と
『
増
補
江
戸
道
中
記
』
は
ま
っ
た
く

別
の
系
統
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、『
道
中
記
』
を
増
補
し
た
も
の
が
『
増
補

江
戸
道
中
記
』
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
系
統
を
引
く
か
、
ど
ち
ら
が
先
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き
か
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
延
宝
期
に
こ
の
よ
う

な
道
中
記
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　『
増
補
江
戸
道
中
記
』と『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』の
文
は
酷
似
し
て
い
る
た
め
、

そ
の
本
文
を
も
と
に
甲
乙
は
付
け
難
い
が
、『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
は
竪
冊
で

上
段
に
文
、
下
段
に
東
海
道
の
絵
地
図
が
刷
ら
れ
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
絵

地
図
に
つ
い
て
は
今
井
は
そ
の
解
説
の
中
で
、

浮
世
絵
研
究
家
・
鈴
木
重
三
氏
と
話
し
合
っ
た
結
果
、「
浮
世
絵
版
画
の
開
祖

と
し
て
知
ら
れ
た
菱
川
師
宣
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
一
応
、
伝
師
宣
と
し
て

お
い
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
今
井
は
絵
図
を
伝
師
宣
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
道
中
記
に
も
挿

画
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
用
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
『
諸
国
安
見

回
文
之
絵
図
』
の
絵
図
は
江
戸
か
ら
京
ま
で
連
続
す
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
名
所

旧
跡
の
案
内
を
中
心
と
し
た
も
の
だ
が
、
河
川
と
橋
は
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
時

折
り
街
道
を
往
く
旅
人
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
物
の
描
写
は
遠
近
道
印
・
菱

川
師
宣
作
元
禄
三
年
刊
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に
描
か
れ
た
人
物
と
似
て
い
る
よ

う
で
も
あ
る
。『
東
海
道
分
間
絵
図
』
は
道
中
記
を
含
む
東
海
道
絵
図
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
程
度
に
留
め
て
お
く
。

　
明
暦
元
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
中
山
道
の
道
中
記

『
日
本
道
中
名
所
尽
』、
明
暦
元
年
及
び
三
年
刊
東
海
道
の
『
道
中
記
』
か
ら
も
分
る

よ
う
に
、
明
暦
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
携
帯
用
の
旅
行
案
内
書
＝
道
中
記
は
ほ
ぼ
出

来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
延
宝
期
に
『
増
補
江
戸
道
中
記
』・『
諸
国

安
見
回
文
之
絵
図
』
の
よ
う
な
道
中
記
が
出
版
さ
れ
る
に
至
り
、
道
中
記
は
完
成
を

見
た
と
い
う
か
、
そ
の
形
式
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
特
に
『
諸

国
安
見
回
文
之
絵
図
』
は
文
と
絵
図
か
ら
な
る
道
中
記
の
完
成
し
た
も
の
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　

（
三
）貝
原
益
軒
と
道
中
記

　
道
中
記
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
が
出
来
上
が
っ
て
以
降
注
目
さ
れ
る
道
中
記
の
一
つ

は
、
当
代
一
流
の
学
者
貝
原
益
軒
の
旅
の
記
録
を
も
と
に
出
版
さ
れ
た
道
中
記
で
あ

る
。

　
福
岡
藩
士
貝
原
益
軒
の
紀
行
文
『
東
路
記
』
と
『
己
巳
紀
行
』
が
板
坂
耀
子
の
校

注
に
よ
り
活
字
化
さ
れ
た
が
（
（1
（

、
板
坂
は
そ
の
解
説
に
お
い
て
益
軒
の
紀
行
文
に
つ
い

て
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
解
説
に
よ
り
益
軒
の
紀
行
文
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。

　
益
軒
は
旅
を
好
み
、
藩
の
公
用
旅
行
を
利
用
し
て
は
各
所
を
旅
し
旅
の
記
録
を
残

し
た
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
が
『
東
路
記
』・『
己
巳
紀
行
』
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の

記
録
を
京
都
の
書
肆
柳
枝
軒
こ
と
茨
木
屋
多
左
衛
門
が
巧
み
に
編
集
し
て
数
点
の
紀

行
文
に
ま
と
め
、
出
版
し
て
い
る
。

　
写
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
『
東
路
記
』・『
己
巳
紀
行
』
は
板
坂
に
よ
っ
て
初
め
て
活

字
化
さ
れ
た
が
、
木
板
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
活
字
化

さ
れ
て
き
た
。
柳
田
国
男
校
訂
の『
紀
行
文
集
（
（1
（

』に
収
録
さ
れ
た『
吾
妻
路
之
記
』・『
岐

蘇
路
記
』
を
初
め
と
す
る
紀
行
文
集
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
柳
田
は
そ
の
解
説
の
中

で
益
軒
の
紀
行
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
一
に
貝
原
翁
の
六
種
の
紀
行
は
、時
に
元
禄
以
後
に
於
け
る
我
邦
の
読
書
界
、

及
び
旅
行
技
術
の
進
（
マ
マ
（境

を
、
間
接
に
啓
示
し
て
居
る
点
で
興
味
が
あ
る
。
此
頃

ま
で
の
旅
人
の
生
涯
の
思
出
草
は
、
都
登
り
と
江
戸
見
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故

に
幾
つ
か
の
通
俗
な
る
案
内
記
が
、
相
継
い
で
出
版
せ
ら
れ
て
居
る
。
其
卑
近

と
低
調
と
が
漸
く
倦
ま
れ
一
方
に
は
地
理
と
歴
史
が
少
し
づ
ゝ
精
確
を
加
へ
て

来
て
、
注
意
は
次
第
に
道
途
田
園
の
事
物
に
向
け
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た

の
で
あ
る
。

　
と
述
べ
て
い
る
が
、柳
田
の
指
摘
に
つ
い
て
板
坂
は
「
い
わ
ゆ
る
従
来
の
主
情
的
、

詠
嘆
的
な
紀
行
で
は
な
く
、
知
的
な
情
報
伝
達
を
主
と
し
た
近
世
紀
行
の
基
礎
を
築

い
た
と
す
る
指
摘
は
早
く
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。」
と
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
柳
田
の
適
切
な
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
近
世
紀
行
全
体
の
把
握
と
評
価
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は
そ
れ
以
降
も
必
ず
し
も
充
分
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
益
軒
の
作
品
が
持
つ
そ

の
よ
う
な
意
義
も
ま
た
充
分
に
人
々
に
意
識
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（
（1
（

。」
と
板

坂
は
述
べ
て
い
る
。そ
し
て
益
軒
の
紀
行
文
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
彼
の
紀
行
の
一
見
文
学
ら
し
か
ら
ぬ
表
現
や
形
式
を
未
熟
と
か
怠

惰
と
か
乱
雑
と
い
う
姿
勢
の
結
果
と
と
ら
え
て
は
誤
り
な
の
だ
と
言
い
た
い
の

で
あ
る
。

　
板
坂
は
益
軒
の
紀
行
文
が
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
く
指
摘
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
柳
田
と
板
坂
は
益
軒
の
旅
の
記
録
を
紀
行
文
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
若
干
後
述
す
る
が
、
筆
者
は
少
な
く
と
も
出
版
さ
れ
た
益
軒
の
旅
の
記
録
の
う
ち

『
岐
蘇
路
岐
』
と
『
吾
嬬
路
記
』『
日
光
名
勝
記
』
な
ど
に
つ
い
て
は
道
中
記
と
し
て

み
て
い
る
。

　
こ
こ
で
出
版
さ
れ
た
益
軒
の
紀
行
文
＝
道
中
記
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
益
軒
の
主
要
な
紀
行
文
で
あ
る『
東
路
記
』は
貞
享
二
年（
一
六
八
五
）八
月
に
、『
己

巳
紀
行
』
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
八
月
に
成
立
し
て
い
る
。
両
書
と
刊
行
さ
れ

た
紀
行
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、板
坂
が
図
表
化
し
て
お
り
、そ
れ
に
よ
る
と
『
岐

蘇
路
記
』・『
日
光
名
勝
記
』・『
吾
嬬
路
記
』
は
『
東
路
記
』
を
も
と
に
編
集
さ
れ
、『
岐

蘇
路
記
』
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）、『
日
光
名
勝
記
』
は
同
四
年
、『
吾
嬬
路
記
』

は
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　『
諸
州
巡
覧
記
』
は
『
己
巳
紀
行
』
を
も
と
に
、『
続
諸
州
巡
覧
記
』
は
『
己
巳
紀
行
』

と
『
東
路
記
』
を
も
と
に
編
集
さ
れ
、
両
書
と
も
正
徳
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
出
版
物
の
う
ち
『
吾
嬬
路
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
益
軒
歿
後
の
こ
と
で

あ
り
、
内
題
脇
の
注
記
に
よ
れ
ば
貝
原
益
軒
と
、
山
崎
闇
斎
門
下
の
谷
重
遠
の
旅
の

記
録
を
も
と
に
編
集
し
た
と
い
う
。
紀
行
文
出
版
に
際
し
、
益
軒
と
柳
枝
軒
の
間
に

ど
れ
程
の
話
合
い
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
吾
嬬
路
記
』
は
全
く
柳
枝
軒

の
意
図
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
『
岐
蘇
路
記
』

に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　『
岐
蘇
路
記
』
は
上
下
か
ら
な
り
、
上
は
江
戸
か
ら
上
松
の
手
前
迄
、
下
は
上
松

か
ら
京
迄
で
、
巻
末
に
は
「
木
曽
街
道
宿
付
」
と
し
て
次
宿
迄
の
距
離
と
駄
賃
の
一

覧
が
掲
げ
て
あ
る
。

　
次
に
本
文
の
中
か
ら
高
崎
宿
の
項
を
摘
出
し
て
お
こ
う
。

高
崎
よ
り
板
鼻
へ
一
里
三
十
町

高
崎
の
町
家
千
軒
ば
か
り
、
左
の
方
間
部
越
前
守
殿
城
あ
り
、
高
崎
の
辺
よ
り

信
濃
の
浅
間
の
嶽
よ
く
み
ゆ
る
、
高
崎
の
南
に
高
き
岡
あ
り
、
是
に
よ
っ
て
高

崎
と
号
す
る
な
ら
ん
、
其
岡
の
後
に
館
と
云
村
有
、
烟
草
を
多
く
作
る
、
た
て

た
ば
こ
と
て
当
世
の
名
物
也
、
高
崎
の
辺
に
も
烟
草
多
く
作
る
、

　
筆
者
は
国
文
学
を
専
攻
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
紀
行
に
つ
い
て
確
た
る

自
説
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
『
岐
蘇
路
記
』
を
み
る
限
り
紀
行
文
と

い
う
よ
り
簡
潔
な
旅
の
案
内
文
と
み
て
と
れ
る
の
だ
が
。
尤
も
こ
れ
が
紀
行
文
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
益
軒
の
著
作
の
み
を
紀
行
文
と
し
て
評
価
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
所
謂
道
中
記
の
中
に
も
紀
行
文
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を

認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
『
岐
蘇
路
記
』
が
出
版
さ
れ
る
一
～
二
年
前
に
出
版
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

『
木
曽
懐
宝
道
中
鑑
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
の
高
崎
宿
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
本
書

の
出
版
年
に
つ
い
て
今
井
金
吾
は
そ
の
解
説
の
冒
頭
で
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）

の
刊
と
し
て
い
る
が
、
本
文
中
で
は
正
徳
二
年
と
し
て
お
り
曖
昧
で
あ
る
が
、
正
徳

元
～
二
年
頃
の
刊
と
み
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
本
書
は
上
段
に
石
川
流
宣
画
の
中
山
道

の
絵
図
、
下
段
に
文
章
に
よ
る
案
内
が
あ
る
。

　
　
高
崎
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
い
た
は
な
へ
一
里
卅
町

　
　
の
り
か
け
七
十
六
文
　
か
ら
し
り
四
十
九
文

　
　
江
戸
よ
り
高
さ
き
迄
廿
六
り
十
五
丁

と
い
や

　
与
三
右
衛
門
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高
崎
の
城
左
に
あ
り
、
城
主
間
部
越
前
守
殿
　
五
万
石

　
　
宿
よ
し
、
上
州
た
は
こ
し
な
〳
〵
、
木
綿
た
び
名
物
也
、

　
　
▲
烏
川
橋
あ
り
、
此
川
高
崎
の
城
を
取
ま
わ
す
、
宿
よ

　
　
り
一
里
余
な
り
、
両
度
わ
た
る
、
是
よ
り
前
橋
の
城
主

　
　
領
分
な
り
、
右
の
方
に
佐
野
ゝ
宿
舟
は
し
の
跡
有
、

　
　
後
撰
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
　
等

　
　
　
東
路
の
佐
の
ゝ
舟
橋
か
け
て
の
ミ

　
　
　
　
　
思
ひ
渡
る
と
し
る
人
の
な
さ

　
　
此
所
む
か
し
ハ
入
海
な
り
と
云
、
さ
も
あ
る
へ
し
、
峯

　
　
に
か
き
、
は
ま
く
り
貝
つ
き
て
あ
る
と
い
へ
り
、
此
所

　
　
に
松
山
あ
り
、
右
大
将
源
頼
朝
公
朝
夕
の
さ
か
な
を
召

　
　
上
ら
れ
た
る
所
と
な
り
、
此
山
を
肴
山
と
云
、

　
　
▲
石
井
む
ら
　
▲
藤
塚
む
ら
　
▲
八
幡
村
　
小
川
あ
り
　
　
　
　
　
　

　
佐
野
の
舟
橋
の
記
事
は
『
岐
蘇
路
記
』
で
は
倉
賀
野
宿
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

『
岐
蘇
路
記
』と『
木
曽
懐
宝
道
中
鑑
』の
文
に
格
段
の
差
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
し
、

先
の
引
用
文
中
に
お
い
て
柳
田
は
「
通
俗
な
る
案
内
記
が
、
相
継
い
で
出
版
せ
ら
れ

て
居
る
。
其
卑
近
と
低
調
と
が
漸
く
倦
ま
れ
」
と
書
い
て
い
る
が
、
益
軒
の
紀
行
出

版
以
前
の
多
く
の
道
中
記
の
内
容
が
柳
田
の
言
う
ほ
ど
通
俗
・
卑
近
・
低
調
と
も
思

え
な
い
の
で
あ
る
。

　
紀
行
文
・
道
中
記
に
拘
泥
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
ど
う
も
文
学
の
分
野
で
は
紀

行
文
は
文
学
作
品
で
あ
る
が
、
道
中
記
は
卑
俗
な
も
の
と
い
う
既
成
概
念
が
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
中
記
は
基
本
的
に
は
文
学
と
は
別
の
次
元
で
評
価
す
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
道
中
記
も
稚
拙
な
も
の
か
ら
優
れ
た
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
益
軒
の
著

作
や
『
木
曽
懐
宝
道
中
記
』
な
ど
は
恐
ら
く
近
世
に
お
い
て
も
、
文
学
作
品
と
は
異

る
次
元
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
道
中
記
は
そ
の
後
の
道
中

記
に
も
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
、
後
述
す
る
『
岐
蘇
路
安
見
絵
図
』
な
ど
は
益
軒
の

著
作
と
『
木
曽
懐
宝
道
中
記
』
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

　
一
七
〇
〇
年
代
は
正
徳
元
年
頃
刊
の
『
木
曽
懐
宝
道
中
記
』
を
皮
切
り
に
、
次
に

述
べ
る
絵
図
形
式
の
道
中
記
も
含
め
て
名
作
と
い
え
る
道
中
記
が
多
数
出
版
さ
れ
た

時
代
で
あ
り
、
そ
の
頂
点
に
位
置
し
た
の
が
益
軒
の
道
中
記
で
あ
っ
た
。

　
益
軒
の
道
中
記
・
紀
行
文
を
旅
中
利
用
し
た
事
例
と
し
て
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）

土
佐
藩
士
安
田
相
郎
の
旅
が
あ
る
（
（1
（

。
広
江
清
に
よ
れ
ば
（
11
（

、
安
田
相
郎
は
土
佐
藩
中
老

職
正
義
の
三
男
で
、
天
保
九
年
三
月
二
八
日
参
勤
す
る
藩
主
に
供
奉
す
る
家
老
深
尾

内
匠
の
付
属
と
し
て
高
知
を
出
発
、
伏
見
で
一
行
と
別
れ
、
大
和
を
中
心
に
関
西
の

旅
を
楽
し
ん
で
い
る
。
広
江
は
大
和
巡
り
を
大
坂
か
ら
で
は
な
く
伏
見
か
ら
奈
良
へ

出
た
の
は
、
益
軒
の
『
和
州
巡
覧
記
』
に
依
っ
た
た
め
と
指
摘
す
る
が
、
指
摘
通
り

日
記
の
中
に
は
『
和
州
巡
覧
記
』
が
「
貝
原
記
」
と
し
て
何
度
か
登
場
す
る
。

　
相
郎
は
「
貝
原
記
」
を
片
手
に
観
光
地
の
案
内
人
を
遣
込
め
て
い
る
が
、
奈
良
で

は
手
引
（
案
内
人
）
に
次
の
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
。

手
引
曰
、
年
々
手
引
不
絶
仕
候
へ
と
も
、
誠
の
風
流
を
以
来
者
少
き
よ
し
、
皆

上
方
辺
の
遊
人
多
き
よ
し
、
た
ま
〳
〵
関
東
よ
り
は
貝
原
記
な
と
所
持
し
て
来

る
人
、
西
国
に
て
貴
君
計
く
は
し
く
御
尋
の
方
は
、
初
て
手
引
よ
し
申
す
、

　
相
郎
は
吉
野
で
も
「
貝
原
記
」
を
も
と
に
案
内
人
に
質
問
し
て
は
閉
口
さ
せ
、
案

内
人
を
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
。

私
当
年
六
十
才
に
相
成
、
先
年
よ
り
手
引
仕
候
へ
と
も
、
あ
な
た
程
六
ヶ
敷
御

尋
の
方
に
は
出
合
不
申
、
十
九
才
の
時
壱
人
御
座
候
処
、
其
時
分
は
私
義
も
年

若
の
事
故
、
中
程
に
て
逃
て
帰
り
候
、
其
後
今
壱
人
御
座
候
、
其
外
に
無
御
座

今
度
に
て
只
三
度
也
と
、
言
ひ
て
大
笑
也
、

　
相
郎
と
し
て
は
得
意
満
面
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
案
内
人
は
明
日
と
明
後
日
の
案
内

を
頼
み
込
み
、
相
郎
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
客
を
お
だ
て
上
げ
る
案
内
人
の

方
が
一
枚
も
二
枚
も
上
手
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
和
州
巡
覧
記
』〔
題
簽
『
大
和
め
く
り

の
記
』〕
は
元
禄
九
年
に
刊
行
さ
れ
、
享
保
六
年
・
文
化
十
二
年
と
版
を
重
ね
、
天

保
に
至
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
案
内
人
の
話
に
よ
る
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と
、
関
西
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、
関
東
か
ら
の
旅
人
の
利
用
が
多
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　
一
七
〇
〇
年
代
は
優
れ
た
道
中
記
が
出
版
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
旅
も
大
衆
化
し

て
き
た
時
期
と
推
測
さ
れ
る
が
、道
中
記
の
大
衆
化
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
識
字
率
の
問
題
、
そ
し
て
道
中
記
の
価
格
も
庶
民
が
求
め
や
す
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
利
用
者
は
武
家
や
あ
る
程
度
の
教
養
を
持
っ
た
富
裕
層
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
若
干
旅
日
記
か
ら
み
た
識
字
率
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
識
字
率

と
い
っ
て
も
旅
日
記
で
あ
る
か
ら
文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
存
す
る

旅
日
記
を
み
る
と
一
八
〇
〇
年
代
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
れ
に
較
べ
る
と

一
八
〇
〇
年
以
前
の
も
の
は
極
め
て
少
い
の
で
あ
る
。
大
田
区
立
郷
土
博
物
館
に
お

け
る
「
特
別
展
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
旅
を
す
る
」
の
展
示
図
録
に
、
桜
井
邦
夫
は

一
〇
〇
点
の
旅
日
記
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
一
八
〇
〇
年

以
前
の
旅
日
記
は
安
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
か
ら
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
ま
で

の
僅
か
一
三
点
で
あ
る
（
1（
（

。
旅
日
記
の
残
存
状
況
だ
け
か
ら
み
る
と
、
一
八
〇
〇
年
頃

を
境
に
識
字
率
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
識
字
率
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
日
記
を
書
く
必
要
が
生
じ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
旅
の
記
録

を
多
く
の
人
々
が
残
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
）絵
図
形
式
の
道
中
記

　
街
道
の
絵
図
は
貞
享
二
年
頃
刊
『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』、正
徳
元
年
頃
刊
『
木

曽
懐
宝
道
中
鑑
』
に
既
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。『
諸
国
安
見
回
文
之
絵
図
』
は

上
段
に
文
章
、
下
段
に
東
海
道
の
絵
図
が
配
さ
れ
、『
木
曽
懐
宝
道
中
鑑
』
は
上
段

に
中
山
道
の
絵
図
、
下
段
に
文
章
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
文
章
が
中
心

で
あ
り
、
絵
図
は
従
で
あ
る
。
絵
図
は
眺
め
て
楽
し
む
も
の
と
み
ら
れ
る
。
正
徳
三

年
頃
刊
『
東
海
道
懐
宝
道
中
記
』
は
『
木
曽
懐
宝
道
中
鑑
』
と
対
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

　
絵
図
の
精
度
は
別
に
し
て
、
正
徳
期
に
絵
図
入
道
中
記
が
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
暫
く
の
間
は
絵
図
入
道
中
記
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
再
び
道
中
記
に

街
道
絵
図
が
登
場
す
る
の
は
一
七
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
も
街
道
絵
図
の
み
の
道
中
記
で
あ
る
こ
と
で
、
立
て
続
け
に
絵
図
の
み

の
道
中
記
が
作
成
、
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
絵
図
形
式
の
道
中
記
は
、
寛
延
四
年
＝
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
刊
『
伊
勢
道
中

行
程
記
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
が
そ
の
最
初
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
折
本

仕
立
で
大
坂
よ
り
伊
勢
へ
向
け
て
の
道
中
記
で
あ
る
。

　
翌
二
年
に
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
刊
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
を
も
と
に
し

た
『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』〔
道
中
記
集
成
（
〕
が
出
版
さ
れ
た
。

　『
東
海
道
分
間
絵
図
』
の
地
図
と
し
て
の
正
確
さ
、
絵
画
と
し
て
の
質
の
高
さ
は

広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
絵
図
は
全
五
冊
折
本
仕
立
で
、
そ
の
法
量
は

国
立
国
会
図
書
館
本
で
は
竪
二
八
㎝
、
横
一
六
，
五
㎝
、
総
延
長
三
五
，
九
ｍ
に
も

及
ぶ
も
の
で
、
と
て
も
旅
中
携
行
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
態
か
ら

み
て
机
上
で
見
て
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
『
東
海
道
分
間
絵
図
』
を
も
と
に
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
が
『
新
板
東
海
道

分
間
絵
図
』
で
あ
る
が
、
本
絵
図
は
竪
一
二
．
四
㎝
、
横
九
㎝
程
の
折
本
仕
立
で
総

延
長
一
一
．
四
一
ｍ
程
と
い
う
サ
イ
ズ
で
あ
る
た
め
、
容
易
に
懐
中
で
き
る
も
の
で

あ
っ
た
。『
東
海
道
分
間
絵
図
』
に
較
べ
る
と
精
度
は
か
な
り
落
ち
る
が
、
縮
尺
は

凡
そ
三
万
六
千
分
の
一
の
縮
尺
で
あ
り
、
そ
の
凡
例
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。一

遠
近
道
印
作
の
分
間
絵
図
年
を
経
て
道
の
付
替
り
た
る
所
多
し
、
故
に
今
改
正

増
補
し
、
且
懐
中
の
小
折
と
な
し
、
旅
行
の
一
助
と
す
、

但
し
古
図
ハ
三
分
一
丁
の
積
り
也
、此
図
は
一
分
一
丁
の
積
り
を
以
て
し
る
す
、

曲
直
筆
端
の
及
ハ
さ
る
所
あ
ら
ん
の
ミ

　『
東
海
道
分
間
絵
図
』
は
そ
の
名
の
ご
と
く
東
海
道
の
み
を
描
い
て
い
る
が
、『
新
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『新板東海道分間絵図』安永９年刊 箱根宿

『江戸道中勝景行程記』宝暦９年刊 箱根宿
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板
東
海
道
絵
図
』
は
鎌
倉
江
の
島
道
・
大
山
道
・
熱
海
道
・
箱
根
温
泉
道
・
身
延
道
・

鳳
来
寺
道
・
本
坂
道
・
伊
勢
参
宮
道
・
中
山
道
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
東
海
道
以
外

は
縮
尺
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
旅
人
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
街
道
・
情

報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
内
容
は
詳
細
を
極
め
、
寺
社
・
名
所
旧
跡
・
伝
承
・
名

物
そ
し
て
随
所
に
古
典
を
引
用
し
て
い
る
。
一
里
塚
な
ど
は
塚
上
の
樹
種
ま
で
記
さ

れ
、
街
道
を
往
く
人
物
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
机
上
で
の
鑑
賞
に
も
堪
え
う

る
も
の
で
あ
る
。

　『
国
書
総
目
録
』に
よ
れ
ば
、『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』は
宝
暦
二
年（
一
七
五
二
）

刊
を
初
版
と
し
、
明
和
九
年
＝
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）、

天
明
年
中（
一
七
八
一
～
八
八
）と
版
を
重
ね
て
い
る
が
、筆
者
所
蔵
本
の
巻
末
に「
安

永
九
子
年
正
月
改
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ほ
か
に
も
出
版
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
各
版
す
べ
て
に
目
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
版
に
よ
っ
て
は
説
明
文
が

書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　
明
和
五
年（
一
七
六
八
）刊
＝
初
版
は
宝
暦
四
年
＝『
木
曽
道
中
勝
景
行
程
記
』〔
道

中
記
集
成
（（
〕
は
折
本
仕
立
で
、
中
山
道
を
大
坂
か
ら
江
戸
に
向
け
て
描
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
大
坂
よ
り
粟
田
口
山
・
蹴
上
の
辺
り
ま
で
は
、
寛
文
四
年
刊
の
『
伊
勢

道
中
行
程
記
』の
版
木
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
て
い
る
。
洗
馬
か
ら
は
上
段
に
中
山
道
、

下
段
に
善
光
寺
道
を
描
い
て
い
る
。
善
光
寺
道
は
松
本
経
由
で
善
光
寺
に
達
し
、
善

光
寺
か
ら
は
上
田
・
小
諸
経
由
で
追
分
に
至
り
、
中
山
道
に
合
流
す
る
ル
ー
ト
で
あ

る
。
本
絵
図
は
絵
の
粗
さ
は
目
立
つ
が
、
優
れ
た
道
中
記
と
い
え
よ
う
。『
国
書
総

目
録
』
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
四
年
・
明
和
五
年
の
ほ
か
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
に

も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
刊
『
岐
蘇
路
安
見
絵
図
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
は
横
帳
の

冊
子
仕
立
で
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

岐
蘇
路
を
委
く
記
せ
る
書
ハ
、
貝
原
先
生
の
木
曽
路
の
記
と
、
千
鐘
堂
の
木
曽

懐
宝
鑑
の
両
書
の
ミ
也
、
今
此
二
書
に
よ
っ
て
誤
り
を
正
し
、
も
れ
た
る
を
尽

し
、
猶
ま
た
見
安
か
ら
ん
が
為
に
、
宿
よ
り
宿
の
間
を
一
紙
の
一
ト
面
に
絵
図

に
顕
し
、
題
し
て
木
曽
路
安
見
絵
図
と
号
す
る
の
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桑
楊
編

　
右
に
よ
れ
ば
本
書
は
貝
原
益
軒
の
『
岐
蘇
路
記
』
と
石
川
流
宣
の
絵
図
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
『
木
曽
懐
宝
道
中
記
』
を
参
考
と
し
て
い
る
。「
宿
よ
り
宿
の
間
を
一
紙

の
‥
‥
」
と
あ
る
の
は
、各
丁
の
表
と
裏
で
一
宿
分
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

例
え
ば
二
丁
表
の
冒
頭
に
板
橋
が
、
三
丁
表
の
冒
頭
に
は
蕨
宿
が
描
か
れ
て
い
る
た

め
検
索
が
容
易
で
あ
る
。

　
一
丁
の
表
裏
で
次
宿
ま
で
を
描
い
て
い
る
た
め
縮
尺
は
一
切
無
視
さ
れ
て
い
る

が
、
街
道
筋
の
特
長
を
よ
く
描
き
情
報
量
も
豊
富
な
道
中
記
で
あ
る
。
本
書
に
も
善

光
寺
道
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
既
に
中
山
道
に
善
光
寺
道
を
付
属
さ
せ
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
刊
の
『
江
戸
道
中
勝
景
行
程
記
（
11
（

』
は
前
述
の
『
伊
勢
道

中
行
程
記
』・『
木
曽
道
中
勝
景
行
程
記
』
同
様
に
大
坂
を
起
点
と
し
た
も
の
で
、
大

坂
か
ら
関
宿
の
辺
り
ま
で
は
『
伊
勢
道
中
行
程
記
』
の
版
木
を
利
用
し
て
い
る
。『
伊

勢
道
中
行
程
記
』・『
木
曽
道
中
勝
景
行
程
記
』
そ
し
て
『
江
戸
道
中
勝
景
行
程
記
』

は
三
部
作
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
部
作
の
中
で
も
『
江
戸
勝
景
行
程
記
』
は
文
字
情
報
も
絵
画
情
報
も
多
い
。
東

海
道
を
軸
に
画
面
全
体
に
派
生
す
る
街
道
や
山
々
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
多
く
の
文
字

情
報
が
入
っ
て
い
る
た
め
、『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』
と
比
較
す
る
と
非
常
に
見

に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』
を
意
識
し
て
情
報
を
つ

め
込
み
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
刊
の
『
東
海
木
曽
道
中
懐
宝
図
鑑
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕

は
竪
一
六
㎝
、
横
一
一
㎝
程
の
竪
冊
で
、
上
段
に
東
海
道
下
段
に
中
山
道
が
描
か
れ

て
お
り
、
そ
の
凡
例
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
此
両
道
中
記
ハ
上
の
方
に
東
海
道
を
写
し
、
下
の
方
に
木
曽
路
を
図
し
て
何

れ
の
道
を
行
に
も
重
宝
と
す
、

一
紙
壱
枚
の
面
を
一
宿
と
定
て
是
を
し
る
す
、
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一
東
海
道
ハ
上
り
を
順
に
記
し
、
木
曽
ハ
下
り
を
順
に
記
す
、
若
東
海
道
を
下

る
に
ハ
奥
よ
り
逆
に
見
る
と
し
る
べ
し
、木
曽
路
も
是
に
順
し
て
し
る
べ
し
、

一
中
仙
道
・
伊
勢
路
、
其
外
本
文
に
略
図
あ
り
と
い
へ
と
も
奥
に
書
出
す
も
の

ハ
且
は
委
く
、
且
ハ
見
安
か
ら
む
為
也
、

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
本
書
も
ま
た
宝
暦
六
年
刊
の
『
岐
蘇
路
安
見
絵
図
』
同
様
各
丁
の

表
裏
で
一
宿
分
を
描
い
て
い
る
。
両
道
の
う
ち
東
海
道
は
江
戸
を
起
点
と
し
て
い
る

が
、
木
曽
路
＝
中
山
道
は
京
都
を
起
点
と
し
て
い
る
。

　
先
き
の
三
部
作
は
大
坂
を
起
点
と
し
た
が
、
そ
れ
は
関
西
方
面
か
ら
の
旅
人
を
対

象
と
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
幕
府
が
江
戸
に
開
か
れ
て
以
降
、
何
事
に
つ
け
て
も
江
戸

が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
あ
る
種
の
抵
抗
と
も
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し

本
書
の
場
合
、
中
山
道
だ
け
が
京
都
を
起
点
と
し
て
い
る
の
は
、
東
か
ら
西
へ
の
旅

人
の
多
く
が
往
路
は
東
海
道
を
、
復
路
は
中
山
道
を
歩
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
明
暦
期
に
道
中
記
の
基
本
と
も
な
る
内
容
を
有
し
た
東
海
道
・
中
山
道
の
道
中
記

が
出
版
さ
れ
る
と
、
続
い
て
金
沢
か
ら
江
戸
へ
の
道
中
記
『
北
国
通
名
所
尽
』
が
発

行
さ
れ
た
が
、
絵
図
形
式
の
道
中
記
の
分
野
で
も
東
海
道
・
中
山
道
を
追
う
よ
う
に
、

寛
政
年
間
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
〇
）
に
金
沢
よ
り
江
戸
ま
で
の
絵
図
道
中
記
『
新

板
江
戸
道
中
細
見
図
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
折
本
仕
立
で
出
版

も
加
賀
金
沢
安
江
町
の
能
登
屋
次
右
衛
門
で
、
そ
の
ル
ー
ト
も
北
国
通
で
あ
る
。

　
出
版
元
な
ど
の
関
係
は
あ
る
も
の
の
、
一
七
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て

集
中
的
に
優
れ
た
絵
図
形
式
の
道
中
記
が
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
こ
れ
ら
の
道

中
記
を
越
え
る
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
旅
の
大
衆
化
に
よ
り

安
価
で
手
軽
な
道
中
記
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
文
章
に
よ
る

道
中
記
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
幕
末
に
至
り
五
雲
亭
（
玉
蘭
斎
）
貞
秀
の
鳥
瞰
図

『〈
東
海
道
写
真
〉
五
十
三
駅
勝
景
』
が
出
版
さ
れ
た
が
、
気
軽
に
懐
中
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
一
七
五
〇
～
六
〇
年
代
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
絵
図
形

式
の
道
中
記
、
特
に
『
新
板
東
海
道
分
間
絵
図
』
な
ど
は
幕
末
に
至
る
ま
で
利
用
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
五
）道
中
記
の
普
及

　
一
八
〇
〇
年
代
に
入
る
と
道
中
記
の
出
版
は
一
気
に
増
加
し
た
。
そ
の
要
因
を
特

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
八
〇
〇
年
前
後
か
ら
旅
行
人
口
が
よ
り
増
加
し
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
、
識
字
率
が
向
上
し
た
こ
と
、
そ
し
て
浪
花
講
・
東
講
を
は
じ
め

と
す
る
講
の
成
立
に
よ
り
、
講
中
が
道
中
記
を
出
版
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
講
中
出
版
の
道
中
記
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。

　
伊
勢
参
宮
な
ど
特
定
の
寺
社
へ
参
詣
す
る
た
め
の
講
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
旅
宿
組
合
と
も
い
う
べ
き
講
の
嚆
矢
は
浪
花
講
で
あ
っ
た
。
大
島
延
次
郎

に
よ
れ
ば
（
11
（

、
浪
花
講
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
大
坂
玉
造
上
清
水
町
の
松
屋
甚

四
郎
と
江
戸
の
鍋
屋
甚
八
が
講
元
と
な
り
、
甚
四
郎
の
手
代
松
屋
源
助
を
発
起
人
と

し
て
組
織
さ
れ
た
。

　
松
屋
は
綿
打
器
の
販
売
を
業
と
し
て
お
り
、
手
代
源
助
は
商
売
の
た
め
諸
国
を
旅

し
た
が
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
浪
花
講
を
組
織
し
た
。
要
す
る
に
浪
花
講
は
実
質
的

に
は
松
屋
源
助
に
よ
っ
て
組
織
運
営
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
主
人
で
あ
る
松

屋
甚
四
郎
も
綿
打
器
販
売
業
か
ら
浪
花
講
、
宿
泊
業
に
転
職
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
浪

花
講
は
看
板
を
作
り
、
こ
れ
を
講
中
加
入
旅
宿
に
配
付
し
店
頭
に
架
け
さ
せ
た
が
、

看
板
に
は
講
元
と
し
て
松
屋
甚
四
郎
の
名
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
鍋
屋
甚
八
の

名
は
彫
ら
れ
て
い
な
い
。

　
浪
花
講
の
創
始
年
代
に
つ
い
て
今
井
金
吾
は
文
化
一
三
年
と
し
て
い
る
が
（
11
（

、
こ
こ

で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
は
し
な
い
が
、
浪
花
講
が
旅
宿
組
合
の
最
初
で
あ
る

こ
と
に
変
り
は
な
い
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
浪
花
講
の
前
身
は
文
化
以
前
に
存
在
し

た
ら
し
い
。

　
そ
の
後
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
は
大
坂
道
頓
堀
日
本
橋
詰
の
河
内
屋
茂

右
衛
門
が
江
戸
馬
喰
町
の
苅
豆
屋
茂
右
衛
門
と
共
に
三
都
講
を
組
織
。
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
頃
に
は
江
戸
湯
島
天
神
表
通
り
の
大
城
屋
良
助
が
発
起
人
と
な
り
、
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東
講
が
成
立
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
講
中
が
道
中
記
の
出
版
を
は
じ
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
講
中
出
版
の
道

中
記
で
最
も
古
い
も
の
で
は
な
い
か
と
今
井
の
指
摘
し
て
い
る
も
の
が
、
寛
政
頃
刊

と
み
ら
れ
る
一
枚
摺
の
『
定
宿
附
道
中
記
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
で
あ
る
。
東
海
道
・

中
山
道
を
は
じ
め
と
す
る
諸
街
道
宿
駅
間
の
人
馬
賃
銭
及
び
定
宿
が
記
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
定
宿
附
つ
ま
り
指
定
旅
籠
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
定
宿
附
道
中
記
』
が
旅
宿
組
合
の
関
係
で
、
そ
れ
も
浪
花
講
を
組
織
し
て
い
る
過

程
で
出
版
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
橋
の
項
に
は

　
　
日
本
橋
本
馬
九
十
四
文
　
　
　
　
馬
喰
丁
四
丁
目

　
　
　
　
　
か
ら
尻
六
十
一
文
　
　
　
　
い
せ
や
嘉
兵
衛

　
　
　
二
り
人
足
四
十
七
文
　
　
　
　
同
伝
馬
丁
二
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
べ
や
甚
八

　
と
浪
花
講
講
元
の
一
人
で
あ
る
鍋
屋
甚
八
の
名
が
見
え
、
大
坂
の
項
に
は

　
　
日
本
は
し
北
へ
二
丁

　
　
　
　
ま
つ
や
源
介

の
名
が
み
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
頃
浪
花
講
が
あ
る
程
度
組
織
さ
れ
、
そ
の
関

係
で
『
定
宿
附
道
中
記
』
が
出
版
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
と
は

旅
人
が
講
中
に
加
入
す
る
と
、
そ
の
証
明
と
し
て
『
定
宿
附
道
中
記
』
が
配
布
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
旅
人
は
指
定
の
旅
籠
屋
に
『
定
宿
附
道
中
記
』
を

提
示
し
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

浪
花
講
が
本
格
的
な
道
中
記
を
出
版
し
た
の
は
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
の
こ
と

で
、
自
序
に
は
浪
花
講
設
立
の
主
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
自
　
序

夫
聖
代
昇
平
の
恩
沢
に
浴
し
て
四
民
業
を
安
じ
、
商あき
う
ど売

ハ
と
ほ
く
独
歩
し
て

国
用
を
通
ず
、
こ
れ
特
と
り
わ
け此

思
の
貴
を
し
ら
べ
し
、
予
も
遙
は
る
げ
き

国くに
〳
〵々に

交
易

し
、
既
に
西
の
国
よ
り
東とう
お
く
陸むつ
の
果
に
お
よ
べ
り
、
よ
て
平つ
ね

常
に
往ゆき還ゝ
し

て
、
駅はた
ご
や舎
の
好よし
あ
し悪
、
間たて
ば
の憩
浄
き
よ
き
き
た
な
き
穢
、
廉やす
き
め
し飯
、
佳よき
さ
け酒
の
有
と
こ
ろ
ま
で

お
の
づ
か
ら
覚
り
、
私
に
抜
萃
輯
録
し
て
浪
花
組
道
中
記
と
題
せ
り
、
按お
も

ふ
に

父
母
の
国
を
は
な
れ
遠
き
境
ニ
い
た
り
、
い
と
こ
ゝ
ろ
孤ほそ
き
こ
と
の
ミ
多
か
る

中
に
、
偶

た
ま
た
ま

客はた
ご
や舎
の
実まこ
ゝ
ろ意
な
る
ぞ
、
し
た
し
き
族
や
か
らの
心
地
し
て
馮こ
の
もし
く
そ
覚

ゆ
れ
ば
、
こ
た
び
此
津
に
て
旅たび
賈
あ
き
な
ひ
せ
る
ゝ
人
々
打
か
た
ら
ひ
て
、
浪
花
く

ミ
と
号なづ
け
ひ
と
か
ま
え

一
構
の
因
ち
な
ミを

む
す
び
、
此
定
宿
付
を
印
刷
し
て
尚
旅たび
ゆ
き行

に
う
ゐ

〳
〵
し
き
人
の
便
と
も
な
れ
か
し
と
す
、
さ
れ
バ
此
小
冊
を
懐
に
し
、
こ
と
に

ふ
れ
迷まご
つ
か惑
ざ
れ
ば
、
強
し
い
て
徳いふ
宿
引
も
黙
然
と
し
て
雲
助
と
て
も
予かけ
ね直
を
い
は

ず
、
ま
た
行

等
の
う
れ
ひ
を
も
免
れ
け
れ
バ
、
実
に
長
途
の
安
全
守まも
り
か
ミ
護
神

と
な
り
、
お
の
づ
か
ら
国
忠
の
端はし
と
も
な
ら
ん
が
し
、

天
保
七
年

　
　
申
の
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
玉
造
上
清
水
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
元
　
　
　
　
松
屋
甚
四
良
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
適
宜
原
本
の
ル
ビ
を
付
し
た
。
以
下
同
じ
）

　
諸
国
を
歩
い
て
商
売
を
し
た
の
で
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
本
書
を
編
集
し
た
と
い

う
が
、
こ
の
一
文
を
み
て
も
浪
花
講
は
手
代
の
源
助
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
分
る
。
ま
た
浪
花
講
成
立
に
関
し
て
は
諸
国
を
旅
す
る
商
人
が
相
談
し
て
つ

く
り
上
げ
た
と
あ
る
。

　
浪
花
講
設
立
の
具
体
的
な
目
的
と
道
中
記
刊
行
の
本
来
の
目
的
に
つ
い
て
は
口
述

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
口
　
述

諸
国
道
中
筋
の
定
宿
并
ニ
休
処
ご
と
に
、
此
通
り
木
の
か
ん
ば
ん
掛
置
し
也
、

是
を
目
当
ニ
御
泊
り
有
べ
し
、
さ
す
れ
バ
売
女
飯
も
り
等
す
ゝ
め
ら
る
う
れ
ひ

な
し
、
是
当
組
の
定
な
り
、
若
万
一
右
の
か
ん
ば
ん
あ
る
か
た
に
お
ゐ
て
、
こ

の
道
中
記
の
本
所
持
の
人
へ
売
女
の
る
い
を
す
ゝ
め
が
ま
し
き
事
か
、
又
麁
略

の
義
有
之
候
ハ
ゝ
、
其
宿
の
名
前
を
御
お
ん
し
る
し
印
被
下
、
書
面
を
以
大
坂
ま
つ
や
源
助
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三
条
御
幸
町
北
へ
入
町

　
　
京
都
浪
花
講
定
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
屋
　
吉
　
兵
　
衛
印

と
あ
る
。
松
屋
吉
兵
衛
の
発
行
と
考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
が
、
松

屋
吉
兵
衛
は
浪
花
講
の
有
力
者
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
発
行
理
由
も
不
明
だ
が
浪

花
講
の
関
係
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
折
本
仕
立
、
両
面
摺
で
絵
図
形
式
と
い
う
よ
り
は
模
式
図
で
あ
る
。
収
録

街
道
は
東
海
道
・
中
山
道
を
は
じ
め
、
松
前
・
九
州
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
浪

花
講
加
入
の
旅
籠
を
紹
介
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊
『
大
日
本
細
見
道
中
記
』〔
道
中
記
集
成
（0
〕
は
浪
花

講
・
東
国
組
・
仲
吉
講
・
関
東
講
が
合
同
で
出
版
し
た
と
み
ら
れ
る
道
中
記
で
、
板

元
は
大
坂
の
藤
屋
菊
二
郎
、
世
話
人
諸
国
本
屋
中
と
あ
り
、
巻
末
に
は
江
戸
・
名
古

屋
・
京
都
・
大
坂
の
書
林
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
一
般
向
け
に
販
売
さ
れ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。但
し
各
宿
場
に
は
講
中
指
定
と
み
ら
れ
る
旅
籠
名
が
刷
ら
れ
て
い
る
。

何
故
こ
の
よ
う
な
道
中
記
が
出
版
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
道
中
記
購
入
者
が
講

中
に
加
入
で
き
た
と
誤
解
し
な
い
よ
う
、
次
の
よ
う
な
付
記
が
あ
る
。

附
記

道
中
ニ
而
宿
引
共
何
方
へ
御
泊
り
ニ
候
や
と
尋
候
時
、
鑑
札
等
無
之
候
而
決
而

浪
花
講
、
亦
ハ
何
々
の
講
な
ぞ
と
御
こ
た
へ
ハ
無
用
に
候
、
宿
ニ
よ
り
て
か
へ

つ
て
ご
た
つ
き
、
面
倒
之
義
ま
ゝ
有
之
候
間
、
只
定
宿
有
之
と
斗
り
被
仰
、
此

名
前
之
所
へ
御
入
来
可
被
成
候
、

右
之
通
り
御
心
得
置
可
被
下
候
、
以
上
、

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
講
中
加
入
の
鑑
札
も
な
い
の
に
宿
引
に
講
中
の
名
前
を
出
す
と

却
っ
て
面
倒
な
こ
と
も
あ
る
の
で
、「
定
宿
」
が
あ
る
と
だ
け
答
え
る
よ
う
に
と
注

意
し
て
い
る
。

　
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
刊
の
『
浪
花
講
定
宿
帳
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
は
新
た
に

版
を
起
こ
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
見
や
す
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
頃

に
な
る
と
浪
花
講
を
騙
る
詐
偽
も
横
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
道
中
記
巻
末

方
ま
で
御
し
ら
せ
被
下
候
、
早
そ
く
定
宿
さ
し
か
へ
可
申
候
、
又
浪
花
組
仲
間

ニ
ハ
所
持
の
鑑
札
有
之
候
、
夫
を
宿
屋
へ
預
け
て
と
ま
る
定
な
れ
バ
、
組
外
の

人
ハ
鑑
札
な
し
に
宿
や
へ
行
て
当
仲
間
連
中
な
ど
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
然
れ
ど

も
此
道
中
記
所
持
の
た
び
人
へ
女
良
な
ど
す
ゝ
め
ま
じ
と
の
相
対
な
り
、
此
義

御
心
得
あ
る
べ
し
、

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
浪
花
講
加
入
の
旅
籠
屋
に
、
同
講
加
入
の
旅
人
が
宿
泊
す
れ
ば
飯

盛
女
を
無
理
矢
理
勧
め
ら
れ
た
り
、
麁
略
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い

る
。

　
前
に
も
少
し
記
し
た
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
旅
籠
屋
側
が
旅
人
を
組
合
員

か
否
か
を
判
断
す
る
方
法
で
あ
る
。
口
述
に
よ
れ
ば
旅
人
が
組
合
員
で
あ
る
こ
と
を

証
明
す
る
の
は
道
中
記
と
鑑
札
で
、旅
人
は
こ
の
鑑
札
を
旅
籠
屋
に
渡
し
宿
泊
し
た
。

講
加
入
者
と
し
て
は
鑑
札
以
外
に
道
中
記
が
貰
え
る
と
い
う
の
は
魅
力
で
あ
っ
た
ろ

う
。

　
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
頃
浪
花
講
は
一
枚
摺
の
『
浪
花
講
定
宿
附
』〔
道
中

記
集
成
（（
〕
を
発
行
し
て
い
る
。
表
は
街
道
の
模
式
図
で
裏
面
は
浪
花
講
定
宿
の
一

覧
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
定
宿
附
の
左
下
に
は
「
売
弘
書
林
」
と
し
て
江
戸
・
京
・

大
坂
を
は
じ
め
計
一
八
ヶ
所
の
書
林
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
定
宿

附
は
講
員
向
け
と
い
う
よ
り
、
講
員
以
外
の
旅
人
に
も
浪
花
講
定
宿
を
利
用
し
て
も

ら
う
こ
と
、
そ
し
て
講
加
入
の
勧
誘
が
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
浪
花
講
が
い
か
に

安
心
で
あ
る
か
を
次
の
よ
う
に
宣
伝
し
て
い
る
。

当
宿
宿
之
義
は
、
一
統
宿
引
決
而
出
し
不
申
候
、
若
途
中
ニ
而
定
宿
之
名
前
を

申
上
候
手
代
抔
紛
敷
人
宿
引
ニ
出
候
共
、
皆
々
偽
り
ニ
候
間
、
決
而
□
□
取
上

ケ
□
□
間
敷
候
、又
休
泊
之
義
ハ
旅
人
御
こ
ゝ
ろ
ま
か
せ
に
遊
バ
さ
る
べ
く
候
、

以
上
、

　
弘
化
か
ら
嘉
永
（
一
八
四
四
～
五
四
）
の
頃
『
諸
国
名
所
早
引
定
宿
図
会
』〔
道
中
記
集

成
（0
〕
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
松
屋
源
助
の
自
序
が
あ
る
が
、
巻
末
に
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に
浪
花
講
定
書
が
掲
載
さ
れ
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

　
　
　
浪
花
講
定
書

一
当
講
内
世
話
方
な
と
ゝ
申
立
、
定
宿
附
帳
面
へ
名
前
加
へ
候
入
用
金
、
又
ハ
新

看
板
料
、
或
ハ
定
宿
付
改
板
入
用
金
、
又
ハ
寄
進
事
奉
加
な
ど
申
立
、
金
銭
取

集
い
た
し
候
者
、
如
何
や
う
な
る
文
面
添
書
持
参
い
た
し
候
ハ
ゝ
、
皆
々
い
つ

ハ
り
事
ニ
候
間
、
決
而
御
取
上
御
無
用
之
事
、

一
当
講
内
一
件
ニ
付
、
用
事
に
御
座
候
得
は
、
大
坂
堺
筋
周
防
町
ま
つ
屋
源
助
方

ま
で
、
飛
脚
便
り
ニ
書
面
を
以
而
御
申
越
下
さ
る
へ
く
候
、
但
し
休
泊
之
御
客

様
方
へ
書
状
御
こ
と
づ
け
被
成
候
義
ハ
あ
し
く
候
間
、
此
儀
御
心
得
可
被
下
候

事
、

一
当
講
内
一
件
ニ
付
、
如
何
程
入
用
金
相
懸
り
候
と
も
、
三
都
世
話
方
に
て
不
残

持
切
候
故
、
諸
道
中
定
宿
并
定
休
所
へ
壱
銭
之
儀
も
御
助
力
御
頼
不
申
候
間
、

此
段
急
々
御
承
知
可
被
成
候
事
、

右
之
通
急
々
定
宿
并
定
休
所
へ
申
入
置
候
、

　
右
の
よ
う
な
詐
偽
事
件
が
起
き
る
ほ
ど
浪
花
講
が
発
展
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
浪
花
講
に
対
し
、後
発
の
東
講
は
講
結
成
と
同
時
、安
政
二
年（
一
八
五
五
）に『
東

講
商
人
鑑
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
叙
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

叙そ
れ
士
農
工
商
ハ
、
四
民
と
い
ひ
て
其
功
あ
る
、
中
に
も
商
し
や
うの

商あき
ん
ど人

ハ
、
む
か

し
神
代
の
御
時
に
、
蛭
子
の
神
の
教
へ
に
て
、
世
に
売
買
交
易
の
、
道
を
弘
む

と
い
ひ
伝
ふ
、
こ
れ
ハ
遙
に
往むか
し昔
の
こ
と
、
商
ひ
物
の
品
を
も
知
ら
ね
ど
、
今

昇
平
の
君
が
代
に
、
諸
国
い
づ
れ
の
辺
鄙
に
も
、
米
穀
衣
類
万
の
調
度
、
民
家

日
用
の
品
ハ
勿
論
、
唐
阿
蘭
陀
の
薬
ま
で
、
ゆ
き
届
く
此
が
商
人
の
、
功
に
あ

ら
ず
し
て
奚なん
ぞ
や
、
し
か
る
に
諸
国
御
城
下
ハ
、
い
ふ
に
及
ば
ず
津
々
浦
々
、

繁
華
の
地
に
□
軒
を
並
べ
、
こ
の
商
人
の
多
か
る
も
、
何
処
に
ハ
何
の
商
ひ
見

世
、
彼かし
こ処
に
何
の
問
屋
あ
り
と
、
予かね
て
知
ら
バ
外
を
尋
ね
ず
、
入
用
の
と
き
間

に
あ
ひ
て
、
事
を
弁
ず
る
便
と
な
り
、
ま
た
其
道
の
人
々
が
、
商
ひ
手
広
に
な

さ
ん
と
す
る
に
も
、
是
を
知
り
な
ば
取
引
の
、
弁
利
調
法
こ
の
う
へ
な
し
と
、

己おの
れ

旅りょ
こ
う行
を
好
む
の
序
、
そ
の
商
人
に
譚
ら
ひ
て
、
家
号
及
び
暖
簾
の
、
印
を

さ
へ
に
細
こ
ま
かに
し
る
し
、
板
に
彫えり
て
一
小
冊
と
し
、
四
方
に
知
ら
し
め
む
と
欲
す

る
の
ミ
、
猶
洩
た
る
ハ
是
よ
り
後
、
か
の
地
遊
歴
の
時
に
あ
た
り
、
需
も
と
めに

応
じ

て
家
号
姓
名
、
委
し
く
載
て
弘
め
ん
と
云
爾

安
政
二

乙
卯
季
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
　
良
山
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
読
点
は
原
本
の
マ
ゝ
）

　
右
の
叙
か
ら
分
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
般
の
旅
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
人
鑑
は
既
に
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）

『
諸国
道
中
商
人
鑑
』〔
道
中
記
集
成
（（
〕
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
対
象
と

し
た
街
道
は
中
山
道
と
善
光
寺
道
で
あ
る
が
、
予
告
に
は
東
海
道
と
奥
海
道
も
刊
行

す
る
と
あ
る
も
の
の
、
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
論
か
ら
外
れ
る
が
、

シ
リ
ー
ズ
も
の
の
多
く
が
最
初
に
出
版
す
る
の
は
中
山
道
で
、
次
に
東
海
道
が
出
版

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　『
東
講
商
人
鑑
』
に
お
け
る
街
道
の
配
列
は
奥
州
か
ら
は
じ
ま
る
。
奥
州
は
奥
州

之
部
・
仙
台
領
・
会
津
領
・
羽
州
久
保
田
領
に
分
け
ら
れ
、
続
い
て
越
後
・
野
州
・

下
総
・
武
州
・
中
山
道
・
甲
州
道
中
・
東
海
道
・
大
坂
よ
り
四
国
・
金
比
羅
山
道
中
、

そ
し
て
大
坂
よ
り
高
野
山
・
吉
野
を
は
じ
め
諸
方
へ
の
街
道
と
な
っ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
の
街
道
も
歩
く
道
筋
の
案
内
は
な
く
、
東
講
商
人
定
宿
及
び
定
休
所
そ
し

て
各
種
商
家
の
一
覧
で
あ
る
が
、
奥
州
や
越
後
に
つ
い
て
は
主
要
都
市
・
有
名
社
寺

等
の
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
海
道
・
中
山
道
等
関
東
以
西
は
定

宿
や
商
家
の
一
覧
だ
け
で
、
本
書
が
関
東
以
北
に
力
を
置
い
て
編
集
さ
れ
た
も
の
ら

し
い
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
巻
末
に
は
講
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
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る
。

右
東
講
商
人
鑑
之
儀
は
、
大
講
中
之
外
一
切
売
買
不
致
候
、
依
之
持
主
御
名

前
相
記
シ
置
申
候
、
以
上
、

講
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
城
屋
良
助

持
主

　
本
書
を
持
つ
こ
と
が
組
合
員
の
証
明
に
な
る
が
、『
東
商
人
鑑
』
を
第
三
者
に
貸

与
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
所
有
者
が
記
名
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
人

の
名
前
を
確
認
す
る
た
め
に
は
往
来
手
形
の
提
示
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　『
東
講
商
人
鑑
』
は
道
中
案
内
の
役
割
を
果
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本

書
の
付
録
と
し
て
『
五
海
道
中
細
見
独
案
内
』
上
下
二
冊
〔
道
中
記
集
成
（（
〕
を
配

布
し
て
い
る
。
各
冊
の
巻
末
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

右
道
中
記
之
儀
は
、
東
講
商
人
鑑
ニ
相
添
、
一
部
ツ
ゝ
差
上
申
候
、
依
之
持
主

御
名
前
左
ニ
相
記
申
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
城
屋
良
助

持
主

　
こ
れ
に
も
持
主
の
名
を
記
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
道
中
記
は
五
街
道
及
び
主
要
街
道
は
模
式
図
様
に
描
か
れ
、
小
規
模
な
街
道
は

宿
場
名
と
定
宿
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
模
式
図
様
と
い
っ
て
も
建
造
物
や
風
景
も
描

か
れ
、
絵
図
的
雰
囲
気
も
あ
る
も
の
で
そ
こ
に
街
道
・
旅
・
観
光
情
報
が
書
き
込
ま

れ
て
い
る
。
旅
人
は
即
座
に
必
要
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
道
中
記

の
白
眉
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
貝
原
益
軒
ら
の
道
中
記
は
文
章
を
読
む
も
の
で

あ
っ
た
が
、
旅
の
大
衆
化
と
共
に
旅
人
達
は
一
目
瞭
然
、
視
覚
に
訴
え
る
よ
う
な
道

中
記
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　『
五
海
道
中
細
見
独
案
内
』
は
そ
の
内
容
か
ら
好
評
を
得
た
よ
う
で
、
安
政
五
年

に
表
題
を
『
五
海
道
中
細
見
記
』
と
改
め
、
一
冊
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は

一
般
旅
人
を
対
象
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
巻
末
に
は
「
諸
国
発
弘
書
林
」
と

し
て
各
地
の
書
肆
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
当
然「
…
…
持
主
御
名
前
左
ニ
相
記
申
候
、

以
上
、」
の
文
言
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　『
東
講
商
人
鑑
』・『
五
海
道
中
細
見
独
案
内
』
出
版
か
ら
四
年
後
の
安
政
六
年
、

東
講
は
『
東
講
定
宿
帳
』
を
出
版
し
て
い
る
（
筆
者
蔵
）。『
五
海
道
中
細
見
独
案
内
』

に
較
べ
る
と
簡
便
な
も
の
で
、
若
干
街
道
の
模
式
図
は
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

基
本
的
に
は
宿
名
と
定
宿
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
。『
五
海
道
中
細
見
独
案
内
』

を
利
用
す
れ
ば
よ
い
も
の
を
、
新
た
に
費
用
を
か
け
て
作
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の

理
由
を
こ
こ
で
は
検
討
し
な
い
が
、
新
た
な
道
中
記
を
出
版
し
た
理
由
の
一
つ
に
東

講
未
加
入
者
が
何
ら
か
の
方
法
で
東
講
中
と
詐
称
し
て
定
宿
を
利
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
道
中
記
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

右
の
か
ん
ば
ん
を
目
あ
て
に
所
持
の
か
ん
札
を
見
せ
候
へ
ば
、帳
面
と
引
合
せ
、

た
と
へ
バ
一
人
旅
た
り
共
心
易
く
御
止
宿
に
相
成
可
申
候
、
尤
わ
ら
じ
を
ぬ
が

ざ
る
う
ち
に
帳
面
と
引
合
可
申
候
、
若
引
合
の
帳
め
ん
こ
れ
な
く
候
ハ
ゞ
、
其

や
ど
に
ハ
泊
り
申
間
敷
候
、
か
ん
板
こ
れ
あ
り
候
共
、
掛
捨
に
て
定
宿
に
ハ
な

り
が
た
く
候
、
右
ハ
御
心
得
の
た
め
申
上
置
候
、
以
上
、

安
政
六
年

未
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
起
人

　
私
方
ハ
は
た
ご
や
仕
不
申
候
、尤
江
戸
之
儀
ハ
御
勝
手
次
第
ニ
御
泊
り
可
被
下
候
、

右
の
文
中
に
「
所
持
の
か
ん
札
を
見
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
東
講
定
宿
帳
』
に
は

竪
九
・
三
㎝
、
横
五
・
七
㎝
ほ
ど
の
木
製
の
鑑
札
が
付
い
て
い
る
。
裏
に
は
東
講
の
焼

印
が
押
さ
れ
、
裏
面
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

持
主
　
　
網
干
屋
与
左
エ
門

六
百
九

江
戸
湯
嶋
天
神
表
門
通
り
　
　
　

　
柳
横
町

大
坂
屋
良
助

江
戸
湯
嶋
天
神
門
前
　
　
　
　

柳
横
町
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右
は
兼
而
御
渡
申
置
候
附
帳
ニ
引
合
之
上
、
休
泊
其
外
無
差
支
御
取
斗
可
被
下

候
、

講
元
発
起
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
城
屋
良
助

　
右
の
う
ち
番
号
と
講
員
名
は
手
彫
り
、
そ
の
ほ
か
は
焼
印
で
あ
る
。

浪
花
講
に
し
ろ
東
講
に
し
ろ
講
員
詐
称
対
策
に
頭
を
悩
ま
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

後
も
浪
花
講
・
東
講
共
に
詐
称
防
止
の
た
め
の
策
を
打
ち
出
し
た
り
、
道
中
記
を
出

版
し
た
り
し
て
い
る
。

　
浪
花
講
・
東
講
以
外
の
講
中
も
ま
た
道
中
記
の
出
版
を
行
っ
て
い
た
。
た
と
え

ば
幕
末
に
は
千
嶋
講
が
『
千
嶋
講
定
宿
附
』（
内
題
に
よ
る
）〔
道
中
記
集
成
（（
〕
を
、

朝
日
講
が
道
中
記
（
表
題
不
明
）〔
道
中
記
集
成
（（
〕
を
、
三
都
講
な
ど
も
道
中
記
を

出
版
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
幕
末
に
は
多
く
の
旅
宿
講
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、
講
中
が
加
入
証
明
の
手

段
の
一
つ
と
し
て
道
中
記
を
配
付
し
た
た
め
、道
中
記
は
広
く
普
及
し
た
の
で
あ
る
。

❸
鉄
道
沿
線
案
内

（
一
）民
間
刊
行
の
鉄
道
沿
線
案
内

　
近
代
に
至
っ
て
も
交
通
機
関
―
特
に
鉄
道
―
が
発
達
す
る
ま
で
の
移
動
手
段
は
近

世
と
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
旅
の
時
代
で
あ
り
、
旅
行
案
内
書
も
道
中

記
が
主
流
で
あ
っ
た
。
但
し
西
欧
か
ら
の
印
刷
技
術
の
導
入
に
よ
り
、
銅
版
・
活
版

印
刷
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
挿
画
も
銅
版
画
・
石
版
画
そ
し
て
写
真
が
利

用
さ
れ
、
造
本
も
和
装
か
ら
洋
装
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

　
近
代
に
至
っ
て
か
ら
の
道
中
記
に
も
当
然
変
化
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
交
通

機
関
発
達
後
の
旅
行
案
内
書
に
つ
い
て
の
概
観
を
中
心
と
す
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
別
に
発
表
し
た
い
。

　
旅
行
案
内
書
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
鉄
道
、
そ
れ
も
東
海
道
線
の
開

通
で
あ
っ
た
。
明
治
二
二
年
東
海
道
線
が
開
通
す
る
と
東
海
道
線
を
は
じ
め
と
す
る

鉄
道
沿
線
案
内
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
旅
程
に
関
す
る
案
内
は
道
中
記
か

ら
鉄
道
沿
線
案
内
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
本
格
的
な
鉄
道
沿
線
案
内
が
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
が
い
つ
で
あ
る
か
は
定
か
で

は
な
い
が
、
明
治
二
七
年
頃
か
ら
多
数
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
そ

の
主
な
も
の
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
林
荘
太
郎
編
・
発
行
『
全
国
鉄
道
賃
金
名
所
旧
跡
案
内
』

金
川
書
店

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
亀
一
山
著
『
東
海
道
鉄
道
名
所
案
内
』
駸
々
堂

明
治
（（
年
（（
月
（
日
　
桜
井
純
一
著
・
発
行
『
東
海
道
鉄
道
遊
賞
旅
行
案
内
』
売

捌
所
丸
善
　
　

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
大
橋
又
太
郎
編
『
旅
行
案
内
』
日
用
百
科
全
書
一
四
　
博

文
館

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
伊
藤
芳
五
郎
編
『
日
本
鉄
道
旅
行
名
所
案
内
』
一
二
三
館

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
松
岡
広
之
編
・
発
行
『
日
本
鉄
道
案
内
記
』　

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
宇
田
川
文
海
編
述
『
南
海
鉄
道
案
内
』
南
海
鉄
道

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
春
日
利
兵
衛
編
・
発
行
『
官
設
鉄
道
案
内
』
発
行
所
服
部

書
店

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
西
野
恵
之
助
編
・
発
行
『
山
陽
鉄
道
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
津
田
南
寿
著
『
全
国
漫
遊
最
新
名
勝
案
内
』
松
栄
堂
書
店

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
桜
井
純
一
編
『
日
本
鉄
道
線
路
案
内
記
』
博
文
館

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
野
崎
城
雄
・
洲
崎
栄
芳
共
著
『
日
本

海
陸
漫
遊
の
栞
』
発
行
者

西
村
寅
次
郎
外

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
東
輝
文
編
『
古
今
雅
俗
東
海
鉄
道
名
所
記
』
発
行
所
岡
島
書
店

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
坪
谷
善
四
郎
著
『
日
本
漫
遊
案
内
』
上
・
東
半
部
　
博
文

館
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
坪
谷
善
四
郎
著
『
日
本
漫
遊
案
内
』
下
・
西
半
部
　
博
文
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明
治
（（
年
（
月
（
日
　
田
山
録
弥
著
『
日本
新
漫
遊
案
内
』
発
行
服
部
書
店
・
売
捌

所
大
倉
書
店

明
治
（0
年
（
月
（（
日
　
田
山
録
弥
・
小
杉
国
太
郎
他
著
『
東
海
道
線
旅
行
図
会
』
修
文

館

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
神
谷
市
郎
著
『
東
海
道

旅
の
友
車
窓
の
名
勝
観
』
博
文
館

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
森
永
規
六
著
『
西
武
鉄
道

管
理
局
線
名
所
図
会
』発
行
浜
田
日
報
社
他
・

発
売
　
田
中
書
房

　
こ
こ
に
は
国
鉄
―
国
鉄
と
い
う
表
現
は
適
切
で
な
い
が
、
作
業
局
・
鉄
道
院
・
鉄

道
省
と
区
別
し
て
記
す
と
煩
雑
に
な
る
の
で
、
国
鉄
と
表
示
す
る
こ
と
に
す
る
―
の

旅
行
案
内
＝
鉄
道
沿
線
案
内
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
鉄
道
沿
線
案
内
は
民
間
が
先
行

し
た
。
国
鉄
の
沿
線
案
内
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
。

　
右
に
掲
げ
た
沿
線
案
内
は
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
内
の
何
割
程
度
に
相
当
す
る
の

か
は
分
ら
な
い
が
、
当
時
の
出
版
状
況
か
ら
み
て
主
要
な
も
の
は
掲
げ
て
あ
る
と
思

う
。
本
格
的
な
沿
線
案
内
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
七

年
頃
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

　
民
間
出
版
と
い
っ
て
も
執
筆
者
の
中
に
は
鉄
道
関
係
者
も
い
た
。
―
厳
密
に
言
う

な
ら
私
鉄
関
係
者
は
民
間
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
―
二
冊
の
沿
線
案
内
を
著
し
た

桜
井
純
一
は
『
東
海
道
鉄
道
遊
賞
旅
行
案
内
』
の
「
本
書
発
行
事
由
附
言
」
に
よ
る

と
、「
又
余
は
職
ニ
日
本
鉄
道
株
式
会
社
ニ
従
フ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
」
と
あ
る
よ
う

に
日
本
鉄
道
株
式
会
社
社
員
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
附
言
に
よ
れ
ば
桜
井
は
明
治
二
五

年
友
人
某
と
全
国
の
鉄
道
案
内
を
計
画
し
、
と
り
あ
え
ず
友
人
は
日
本
鉄
道
、
桜
井

は
東
海
道
を
分
担
す
る
も
、
友
人
は
激
務
の
た
め
執
筆
で
き
ず
、
東
海
道
を
先
に
出

版
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
鉄
道
社
員
と
し
て
は
東
海
道
を
先
に
出
版

す
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
日
本
鉄
道
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い

と
書
い
て
い
る
。
本
書
に
は
鉄
道
局
長
松
本
荘
一
が
題
字
を
、
日
本
鉄
道
社
長
の
小

野
義
真
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
桜
井
が
他
日
を
期
し
て
出
版
し
た
も
の
が

『
日
本
鉄
道
案
内
記
』
で
あ
る
が
、
上
司
ら
の
序
文
等
は
無
い
。
　

　『
日
本
鉄
道
案
内
記
』の
編
者
松
岡
弘
之
も
日
本
鉄
道
社
員
で
、序
文
に「
今
春
偶
々

我
社
に
於
て
案
内
記
発
行
の
議
あ
り
、」
と
あ
る
が
、
会
社
の
業
務
と
し
て
出
版
し

た
も
の
で
は
な
く
、
同
好
の
士
に
よ
っ
て
編
集
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　『
西
部
鉄
道

管
理
局
線
名
所
図
会
』
の
森
永
規
六
も
西
部
鉄
道
管
理
局
職
員
で
、
管
理
局
長
長

谷
川
謹
介
以
下
課
長
・
係
長
ら
の
題
字
・
序
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
沿
線
案
内
に
限
ら
ず
、
鉄
道
関
係
者
が
旅
行
案
内
書
を
執
筆
し
上
司
が
題
字
や
序

文
を
寄
せ
る
と
い
う
の
は
、
昭
和
一
〇
年
前
後
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
近
世
の
道
中
記
は
大
衆
化
と
と
も
に
内
容
が
簡
便
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
明
治
期

に
出
版
さ
れ
た
沿
線
案
内
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
詳
細
な
内
容
で
あ
る
。

　『
全
国
鉄
道
賃
金
名
所
旧
跡
案
内
』
は
竪
二
一
，
七
㎝
、
横
一
四
，
五
㎝
。
案
内

書
と
し
て
は
大
判
で
本
文
四
九
四
頁
の
大
冊
で
あ
る
。
収
録
路
線
は
東
海
道
・
山
陽

道
・
讃
岐
鉄
道
・
伊
予
鉄
道
・
九
州
鉄
道
・
阪
堺
鉄
道
・
大
阪
鉄
道
・
関
西
鉄
道
・

敦
賀
線
・
甲
武
鉄
道
・
日
本
鉄
道
・
両
毛
鉄
道
・
直
江
津
線
そ
し
て
東
京
・
京
都
・

大
阪
の
案
内
で
、
沿
線
各
駅
毎
に
名
所
・
観
光
案
内
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　『
官
設
鉄
道
案
内
』
は
本
文
二
五
九
頁
、
賃
金
表
五
一
頁
だ
が
、
本
文
の
後
半
は

鉄
道
略
則
・
鉄
道
貨
物
運
送
補
足
・
乗
客
の
注
意
ス
ベ
キ
事
項
・
荷
物
托
送
手
続
き

及
賃
金
・
官
設
鉄
道
概
況
が
延
々
と
続
く
。

　
固
い
書
名
が
続
く
が
、「
漫
遊
」
と
い
う
よ
う
に
一
般
に
馴
染
み
や
す
い
名
称
も

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
漫
遊
の
栞
』
な
ど
は
活
版
和
装
本
で
表
紙
は
版
画
、

口
絵
に
は
写
真
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　『
東
海
道

旅
の
友
車
窓
の
名
勝
観
』
は
沿
線
の
眺
望
を
こ
と
細
か
に
記
し
た
も
の
だ
が
、
新

橋
停
車
場
出
発
の
辺
り
を
少
し
引
用
し
て
お
こ
う
。

浜
離
宮
と
芝
離
宮
　
汽
車
の
動
き
初
む
る
や
、
間
も
な
く
線
路
の
下
を
横
ぎ
れ

る
道
路
あ
り
、
此
に
て
左
窓
を
見
れ
ば
、
一
町
許
を
隔
て
、
堀
を
挟
み
て
前
面

に
、
樹
木
の
鬱
蒼
と
し
て
見
ゆ
る
は
浜
離
宮
に
し
て
…
…

　『
東
海
道
線
旅
行
図
会
』
は
そ
の
名
の
ご
と
く
東
海
道
の
絵
図
で
、
絵
を
小
杉
放
庵
が
、
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文
章
を
田
山
花
袋
・
小
栗
風
葉
・
沼
浪
瓊
音
が
書
い
て
い
る
。『
西
部
鉄
道

管
理
局
線
名
所
図
会
』

は
『
東
海
道
線
旅
行
図
会
』
に
触
発
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
形
式
は
全
て

『
東
海

道
線
旅
行
図
会
』
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
。

　
近
世
の
道
中
記
は
大
衆
化
と
供
に
内
容
が
簡
略
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
鉄
道
の
時

代
に
な
る
と
再
び
ハ
ー
ド
と
い
う
か
詳
細
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
旅
行
案
内
書
に
限
ら
ず
多
く
の
事
象
は
草
創
期
、
導
入
期
に
は
特
定
階
級
に
位
置

す
る
も
の
が
享
受
し
、
時
を
経
て
大
衆
化
す
る
に
つ
れ
、
製
作
者
側
は
大
衆
の
要
求

に
応
え
る
た
め
安
価
な
も
の
、簡
略
化
さ
れ
た
も
の
を
製
作
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　
近
世
を
通
じ
て
道
中
記
と
い
う
旅
行
案
内
書
は
出
版
さ
れ
続
け
て
き
た
が
、
鉄
道

の
導
入
に
よ
り
旅
行
案
内
書
、
特
に
旅
程
に
関
す
る
案
内
書
は
仕
切
り
直
し
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
鉄
道
旅
行
の
草
創
期
、
沿
線
案
内
書
も
又
草
創
の
時
期
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
草
創
期
の
沿
線
案
内
の
著
者
た
ち
も
旅
客
が
何
を

求
め
て
い
る
か
を
つ
か
み
切
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
方
通
行
で
あ
り
、
詳
細
な
内
容
、

百
科
全
書
的
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
先
に
列
挙
し
た
よ
う
な
沿
線
案

内
は
特
定
な
階
層
が
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
沿
線
案
内
の
ほ
と
ん
ど
は
判
型
も
ハ
ン
デ
ィ
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か

ら
み
て
旅
行
に
携
行
す
る
と
い
う
よ
り
旅
行
に
出
る
前
に
読
む
、
あ
る
い
は
読
ん
で

知
識
を
得
る
た
め
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
沿
線
案
内
を
入
手
す
る
よ
う
な
階

層
は
多
く
の
知
識
を
欲
し
た
の
で
あ
り
、
沿
線
案
内
は
読
み
や
す
い
地
誌
書
で
あ
っ

た
。

　
近
世
前
期
あ
る
い
は
一
七
〇
〇
年
代
頃
ま
で
の
道
中
記
及
び
道
中
記
の
著
者
は
ス

テ
ー
タ
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
沿
線
案
内
お
よ
び
一
定
の
内
容
を

持
つ
旅
行
案
内
書
も
ま
た
使
い
捨
て
で
は
な
く
、
書
架
に
納
め
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
当
時
の
購
入
者
が
麗
々
し
く
蔵
書
印
を
押
印
し
た
も
の
を

随
分
と
見
か
け
る
の
で
あ
る
。

　『
日
本
名
勝
地
誌
（
11
（

』
の
編
纂
に
従
事
し
た
田
山
花
袋
も
ま
た
案
内
書
『
日
本
新
漫

遊
案
内
』
を
執
筆
し
て
い
る
。
当
時
小
説
家
が
旅
行
の
案
内
書
を
執
筆
す
る
こ
と
が

文
学
界
で
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く

と
も
小
説
家
の
立
場
を
脅
か
す
よ
う
で
あ
れ
ば
、
花
袋
も
案
内
書
の
執
筆
は
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
花
袋
は
多
く
の
旅
行
案
内
書
を
執
筆
し
て
い
る

が
、
小
説
家
で
あ
る
花
袋
は
紀
行
文
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
筆
者
が
旅
行
案
内
書
と

し
た
も
の
を
、
文
学
の
分
野
で
は
紀
行
文
と
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。

　
明
治
二
〇
年
代
後
半
以
降
沿
線
案
内
は
か
な
り
出
版
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大

正
期
に
は
い
る
と
そ
の
数
は
激
減
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

大
正
（
年
（
月
（（
日
―
（
年
（
月
（
日
　
田
山
花
袋
著
『
日
本
一
周
』
全
（
冊
　

博
文
館

大
正
（
年
（
月
（（
日
―
（
年
（
月
（（
日
　
谷
口
梨
花
著
『
汽
車
の
窓
か
ら
』
全
（

冊
　
博
文
館

大
正
（
年
（
月
（（
日
　
全
国
名
所
案
内
社
編
『
日
本
巡
遊
汽
車
の
旅
』
岡
村
書
店
　

大
正
（0
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
旅
行
案
内
編
纂
所
編
『
大
　
正

十
年
版
鉄
道
旅
行
案
内
』
白

羊
社

大
正
（0
年
（（
月
　
　
　
清
水
吉
康
著
『
東
海
道
パ
ノ
ラ
マ
地
図
』
金
尾
文
淵
堂

大
正
（（
年
（
月
（（
日
　
全
国
鉄
道
旅
行
案
内
所
著
『
全
国
鉄
道
旅
行
案
内
』
駸
々

堂
書
店
旅
行
案
内
部

大
正
（（
年
（
月
（（
日
　
安
治
博
道
他
著
『
新撰
鉄
道
旅
行
案
内
』
駸
々
堂
旅
行
案
内

部

　
右
に
掲
げ
た
沿
線
案
内
は
筆
者
の
架
蔵
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

以
っ
て
激
減
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
筆
者
が
収
集
し
た
大
正
期

の
旅
行
案
内
は
一
二
〇
冊
か
ら
一
三
〇
冊
で
あ
る
。
収
集
当
時
こ
こ
で
述
べ
て
い
る

よ
う
な
発
想
は
な
く
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
沿
線
案
内
を
求
め
て
い
て
、
こ
の
結
果
で

あ
る
。
　

　
右
の
う
ち
田
山
花
袋
・
谷
口
梨
花
の
著
作
は
気
軽
に
読
ま
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
り
、特
に
花
袋
の『
日
本
一
周
』は
花
袋
の
旅
の
記
録
・
紀
行
文
に
よ
っ
て
お
り
、『
日

本
一
周
』
と
い
う
紀
行
文
集
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
東
海
道
線
の
う
ち
書
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き
た
い
と
こ
ろ
だ
け
を
書
い
た
の
で
は
な
く
、東
海
道
全
線
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

前
に
も
記
し
た
が
筆
者
は
文
学
作
品
と
し
て
の
紀
行
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
分

ら
な
い
が
、
そ
れ
な
り
の
起
承
転
結
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
の
だ
ろ

う
。『
日
本
一
周
』
は
紀
行
文
と
い
う
体
裁
の
沿
線
案
内
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
一
方
大
正
一
二
年
の
『
新撰
鉄
道
旅
行
案
内
』
は
横
長
の
本
で
本
文
一
一
二
九
頁
、

厚
さ
が
四
㎝
も
あ
り
、弾
丸
で
も
入
れ
る
よ
う
な
頑
丈
な
紙
製
の
箱
に
入
っ
て
い
る
。

本
書
は
旅
行
業
者
や
旅
館
等
、
旅
行
施
設
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
折
本
仕
様
等
の
簡
便
な
鉄
道
路
線
図
、

も
多
数
出
版
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
旅
行
者
は
こ
れ
を
求
め
た
と
思
う
が
、『
東
海

道
パ
ノ
ラ
マ
地
図
』
は
模
式
図
的
な
絵
図
で
は
な
く
、
詳
密
に
描
か
れ
た
多
色
刷
り

の
鳥
瞰
図
で
あ
る
。
山
陽
線
・
近
畿
・
東
京
付
近
の
沿
線
パ
ノ
ラ
マ
地
図
も
発
行
さ

れ
、
東
海
道
に
つ
い
て
は
昭
和
三
年
に
縮
刷
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
鉄
道
沿
線
絵

図
と
し
て
は
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
こ
の
よ
う
な
鳥
瞰
図
は
作
ら

れ
て
い
な
い
。

　
沿
線
案
内
が
激
減
し
た
背
景
に
は
旅
行
内
容
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
旅
行
の
多
様
化
で
あ
り
、
近
世
の
徒
歩
に
よ
る
移
動
が
鉄
道
に
よ
る
移
動
に
な

り
、
旅
行
か
ら
道
中
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

（
二
）国
鉄
発
行
の
鉄
道
旅
行
案
内

　
沿
線
案
内
は
民
間
が
先
行
し
た
が
、
次
に
国
鉄
の
沿
線
案
内
に
つ
い
て
み
て
み
よ

う
。

　
次
に
掲
げ
た
国
鉄
の
沿
線
案
内
も
筆
者
の
架
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
か
ら
戦

前
に
か
け
て
国
鉄
が
編
集
出
版
し
た
も
の
は
あ
る
程
度
揃
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。明

治
（（
年
（
月
（0
日
　
鉄
道
作
業
局
運
輸
部
編
・
発
行
『
鉄
　
道

作
業
局
線
路
名
所
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
作
業
局
運
輸
部
編
・
発
行『
鉄
道
作
業
局
線
路
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
鉄
道
作
業
局
運
輸
部
編
・
発
行
『G
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』

明
治
（（
年
（
月
　
　
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
』

明
治
（（
年
（（
月
　
　
　
東
武
鉄
道
管
理
局
営
業
課
編
・
発
行
『
遊
覧
地
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
院
線

沿
　
　
道
遊
覧
地
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
』

明
治
（（
年
（
月
（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
遊
覧
地
案
内
』

大
正
元
年
（0
月
（（
日
　
東
部
鉄
道
管
理
局
営
業
課
編
・
発
行
『
鉄
道
沿
線
案
内
』

大
正
（
年
（
月
　
　
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
沿
線
遊
覧
地
案
内
』

大
正
（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（
年
（
月
（0
日
　
鉄
道
院
編
・
発
行
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（0
年
（0
月
（
日
　
鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

大
正
（（
年
（0
月
（
日
　
鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
博
文
館

昭
和
（
年
（
月
（（
日
―
（（
年
（
月
（0
日
　
鉄
道
省
編
『
日
本
案
内
記
』
全
八
冊
博

文
館

昭
和
（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
』

昭
和
（（
年
（
月
（（
日
　
鉄
道
省
編
『
鉄
道
旅
行
案
内
』

　
国
鉄
出
版
の
も
の
で
最
も
古
い
も
の
は
明
治
三
六
年
の
『
鉄
道
作
業
局
線
路
名
所

案
内
』
で
あ
る
が
、
本
書
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
一
名
博
覧
会
出
品
大
写
真
説
明
」

と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
三
六
年
三
月
一
日
か
ら
七
月
三
一
日
に
か
け
て
の
大
阪
の
天

王
寺
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
た
沿
線
写
真
と
そ
の
解
説

で
あ
る
。

　
本
格
的
な
案
内
書
は
明
治
三
六
年
出
版
の
『
鉄
道
作
業
局
線
路
案
内
』
で
、
鉄

道
案
内
所
に
お
い
て
販
売
し
た
（
11
（

。
し
か
し
本
文
六
〇
〇
頁
、
竪
二
二
，
六
㎝
・
横

一
五
，
四
㎝
の
大
判
で
紙
質
の
関
係
で
重
量
も
あ
る
た
め
、
交
通
・
旅
行
業
関
係
者
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及
び
旅
宿
業
者
が
主
に
購
入
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
翌
三
九
年
に
は
英
文
の
案
内
も
出

版
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
四
二
年
に
『
鉄
道
院
線
沿
道
遊
覧
地
案
内
』
が
出
版
さ
れ
る
と
、
大
正
二
年

ま
で
遊
覧
地
シ
リ
ー
ズ
が
続
き
、
四
二
年
に
は
地
域
版
の
案
内
と
も
い
う
べ
き
『
遊

覧
地
案
内
』
が
東
部
鉄
道
管
理
局
営
業
課
に
よ
り
編
集
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
大
正
三
年
か
ら
は
書
名
を
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
と
改
称
し
、
ほ
ぼ
同
一
判
型
で
大

正
七
年
頃
ま
で
毎
年
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
す
る

余
裕
は
無
い
が
、
年
毎
に
内
容
を
改
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
判
型
は

新
書
版
程
で
、
三
〇
〇
頁
程
か
ら
四
〇
〇
頁
余
で
あ
る
。

　
大
正
七
年
版
は
翌
八
年
に
も
そ
の
ま
ま
の
内
容
で
出
版
さ
れ
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は

終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
民
間
出
版
の
『
大
　
正

十
年
版
鉄
道
旅
行
案
内
』
は
鉄
道
院
が
大

正
九
・
十
年
と
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
を
出
版
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
同
年
六
月
出
版

し
た
も
の
で
、
そ
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

例
年
鉄
道
省
か
ら
「
鉄
道
旅
行
案
内
」
が
出
る
が
、
昨
年
及
今
年
は
出
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
乗
じ
た
と
い
ふ
訳
で
は
な
い
が
、
大
分
以
前
か
ら
従
来
の
鉄
道
旅

行
案
内
よ
り
も
も
つ
と
最
新
調
査
の
を
拵
へ
た
い
と
用
意
し
て
ゐ
た
。
其
結
果

此
鉄
道
旅
行
案
内
を
公
刊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
本
書
編
集
に
は
鉄
道
省
関
係
者
、
各
駅
主
任
、
及
び
谷
口
梨
花
・
小
柴
卯

之
七
ら
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
大
正
一
〇
年
一
〇
月
鉄
道
省
の
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
は
横
長
の
本
に
姿
を
変
え
て

登
場
し
た
。
大
正
一
〇
年
は
鉄
道
開
設
五
〇
周
年
に
あ
た
る
た
め
、
こ
れ
を
記
念
し

て
新
装
版
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
が
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
書
は
吉
田
初
三
郎

の
絵
や
図
な
ど
が
一
〇
七
点
も
収
録
さ
れ
人
気
を
博
し
た
。
大
正
一
三
年
の
『
鉄
道

旅
行
案
内
』
は
大
正
一
〇
年
の
改
訂
版
で
、
再
び
吉
田
初
三
郎
が
起
用
さ
れ
て
い

る
（
11
（

。
　
横
長
の
旅
行
案
内
は
二
冊
で
終
る
が
、
大
正
一
二
年
に
駸
々
堂
旅
行
部
が
発
行
し

た
『
新撰
鉄
道
旅
行
案
内
』
は
大
正
一
〇
年
の
『
鉄
道
旅
行
案
内
』
を
模
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
次
に
新
た
な
旅
行
案
内
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
年
か
ら
の
『
日
本
案
内
記
』

で
あ
る
。『
日
本
案
内
記
』
は
旅
行
案
内
書
の
決
定
版
・
名
著
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
本
書
に
つ
い
て
は
中
川
浩
一
（
11
（

が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ

の
概
略
の
み
記
し
て
お
こ
う
。

　
大
正
一
五
年
（
昭
和
元
年
）
鉄
道
省
は
国
内
向
け
の
詳
細
な
旅
行
案
内
書
―
『
日

本
案
内
記
』
―
の
刊
行
に
着
手
し
た
。
第
一
冊
目
と
し
て
「
東
北
篇
」
を
昭
和
二
年

に
出
版
す
べ
く
編
集
を
開
始
し
た
が
、
実
際
に
は
四
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
以
下

昭
和
五
年
「
関
東
篇
」、
六
年
「
中
部
篇
」、
七
年
「
近
畿
篇
上
」、
八
年
近
畿
篇
下
」、

九
年
「
中
国
・
四
国
篇
」、
十
年
「
九
州
篇
」、
一
一
年
「
北
海
道
篇
」
が
刊
行
さ

れ
完
結
し
て
い
る
。
そ
の
後
昭
和
一
二
年
か
ら
改
正
版
が
出
版
さ
れ
、
戦
後
も
昭
和

二
四
年
か
ら
改
正
版
が
日
本
交
通
公
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　『
日
本
案
内
記
』
は
全
八
冊
で
あ
る
が
、昭
和
五
年
と
一
一
年
に
『
鉄
道
旅
行
案
内
』

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
広
範
に
わ
た
る
国
鉄
の

沿
線
案
内
は
事
実
上
『
日
本
案
内
記
』
を
も
っ
て
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
　

お
わ
り
に

　
旅
行
案
内
書
を
本
稿
で
は
試
験
的
に
四
分
類
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
①

旅
程
に
関
す
る
案
内
―
道
中
記
・
鉄
道
沿
線
案
内
―
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

　
徒
歩
に
よ
る
移
動
＝
旅
の
時
代
に
あ
っ
て
は
目
的
地
ま
で
の
旅
程
の
概
要
を
知
っ

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
し
、
移
動
の
場
で
あ
る
道
中
は
名
所
旧
跡
等
を
楽
し
む
場
で

あ
り
、
道
中
記
は
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
近
世
前
期
の
道
中
記
は
お
そ
ら
く
価
格
も
高
く
、
こ
れ
を
所
持
で
き
る
旅
人
は
極

め
て
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
識
字
率
の
面
か
ら
も
ま
た
所
持
で

き
る
旅
人
は
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
七
〇
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
道
中

記
も
各
種
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
は
経
済
的
余
裕
、
旅
人
の
増
加
、
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そ
し
て
識
字
率
の
向
上
で
あ
る
。
　

　
道
中
記
が
一
気
に
普
及
す
る
の
は
浪
花
講
・
東
講
を
は
じ
め
と
す
る
旅
宿
組
合
の

成
立
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
内
容
等
が
整
理
さ
れ
て
読
み
や
す
く
な
り
、
視
覚
に

訴
え
る
も
の
が
作
ら
れ
、
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
携
帯
で
き
る
木
版
摺
り
の
道
中
記
を
取
り
上
げ
た
が
、
旅
人
が
旅
中
に

書
い
た
旅
日
記
も
ま
た
道
中
記
の
役
割
を
果
た
し
た
。
旅
日
記
の
中
に
は
明
ら
か
に

子
孫
が
旅
に
出
る
と
き
の
た
め
に
書
き
残
し
た
旅
日
記
が
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
。

　
近
代
に
入
っ
て
も
交
通
機
関
が
発
達
す
る
ま
で
は
旅
の
時
代
で
あ
り
、
旅
程
に
関

す
る
案
内
は
道
中
記
で
あ
っ
た
。

　
明
治
二
二
年
東
海
道
線
が
開
通
す
る
と
、
道
中
の
案
内
は
不
要
と
な
り
、
鉄
道
沿

線
案
内
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
鉄
道
に
乗
れ
ば
道
に
迷
う
こ
と
も

な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
旅
程
に
関
す
る
案
内
は
不
要
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
鉄
道
沿
線
案
内
の
刊
行
は
民
間
が
先
行
し
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
各
種
沿
線

案
内
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
大
正
期
に
入
る
と
激
減
し
て
い
く
よ
う
で
あ

る
。

　
鉄
道
沿
線
案
内
の
減
少
は
旅
行
の
多
様
化
に
よ
る
も
の
で
、
地
域
別
・
テ
ー
マ
別

の
案
内
書
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
漫
遊
案
内
七
日
の
旅
（
11
（

』・

『
郊
外
探
勝
そ
の
日
帰
り
（
11
（

』・『
近
畿
遊
覧
そ
の
日
か
へ
り
（
1（
（

』・『
一
泊
旅
行
土
曜
か
ら

日
曜
（
11
（

』
と
い
う
よ
う
な
旅
行
指
南
書
・
温
泉
案
内
・
名
所
史
跡
案
内
・
海
水
浴
案
内
・

登
山
案
内
等
々
の
案
内
が
陸
続
と
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
沿
線
に
関
す
る
案
内
書
は
旅
行
関
係
者
に
と
っ
て
は
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
般
旅
行
者
の
と
っ
て
は
必
要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
旅
の
時
代
と
異
な
り
沿
線

の
観
光
案
内
が
あ
っ
て
も
い
ち
い
ち
下
車
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
し
、
よ
ほ
ど
の

マ
ニ
ア
で
も
な
い
限
り
鉄
道
沿
線
案
内
を
手
に
、
車
窓
の
風
景
を
眺
め
続
け
る
旅
行

者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
行
楽
目
的
の
旅
行
者
は
車
中
で
飲
食
を
楽
し
み
、
そ
し
て
ま

ど
ろ
み
、
車
窓
の
移
り
ゆ
く
風
景
を
眺
め
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
旅
行
か
ら

は
道
中
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
国
鉄
が
本
格
的
な
沿
線
案
内
を
刊
行
し
た
の
は
明
治
三
八
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、

四
二
年
以
降
大
正
末
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
年
か
ら
は

そ
の
到
達
点
と
も
い
う
べ
き
『
日
本
案
内
記
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
が
、『
日
本

案
内
記
』
完
結
以
降
新
た
な
鉄
道
沿
線
案
内
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
国
鉄
と
し
て
は
旅
客
の
増
加
は
最
大
の
使
命
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
鉄
道
沿
線

案
内
を
出
版
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
格
調
の
高
い
鉄
道
沿

線
案
内
の
刊
行
は
国
鉄
の
プ
ラ
イ
ド
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
民
間
に
お
け
る
鉄
道
沿
線

案
内
刊
行
の
減
少
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
国
鉄
が
常
に
格
調
の
高
い
鉄
道
沿

線
案
内
を
刊
行
し
続
け
て
き
た
た
め
、
民
間
の
出
版
社
が
同
じ
よ
う
な
も
の
を
出
す

必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
国
鉄
も
鉄
道
沿
線
案
内
の
刊
行
を
続
け
る
一
方
、
旅
客
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
案

内
書
も
当
然
出
版
し
て
い
る
。
明
治
四
二
年
東
部
鉄
道
管
理
局
営
業
課
編
『
遊
覧
地

案
内
』・
大
正
八
年
『
神
詣
で
』・
同
九
年
『
温
泉
案
内
』・
同
一
一
年
『
お
寺
ま
ゐ
り
』・

同
一
三
年
『
羽
越
線
案
内
』・
同
年
『
十
和
田
・
田
沢
・
男
鹿
半
島
案
内
』・
同
一
四

年
『
豆
相
温
泉
め
ぐ
り
』
と
い
う
よ
う
に
地
域
別
、
テ
ー
マ
別
の
案
内
書
を
出
版
、

版
を
重
ね
て
い
る
。

　
昭
和
に
入
る
と
鉄
道
省
、
各
鉄
道
局
が
地
域
を
中
心
と
し
た
案
内
書
を
出
版
し
て

い
る
が
、
そ
の
一
部
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
昭
和
八
年
『
景
観
を
尋
ね
て
』・
昭
和
九
年
四
月
『
房
総
と
水
郷
』・
同
年
同
月
『
近

畿
中
国
四
国
名
勝
案
内
』・
昭
和
九
年
一
〇
月
『
東
京
中
心
釣
案
内
』・
昭
和
九
年

一
一
月
『
伊
豆
半
島
め
ぐ
り
』・
昭
和
一
〇
年
二
月
『
紀
州
』・
昭
和
一
二
年
三
月
『
四

国
』・
昭
和
一
二
年
四
月
『
登
山
案
内
』・
昭
和
一
三
年
一
月
『
東
北
の
玩
具
』・
昭

和
一
三
年
三
月
『
北
陸
』・
昭
和
一
四
年
一
〇
月
『
近
畿
山
陰
の
風
物
』

　
近
世
の
旅
は
伊
勢
神
宮
・
善
光
寺
参
詣
あ
る
い
は
都
市
周
辺
の
寺
社
へ
旅
す
る
な

ど
、
目
的
地
は
あ
っ
た
が
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
道
中
を
も
含
ん
だ
「
旅
」
そ
の

も
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
道
中
で
史
跡
名
所
・
寺
社
を
見
物
参
詣
し
、
時
に
は
温
泉

に
も
入
っ
た
。
道
中
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
多
様
な
楽
し
み
を
味
わ
い
経
験
す
る
こ
と
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が
で
き
た
が
、
交
通
機
関
が
発
達
す
る
と
多
様
な
楽
し
み
を
す
る
こ
と
が
不
可
能
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
近
代
に
至
り
鉄
道
・
バ
ス
輸
送
が
発
達
す
る
と
、
よ
り
遠
く
へ
の
旅
行
が
可
能
に

な
り
、
都
市
近
郊
に
は
新
た
な
観
光
地
が
多
数
成
立
し
た
。
鉄
道
開
通
後
も
伊
勢
参

宮
は
旅
行
の
頂
点
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
伊
勢
参
宮
が
旅
行
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
は
大
正
期
あ
る
い
は
戦
前
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。

　
鉄
道
発
達
以
降
伊
勢
参
宮
者
は
増
加
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
旅
行
人
口
に
占
め
る
伊

勢
参
宮
者
の
割
合
は
近
世
に
比
較
し
て
爆
発
的
に
増
加
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ

る
。
都
市
周
辺
に
多
く
の
手
軽
な
観
光
地
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
安
価
に
旅
行

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
よ
う
や
く
旅
行
の
気
分
を
味
わ
え
る
階
層

が
増
加
し
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
長
距
離
旅
行
に
し
て
も
多
く
は
団
体
旅

行
で
あ
り
、
鉄
道
沿
線
案
内
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
旅
行
は
教
育
と
い
う
立
場
か
ら
の
鉄
道
沿
線

案
内
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
本
格
的
な
鉄
道
沿
線
案
内
が
い
つ
頃
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
昭
和
三
五
年
修
道
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
旅
窓

全
書
東
海
道
線
』

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
本
書
は
東
京
教
育
大
学
の
和
歌
森
太
郎
と
一
橋
大
学
の
石
田

龍
次
郎
が
編
者
と
な
り
、
水
江
漣
子
・
中
丸
和
伯
・
藤
岡
謙
二
郎
を
は
じ
め
と
す
る

歴
史
学
者
・
地
理
学
者
等
が
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
者
が
執
筆
し
て
い
る
と

は
い
え
読
み
や
す
く
、
内
容
も
充
実
し
て
お
り
、
昭
和
三
〇
年
代
の
東
海
道
沿
線
の

名
所
・
旧
跡
・
地
場
産
業
を
み
る
上
で
、
現
在
と
な
っ
て
は
貴
重
な
地
誌
書
で
あ
る
。

　
鉄
道
沿
線
案
内
は
旅
行
案
内
書
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
簡
便
な
そ
し
て
線
状
で
は

あ
る
が
広
範
な
地
域
の
地
誌
書
で
も
あ
っ
た
。

（
（
）　
新
城
常
三
著
『
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
的
研
究
』（
昭
（（
）
塙
書
房

（
（
）　
拙
稿
「
旅
日
記
に
み
る
近
世
の
旅
に
つ
い
て
」『
交
通
史
研
究
』
（（
（
昭
（0
）

（
（
）　
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
』（
平
（
～
（0
）
大
空
社

（
（
）　
三
田
村
鳶
魚
著
『
三
田
村
鳶
魚
全
集
』
一
五
（
昭
（（
）
中
央
公
論
社

（
（
）　
大
島
延
次
郎
著
『
日
本
交
通
史
論
叢
』
続
編
（
昭
（（
）
吉
川
弘
文
館

（
（
）　『
旅
風
俗
』
Ⅱ
（
講
座
日
本
風
俗
史
別
巻
（
）（
昭
（（
）

（
（
）　
註
（
（
）
の
別
巻
の
三
。
七
三
頁
～
一
七
一
頁
。
こ
の
ほ
か
二
〇
三
頁
～
二
一
五
頁
は
「
明

治
の
道
中
記
」

（
（
）　
中
川
浩
一
著
『
旅
の
文
化
誌
』（
昭
（（
）
伝
統
と
現
代
社

（
（
）　
岩
佐
淳
一
著
「
旅
行
と
メ
デ
ィ
ア
―
戦
前
期
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
ま
な
ざ
し
」（『
学
習
院

女
子
大
学
紀
要
』
（
所
収
）　
　

（
（0
）　
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
編
『
旅
程
と
費
用
概
算
』（
昭
（
）
博
文
館
　
本

文
七
三
八
頁
、
付
録
三
一
頁

（
（（
）　
忠
田
敏
夫
著
『
参
勤
交
代
道
中
記
―
加
賀
藩
史
料
を
読
む
―
』（
平
（
）
平
凡
社

（
（（
）　
註
（
（0
）
に
同
じ

（
（（
）　『
耽
奇
漫
録
』
下
（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
別
巻
）（
平
（
）
吉
川
弘
文
館
五
六
七
頁

（
（（
）　
浅
井
了
意
著
朝
倉
治
彦
校
注
『
東
海
道
名
所
記
』
二
（
昭
（（
）
平
凡
社
二
九
三
頁
～
二
九
四

頁

（
（（
）　
註
（
（（
）『
東
海
道
名
所
記
』
一
（
昭
（（
）
一
二
三
頁
～
一
二
四
頁

（
（（
）　
板
坂
耀
子
・
宗
政
五
十
緒
校
注
『
東
路
記
・
己
巳
紀
行
・
西
遊
記
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

（（
）（
平
（
）
岩
波
書
店
　
板
坂
は
「
貝
原
益
軒
『
東
路
記
』『
己
巳
紀
行
』
と
江
戸
前
期
の
紀

行
文
学
」
題
し
た
解
説
を
執
筆
し
て
い
る
。

（
（（
）　
柳
田
國
男
校
訂
『
紀
行
文
集
』（『
帝
国
文
庫
』
（（
）（
昭
（
）
博
文
館

（
（（
）　
註
（
（（
）
四
二
一
頁

（
（（
）　
安
田
相
郎
著
「
大
和
巡
遊
記
」（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
（
）（
昭
（（
）
三
一
書
房

（
（0
）　
同
右
解
説

（
（（
）　
大
田
区
立
郷
土
博
物
館
編
発
行
『
特
別
展
弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
旅
を
す
る
』（
平
（
年
）

（
（（
）　『
東
海
道
中
勝
景
行
程
記
』（
平
（（
）
大
平
書
屋
　
本
書
は
原
標
題
を
改
変
し
て
い
る
。

（
（（
）　
大
島
延
次
郎
著
『
日
本
交
通
論
叢
』
所
収
「
旅
宿
と
し
て
観
た
る
講
の
発
達
」
本
書
は
昭
和

一
四
年
に
出
版
さ
れ
、
同
四
四
年
法
政
大
学
出
版
局
よ
り
復
刻
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
復
刻
本
に

依
っ
た
。

（
（（
）　『
道
中
記
集
成
』
三
九
の
解
説

（
（（
）　『
日
本
名
勝
地
誌
』
全
（（
編
（
明
（（
～
（（
）
博
文
館
　
こ
の
う
ち
（
～
（
・
（0
編
は
野
崎
左

註
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［旅行案内書の成立と展開］……山本光正

文
著
。
（
編
松
原
岩
五
郎
著
。
（（
編
琉
球
の
部
田
山
花
袋
著
。
（（
編
台
湾
嶋
田
定
友
著
。
田
山

花
袋
は
『
日
本
名
勝
地
誌
』
の
簡
略
版
『
新
撰
名
勝
地
誌
』
全
（0
巻
（
明
（（
～
大
（
）
博
文
館

を
編
集
し
て
い
る
。

（
（（
）　
日
本
国
有
鉄
道
編
『
日
本
国
有
鉄
道
百
年
史
年
表
』（
昭
（（
）
明
治
（
年
（
月
（（
日
の
項

（
（（
）　
長
瀬
昭
之
助
著
「
吉
田
初
三
郎
雑
考
Ⅰ
」（『
古
地
図
研
究
』
（0（
所
収
）

（
（（
）　
註
（
（
）
に
同
じ

（
（（
）　
落
合
昌
太
郎
著
『
漫
遊
案
内
七
日
の
旅
』（
大
（
）
有
文
堂

（
（0
）　
落
合
昌
太
郎
著
『
郊
外
探
勝
そ
の
日
が
へ
り
』（
大
（
）
金
尾
文
淵
堂

（
（（
）　
彩
霞
生
著
『
近
畿
遊
覧
其
日
か
へ
り
』（
大
（
）
文
徳
堂
・
小
谷
本
店

（
（（
）　
松
川
二
郎
著
『
一
泊
旅
行
土
曜
か
ら
日
曜
』（
大
（
）
東
文
堂

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
〇
九
年
五
月
八
日
受
付
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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While the study of the history of travel is diversified, that of travel guidebooks has stagnated, despite the 

existence of basic historical materials. This article classifies travel guidebooks and describes their formation and 

transformation. This article defines the transfer on foot in the early modern period, midway through the Meiji 

Period as walking, the transfer via transportation in the same period as traveling, and both of them together as 

traveling.

Travel guidebooks may be classified in terms of （1） the guide of the itinerary, （2） the local guide, （3） the 

guide by subject, and （4） the pinpoint guide. This article deals with the travel guidebooks of （1）. The guide of 

the itinerary provides information on Kaido （highways） and railway lines, and the early modern guidebooks of 

this type were called Dochuki travel diaries.

In Japan, Dochuki travel diaries were first published around the Meireki Period, and their form had been 

established and fixed by the Enpo Period. Various Dochuki travel diaries were published in the 1700s, including 

those with illustrations alone. However, they seem unlikely to have become widespread, due to the low literacy 

rate and high prices. Dochuki travel diaries became popular after being published by lodging associations such as 

the Naniwa-ko group, etc.

When the Tokaido Line was inaugurated in Meiji 22 in the modern period, the Dochuki travel diaries 

disappeared. Private publishers started publishing railway guidebooks in the late Meiji 20s, although they 

decreased dramatically in the Taisho Period.

Japanese National Railways published a railway guidebook in Meiji 38, which they continued to release almost 

every year since Meiji 42 until the end of the Taisho Period. It published a total of eight classic “Japan Guide” 

books since Showa 4.

The railway guidebooks by private companies decreased in the Taisho Period because of diversification. 

During the early modern period, people traveled to visit shrines and temples such as pilgrimages to Ise Shrine, 

but the travel itself was also part of the enjoyment, including the actual journey. In the modern period, however, 

this process has disappeared, and traveling has simply become a transfer from one point to another. The aim of 

traveling became diversified following the development of railways and buses, and a number of guidebooks by 

region or subject were published. With this background in mind, guidebooks on itinerary disappeared.

Key words: guidebook of Tokugawa government, guidebook along on a railway line, walking tour, railway, naniwa-

ko group
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