
近
世
及

び
近
現
代
に
お
け
る
道
標
の
成
立
と
展
開

山
　
本
　
光
　
正

　
は
じ
め
に

一　
近
世
の
道
標

　
θ
　
近
世
の
道
標
概
観

　
⇔
　
近
世
に
お
け
る
道
標
の
設
置

二
　
近
現
代
の
道
標

O
　
近
代
初
期
に
お
け
る
里
程
調
査
と

　

里
程
標

⇔
　
政
府
に
よ
る
里
程
調
査
と
里
程
標

　
⇔
　
千
葉
県
に
お
け
る
里
程
調
査

　
　
四
諸
地
域
に
お
け
る
里
程
調
査

三
　
現
存
道
標
の
状
況

θ
　
千
葉
県
内
に
現
存
す
る
道
標

　
⇔
　
諸
地
域
に
現
存
す
る
道
標

⇔
　
街
道
沿
い
に
現
存
す
る
道
標

四
　
記
念
碑
の
流
行
と
道
標

　
お
わ
り
に

はじめに

は

じ
め
に

　
近
世
の

交
通
施
設
に
関
す
る
研
究
は
多
く
の
成
果
が
あ
る
と
は
い
い
難
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

概
説
書
等
に
は
必
ず
一
里
塚
や
並
木
・
架
橋
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
本
稿
で
取
り
上
げ
る
道
標
は
、
初
め
て
の
地
を
旅
す
る
人
々
に
と

っ

て

重
要
な

役
割
を
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
に
、
交
通
史
の
立
場
か
ら
の
研

究
は
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
も
道
標
を
素
材
と
し
た
交
通
史
研
究
の
必
要
性
を
石
造
物
研
究
者
に
よ
っ

て

督
促

さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
芦
田
正
次
郎
氏
は
、

　
　

「
道
標
お

よ
び
道
標
銘
」
の
研
究
上
重
要
な
の
は
、
そ
の
表
現
方
法
で
は
な

　
　

く
そ
の
対
象
で
あ
る
。
地
名
を
対
象
と
し
た
場
合
、
そ
の
立
て
ら
れ
て
い
る

　
　
土
地
か

ら
の
遠
心
的
な
交
流
圏
お
よ
び
住
民
の
旅
行
指
向
、
土
地
の
交
通
路

　
　

と
し
て
の
環
境
等
が
う
か
が
え
る
し
、
付
近
周
辺
の
他
の
土
地
の
「
道
標
お

　
　

よ
び
道
標
銘
」
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
へ
の
求
心
的
な
交
流
圏
を
推

　
　
測
す

る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
、
郷
土
調
査
上
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
2
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
道
標
銘
の
刻
ま
れ
て
い
る
石
仏
な
ど
と
の
関
係
や
古

道
復

元
、
経
済
的
活
動
な
ど
様
々
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
道
標
に

関
す
る
記
述
は
道
標
の
調
査
報
告
書
の
解
説
に
も
し
ぼ
し
ば
見
ら
れ
る

が
、
単
独
の
も
の
と
し
て
は
、
交
通
史
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
い
が
、
出
雲
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

敬
直
氏
が
い
く
つ
か
の
発
表
を
し
て
い
る
。
出
雲
路
氏
が
発
表
し
た
主
な
も
の
は
、

○
「
道
標
小
論
」
、
⇔
「
道
標
と
信
仰
」
さ
ら
に
エ
ッ
セ
ー
風
で
あ
る
が
、
⇔

「
京
の
覚
書
③
ー
道
標
」
な
ど
で
あ
る
。

　
e
は
安
藤
広
重
の
版
画
『
東
海
道
五
十
三
次
』
に
描
か
れ
た
道
標
の
分
析
、
最
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古
の
道
標
発
見
の
た
め
の
苦
心
談
、
道
標
の
形
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
◎
は
道
標
が
単
に
道
標
と
し
て
の
目
的
の
み
で
造
ら
れ
た
場
合
は
少
な
く
、
何

ら
か
の
石
造
物
と
兼
ね
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙

げ
て

い

る
が
、
統
計
的
処
理
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
⇔
で
は
主
に
道
標
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
道
標
に
関
す
る
調
査
報
告
書
は
近
年
数
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

が
、
そ
れ
に
伴
う
研
究
が
遅
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
う
し

た
調
査
は
文
化
財
の

保
護
と
い
う
立
場
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
文
化
財
と
し

て

の

道
標
の
調
査
保
護
を
推
進
す
る
上
で
も
、
道
標
が
交
通
史
の
中
に
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
道
標
の
調
査
研

究
に

は
、
石
造
物
に
関
す
る
広
範
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
道
標
が
地
蔵

や
庚
申
塔
な
ど
と
併
用
し
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
（
本
稿
で
は
こ
の

よ
う
な
道
標
を
便
宜
的
に
併
用
道
標
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）

　
本
稿
に
お
い
て
も
石
造
物
の
解
釈
を
め
ぐ
る
間
違
い
が
か
な
り
あ
る
と
思
う
が
、

以

上
の

よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
近
世
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
の
道

標
と
交
通
政
策
及
び
現
存
す
る
道
標
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

一　
近
世
の
道
標

O
　
近
世
の
道
標
概
観

道
標
は
道
印
・
傍
（
膀
）
示
な
ど
と
も
呼
ぼ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い

て
、
出
雲
路
敬
直
氏
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

道
標
の

定
義
に

っ

七六五四三ニー
現
在
地
の

方
角
（
東
西
南
北
）

目
的
地
へ
の
方
向
（
左
、
右
、
す
ぐ
、
方
角
、
矢
印
、
指
形
）

現
在
地
点

道
路
名
（
○
○
街
道
、
○
○
道
、
○
○
越
）

目
的
の
地
名
や
社
寺
名
（
目
的
地
名
）

目
的
地
へ
の
経
由
地

目
的
地
へ
の
距
離

　
　
こ
れ
ら
が
す
べ
て
当
て
は
ま
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
一

　
つ
乃
至
複
数
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
道
標
と
認
め
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
社

　
寺
号
標
や
町
石
、
里
程
標
な
ど
の
道
標
類
似
品
と
し
て
道
標
の
仲
間
に
は
入
れ

　
て
い
な
い
。

　
ま
ず
右
の
定
義
は
恐
ら
く
近
世
の
道
標
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

道
標
は
現
在
で

も
登
山
道
や
観
光
地
等
に
木
・
石
製
・
金
属
製
の
も
の
が
み
ら
れ

る
し
、
自
動
車
道
の
交
通
標
識
の
一
部
も
広
く
考
え
れ
ば
道
標
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
筆
者
自
身
各
地
の
道
標
を
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
厳
密
に
道

標
の

定
義
を

す

る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
最
低
限
次
の
い
ず
れ
か
が
記
さ
れ
て
い

れ
ば

道
標
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
O
　
行
先
地
名
等
の
表
示

　
⇔
　
道
路
名

　
出
雲
路
氏
の
掲
示
し
た
一
・
二
・
三
・
六
・
七
は
五
の
要
件
が
あ
っ
て
こ
そ
満

た

さ
れ
る
も
の
で
、
五
を
い
か
に
懇
切
丁
寧
に
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
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一　近世の道標

ら
な
い
だ
ろ
う
。
三
の
現
在
地
点
と
い
う
こ
と
で
は
道
路
元
標
・
社
寺
の
標
石
を

は

じ
め
、
多
く
の
も
の
が
道
標
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
時
間
的
な
こ
と
は
、
本
稿
で
は
一
応
、
第
二
次
大
戦
敗
戦
ま
で
の
も
の
と
し
、

そ
れ
以
降
は
戦
前
の
系
統
を
引
い
た
も
の
を
対
象
と
し
た
。
甚
だ
暖
昧
で
は
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
各
地
の
道
標
を
見
る
こ
と
に
よ
り
考
え
て
い
き
た

い
。
ま
た
本
稿
に
お
け
る
現
存
道
標
の
分
析
は
石
造
の
も
の
に
限
り
、
木
製
の
も

の

は
除
外

し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
町
石
に

つ
い
て

は
、
本
稿
で
扱
っ
た
地
域
に
も
、
目
的
地
ま
で
何
丁
と
彫
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た

も
の
も
あ
る
が
、
『
日
本
石
仏
事
典
』
が
規
定
す
る
よ
う
な
町
石
が
な
い
よ
う

な
の
で
、
目
的
地
ま
で
何
町
と
あ
っ
て
も
道
標
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

　
道
標
即
ち
旅
人
に
道
の
行
先
を
知
ら
せ
る
に
は
多
様
な
方
法
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
木
の
技
を
折
る
、
木
に
疵
を
付
け
る
。
道
に
石
や
木
で
一
定
の
マ
ー
ク

を

描
く
、
さ
ら
に
柳
田
國
男
に
よ
れ
ば
、
「
東
北
で
は
広
い
野
路
の
雪
に
迷
う
て

死
ん
だ

者
が

あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
道
し
る
べ
の
拉
木
を
栽
ゑ
さ
せ
た
と
い
ふ
話
も

（
6
）

あ
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
標
識
は
旅
人
に
と
っ
て
文
字
を
読
む
こ
と
が

で
き
な
く
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
本
稿
で
扱
う
道
標
は
文
字
に
よ
っ
て
行
き
先
等
が
示
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
。
こ
う
し
た
道
標
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
設
置
者
側
は
道
標
の

文
字
を

読
ん

で
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
建
て
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一

般
庶

民
の
識
字
率
も
あ
る
程
度
関
連
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
近
世
の

道
標
が
い
つ
頃
か
ら
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
石
造
の
道
標
に

つ
い
て

は

あ
る
程
度
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
木
製
を
も
含
め
た

道
標

と
な
る
と
、
現
存
し
て
い
る
近
世
の
道
標
は
皆
無
で
あ
ろ
う
か
ら
、
追
求
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
木
製
の
道
標
に
つ
い
て
、
出
雲
路
敬
直
氏
は
安
藤
広
重
の
各
版
の
『
東
海
道
五

十
三
次
』
を
も
と
に
検
討
を
加
え
、

　
　
　
木
製
の
道
標
と
思
わ
れ
る
の
は
、
戸
塚
（
丸
清
、
蔦
吉
）
、
吉
原
（
保
永

　
　
堂
）
、
江
尻
（
江
崎
）
、
袋
井
（
江
崎
）
、
池
鯉
鮒
（
丸
清
）
の
五
箇
所
、
六

　
　
枚

に
見
え
る
。
中
に
は
棒
端
と
区
別
の
つ
か
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
文
字
は

　
　
形
だ

け

で
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
（
7
）

と
述
べ
て
い
る
。
広
重
が
ど
の
程
度
当
時
現
存
し
た
道
標
を
描
い
た
か
は
別
と
し

て
、
こ
の
版
画
に
よ
り
街
道
に
沿
っ
て
か
な
り
の
木
柱
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
道
標
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
広
重
は
石
造
の
道
標
も
描
い
て
い
る
が
、
近
世
に
お
け
る
道
標
の
設
置
状
況
の

一
端

は
、
幕
府
が
編
纂
し
た
『
分
間
延
絵
図
』
に
よ
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
え
ぽ
『
東
海
道
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻
に
よ
る
と
、
品
川
～
神
奈
川
間
に
は
合

計
七
基
の

道
標
が
描
か
れ
て
い
る
。
七
基
の
う
ち
道
印
石
と
あ
る
も
の
が
二
基
、

道
石

と
だ
け
あ
る
も
の
、
不
動
道
印
石
・
浦
島
観
音
道
印
石
・
小
池
観
音
道
印
・

大
師
河
原
道
印
石
と
あ
る
も
の
が
各
一
基
宛
と
な
っ
て
い
る
。

　

『
分
間
延
絵
図
』
に
は
洩
れ
な
く
道
標
が
記
載
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ

う
だ
が
、
『
東
海
道
分
間
延
絵
図
』
作
成
の
た
め
の
調
査
を
実
施
し
た
享
和
年
間

（
一
八
〇
一
～
一
八
〇
三
）
の
状
況
を
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
分
間
延
絵
図
』
に
描
か
れ
た
道
標
等
の
分
析
は
本
稿
で
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、

い
ず
れ
稿
を
改
め
て
発
表
を
し
た
い
。
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⇔
　
近
世
に
お
け
る
道
標
の
設
置

　
近
世
の
道
標
は
一
里
塚
や
並
木
と
異
な
り
、
幕
府
の
交
通
政
策
の
一
環
と
し
て

設
置

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
但
し
藩
領
内
に
お
い
て
道
標
設
置
を
義
務
付

け
た

と
こ
ろ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。

　
右
の

よ
う
な
理
由
か
ら
、
道
標
設
置
に
関
す
る
史
料
は
あ
ま
り
確
認
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
だ
が
、
若
干
の
史
料
か
ら
道
標
設
置
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　

『
五
街
道
取
締
書
物
類
寄
』
弐
拾
之
帳
に
は
、
日
光
例
幣
使
道
と
日
光
道
中
宇

都
宮
宿
の
道
標
設
置
関
係
史
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
設
置
理
由
と
そ
の
手
続
き

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
光
例
幣
使
道
芝
宿
と
木
崎
宿
の
間
の
村
で
あ
る
境
町
に
は
柵
矢
来
が
あ
り
、

旅
人
が

こ
の
所
か
ら
分
岐
し
て
い
る
伊
勢
崎
へ
の
道
を
間
違
え
る
た
め
、
道
標
の

設
置
を

計
画
し
て
い
る
。

　
　
文
政
五
午

年
七
月
酒
井
与
八
郎
家
来
江
達

　
　
一
与
八
郎
領
分
例
　
幣
使
道
之
内
、
芝
宿
と
木
崎
宿
之
間
、
境
町
二
柵
矢
来

　
　
　
有
之
、
旅
人
共
伊
勢
崎
道
江
之
住
還
を
取
違
ひ
候
儀
間
≧
有
之
趣
二
付
、

　
　
　
右
柵
矢
来
取
縮
、
旅
人
不
迷
た
め
傍
示
杭
立
置
候
様
可
致
旨
、
申
達
候
事
、

　
日
光
例
幣
使
道
芝
宿
と
木
崎
宿
の
間
の
村
で
あ
る
境
町
に
は
、
柵
矢
来
が
あ
り
、

旅
人
が

こ
の
所
か
ら
分
岐
し
て
い
る
伊
勢
崎
道
を
間
違
え
る
た
め
、
道
標
設
置
を

願
い

出
て
い
る
。
こ
の
達
は
道
標
設
置
を
願
い
出
た
伊
勢
崎
藩
に
対
し
、
道
中
奉

行
が
許
可
を

与
え

た
も
の
で
あ
る
。

　
達
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
伊
勢
崎
藩
が
道
標
を
建
て
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
後

述
の
事
例
か
ら
み
て
、
街
道
沿
い
の
住
民
、
こ
の
場
合
境
町
の
役
人
が
設
置
を
藩

に
願
い
出
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　

こ
こ
で
『
例
幣
使
街
道
』
に
よ
り
、
境
町
の
柵
矢
来
と
街
道
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。
同
書
に
よ
る
と
、

　
　
町
の
四

隅
に
丁
切

（
ち

ょ
う
ぎ
り
）
と
称
し
た
木
戸
口
が
あ
っ
て
、
東
丁
切

　
　
は
木
崎
世
良
田
へ
通
じ
、
南
口
は
平
塚
、
江
戸
道
北
口
は
大
間
々
道
で
、
西

　
　
ロ

は

芝
、
伊
勢
崎
へ
通
じ
た
。
丁
切
に
は
、
九
尺
の
柱
が
あ
り
、
左
右
に
四

　
　
〇
本
ほ

ど
の
木
柵
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
丁
切
口
は
い
ず
れ
も
一
丈
で
あ
る
。

　

『
五
街
道
取
締
書
物
類
寄
』
に
い
う
「
柵
矢
来
」
と
は
、
丁
切
に
設
け
ら
れ
て

い
た

木
の
柵
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
伊
勢
崎
道
江
之
往
還
を
取

違
ひ
」
と
は
、
西
の
丁
切
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
前
掲
『
例
幣
使
街
道
』
は
西
の
丁
切
に
建
つ
道
標
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し

て

い
る
。

　
　
西
の

丁
切
を

出
る
と
道
が
左
右
に
分
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
見
上
げ
る
ほ
ど
立

　
　
派
な

道

し
る
べ
が
あ
っ
た
。

　
　
　
右
側
に
　
　
「
い
せ
さ
き
　
ま
や
は
し
道
」

　
　
　
正
面
東
に
　

「
日
光
　
木
崎
　
太
田
道
」

　
　
　
左
側
に

　
　
「
五
料
　
高
さ
き
道
」

　
　
　
円
形
の
基
石
に
東
西
南
北
と
十
二
支
が
刻
さ
れ
、
さ
ら
に
二
段
の
礎
石
が

　
　
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
西
の
丁
切
を
出
る
と
右
に
伊
勢
崎
道
、
左
に
折
れ
る
と

　
　
芝
宿
に
通
じ
た
例
幣
使
道
で
あ
る
。

　
道
標
の

年
号
に

つ
い
て

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
文
政
五
年
の
達
に
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一 近世の道漂

よ
り
許
可
さ
れ
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

日
光
道
中
宇
都
宮
宿
に
お
い
て
も
、
旅
人
が
道
を
間
違
え
る
た
め
道
標
の
設
置

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
願
い
出
て
い
る
。

　
　

文
政
六
未

年
六
月
戸
田
鉱
之
進
家
来
江
達

　
　
一
鉱
之
進
領
分
日
光
道
中
宇
都
宮
宿
地
内
奥
州
道
中
追
分
之
処
、
毎
度
旅
人

　
　
　

踏
迷
ひ
候
趣
二
付
、
右
場
所
江
差
障
不
成
様
、
傍
示
杭
相
建
候
様
可
致
旨

　
　
　
申
達
候
処
、
同
七
月
左
之
通
間
合
書
差
出
、

　
　
一
鉱
之
道
領
分
日
光
道
中
宇
都
宮
宿
地
内
、
奥
州
道
中
追
分
之
所
江
傍
示
杭

　
　
　
相
建
可
申
旨
、
達
之
趣
致
承
知
、
在
所
江
申
遣
、
右
場
所
江
傍
示
杭
相
建

　
　
　
申
候
、
然
ル
処
木
二
而
者
保
方
不
宜
候
付
、
右
二
い
た
し
度
旨
、
宿
役
人
共

　
　
　
願

出
候
段
、
在
所
役
人
共
よ
り
申
越
候
、
右
願
之
通
承
届
候
而
も
不
苦
哉
、

　
　
　

「
右
挨
拶
」

　
　
　
　
書
面
之
趣
承
届
不
苦
筋
と
存
候
旨
、
及
挨
拶
候
事
、

　

日
光
道
中
宇
都
宮
宿
は
奥
州
道
中
の
起
点
と
も
な
る
宿
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で

旅
人
が

日
光
道
中
と
奥
州
道
中
の
道
を
間
違
え
る
た
め
、
幕
府
の
許
可
を
と
っ
て

道
標
を

設
置

し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
宇
都
宮
宿
の
役
人
達
は
、
最
初
設
置
し

た

道
標
は
木
製
で
あ
り
、
何
年
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
石
の
道
標
に
し
た

い

と
改
め
て
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
道
標
の
設
置
発
起
人
は
宇
都
宮
宿
の
宿
役
人
で
、
彼
等
が
藩
に
、

さ
ら
に
藩
が
道
中
奉
行
に
設
置
を
願
い
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
道
標
を
木
か

ら
石
に
し
た
こ
と
は
、
木
が
腐
る
と
い
う
こ
と
の
外
に
、
木
の
道
標
を
取
り
替
え

る
度
に
道
中
奉
行
ま
で
伺
い
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

石
に
す
れ
ぽ

そ

の

必
要
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

次
に
東
海
道
に
お
け
る
道
標
の
設
置
を
、
草
津
宿
近
隣
の
矢
倉
村
に
建
て
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
道
標
に

よ
り
み
て
み
よ
う
。

　

矢
倉
村
か
ら
は
矢
橋
へ
の
道
が
分
岐
し
て
お
り
、
姥
ケ
餅
屋
の
軒
下
に
道
標
が

建
て

ら
れ
て
い
る
。
矢
橋
か
ら
は
大
津
宿
へ
の
湖
上
往
来
の
船
が
発
着
し
て
い
る

が
、
こ
の
分
岐
点
に
は
享
保
一
七
年
（
一
七
三
〇
）
七
月
に
五
尺
の
道
標
が
建
て

ら
れ
た
。
そ
の
後
矢
橋
の
船
持
惣
代
は
よ
り
多
く
の
客
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
、

寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
二
月
に
六
尺
六
寸
の
大
き
な
道
標
に
建
て
替
え
た
い

と
願
い
出
て
い
る
。
同
時
に
姥
ケ
餅
屋
四
郎
右
衛
門
と
矢
倉
村
の
庄
屋
・
肝
煎
・

組
頭
も
口
上
書
を
提
出
し
て
い
る
。
願
い
出
た
先
は
膳
所
藩
で
、
許
可
も
膳
所
藩

家
老
か
ら
お
り
て
い
る
が
、
恐
ら
く
膳
所
藩
で
は
道
中
奉
行
に
伺
い
を
立
て
て
い

た

で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
五
街
道
に
対
し
、
脇
往
還
に
お
け
る
道
標
の
設
置
及
び
参
考
と
し
て
道

標
外
の
石
造
物
設
置
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
下
総
国
葛
飾
郡
柏
井
村
（
現
千
葉
県
市
川
市
）
所
在
の
唱
行
寺
は
、
正
徳
五
年

（
一
七
一
五
）
一
月
船
橋
（
現
千
葉
県
船
橋
市
）
か
ら
同
寺
に
達
す
る
往
還
の
寺

の

入
口

に

当
る
と
こ
ろ
へ
「
道
印
杭
」
を
建
て
た
い
と
、
柏
井
村
役
人
に
願
い
出

て

許
可
を
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
　
　
　
一
札
之
事

　
　
一
宝
伝
寺
作
場
道
勿
論
船
橋
β
当
村
江
之
往
還
道
入
ロ
へ
、
唱
行
寺
へ
入
口

　
　

と
申
道
印
杭
立
申
度
存
候
付
、
各
々
へ
相
談
申
候
ヘ
ハ
、
先
規
β
無
之
場

　
　

所
、
殊
二
往
還
道
候
故
、
延
引
之
段
尤
二
候
へ
共
、
拙
僧
境
内
傍
故
、
千
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近世及び近現代における道標の成立と展開

　
　
　
ケ
寺
札
打
其
外
江
戸
等
β
参
詣
等
道
迷
無
之
た
め
、
達
而
願
候
ヘ
ハ
、
右

　
　

道
印
杭
立
候
様
各
々
相
談
恭
存
候
、
万
一
末
々
道
障
り
二
茂
罷
成
候
ハ
ニ
、

　
　
　
取
の
げ
可
申
候
、
為
後
日
伍
一
札
如
件
、

　
　
　
　
正
徳
五
乙
未
暦
正
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
島
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唱
行
寺
廿
二
代

日
従
㊥

　
　
　
　

栢
井
村

　
　
　
　
　

名
　
主

　
　
　
　
　
　
組
頭
中

　
唱
行
寺
は
日
蓮
宗
で
「
太
鼓
の
霊
場
」
と
も
呼
ば
れ
、
利
根
川
沿
い
の
木
下
河

岸
と
行
徳
を
結
ぶ
木
下
街
道
に
程
近
い
所
に
位
置
す
る
。
木
下
街
道
は
こ
の
辺
り

で
は
佐
倉
道
に
次
ぐ
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
い
え
る
街
道
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
寺
側
と
し
て
は
一
人
で
も
多
く
の
参
詣
者
を
誘
導
し
た
い
と
い
う
気
持
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
往
還
に
道
印
杭
を
設
置
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
通
行
の
障
害
に
な
る
場
合
は
撤
去
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
時
設

置
し
た
も
の
は
、
「
道
印
杭
」
と
あ
る
だ
け
で
、
木
製
の
も
の
か
石
か
は
不
明
で

あ
る
。

　
享
保
八
年

（
一
七
二

三
）
＝
月
同
じ
く
唱
行
寺
は
、
境
内
に
あ
る
石
仏
を
上

山
新
田
・
藤
原
新
田
方
面
よ
り
当
村
の
入
口
に
当
る
道
端
に
移
設
し
た
い
と
願
い

出
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
　
　
　
口
上
書
・
一
而
願
申
候
事

　
　
一
先
年
施
主
有
之
候
而
、
拙
寺
境
内
二
建
置
申
候
石
仏
、
此
度
上
山
新
田
・

　
　

藤
原
新

田
β
当
村
江
之
入
口
道
端
へ
出
し
建
置
申
度
候
意
趣
者
、
八
幡
町

　
　
　
β
鎌
箇
谷
村
江
往
還
目
通
り
候
得
者
、
往
来
之
諸
人
功
徳
を
茂
取
候
事
二
存

　
　

候
、
依
之
右
之
場
所
へ
建
申
度
候
、
万
一
御
支
配
之
御
役
人
様
方
β
御
各

　
　
　
メ
有
之
候
ヵ
、
又
ハ
村
中
へ
障
リ
ニ
成
候
義
茂
有
之
候
ハ
S
、
早
速
拙
寺
境

　
　
　
内
へ
引
取
可
申
候
間
、
右
之
場
所
江
建
申
様
二
願
申
候
、
以
上
、

　
　
　

享
保
八
年
卯
霜
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柏
井
村
之
内
今
島
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唱
行
寺
日
亮
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
　
武
　
平
　
次
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

　
安
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝

衛
　
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平

左

衛

門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兵
　
衛
　
門
殿

　
八
幡
よ
り
鎌
ヶ
谷
村
に
達
す
る
街
道
と
は
木
下
街
道
の
こ
と
で
あ
る
。
正
徳
五

年
に
道
印
杭
を
建
て
た
場
所
は
、
木
下
街
道
か
ら
派
生
し
た
道
で
あ
っ
た
が
、
今

回

は
本
道
と
も
い
う
べ
き
木
下
街
道
に
石
仏
を
移
設
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
、
往

来
諸
人
の
目
に
つ
き
功
徳
と
な
る
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
は
寺
へ
の
参
詣
者
増

加
策
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
唱
行
寺
の
場
合
新
設
・
移
動
許
可
を
求
め
た
先
は
、
本
文
中
に
「
万
一
支
配
之

御
役
人
様
方
β
御
各
メ
…
…
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
の
支
配
者
に
ま
で
許
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一 近世の道標

可
を
求
め

る
こ
と
な
く
、
村
役
人
の
段
階
で
事
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と

が

わ
か

る
。
許
可
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
、
村
側
の
同
意
を
得
る
と
い
っ
た
ほ
う

が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

　
正
徳
五
年
の
時
も
石
仏
移
設
の
時
と
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
両
度

共
に
往
還
は

不
特
定
多
数
の

人
々
が
通
行
す
る
道
で
、
村
内
連
絡
路
と
は
異
な
る

と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
お
り
、
往
還
‖
公
道
ゆ
え
、
道
標
や
石
仏
の
設

置
に
気
を

遣
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
五
街
道
に
比
較
す
れ
ば
設
置
手
続
は
極
め
て

簡
単
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
例
は
、
自
村
の
中
に
道
標
や
石
仏
を
設
置
し
た
も
の

に

つ
い
て

で

あ
る
が
、
設
置
者
が
他
地
域
の
住
人
で
あ
っ
た
場
合
の
事
例
を
見
る

こ
と
に
し
よ
う
。
但
し
道
標
で
は
な
く
常
夜
燈
の
設
置
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
成
田
山
新
勝
寺
の
信
者
で
、
江
戸
和
泉
町
の
河
内
屋

孫
左
衛
門
が
佐
倉
道
成
田
村
入
口
に
石
燈
籠
を
設
置
し
た
い
旨
を
成
田
村
に
願
い

出
た
た
め
、
成
田
村
村
役
人
は
役
所
に
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

　
　
一
江
戸
和
泉
町
河
内
屋
孫
左
衛
門
与
申
者
、
数
年
不
動
尊
信
仰
二
御
座
候
処
、

　
　
　
此
度
右
者
願
主
二
而
、
佐
倉
海
道
当
村
入
口
江
石
燈
籠
弐
本
相
建
申
度
旨
、

　
　
　
私
共
方
江
申
来
候
間
、
為
建
申
度
此
段
奉
願
上
候
、
尤
地
所
之
義
者
村
方

　
　
　
持
之
地
所
一
一
御
座
候
、
則
別
紙
絵
図
面
奉
差
上
候
間
、
右
願
之
通
被
為
、

　
　
　
仰
付
被
下
置
候
ハ
ふ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
已
上
、

　
　
　
（
文
政
二
）

　
　
　
　
閏
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
　
　
　
人

　
　
　
　
　
御
　
役
　
所
　
様

　
　
御
掛

り
御
代
官
御
手
代
江
酒
壱
升
ツ
ふ
差
上
願
書
出
し
申
候
、
追
而
為
御
見

　
　
分
御
手
代
都
筑
藤
十
郎
様
被
成
　
御

出
御
引
取
、
五
月
二
日
御
召
之
上
願
之

　
　
通
被
　
仰
付
候
、
礼
廻
り
二
不
及
御
見
分
都
筑
様
へ
斗
御
見
分
為
御
礼
酒
壱

　
　
升
遣
し
申
候
、

　
　
五
月
十
七
日
、
世
話
人
伊
場
屋
勘
左
衛
門
井
久
右
衛
門
両
人
名
主
宅
江
呼
、

　
　
村
役
人
畑
主
立
合
之
上
、
証
文
相
渡
金
子
請
取
申
候
、

　
千
葉
県
成

田
市
の
成
田
山
新
勝
寺
は
、
近
世
中
期
よ
り
多
く
の
信
者
を
集
め
る

よ
う
に
な
り
、
江
戸
を
中
心
に
講
も
結
成
さ
れ
、
近
世
に
お
い
て
は
江
戸
住
人
に

と
っ
て
手
頃
な
参
詣
地
で
あ
っ
た
。

　
河

内
屋
孫
左
衛
門
は
石
燈
籠
一
対
を
設
置
し
た
い
と
、
図
面
を
添
え
て
成
田
村

役
人
に
提
出
し
た
が
、
成
田
村
の
領
主
で
あ
る
佐
倉
藩
へ
は
、
成
田
村
が
願
書
を

提
出
し
、
河
内
屋
は
別
に
藩
側
へ
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

村
側
も
石
燈
籠
設
置
に
は
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
文
政
二
年
五
月
一
七

日
に
「
金
子
請
取
申
候
」
と
な
る
よ
う
に
、
燈
籠
設
置
地
を
河
内
屋
が
一
五
両
で

購
入
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
売
買
さ
れ
た
土
地
は
成
田
村
民
二
名
の
所
有
地
で
大
半
が
下
畑
で
あ
っ
た
。
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

買
証
文
の
後
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

（
前
　
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
講
）

　
　
右
者
此
度
不
動
尊
江
御
構
中
β
石
燈
籠
御
寄
附
被
成
候
二
付
、
右
書
面
之
地
所

　
　
御
入

用
二
付
、
代
金
拾
五
両
相
定
、
一
同
立
合
之
上
槌
二
請
取
流
地
売
渡
申
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処
実
正
也
、
尤
年
々
之
御
年
貢
諸
役
諸
懸
り
共
、
此
方
二
而
相
賄
可
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
（
他
力
）

然

上
者
右
地
所
二
付
、
佗
β
妨
申
者
決
而
無
御
座
候
、
為
後
証
之
売
渡
一
札
伍

而
如
件
、

　
文
政
二
卯

年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
総
国
埴
生
郡
成
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続
蔓
　
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嗣
姓
伊
平
次

　
　
栢
　
原

　
三
九
郎
殿

　
　
河
内
屋
　
孫
左
衛
門
殿

　
　
伊
セ
屋
　
長
左
衛
門
殿

　
　
湯
浅
屋
　
重
左
衛
門
殿

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
二
付
致
奥
印
候
、
已
上
、

百同同同組姓

代　　　頭
三
郎
左
衛
門

又

左

衛

門

清

左

衛

門

矢
　
兵
　
衛

善

兵

衛
㊥

　
河
内
屋
は
成
田
講
中
の
講
員
で
あ
り
、
代
表
者
と
し
て
成
田
村
に
燈
籠
の
件
を

申
し
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
手
続
き
を
経
て
、
文
政
二
年
一
〇
月
成
田

村
は
佐
倉
藩
に
燈
籠
完
成
を
報
告
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
間
提
出
図
面
に
記
載

の
な

か
っ

た
玉
垣
を

造
っ
た
た
め
、
役
所
側
か
ら
叱
責
を
受
け
て
い
る
。
燈
籠
設

置
場
所
が
藩
領
で
あ
っ
た
こ
と
、
多
く
の
参
詣
老
を
集
め
た
新
勝
寺
の
あ
る
成
田

村
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
手
続
き
も
面
倒
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
設
置
場
所
も
街
道
内
で
は
な
く
、
街
道
に
沿
っ
た
民
有
地
を
使
用
し
た
た
め
土

地
の

売
買
行
為
も
伴
い
、
寄
進
と
い
う
善
意
の
行
動
も
簡
単
に
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以

上
の

よ
う
に
道
1
1
公
道
に
道
標
を
設
置
す
る
場
合
、
五
街
道
及
び
五
街
道
に

付
属
す
る
街
道
で
は
、
そ
の
村
の
支
配
者
を
通
じ
て
道
中
奉
行
に
伺
い
を
立
て
な

け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
道
標
が
石
造
で
あ
れ
、
木
製
で
あ
っ
て
も
そ
の
手
続
き

は

同
様
で
あ
り
、
建
て
替
え
る
時
も
新
設
時
通
り
の
手
続
き
を
必
要
と
し
た
よ
う

で
あ
る
。

　
一
方
小
規
模
な
脇
往
還
に
お
い
て
は
、
自
村
内
に
道
標
等
を
建
て
る
場
合
、
本

来
は
村
の
領
主
の
許
可
を
得
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
村
役
人
の

同
意
を
得
る
程
度
で
よ
か
っ
た
ら
し
い
。

　
他
地
域
の

者
が
街
道
に
石
造
物
等
を
設
置
す
る
事
例
は
適
切
な
も
の
で
は
な
か

っ

た

が
、
設
置
す
る
村
さ
ら
に
村
の
領
主
に
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
尤
成
田
の
場
合
燈
籠
で
、
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
手
続
を
繁
雑
に

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
村
側
の
協
力
を
得
る
た
め
、
村
内
居
住
者
を
世
話
人
に
す
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
他
所
の
者
が
建
て
た
道
標
に
、
設
置
し
た
村
の
人
を
世
話

人

と
し
て
刻
む
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
安
永
六
年
九
月
千
葉
県

船
橋
市
内
を
通
じ
る
佐
倉
道
に
建
て
ら
れ
た
道
標
は
、
日
本
橋
左
内
町
和
泉
屋
甚

兵
衛
が
建
て
た
も
の
だ
が
、
村
の
世
話
人
伊
勢
屋
富
蔵
の
氏
名
も
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
以
上
僅
か
な
事
例
を
挙
げ
た
だ
け
で
結
論
的
な
こ
と
を
記
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
道
標
設
置
の
一
端
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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二近現代の道標

二
　
近
現
代
の
道
標

θ
　
近
代
初
期
に
お
け

る
里
程
調
査
と
里
程
標

　

近
世
を

通

じ
て
道
標
は
あ
く
ま
で
も
私
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
至
る

と
道
標
又
は
道
標
の
役
割
を
も
兼
ね
た
標
柱
の
持
つ
意
味
は
一
変
す
る
。
地
方
支

配
の
一
端
を
担
い
、
さ
ら
に
は
国
家
統
制
の
材
料
の
一
つ
に
な
る
な
ど
、
国
家
の

道
具
の

一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
本
項
に
お
い
て
は
、
明

治
六
年
に

政
府
が
実
施
す
る
里
程
調
査
以
前
に
お
け
る
政
府
・
県
の
道
路
行
政
を
、

里
程
及
び

道
標
の
面
か
ら
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
明
治
二
年
一
月
二
二
日
、
政
府
は
各
府
県
に
対
し
府
県
境
界
木
標
の
設
置
を
達

　
　
（
1
8
）

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
官
）

　
　
第
六
十
五
正
月
廿
二
日
（
沙
）

　
　
　
　
　
方
　
　
角
　
　
　
地
　
　
名

　
　
　
従
是
口
　
口
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
配
所

　
　
　

従
是
口
　
［
川
山
県

　
　
諸

州
府
県
境
界
木
標
認
方
区
々
二
相
成
候
テ
ハ
不
宜
候
二
付
、
以
来
右
之
通

　
　
御
定
二
相
成
候
間
、
此
段
為
心
得
相
達
候
事
、

　

こ
の
木
標
は
厳
密
に
は
道
標
と
は
言
い
難
い
が
、
道
標
に
準
じ
る
も
の
と
見
て

よ
か
ろ
う
。
設
置
目
的
は
、
従
来
の
境
界
木
標
へ
の
記
入
が
不
統
一
で
あ
っ
た
た

め
、
こ
れ
を
統
一
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
背
景
に
は
日
本
国
土
の
再

把
握
が
あ
っ
た
。

　
国
土
把
握
の
基
本
と
な
る
も
の
は
地
図
で
あ
る
が
、
政
府
は
明
治
元
年
一
二
月

二
四

日
府
県
及
び
諸
候
に
対
し
管
轄
地
の
地
図
作
成
を
命
じ
て
い
る
。
作
成
規
準

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
国
図
　
　
　
一
枚

　
　
　
　
但
一
里
三
寸
ノ
見
積
リ
ヲ
以
テ
図
取
可
致
事
、
御
料
之
村
々
　
朱
色

　
　
　
宮
堂
上
領
之
村
々
　
薄
色
　
諸
候
領
之
村
々
　
白
　
中
下
大
夫
上
士
領
之

　
　
　

村
々
　
青
社
寺
領
之
村
々
　
黄
府
県
口
城
下
回
村
々
∩
‥
）

　
　
　
宿
駅
　
◎
　
関
門
　
井
　
社
寺
　
○
　
古
城
跡
　
凸
　
山
　
青
　
海
湖
沼

　
　
　

川
　
浅
黄
　
郡
分
　
黒
筋
　
往
来
　
朱
筋

　
　
右
之
通

国
図
美
濃
紙
裏
打
二
認
、
夫
々
色
分
合
紋
ヲ
以
分
明
取
調
、
早
々
可

　
　
差
出
候
事
、

　

こ
の
よ
う
な
地
図
の
作
成
に
よ
り
、
国
土
の
再
把
握
を
す
る
と
共
に
、
地
方
支

配
の

基
本
資
料
と
も
な
り
得
た
わ
け
だ
が
、
明
治
二
年
一
月
の
木
標
設
置
は
こ
う

し
た
政
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
以
降
道
標
に
関
接
的
に
係
る
政
策
を
政
府
は
う
ち
出
し
て
い
る
。
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

明
治
五
年
六
月
二
四
日
に
は
「
諸
街
道
往
還
道
敷
取
調
」
を
実
施
し
、
街
道
・
往

還
と
称
さ
れ
る
道
の
道
敷
及
び
左
右
並
木
除
地
ノ
間
尺
等
に
関
す
る
、
近
世
の
記

録
提
出
を
命
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
同
年
一
〇
月
二
八
日
に
は
「
道
路
掃
除
ノ
条
目
」
を
定
め
、
近
年
道
路
掃
除
が

等
閑
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
三
ヵ
月
に
一
度
は
道
路
を
掃
除
す
る
こ
と
を
は

じ
め
、
全
六
条
の
条
目
を
布
達
し
て
い
る
。

　

こ
の
条
目
の
う
ち
第
五
条
は
道
標
と
は
異
な
る
が
、
掃
除
丁
場
の
範
囲
明
示
標
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杭

（
木
標

か
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
五
条

　
　
一
掃
除
丁
場
標
杭
往
々
等
閑
二
致
シ
置
候
向
モ
有
之
、
右
ハ
必
ス
其
請
持
丁

　
　
　
場
境
二
従
是
東
西
、
或
ハ
南
北
何
百
何
十
何
丁
何
郡
何
村
掃
除
丁
場
ト
誌

　
　
　
シ
標
杭
可
相
建
事
、

　
掃
除
丁
場
区
間
を

示
す
杭
が
近
世
か

ら
建
っ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
区
間
表
示
文
か
ら
み
て
、
こ
の
標
杭
が
旅
人
に
と
っ
て
現
在
地
を
知
る

た
め
の

手
懸
り
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
府
県
等
の
境
界
杭
を
は
じ
め
、
道
路
に
沿

っ

て

様
々
な
杭
の
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
政
府
は

こ
の
時
点
で
は
明
ら
か
に
道
標
と
い
え
る
も
の
の
設
置
は
命
じ
て
い
な

い
が
、
各
県
に
お
け
る
状
況
は
政
府
の
動
き
と
少
々
異
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
胆
沢
県

（
現
岩
手
県
）
に
お
い
て
は
、
明
治
三
年
四
月
に
庁
内
に
駅
逓
掛
を
新

設

し
駅
制
交
通
の
こ
と
を
分
掌
し
た
が
、
同
年
四
月
及
び
五
月
管
轄
諸
村
に
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

よ
う
な
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

　
　
此
頃
村
境
杭
井
掃
除
町
場
境
杭
、
或
ハ
追
分
杭
等
抜
捨
候
者
往
々
有
之
、
実

　
　
一
一
上
ヲ
恐
レ
ザ
ル
致
方
不
届
至
極
二
付
、
夫
々
御
探
索
之
上
、
厳
重
之
御
答

　
　

メ
可
被
仰
付
候
、
以
来
右
様
之
挙
動
致
候
輩
於
有
之
ハ
、
速
二
召
捕
へ
置
、

　
　
可
訴
出
候
、
此
旨
村
々
辻
々
江
早
々
可
張
出
者
也
、

　
　
　
四

月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　

胆

沢

県
庁

　
　
　
　
上
下
伊
沢
郡
東
西
磐
井
郡

　
　
　
　
本
県
扱
村
々
肝
入
同
心
検
断
共

　
　
村
々
境
杭
並
追
分
ヶ
杭
等
、
抜
捨
候
者
往
々
有
之
、
不
堵
至
極
二
付
、
速
二
召

　
　
捕
へ
置
可
申
出
旨
、
兼
而
布
告
致
置
候
得
共
、
此
節
相
建
候
一
里
標
等
迄
抜

　
　
　
　
　
　
　
（
間
力
）

　
　
捨
候
者
有
之
候
聞
、
精
々
遂
吟
味
可
申
出
段
、
右
之
趣
村
々
辻
々
江
張
出
シ

　
　
候
様
達
置
候
処
、
中
ニ
ハ
等
閑
之
村
々
モ
有
之
由
、
早
々
張
出
シ
可
申
候
、

　
　
総
而
御
布
告
向
ハ
、
衆
人
之
眼
二
付
候
儀
肝
要
二
候
間
、
可
成
丈
大
文
字
二
認

　
　
メ
可
申
、
且
是
迄
抜
捨
有
之
候
杭
ハ
、
早
々
建
直
シ
候
様
可
致
候
、

　
　

追
而
右
杭
抜
捨
候
者
、
召
捕
候
者
江
モ
御
褒
美
可
被
下
候
モ
ノ
也
、

　
　
右
両
条
相
達
候
間
、
早
々
順
達
留
リ
ョ
リ
可
差
返
者
也
、

　
　
　
五
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胆
沢
県
庁
駅
逓
掛

　
　
　
　
上
下
伊
沢
郡
西
磐
井
郡

　
　
　
　
東
磐
井
郡
本
県
扱

　
　
　
　
　
　
　

村
々
役
人
中

　
胆
沢
県
に
お
い
て
は
村
境
杭
・
掃
除
丁
場
杭
・
追
分
杭
及
び
此
の
度
設
置
し
た

一
里
標
を

抜

く
者
が
い
る
た
め
、
こ
れ
を
吟
味
し
、
早
々
建
直
す
こ
と
を
命
じ
て

い
る
。

　
こ
の
う
ち
村
境
杭
と
は
明
治
二
年
一
月
に
政
府
が
命
じ
て
設
置
さ
せ
た
も
の
で

あ
り
、
掃
除
丁
場
杭
は
同
五
年
一
〇
月
の
「
道
路
掃
除
ノ
条
目
」
に
い
う
杭
で
あ

る
。
し
か
し
「
此
節
相
建
候
一
里
標
」
は
全
国
的
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

県
段
階
で
実
施
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
明
治
三
年
の
初
め
に
建
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
一
里
標
は
、
間
も
な
く
半
里
杭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
改
定
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
里
票
取
立
之
儀
二
付
、
先
般
巡
駅
之
儀
相
達
置
候
処
、
追
々
御
用
繁
務
二

　
　
付
、
不
能
其
儀
候
条
、
兼
而
用
意
致
シ
置
候
木
杭
未
取
建
相
向
ハ
、
其
駅
二
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而

左
之
通
相
認
メ
早
々
取
立
可
申
候
、

何
駅
ヨ

リ
何
里
何
丁

何
駅
マ
デ
何
里
何
丁

　
　
　
（
マ
マ
）

追
而
是
迄
可
仮
一
里
標
ハ
拾
八
丁
標
二
致
シ
可
申
事

　
　
（
往
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
力
）

一
管
内
住
還
筋
近
来
掃
除
不
行
届
、
地
方
江
対
シ
候
而
モ
不
相
済
儀
二
候
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
往
）

　
追
々
掃
除
可
致
、
差
当
リ
駅
々
住
来
二
芥
積
リ
草
茂
リ
居
候
而
ハ
、
別
而
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
相
済
儀
二
候
条
、
駅
々
検
断
伍
人
頭
共
、
厚
ク
世
話
致
シ
可
ク
、
右
二
付

　
駅
々
江
左
之
通

住
還
井
前
堀
江
塵
芥
捨
る
事
堅
ク
無
用

若
捨
候
者
ハ
壱
丁
丈
之
掃
除
可
申
付
事

二　近現代の道標

　
　
　
建
札
可
致
候
事
、

　
　
　
　
六
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胆
沢
県
駅
逓
掛

　
　
　
　
　
水
沢
ヨ
リ
相
去
迄

　
　
　
　
　
　
　

駅
々
検
断
共

　
　
　
　
　
　
但
水
沢
ヨ
リ
下
宮
野
駅
迄
同
断
二
触

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
駅
逓
掛
の
者
が
主
要
道
を
巡
見
し
、
道
路
掃
除
状
況
や
一
里
標

の

設
置
状
況
を

調
査
す

る
と
し
て
お
り
、
一
里
標
は
一
八
丁
標
に
す
る
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
既
に
街
道
沿
い
諸
村
に
は
、
次
の
よ
う
に
高
さ
七
尺
、
七

寸
角
の
木
材
を
用
意
さ
せ
て
い
た
。

　
　
兼
而
申
達
候
一
里
杭
建
替
之
儀
、
来
ル
十
二
日
ヨ
リ
巡
駅
致
シ
候
間
、
渡
置
候

　
　
雛
形
之

通
、
高
七
尺
七
寸
角
用
意
致
シ
置
可
申
、
且
是
迄
建
置
候
一
里
杭

　
　
ハ
半
道
杭
二
致
シ
可
申
候
条
、
巡
駅
之
節
削
リ
直
シ
可
申
候
、
此
段
及
布
告

　
　
候
者
也

　
　
　
六

月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胆
沢
県
駅
逓
掛

　
　
　
　
水
沢
駅
ヨ
リ
相
去
町
迄

　
　
　
　
　
　
　
　

右
宿
々
役
人
共

　
　
　
　
　
　
前
沢

駅
ヨ
リ
下
宮
野
駅
迄
同
断
布
告

　
駅
逓
掛
の
巡
見
は
何
ら
か
の
理
由
で
中
止
に
な
り
、
用
意
さ
せ
て
お
い
た
角
材

は
図

に
あ
る
よ
う
な
記
事
を
書
き
入
れ
、
沿
道
に
建
て
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
水
沢
県

（
現
岩
手
県
）
に
お
い
て
は
明
治
五
年
七
月
に
各
村
間
及
び
県
庁
ま
で

の

里
程
標
等
の
設
置
を
命
じ
た
が
、
実
行
し
な
い
村
が
多
か
っ
た
た
め
か
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

う
な
布
達
を
翌
年
四
月
に
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
布
　
達

　
　
各
駅
各
村
ノ
区
分
標
杭
今
以
テ
建
設
セ
ザ
ル
向
有
之
、
区
々
ニ
テ
甚
ダ
不
体

　
　
裁
ノ
至
リ
ニ
付
、
別
紙
雛
形
ノ
通
リ
来
月
二
十
日
限
リ
、
屹
度
相
建
テ
届
出
ヅ

　
　
可
ク
、
等
閑
置
二
於
テ
ハ
厳
重
ノ
所
置
一
一
可
及
者
也
、

　
　
　
明
治
六
年
四
月
二
十
日
　
　
　
　
　
水
沢
県
七
等
出
仕
　
岡
谷
　
繁
実

　
別

紙
雛
形
に

よ
る
と
、
標
杭
は
村
名
標
・
一
里
標
・
追
分
標
の
三
種
類
で
、
寸

法
、
記
載
事
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
・
村
名
標

　
　
　
此
標
管
内
駅
、
村
々
二
建
設
ス
ベ
シ
、
地
形
ヨ
リ
出
ル
長
七
尺

　
　
　
　
（
七
寸
角
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
国
何
大
区
何
郡
何
村
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近世及び近現代における道標の成立と展開

（表
）
　
例
　
陸
中
国
第
十
三
大
区
胆
沢
郡
前
沢
村

（
裏
）
　
明
治
六
年
月

・

一
里
標

此
標
従
前
一
里
塚
ノ
代
リ
ナ
リ
地
形
ヨ
リ
出
ル
長
五
尺

（裏
）

明
治
六
年
　
月
何
国
何
大
区
何
村

　
　

（左
側
）

　
　

何
駅
ヨ
リ
何
里
何
町
何
拾
何
間

・

追
分
標

此
標
従
前
ノ
追
分
場
所
へ
建
ル
地
形
ヨ
リ
出
ル
四
尺
ア
マ
リ
余

　
　
　
　
　
　
右

何

撒

左宕
何側
村駅）

　
　
　
（
裏
）

　
　
　
明
治
六
年
　
月
何
郡
何
大
区
何
村

　
現
在
の

岩
手
県
内
に
お
い
て
右
の
よ
う
に
里
程
の
表
示
に
つ
い
て
何
度
も
指
示

が

出
さ
れ
た
の
は
、
仙
台
藩
が
独
自
の
単
位
を
長
さ
に
使
用
し
て
い
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
仙
台
藩
で
は
大
道
一
里
が
三
六
丁
、
小
道
一
里
が
六
町
と
な
っ
て
い
た
。

　
仙
台
藩
で
は
貨
幣
単
位
も
独
得
の
も
の
を
用
い
て
お
り
、
胆
沢
県
で
は
明
治
三

年
六
月
一
九
日
こ
れ
を
廃
止
す
る
旨
を
布
達
し
、
さ
ら
に
同
月
二
九
日
に
も
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

よ
う
に
布
達
を
出
し
、
そ
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

布
達

　
　
　
管
内
従
来
通
称
ノ
内
、
銭
何
百
文
、
又
ハ
小
銭
何
百
文
、
或
ハ
大
道
何
里
、

　
　
小
道
何
里
ト
唱
へ
候
義
ハ
、
全
国
二
無
之
通
称
・
一
テ
旅
人
通
行
ノ
惑
イ
ニ
モ
相
成

　
　
リ
、
不
都
合
ノ
事
二
付
、
以
後
ハ
左
ノ
通
リ
改
メ
可
申
候
事
、

　
　
一
銭
ハ
都
而
小
銭
何
百
文
ト
通
称
可
致
候
事
、

　
　
一
路
ハ
都
而
大
道
何
里
何
丁
ト
唱
へ
可
申
候
事
、

　
　
一
金
ハ
何
両
何
分
何
朱
ノ
通
称
可
申
候
事
、

　
　
右
之
通

リ
洩
無
ク
可
触
示
者
也
、

　
　
　
　
（
明
治
三
年
）

　
　
　
　
　
庚
午
六
月
二
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧
　
業
　
係

　
一
方
秋
田
県
に
あ
っ
て
は
、
道
標
と
い
う
よ
り
、
村
勢
要
覧
標
と
も
い
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

木
標
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
般
管
内
邑
里
標
相
立
候
二
付
、
毎
村
石
高
・
反
・
戸
・
人
口
・
里
程
共
二

　
　
別
紙

図
面
ノ
通
リ
標
木
へ
相
記
シ
、
里
中
二
建
置
可
申
事
、
但
戸
数
・
人
口

　
　
等
毎
年
七
月
中
取
調
、
出
入
有
之
候
ハ
玉
書
改
可
致
事
、

　
　
（
明
治
五
）

　
　
　
壬

申
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
田
　
県

　
　
　
標
木
杉
八
寸
角
、
長
サ
一
丈
三
尺
ノ
内
、
土
入
三
尺

　
村
勢

ま
で
記
さ
せ
る
意
図
が
何
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
毎
年
七
月
に

石
高
以
下
の
調
査
を
実
施
し
、
移
動
が
あ
れ
ば
木
標
を
書
き
替
え
る
よ
う
指
示
し

て

い

る
こ
と
か
ら
、
村
内
の
基
本
デ
ー
タ
を
よ
り
正
確
に
調
査
さ
せ
る
た
め
の
、

デ

モ

ン

ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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二　近現代の道標

⇔
　
政
府
に
よ
る
里
程
調
査
と
里
程
標

　
明
治
初
期
の
県
に
よ
っ
て
は
そ
の
実
情
に
応
じ
て
、
道
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す

る
も
の
を
設
置
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
明
治
六
年
一
二
月
二
〇
日
、
政
府
は
正
確

な
里
程
の
把
握
の
た
め
の
調
査
を
命
じ
る
と
共
に
、
里
程
仮
標
の
設
置
を
命
じ
て

い

る
。
長
文
で
は
あ
る
が
、
明
治
初
期
に
お
け
る
道
路
交
通
行
政
に
と
っ
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
政
策
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
全
文
を
掲
載
し
て
お
く
。

　
　
O
第
四
百
十
三
号
（
十
二
月
二
十
日
）
（
達
）
　
　

府
県

　
　
従
前
諸
街
道
岐
路
共
里
程
計
算
的
実
ナ
ラ
ス
ロ
碑
流
伝
等
二
因
襲
来
候
土
地

　
　
モ
有
之
不
都
合
二
付
追
テ
ハ
全
国
実
測
確
定
ノ
期
モ
可
有
之
候
へ
任
差
向
キ

　
　
左

ノ
方
法
ヲ
以
テ
精
ク
取
調
且
里
程
仮
標
ヲ
取
建
之
ヲ
画
図
面
二
記
入
シ
来

　
　
明
治
七
年
三
月
三
十
一
日
限
大
蔵
省
へ
可
差
出
此
旨
相
達
候
事

　
　
　
但
北
国
深
雪
ノ
場
所
ニ
オ
イ
テ
時
季
相
後
レ
取
調
難
出
来
分
ハ
相
当
ノ
延

　
　
　
期
同
省
へ
可
申
出
事

　
　
　
　
里
程
取
調
ノ
方
法

　
　
一
壱
里
ハ
三
拾
六
町
壱
町
ハ
六
拾
間
壱
間
ハ
曲
尺
六
尺
ト
相
定
可
申
事

　
　
一
測
器
ハ
分
間
用
麻
縄
或
ハ
鎖
ヲ
可
用
事

　
　
　
　
但
麻
縄
ハ
極
テ
伸
縮
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
可
用
事

　
　
一
麻
縄
及
鎖
共
使
用
二
相
充
候
時
ハ
必
ス
尺
度
ヲ
以
テ
錦
密
二
照
査
可
致
事

　
　
　

但
晴
雨
変
更
ノ
都
度
麻
縄
ノ
伸
縮
ヲ
照
査
可
致
事

　
　
一
路
幅
ノ
中
央
ヲ
測
ル
ヲ
法
ト
ス
故
二
屈
曲
ノ
部
分
ハ
最
モ
注
意
可
致
事

　
　
一
渡
船
場
有
之
線
路
ハ
時
々
変
換
可
有
之
ト
難
共
定
渡
船
場
有
之
分
ハ
其
定

所
二
拠
リ
又
定
所
無
之
分
ハ
仮
橋
架
渡
ノ
地
ヲ
貫
テ
両
岸
ノ
道
ヲ
取
リ
或

　
ハ
可
変
換
地
位
ノ
中
央
或
ハ
其
平
均
ヲ
取
リ
里
程
ヲ
可
定
事

　
　
但
現
今
難
一
定
場
所
ハ
現
場
二
就
テ
仮
二
之
ヲ
取
調
其
子
細
大
蔵
省
へ

　
　
可
具
状
事

一
渡
海
ノ
場
所
ハ
当
分
ノ
内
従
前
ノ
称
呼
二
可
据
置
然
共
格
段
不
都
合
ニ
テ

改
正
ヲ
可
要
分
ハ
適
宜
二
取
調
大
蔵
省
へ
伺
出
ノ
上
相
定
可
申
事

　

但
両
管
轄
分
境
ノ
海
路
ハ
両
県
申
合
甲
乙
符
合
候
様
可
致
事

＝
二
府
其
他
大
市
ニ
オ
イ
テ
一
駅
二
達
ス
ル
若
干
路
ア
ル
ハ
各
路
皆
其
里
数

　
ヲ
可
取
調
ト
難
共
其
内
一
路
線
ヲ
以
テ
本
線
ト
可
定
事

　

里
程
標
ノ
位
置
及
記
載
ノ
法

一
東

京
ハ
日
本
橋
京
都
ハ
三
条
橋
ノ
中
央
ヲ
以
テ
国
内
諸
街
道
起
程
ノ
元
標

ト
ナ
シ
大
阪
府
及
各
県
ハ
其
本
庁
所
在
地
二
於
テ
四
達
枢
要
ノ
場
所
へ
木

標
ヲ
建
テ
之
ヲ
管
内
諸
道
起
程
ノ
元
標
ト
可
定
事

　

但
東
京
京
都
両
府
ハ
国
内
諸
街
道
ノ
元
標
ヲ
以
テ
管
内
諸
道
ノ
元
標
ト

　

可
致
事

一
各
府
県
共
其
管
轄
地
界
へ
木
標
ヲ
可
取
建
事

　

但
河
海
ノ
中
央
或
ハ
涯
岸
等
ヲ
以
テ
境
界
ト
ナ
シ
標
柱
難
取
建
分
ハ
両

　

管
轄
申
合
図
面
上
二
之
ヲ
細
記
可
致
事

一
毎
駅
及
郵
便
役
所
或
ハ
陸
運
会
社
有
之
村
市
ハ
高
札
掲
示
場
等
其
肝
要
ニ

　
シ
テ
便
宜
ノ
地
へ
里
程
標
柱
可
取
建
事

一
前
二
掲
ル
元
標
及
標
柱
ハ
大
蔵
省
ヨ
リ
達
ノ
日
ヲ
待
テ
可
取
建
事

　

但
其
迄
ノ
間
ハ
仮
杭
取
建
置
可
申
事
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一
標
柱
ノ
記
載
ハ
全
道
ノ
里
程
ヲ
取
調
地
図
完
備
ノ
上
於
駅
逓
寮
毎
地
ト
両

京
ノ
距
離
ヲ
通
算
シ
各
地
ノ
里
程
表
ヲ
造
リ
之
ヲ
大
蔵
省
ヨ
リ
達
次
第
左

ノ
式
ノ
如
ク
可
認
事

元
標
及
里
程
標
柱
書
式

管
轄
境
界
標
柱
書
式式 璽

面裏 側左 面表
榔糸

商婁
側左 面表

榔右 長

年
年

號

月
　
　
　
　
何
國
何
郡

距
廻
示
若
干
里
幾
町
幾
間

何何
縣縣
距距
本本
臆廟
若若
干干
里里
幾幾
町町
幾幾
間間

境

距
璽
兄
若
干
里
幾
町
幾
間

號

月 何
騨
へ
若
干
里
幾
町
幾
間

距
京
東
都
京
若
若
干
干
里
里
幾
幾
町
町
幾
幾
間
間

何
騨
へ
若
干
里
幾
町
幾
間

何 界

村 標

一
標
柱
ハ
桧
椴
ノ
内
ヲ
用
テ
左
ノ
寸
尺
式
二
照
シ
製
造
可
致
事

　

大
阪
府
並
各
県
本
庁
所
在
ノ
地
及
管
轄
境
界
ハ

　
　

壱
尺
角
地
上
壱
丈
弐
尺

　

駅
村
へ
可
取
建
目
標
ハ

　
　

八
寸
角
地
上
壱
丈

　
　
　
但
適
宜
二
石
据
或
ハ
竹
矢
来
等
可
取
設
事

　
　
地
図
製
造
ノ
方
法

一
地
図
ハ
素
ヨ
リ
粗
絵
図
二
付
方
位
ヲ
定
メ
或
ハ
尺
度
ノ
割
合
等
精
密
ヲ
不

　
要
ト
難
共
東
南
位
置
ヲ
転
シ
長
短
殊
違
ノ
甚
敷
二
不
致
様
且
国
郡
ノ
境
界

　
河
溝
橋
梁
渡
船
等
ノ
路
上
二
係
ル
モ
ノ
及
ヒ
沿
道
地
名
ノ
脱
漏
無
之
其
文

　
字

明
了
二
可
記
載
事

一
図
中
ノ
符
号
ハ
左
ノ
如
ク
可
致
事

㌻
雀
く
露
じ
國
界
…
…
郡
界
醒
色
橋

　
　
　
　
　
　
赤
黙
　
　
　
　
小
　
ク
　
　
　
中
青
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
色

0
渡
船
場
　
　
●
標
柱
　
　
～
小
川
　
川
Ψ
大
川
　
　
海
湖
等
ノ
水

赤

色
　
　
　
　
　
　
　
地
名
ノ
上
二
冠
ス

ー
道
路
△
本
薯
之
地
▲
支
薯
之
地
。
羅
纏

・

尋

常
ノ
騨
◎
翻
搬
璽
離

一
管
轄
限
界
ノ
地
二
到
ラ
バ
其
道
路
ヲ
示
ス
赤
線
ノ
未
へ
何
管
轄
何
国
何
郡

　
何
町
村
へ
接
続
ト
可
記
事

一
管
轄
境
界
標
柱
ノ
赤
点
へ
本
庁
ヲ
距
ル
若
干
及
ヒ
是
二
最
モ
近
キ
標
柱
赤

　
点
ノ
地
名
ヲ
距
ル
若
干
ト
其
里
町
間
尺
迄
詳
二
記
載
可
致
事

一
本
庁
地
其
他
駅
村
ノ
標
柱
赤
点
ニ
ハ
字
何
町
何
番
地
前
面
何
方
位
何
間
何

　

尺
ノ
所
二
建
之
ト
可
記
事

　
　
　
費
用
ノ
制
限

一
里
程
取
調
ノ
タ
メ
該
県
属
ノ
内
壱
名
出
張
為
致
毎
地
ヨ
リ
取
調
方
手
助
ノ

　
者
並
測
器
運
搬
人
夫
ヲ
可
差
出
素
ヨ
リ
出
張
官
員
ハ
定
則
ノ
旅
費
ヲ
官
ヨ

　

リ
支
給
ス
ヘ
シ
ト
難
モ
毎
地
ヨ
リ
差
出
候
助
手
及
ヒ
人
夫
ハ
其
区
ノ
入
費
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タ
ル
ヘ
キ
事

一
標
柱
木
材
及
職

工
其
他
ノ
費
ハ
常
備
金
ノ
内
ヲ
以
操
替
仕
払
置
追
テ
請
取

　
方
駅
逓
寮
へ
可
申
出
事

　
　
　
里
程
ヲ
可
取
調
道
路
ノ
順
次

一
東
京
ヨ
リ
京
都
大
阪
夫
ヨ
リ
中
国
筋
長
門
国
下
ノ
関
豊
前
国
小
倉
肥
前
国

　
佐
賀
ヲ
経
テ
同
国
長
崎
二
至
ル

一
東
京
ヨ
リ
陸
羽
街
道
岩
代
国
福
島
陸
前
国
仙
台
陸
中
国
盛
岡
ヲ
経
テ
陸
奥

　
国
野
辺
地
夫
ヨ
リ
同
国
大
間
二
至
ル

一
東
京
ヨ
リ
中
山
道
通
リ
信
濃
国
追
分
夫
ヨ
リ
同
国
長
野
越
後
国
高
田
越
中

国
魚
津
ヲ
経
テ
加
賀
国
金
沢
二
至
ル

一
東
京
ヨ
リ
甲
州
街
道
甲
斐
国
甲
府
二
至
ル

一
東
京
ヨ
リ
陸
前
浜
街
道
常
陸
国
土
浦
及
水
戸
ヲ
経
テ
磐
城
国
平
二
至
ル

一
東

京
ヨ
リ
下
総
国
行
徳
ヲ
経
テ
同
国
船
橋
二
至
ル

一
下
総
国
松
戸
ヨ
リ
船
橋
ヲ
経
テ
同
国
千
葉
二
至
ル

一
陸
羽
街
道
岩
代

国
福
島
ヨ
リ
羽
前
国
米
沢
山
形
羽
後
国
秋
田
ヲ
経
テ
陸
奥

国
青
森
夫
ヨ
リ
同
国
野
辺
地
二
至
ル

一
陸
前
国
仙
台
ヨ
リ
小
野
ヲ
経
テ
同
国
登
米
二
至
ル

一
陸
羽
街
道
磐
城
国
白
川
ヨ
リ
岩
代
国
若
松
夫
ヨ
リ
越
後
国
新
潟
二
至
ル

一
同
下
野
国
小
山
ヨ
リ
同
国
栃
木
二
至
ル

一
信
濃
国
篠
ノ
井
ヨ
リ
同
国
松
本
二
至
ル

一
越
後
国
新
発
田
ヨ
リ
同
国
村
上
通
リ
羽
後
国
酒
田
二
至
ル

一
中
山
道
上
野
国
高
崎
ヨ
リ
三
国
通
リ
同
国
渋
川
越
後
国
小
千
谷
三
条
ヲ
経

　
テ
同
国
新
潟
二
至
ル

一
越
後
国
高
田
ヨ
リ
柏
崎
ヲ
経
テ
同
国
新
潟
二
至
ル

一
越
後

国
新
潟
ヨ
リ
同
国
寺
泊
夫
ヨ
リ
渡
海
佐
渡
国
相
川
二
至
ル

一
東
海
道
武
蔵
国
神
奈
川
ヨ
リ
同
国
横
浜
二
至
ル

一
尾
張

国
熱
田
ヨ
リ
同
国
一
ノ
宮
通
リ
美
濃
国
岐
阜
二
至
ル

一
美
濃
国
笠
松
ヨ
リ
近
江
国
鳥
居
本
越
前
国
今
庄
ヲ
経
テ
同
国
敦
賀
二
至
ル

一
美
濃
国
加
納
ヨ
リ
美
江
寺
赤
阪
ヲ
経
テ
同
国
垂
井
二
至
ル

一
尾
張
国
清
須
ヨ
リ
美
濃
国
墨
俣
二
至
ル

一
越
前
国
今
生
ヨ
リ
加
賀
国
金
沢
二
至
ル

一
東
海
道
伊
勢
国
四
日
市
ヨ
リ
同
国
山
田
二
至
ル

一
同
伊
勢
国
関
ヨ
リ
伊
賀
国
上
野
通
大
和
国
奈
良
二
至
ル

一
近
江

国
大
津
ヨ
リ
山
城
国
伏
水
木
津
ヲ
経
テ
大
和
国
奈
良
二
至
ル

一
京
都
ヨ
リ
丹
波
国
亀
岡
通
リ
篠
山
福
知
山
及
ヒ
同
国
小
原
ヲ
経
テ
但
馬
国

豊
岡
二
至
ル

一
大
阪
ヨ
リ
河
内
国
松
原
ヲ
経
テ
大
和
国
奈
良
二
至
ル

一
大
阪
ヨ
リ
和
泉
国
堺
ヲ
経
テ
紀
伊
国
和
歌
山
二
至
ル

一
播
磨

国
姫
路
ヨ
リ
因
幡
国
鳥
取
伯
者
国
米
子
出
雲
国
安
来
ヲ
経
テ
同
国
松

江
二
至
ル

一
播
磨

国
姫
路
ヨ
リ
美
作
国
津
山
夫
ヨ
リ
伯
者
国
米
子
二
至
ル

一
出
雲
国
松
江
ヨ
リ
石
見
国
浜
田
二
至
ル

一
備
中
国
七
日
市
ヨ
リ
同
国
笠
岡
二
至
ル

一
安
芸
国
広
島
ヨ
リ
石
見
国
浜
田
二
至
ル
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一
周
防
国
宮
市
ヨ
リ
同
国
山
ロ
ニ
至
ル

　
　
一
筑
前
国
山
家
ヨ
リ
同
国
福
岡
二
至
ル

　
　
一
肥
前
国
轟
ヨ
リ
筑
後
国
久
留
米
肥
後
国
熊
本
通
リ
同
国
田
ノ
浦
薩
摩
国
阿

　
　
　
久
根
ヲ
経
テ
同
国
鹿
児
島
二
至
ル

　
　
一
豊
前
国
小
倉
ヨ
リ
豊
後
国
府
内
通
リ
日
向
国
上
別
府
二
至
ル

　
　
一
備
中
国
板
倉
ヨ
リ
備
前
国
下
津
井
夫
ヨ
リ
讃
岐
国
丸
亀
伊
予
国
川
ノ
江
及

　
　
　
西
条

ヲ
経
テ
同
国
松
山
二
至
ル

　
　
一
伊
予
国
川
ノ
江
ヨ
リ
土
佐
国
川
ロ
ヲ
経
テ
同
国
高
知
二
至
ル

　
　
一
讃
岐
国
丸
亀
ヨ
リ
高
松
引
田
ヲ
経
テ
阿
波
国
徳
島
二
至
ル

　
　
一
播
磨
国
明
石
ヨ
リ
淡
路
国
岩
屋
通
リ
須
本
福
良
ヲ
経
テ
阿
波
国
徳
島
二
至

　
　
　
ル

　
政
府
は
道
路
延
長
距
離
の
正
確
な
数
字
、
里
程
仮
標
の
設
置
及
び
里
程
標
を
書

き
入
れ
た
道
路
図
の
作
成
を
指
示
し
、
明
治
七
年
三
月
三
一
日
迄
に
大
蔵
省
へ
提

出
す
る
よ
う
命
じ
た
。

　
里
程
調
査
に

つ
い
て

は
正
確
に
実
施
さ
せ
る
た
め
、
ま
ず
一
里
三
六
丁
、
一
丁

は
六
〇

間
、
一
間
は
曲
尺
六
尺
と
定
め
た
。
こ
れ
は
仙
台
藩
内
の
よ
う
に
、
独
自

の

規
定
を

作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
地
域
に
よ
っ
て
は
慣
例
と
し
て
一
里
‖
三
六

丁
以
外
の
単
位
を
以
っ
て
距
離
を
表
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
か
に
徳
川
幕
府
が
度
量
衡
の
統
一
を
完
全
実
施
で
き
な
か
っ
た
か
を
物

語
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
測
量
用
具
に
つ
い
て
は
特
に
麻
縄
使
用
の
際
、
晴
雨
に
よ
る
伸
縮
に
注
意
を
与

え
、
測
量
は
道
路
の
中
央
と
す
る
こ
と
、
渡
船
場
・
渡
海
な
ど
の
指
示
や
、
大
都

市
内
に
お
け
る
駅
間
ル
ー
ト
が
幾
条
か
あ
る
場
合
は
、
そ
の
す
べ
て
を
測
量
し
、

う
ち
一
本
を
本
道
と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
里
程
標
に
は

元
標

と
標
柱
が
あ
り
、
元
標
は
さ
ら
に
日
本
国
内
と
府
県
の
も
の

に
分
け

ら
れ
た
。
日
本
国
内
の
も
の
は
東
京
日
本
橋
の
中
央
と
京
都
三
条
橋
中
央

に
設
け
、
府
県
の
元
標
は
県
庁
所
在
地
の
交
通
要
衝
の
地
に
設
置
す
る
こ
と
が
命

じ
ら
れ
た
。
但
し
東
京
と
京
都
は
日
本
国
内
の
元
標
を
管
内
の
元
標
と
も
し
た
。

　
標
柱
は
府
県
境
に
設
置
す
る
も
の
と
駅
や
郵
便
役
所
・
陸
運
会
社
の
あ
る
村
や

市
に
設
置
す

る
も
の
と
が
あ
っ
た
。
後
者
を
純
然
た
る
道
標
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
元
標
を

は

じ
め
と
す
る
標
柱
の
材
料
は
桧
・
椴
の
い
ず
れ
か
を
使
用
し
、
府
県

の

元
標

と
境
界
標
は
一
尺
角
、
地
上
一
丈
二
尺
。
駅
や
市
村
に
建
て
る
も
の
は
八

寸
角
、
地
上
一
丈
と
し
、
適
宜
石
を
据
え
る
な
り
、
竹
矢
来
を
設
け
る
こ
と
が
指

示
さ
れ
て
い
る
。

　
里
程
の

正
確

な
把
握
に
対
し
、
道
路
図
は
略
式
の
も
の
で
、
縮
尺
の
統
一
も
な

か
っ

た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
交
通
に
関
連
す
る
も
の
は
洩
れ
な
く
記
載
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
地
図
記
号
も
統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
調
査
対
象
道
路
は
東
海
・
山
陽
道
を
は
じ
め
全
国
に
及
び
、
合
計
四
二
街
道
に

な

っ

て

い

る
。
調
査
対
象
に
な
っ
た
街
道
が
当
時
の
政
府
に
と
っ
て
の
重
点
街
道

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
だ
け
大
規
模
な
調
査
に
し
て
は
、
調
査
態
勢
が
十
分
と
は
い
い
難
く
、
当

該
県
庁
が

担
当
老
一
名
を
提
出
し
、
調
査
補
助
者
達
は
各
区
の
負
担
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
道
路
政
策
が
各
県
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
か
は
別
と
し
て
、

こ
こ
に
道
標
は
全
国
規
模
で
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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本
稿
は
道
標
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
た
め
、
道
路
行
政
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ

て

い

な
い
が
、
今
後
近
代
の
道
路
行
政
と
い
う
、
巨
視
的
な
観
点
か
ら
道
標
を
み

る
必
要
が
あ
る
。

⇔
　
千
葉
県

に
お
け

る
里
程
調
査

　

明
治
六
年
一
二
月
に
達
せ
ら
れ
た
里
程
調
査
は
、
実
際
各
府
県
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
千
葉
県
を
中
心
に
、
数
ヵ
所
の

実
施
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
千
葉
県
に
あ
っ
て
は
、
明
治
九
年
一
月
二
九
日
、
里
程
調
査
に
関
し
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

な
布
達
を
出
し
て
い
る
。

　
　
実
測
里
程

ノ
儀
ハ
、
明
治
六
年
太
政
官
第
四
百
拾
三
号
公
達
二
基
キ
、
管
内

　
　
本
支
道
駅
々
ノ
線
路
ハ
掛
官
員
派
出
ノ
上
、
既
二
取
調
済
二
付
、
追
テ
実
際
施

　
　
行
可
致
旨
、
明
治
七
年
県
庁
第
四
百
四
拾
六
号
什
朋
三
ヲ
以
テ
相
達
置
候
処
、

　
　
右
実
際
施
行
儀
其
筋
へ
伺
済
二
付
、
各
駅
々
間
里
程
調
整
ノ
上
、
別
紙
ノ
通

　
　
相
達
候
条
、
従
前
ノ
里
程
ハ
相
廃
シ
、
更
二
別
紙
実
測
量
里
程
二
改
定
、
本
年

　
　
二
月
十
五
日
ヨ
リ
実
際
施
行
可
致
候
、
此
段
布
達
候
事

　
　
　
但
、
各
駅
村
内
国
通
運
会
社
於
テ
ハ
、
継
場
各
駅
村
ヘ
ノ
里
程
明
瞭
・
一
記

　
　
　載
張

出
置
可
申
候
事
鵠

　
千
葉
県
で
は

明
治
六
年
の
太
政
官
公
達
に
基
づ
き
早
速
調
査
を
実
施
し
た
よ
う

で

あ
る
が
、
施
行
ま
で
は
二
年
余
の
期
間
を
要
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
は
安
房

国
も
調
査
の
対
象
と
し
た
こ
と
、
千
葉
県
合
併
前
の
新
治
県
が
里
程
調
査
を
実
施

し
な
か
っ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
千
葉
県
令
柴
原
和
は
明
治
八
年
一
二
月
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

日
内
務
卿
大
久
保
利
通
に
次
の
よ
う
な
伺
い
を
出
し
て
い
る
。

　
　
明
治
六
年
肝
二
太
政
官
第
四
百
十
三
号
公
達
二
因
テ
、
管
内
諸
道
岐
路
ト
モ

　
　
実
測
里
程
取
調
、
既
二
進
達
済
二
有
之
、
然
ル
ニ
管
下
房
総
州
之
儀
ハ
、
従
前

　
　
里
程
長
短
伸
縮
之
差
異
有
之
、
　
一
般
ノ
不
便
不
少
二
付
、
実
測
里
程
二
改
正

　
　
施
行
致
度
旨
、
再
応
駅
逓
寮
へ
申
牒
及
ヒ
候
処
、
右
実
測
之
儀
ハ
、
同
寮
於

　
　
テ

全

国
一
般
二
調
訂
イ
タ
シ
候
迄
ハ
、
実
際
施
行
難
相
成
趣
回
答
有
之
、
東

　
　
西
両
京
距
離
ノ
里
程
記
注
フ
削
リ
標
記
・
訂
正
ハ
、
其
地
方
二
止
リ
候
儀
二
御

　
　
達
相
成
候

間
、
当
県
二
限
実
測
里
程
二
改
定
候
モ
、
他
ノ
差
響
モ
有
之
間
敷

　
　

ト
被
存
、
且
前
述
ノ
如
ク
従
前
ノ
里
程
ハ
差
異
不
少
、
実
地
不
便
ヲ
極
メ
候

　
　
ヘ
ハ
、
実
測
里
程
ノ
確
実
ナ
ル
方
々
速
二
改
定
実
際
施
行
候
様
仕
度
、
此
段

　
　
相
伺
候
也
、

　
伺
い
に
よ
る
と
、
千
葉
県
に
お
い
て
は
政
府
が
指
示
し
た
街
道
の
実
測
里
程
取

調
べ
は
既
に
終
了
し
、
政
府
へ
進
達
済
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
コ
房
総
州
L
の

里
程
は
長
短
が
一
定
せ
ず
、
非
常
に
不
便
で
あ
っ
た
と
い
う
。
長
短
が
一
定
し
て

い

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
の
里
程
が
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、

距
離
の
単
位
が
一
里
‖
三
六
丁
で
は
な
か
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

え
ば
上
総
の
場
合
『
南
総
珍
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
一
里
の
距
離
が
短
か
っ

た
。　

　
当
国
は
馬
蹄
の
踏
な
ら
は
せ
る
地
も
多
か
ら
さ
れ
ば
、
里
数
一
里
三
十
六
丁

　
　
も
、
或
は
五
十
丁
も
有
る
所
多
し
、
三
里
の
道
を
一
里
来
り
、
先
を
問
に
未

　
　
た
三
里
と
云
、
是
を
上
総
の
其
一
里
と
云
、
九
十
九
里
は
古
を
以
て
六
丁
一

　
　
里
と
積
り
、
二
十
五
里
村
も
是
に
同
し
、
鎌
倉
七
里
が
浜
は
四
十
二
丁
あ
り
、
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是
に
准

ふ
、
古
人
の
句
に
「
道
問
へ
ば
一
里
く
と
秋
の
暮
」

　

こ
の
よ
う
に
上
総
国
内
に
あ
っ
て
は
一
里
の
長
さ
が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
わ

け

で

あ
る
。
現
在
も
な
お
「
上
総
の
そ
こ
一
里
」
と
い
う
言
い
方
が
残
っ
て
お
り
、

道
程

を
聞
い
て
も
あ
ま
り
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
の
こ

　
　
（
3
1
）

と
で
あ
る
。

　
右
の

よ
う
な
事
情
か
ら
、
千
葉
県
に
お
い
て
は
政
府
指
定
外
の
街
道
に
つ
い
て

も
里
程
を
実
測
し
た
い
と
、
駅
逓
寮
に
申
牒
し
て
い
る
。
し
か
し
駅
逓
寮
に
お
い

て

は
、
政
府
の
指
示
し
た
街
道
の
実
測
施
行
が
終
了
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理

由
に
許
可
を
与
え
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
千
葉
県
側
は
駅
逓
寮
を
飛
び
こ
し
、
大
久
保
利
通
に
伺
い
を
出
し

た
わ
け

で
あ
る
。
伺
い
文
中
に
、
当
県
に
限
り
実
測
里
程
に
改
正
し
て
も
、
他
県

に

影
響
を

与
え

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
千
葉
県
が
半
島
で
あ
り
、
下
総
北
部
か
ら

上
総
・
安
房
に
か
け
て
の
街
道
は
他
県
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
伺
い
は
容
れ
ら
れ
、
千
葉
県
に
あ
っ
て
は
指
定
外
の
街
道
も
里
程
の
実
測
を
実

施
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
千
葉
県
の
う
ち
海
上
・
匝
瑳
・
香
取
三
郡
は
新
治

県
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
八
年
五
月
七
日
新
治
県
が
廃
止
さ
れ
、
千
葉
県
に
所

属
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
新
治
県
で
は
里
程
実
測
に
着
手
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

調
査
に
遅
れ
を

生

じ
た
。
但
し
海
上
・
香
取
・
匝
瑳
の
三
郡
に
は
政
府
が
里
程
実

測
を

指
定

し
た
街
道
が
通
じ
て
い
な
い
。
こ
の
件
は
明
治
八
年
二
一
月
の
大
久
保

利
通
へ
の
伺
い
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
治
九
年
四
月
二
五
日
千
葉
県
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
第
一
四
・
一
五
・
一
六

大
区
“
香
取
・
海
上
・
匝
瑳
各
郡
戸
長
に
対
し
、
里
程
取
調
べ
を
達
し
て
い
る
。

そ
の

内
容
は
当
然
明
治
六
年
一
二
月
二
〇
日
の
太
政
官
達
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
内
容
は
「
里
程
取
調
ノ
方
法
」
と
「
里
程
標
ノ
位
置
及
記
載
ノ
方
法
」

を
簡
約
し
、
千
葉
県
の
実
状
に
合
せ
た
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
千
葉
県

に
お
い
て

は

標
柱
を

起
程
標

と
導
標
に
分
け
、
起
程
標
は
村
の
中
央
に

建

て
、
県
庁
へ
の
距
離
・
順
路
駅
名
、
最
寄
駅
へ
の
里
程
を
記
載
し
、
導
標
は
道

沿
い
、
分
岐
点
に
建
設
し
、
最
寄
駅
へ
の
里
程
を
記
載
し
た
。
特
に
人
家
の
無
い

よ
う
な
山
林
広
野
な
ど
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
両
標
共
に
東
西
南
北
の
方

位
を

記

し
、
最
寄
駅
へ
の
方
向
を
解
り
や
す
く
し
て
い
る
。

　
恐

ら
く
他
府
県
に
お
い
て
も
、
政
府
の
指
示
を
そ
の
ま
ま
実
行
し
た
の
で
は
な

く
、
地
域
の
実
情
や
府
県
民
に
よ
り
一
層
理
解
し
や
す
い
内
容
に
し
て
実
行
に
移

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
諸
地
域
に
お
け

る
里
程
調
査

　
明
治
六
年
一
二
月
以
前
か
ら
東
北
方
面
で
は
里
程
に
関
す
る
政
策
が
実
施
さ
れ
、

道
標
設
置

も
行
わ
れ
た
が
、
明
治
六
年
の
太
政
官
か
ら
の
達
は
ど
の
よ
う
に
実
施

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
七
年
一
月
一
〇
日
水
沢
県
で
は
こ
の
件
に
つ
き
次

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の

よ
う
な
達
を
出
し
て
い
る
。

　
　
一
里
程
表

　
　
　
里
程
改
正
ノ
義
、
太
政
官
第
四
百
十
三
号
ヲ
以
テ
御
布
告
有
之
一
一
付
、
不

　
　
日
官
員
派
遣
測
定
候
条
、
其
ノ
旨
心
得
、
差
支
へ
無
之
様
致
ス
可
ク
、
且
ツ

　
　
本
道
脇
道
共
往
還
ノ
村
々
、
左
ノ
雛
形
ノ
標
杭
大
村
ハ
三
本
、
小
村
ハ
一
本

　
　
ヅ
ツ
用
意
致
シ
置
ク
可
ク
、
此
段
相
達
候
事
、
但
シ
官
員
ノ
派
出
日
限
、
別
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テ

相
達
可
申
事
、

　
甲
戌
一
月
十
日

　
標
杭
雛
形

水
沢
県
参
事
増
田
繁
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
寸
角
　
地
上
六
尺

　
右
の
標
杭
は
太
政
官
四
一
三
号
に
い
う
「
駅
村
へ
可
取
建
目
標
」
に
該
当
す
る
も

の

と
思
わ
れ
る
が
、
四
一
三
号
で
は
「
八
寸
角
地
上
壱
丈
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
較

べ

る
と
、
か
な
り
標
柱
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
水
沢
県
に
お
い
て
は
、
町
村
に

対

し
里
程
取
調
べ
を
命
じ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
あ
ま
り
積
極
的
に
取
組
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

で
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
秋
田
県
史
』
で
も
前
述
の
村
勢
ま
で
記
し
た
標
柱
を

明
治
五
年
に
設
置
さ
せ
て
以
降
の
記
事
は
、
明
治
二
七
年
五
月
県
が
「
駅
標
里
程

標
存
置
規
則
」
な
る
も
の
を
判
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
四
＝
二
号

に

つ
い
て

の
記
載
は

な
い
。
県
と
し
て
は
当
然
政
府
の
指
示
に
何
ら
か
の
対
応
を

示

し
た
で
あ
ろ
う
が
、
矢
張
り
積
極
的
に
取
組
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
群
馬
県
に
お
い
て
は
里
程
調
査
を
早
速
実
施
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
里
程
標
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

設
置
は
明
治
九
年
七
月
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
道
路
改
修
が
繁
頻
に
行

わ
れ
、
屈
曲
し
た
道
が
直
線
に
、
従
来
の
道
が
廃
止
さ
れ
新
道
が
出
来
る
な
ど
、

四
一
三
号
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
調
査
は
実
情
に
合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ

た
。
こ
の
た
め
群
馬
県
で
は
明
治
一
〇
年
一
月
一
八
日
に
改
め
て
路
程
取
調
概

則
を

達

し
、
図
面
を
三
月
三
一
日
迄
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
右
の

よ
う
な
状
況
は
群
馬
県
に
限
ら
ず
、
各
県
同
様
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
里
程
標
設
置
の
反
響
を
、
新
聞
報
道
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）

　
明
治
七
年
二
月
八
日
の
『
新
聞
雑
誌
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
東
京
府
内
に
里
程

標
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
　

昨
今
府
下
四
方
浅
草
四
ッ
谷
本
所
等
々
諸
所
工
、
距
日
本
橋
何
里
ト
記
シ
タ

　
　

ル
標
柱

ヲ
建
ラ
レ
タ
リ
、
行
人
ノ
便
喜
ブ
ベ
キ
ニ
堪
ヘ
タ
リ
、

　

東
京
府
に

あ
っ
て
は
、
明
治
七
年
二
月
段
階
で
里
程
標
が
府
内
各
地
に
設
け
ら

れ
、
評
判
も
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
記
事
中
に
「
距
日
本
橋
何
里
」
と
あ
り
、

行
先
の

新

し
い
表
示
方
法
を
強
調
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　

明
治
一
〇
年
一
月
二
二
日
に
は
京
都
に
里
程
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
『
東
京
日

　
（
3
7
）

日
新
聞
』
が
報
じ
て
い
る
。

　
　
此

ご
ろ
京
都
の
加
茂
川
よ
り
高
瀬
川
へ
流
る
ふ
樋
の
口
と
云
ふ
処
の
河
中
へ
、

　
　
大
坂

よ
り
の
里
程
標
を
建
ら
れ
た
り
。
そ
の
表
面
に
は
大
坂
天
保
山
基
点
よ

　
　

り
淀
川
を
襲
ひ
、
東
高
瀬
川
筋
ま
で
里
程
十
五
里
十
二
町
三
十
五
間
、
横
面

　
　
に
は
大
坂
天

保
山
海
面
よ
り
淀
川
を
襲
ひ
、
東
高
瀬
川
筋
北
の
黒
線
に
至
り

　
　

て
、
高
さ
百
五
十
尺
を
上
る
、
裏
面
に
は
京
都
府
と
記
し
、
横
に
は
明
治
十

　
　
年
一
月
建
之
と
書
て
あ
る
と
申
す
こ
と
。

　

こ
の
里
程
標
は
河
川
の
中
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
石
で
造
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
里
程
標
が
建
て
ら
れ
た
場
所
な
ど
か
ら
み
て
、
太
政
官
達
四

二
二
号
に
い
う
里
程
標
の
設
置
が
、
こ
の
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
れ
以
前
既
に
里
程
標
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
樋
の
口
は
中
京
区
樋
の
口
で
、
加
茂
川
よ
り
分
流
し
て
高
瀬
川
と
な
る
分
水
の

要
口
で
あ
り
、
河
川
舟
運
の
発
達
し
た
こ
の
地
域
で
は
、
河
中
に
里
程
標
を
建
て

る
こ
と
は
、
里
程
標
の
普
及
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
1

　
京
都
の
道
標
設
置
よ
り
十
年
余
を
経
た
明
治
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
の
『
高
知
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（3
8
）

日
報
』
は
、
「
村
々
へ
も
里
程
標
」
と
い
う
見
出
し
で
里
程
標
の
記
事
を
載
せ
て

い
る
。

　
　
本
年
八
月
県
達
六
百
三
十
一
号
を
以
里
程
標
の
事
達
せ
ら
れ
、
今
日
は
そ
れ

　
　
ぞ
れ
村
々
へ
建
設
に
な
り
、
或
は
東
京
近
衛
へ
何
百
里
、
或
は
広
島
鎮
台
へ

　
　
何
十
里

（
中
略
）
此
は
畢
寛
兵
事
上
緊
要
な
る
こ
と
に
て
あ
れ
ど
、
傍
ら
我

　
　
々

人
民
の

旅
行
す
る
者
に
取
り
て
も
、
亦
至
極
便
利
な
り
と
思
は
る
、
然
る

　
　
に
愛
に
一
つ
の
疑
団
と
云
ふ
は
吾
川
郡
伊
野
村
の
里
程
標
を
見
る
に
、
東
京

　
　
近

衛
へ
到
る
二
百
五
十
二
里
二
十
一
町
と
あ
り
、
ソ
レ
よ
り
僅
か
に
一
里
ば

　
　
か

り
東
に
距
り
土
佐
郡
枝
川
村
の
里
程
標
を
見
る
に
、
東
京
近
衛
へ
二
百
四

　
　
十
里
十
三
町
と
あ
り
シ
テ
見
れ
ば
此
の
伊
野
枝
川
両
村
の
距
離
は
十
里
の
差

　
　
あ
る
も
の
ふ
如
し
、
双
方
い
つ
れ
か
の
標
が
或
は
間
違
ひ
な
ら
ん
欺
と
或
人

　
　
の
話
。

　
近
世
に
お
け

る
里
程
の
不
正
確
さ
を
正
す
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
里
程
の

実
測
調
査
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
相
変
ら
ず
新
聞
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

大
き
な
矛
盾
が
生
じ
て
お
り
、
里
程
の
統
｝
、
正
確
な
把
握
が
い
か
に
困
難
な
事

業
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
記
事
中
に
は
「
到
る
処
に
此
の
標
を
見
る
こ
と
ふ
な
り
た
り
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
高
知
県
内
に
お
い
て
も
か
な
り
広
範
囲
に
数
多
く
の
里
程
標
が
建
て
ら
れ
て

い
た

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
高
知
県
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
里
程
標
に
記
載
さ
れ
る
地
名
が
、
軍

事
施
設
を

中
心
と
し
た
も
の
に
な
り
、
県
庁
や
郡
役
所
・
隣
村
へ
の
地
名
は
表
面

的

に
は
従
に
な
っ
て
い
る
。

　
里
程
標
設
置
理
由
の
一
つ
は
、
住
民
に
県
の
中
心
で
あ
る
県
庁
を
意
識
さ
せ
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
住
民

に

と
っ
て
従
来
各
地
の
中
心
で
あ
っ
た
の
は
城
下
町
な
ど
で
あ
る
が
、
こ

の

意
識
を

払
拭

し
、
日
常
生
活
の
中
で
県
庁
を
意
識
さ
せ
る
に
は
、
里
程
標
の
地

名
は
×
き
な
効
果
を
上
げ
た
で
あ
ろ
う
。
敢
え
て
い
う
な
ら
ば
、
〃
新
城
下
町
宣

言
〃
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
位
置
す
る
東
京
・
京
都
を
、
県
の
中
心
部
に
建

て

ら
れ
た
里
程
標
に
記
す
こ
と
に
よ
り
、
新
国
家
を
国
民
に
意
識
さ
せ
た
わ
け
で

あ
る
。

　
し
か
し
年
が
経
る
に
従
い
、
国
家
が
国
民
に
意
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対

象
が
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
対
象
と
は
軍
隊
で
あ
り
、
こ
れ
を
い
か
に
住
民
の

日
常
に
定
着
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
た
め
道
標
地
名
も
軍
都
が
中
心
の
座
を
占

め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
千
葉
県
長
生
郡
長
南
町
佐
坪
所
在
の
道
標
は
軍
都
を
刻
ん
だ
典
型
の
一
つ
と
も

い

え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
右
側
面
）

　
　
　
　
　
　
佐
倉
十
二
里
三
十
二
町
習
志
野
十
三
里
二
十
一
町

　
　
衛
戊
地

　
　
　
　
　
　
下
志
津
十
一
里
三
十
三
町
国
府
台
十
七
里
十
二
町

　
　
（
正
面
）

　
　距

顯
露
薩
駿
源
賭
靖
町
左
側
通
行

　
　
（
左
側
面
）

　
　距
鯵
　
。
彗
石
町
大
正
＋
年
四
月
佐
坪
主
星

　
右
の
道
標
は
石
造
で
政
府
の
指
示
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
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明
治
の
里
程
標
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
政
府
の
指
示
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
道
標
は
、
い
つ
ま
で
〃
公
〃
の
も
の
と
し

て

存
続

し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
、
政
府
指
示

の

道
標
設
置
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
里
程
標
の

設
置

は
一
方
で
近
世
の
交
通
施
設
廃
止
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
明

治
政
府
は
明
治
九
年
十
月
十
日
乙
第
一
二
〇
号
を
以
て
一
里
塚
廃
止
を
打
ち
出
し

（3
9
）

た
。　

　
各
街
道
一
里
塚
ノ
儀
、
里
程
測
定
標
杭
建
設
既
済
ノ
地
方
二
限
リ
、
古
墳
旧

　
　
跡
ノ
類
ヲ
其
侭
一
里
塚
二
相
用
、
或
ハ
大
樹
生
立
往
還
並
木
二
連
接
シ
、
又

　
　
ハ
目
標
等
二
相
成
、
自
然
道
路
ノ
便
利
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
等
ヲ
除
之
外
、
耕
地
ヲ
磐

　
　
陰
ス
ル
ガ
如
キ
有
害
無
益
塚
丘
ヲ
総
テ
廃
殿
シ
、
最
寄
人
民
へ
入
札
ヲ
以
テ

　
　
払
下
候
積
相
心
得
、
近
傍
形
況
及
ビ
存
別
等
明
瞭
ノ
図
相
副
可
伺
出
、
此
旨

　
　
相
違
候
事
、

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
古
墳
や
旧
跡
を
そ
の
ま
ま
一
里
塚
に
用
い
た
場
合
や
、
往
還

　
　

表
一
　
諸
地
域
現
存
道
標
一
覧

並
木

と
連
続
す
る
場
合
は
、
目
標
・
交
通
の
便
と
な
る
も
の
以
外
は
す
べ
て
廃
殿

し
、
払
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
達
に
対
し
『
東
京
曙
新
聞
』
は
サ
ブ
タ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

ト
ル
に
「
乱
暴
な
お
達
し
」
と
付
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
一
里
塚
は
ま

だ
一
般
庶
民
に
と
っ
て
馴
染
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
　
現
存
道
標
の
状
況

θ
　
千
葉
県
内
現
存
道
標
の
状
況

　
近
世
以
来
設
置

さ
れ
て
き
た
石
造
道
標
は
現
在
も
各
地
で
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
道
路
拡
張
や
宅
地
造
成
な
ど
に
よ
り
失
わ
れ
た
道
標
も
か
な
り
あ
る
と
思

わ
れ

る
が
、
本
項
に
お
い
て
は
千
葉
県
内
の
数
地
区
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

域
に
残

る
道
標
の
現
状
と
そ
の
残
り
具
合
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

三　現存道標の状況

地

名
総
亙
近
世

千
葉
県
千

葉
市

〃　〃　〃　〃　〃　〃

芝松流八佐船
山尾峠倉橋
町町市市市市

東
京
都
江
戸
川
区

一
二
四

五
九

八
二

　
一
八

　
一
六

二
七

　
七

三
二

ニ　　 ー一 二二五
六七七二八二七四

近

現

代

最
古
の
道
標
及
形
態

最
新
の
道
標
及
形
態

　
七
〇

　
二
五

　
六
〇

未
調
査

　
　
二

　
二
〇

　
　
［

宝
永
　
二
・

元
禄
　
七
・

延
享
　
五
・

寛
延
　
二
・

寛
保
　
三
・

寛
政
一
一
・

文
化

＝
・

正
徳
　
三
・

　
　
　
　
（
庚
申
塔
）

一〇
・
二
］
ハ
（
道
標
）

二
・

　
吉
（
地
蔵
）

二
・

　

三
（
庚
申
塔
）

三
　
　
　
（
庚
申
塔
）

三
・
　
吉
（
故
人
供
養
塔
）

六
・
　
　
（
諸
国
巡
礼
塔
）

七
・
二
四
（
西
国
・
坂
東
・
秩
父
供

　
　
　
　
養
）

昭
和
一
五
・

昭
和
一
二
・

昭
和
二
四
・

未
　
調
　
査

明
治
四
「
・

昭
和
一
三
・

安
政
　
六
・

文
久
　
二
・

二
・

　
吉
（
秩
父
供
養
塔
）

五
　
　
　
（
庚
申
塔
）

九
・
一
五
（
秩
父
供
養
塔
）

三一六

（無
縁
塔
）

（道
祖
神
）

（
西
国
供
養
塔
）

備

考

近
世
の
み
調
査

一
基
は
蔦
飾
区
所

在
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〃
　
葛
飾
区

　
〃
　
品
川
区

　
〃
　
目
黒
区

　
〃
　
世
田
谷
区

神
奈
川
県
大
和
市

大
阪
府
大

阪

市

七一六ニー四
〇九八九六四

ニー五ニー四
八七九五一二

八一二四四二
元
禄

　
六
・

元
禄
　
八
・

宝
永
　
三
・

享
保
一
三
・

室
永

　
七
・

室
暦
　
二
・

六
・
　
吉
（
仏
形
浮
彫
）

一〇
・
二
五
（
橋
供
養
力
）

　
　
　
　
（
地
蔵
）

　
　
　
　
（
庚
申
塔
）

九
・
二
九
（
庚
申
塔
）

一
一

・

　

七
（
大
峯
山
三
三
回
登
山
）

大
正
　
四
・

大
正
一
〇
・
　
七

昭
和
　
三
・
一
二

大
正
一
五
・
　
三
・

大
正
一
四
・
一
一

大
正
　
九
・
　
七

　
（
大
正
天
皇
即
位
記
念
）

　
（
馬
頭
観
音
）

　
（
道
標
）

吉
（
道
標
）

　
（
名
号
塔
）

　
（
道
標
）
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e
　
千

　

葉
市

　
千
葉
市
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
地
域
で
は
最
も
道
標
の
数
が
多
く
、
一
二
四
基

に
上
っ

て

い

る
。
『
報
告
書
』
に
は
一
二
八
基
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
四
基
は
道

路
元
標
で
あ
る
た
め
除
外
し
た
。
一
二
四
基
の
う
ち
近
世
の
道
標
は
五
四
基
、
近

代
は
七
〇
基
で
、
最
古
の
も
の
は
宝
永
二
年
の
庚
申
塔
と
併
用
の
道
標
（
M
5
0
）
で

あ
る
。
但
し
『
報
告
書
』
に
よ
れ
ば
、
年
号
は
不
明
で
あ
る
が
、
園
生
町
所
在
の

道
標
（
M
4
1
）
が
市
内
最
古
の
可
能
性
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

　
併
用
道
標
は
馬
頭
観
音
が
二
〇
基
で
近
世
が
七
基
、
近
代
が
＝
二
基
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
横
戸
町
所
在
の
大
正
六
年
五
月
の
道
標
（
α
8
N
－
）
は
運
送
連
が
設
置
し
た

も
の
で
あ
る
。
次
い
で
庚
申
塔
が
一
七
基
で
、
一
五
基
が
近
世
、
二
基
が
近
現
代

で
あ
る
。
な
お
千
葉
市
域
に
は
六
六
基
の
庚
申
塔
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
秩
父
供
養
塔
は
一
三
基
で
あ
る
が
、
坂
東
供
養
塔
・
西
国
供
養
塔
等
と
共
に
刻

ま
れ
て
い
る
も
の
も
含
め
る
と
計
二
〇
基
に
及
ぶ
。
こ
の
う
ち
＝
二
基
は
近
現
代

の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
地
蔵
と
の
兼
帯
が
七
基
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
近
世

の

も
の
で
あ
る
。
近
現
代
の
道
標
は
七
〇
基
で
、
明
治
期
が
二
〇
基
あ
り
、
明
治

二
年
五
月
の
も
の
が
最
も
古
い
。
大
正
期
は
三
五
基
と
最
も
多
く
、
一
五
基
は
青

年
会
（
団
）
又
は
青
年
会
（
団
）
が
設
置
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
中
で
も
和
泉
支

表
一
一
千
葉
市
内
併
用
道
標
内
訳

種

別

秩西秩観地馬庚

父国

・ 坂父

坂東　　 頭

東秩供　　　申

供父　　 観

　供養
養養

塔塔塔音蔵音塔

出
羽
三
山
・
秩
父
・
坂
東
・
西
国
・
秩
父
供

養
塔

西

国
・
秩
父
・
坂
東
・
四
国
供
養
塔

出
羽
三
山
供
養
塔

二

十

三

夜

塔

東御御国宮不弁猿読

動

財田諦

城
　
　
拝
　
　
観

宮

　大成旗

典婚掲

外
　
　
遊

明

　記記揚　　　　　　記記

念念念塔念王天彦塔
総

数

時

代

別

内
訳

近

旦
近
現
代

一 四一一一一一一一ニー一一二三三二七〇七

1【11｜一一1－－1－一　｜三二二七七五

二
二
二一

一二
一 四一一一

不
　
明1 11 1 1



三　現存道標の状況

部
は
大
正
八
年
三
月
に
七
基
の
道
標
（
α
0
　

ρ

刊
～
刊
）
を
設
置
し
て
い
る
。
青
年
会

（
団
）
設
置
道
標
の
初
見
は
大
正
五
年
一
〇
月
（
M
㎜
）
に
、
土
気
青
年
団
が
大
正
天

皇
の

大
典
記
念
に
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
e
　
船
　
橋
　
市

　
船
橋
市
は

五
九
基
の

道
標
の

う
ち
二
七
基
が
近
世
、
二
五
基
が
近
代
で
、
最
古

の

道
標
は
元
禄
七
年
（
M
5
0
）
の
も
の
で
あ
る
。
設
置
者
は
海
神
村
の
講
仲
間
と
あ

る
か
ら
、
宗
教
関
係
の
講
仲
間
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
次
い
で
元
禄
一
四
年
・
宝
永

六
年
の
道
標
（
M
刀
・
4
9
）
が
あ
る
。
最
も
新
し
い
も
の
は
昭
和
一
二
年
の
庚
申
塔

併
用
の
道
標
で
あ
る
。

　
併

用
道
標
は
庚
申
塔
の
九
基
を
除
い
て
特
に
多
い
も
の
は
な
い
が
、
併
用
道
標

と
し
て
は
数
の
少
な
い
二
十
三
夜
塔
が
四
基
あ
り
、
う
ち
三
基
が
近
世
、
（
M
5

・

10
・

21
と
基
が
近
現
代
（
M
3
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
馬
頭
観
音
は

三
基
の

う
ち
一
基
が
近
世
（
α
T
⊥
N
3
）
、
二
基
が
近
現
代
（
M
6
・
8
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
近
現
代
道
標
の
う
ち
明
治
期
の
も
の
は
＝
基
で
、
明
治
七
年
（
M
8
）
の
も
の

が

最
も
古
い
。
大
正
期
は
七
基
あ
り
、
四
基
が
青
年
団
の
建
て
た
も
の
で
、
大
正

八
年
九

月
の
二
基
（
M
1
6
・
補
3
）
は
豊
富
村
青
年
団
八
木
ケ
谷
支
部
が
、
大
正
四

年
一
〇
月
の
二
基
（
M
2
・
7
）
は
豊
富
村
青
年
団
小
野
田
支
部
が
設
置
し
て
い
る
。

昭
和
期
の
も
の
は
七
基
、
う
ち
昭
和
三
年
の
二
基
は
「
大
神
保
支
部
」
が
設
置
し

た

も
の
だ
が
、
こ
れ
は
青
年
団
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三
年
に
設
置
さ
れ
た
道

標
は
四
基
あ
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
天
皇
の
大
典
を
記
念
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
か

も
し
れ
ぬ
。
こ
の
ほ
か
時
代
は
確
定
で
き
な
い
が
、
大
神
保
青
年
団
の
設
置
し
た

も
の
が
一
基
（
α
4
N
－
）
あ
る
。

　
行
先
表
示
地
名
で
最
も
多
い
も
の
は
船
橋
で
二
〇
基
の
道
標
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

次
い
で
木
下
の
一
一
基
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
周
辺
地
域
に
と
っ
て
経
済
的
に
重
要

な
地
で
あ
る
。

　
船
橋
市
域
に
は
佐
倉
・
成
田
街
道
が
通
じ
て
い
た
が
、
佐
倉
と
記
さ
れ
た
道
標

は
五
基
で
、
こ
の
う
ち
最
古
の
道
標
（
α
7
N
一
－
）
は
元
禄
一
四
年
で
あ
る
。
成
田
と
記

さ
れ
て
い
る
の
は
四
基
あ
り
、
最
古
の
も
の
は
安
永
六
年
で
近
世
の
も
の
は
こ
れ

一
基
（
M
3
7
）
で
あ
る
。
設
置
者
は
二
基
が
地
元
外
の
新
勝
寺
信
徒
、
一
基
が
地
元

か
地
元
外
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
新
勝
寺
の
信
徒
で
あ
る
。

　

表
三
　
船
橋
市
内
併
用
道
標
内
訳

種

別

如読恩道不廻聖石弘題念馬二庚

十

頭

法
　
大

徳

　
太

三申動国子燈師目仏

観

夜

供
　
　
養

供
　
　
養

路

　
　
改
　
　
修
　
　
記

　
　
師
　
　
　
　
追

意

輪諦

観

音塔悼念尊塔塔籠塔塔塔音塔塔

総

数
一一 二ニー一一二二二二三四九

時

代

別

内
訳

近

旦
近
現
代
一
不
明

　　一⊥一一 ニハ
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近世及び近現代における道標の成立と展開

　
　
　
⇔
　
佐
　
倉
　
市

　
佐
倉
市
は
併
用
道
標
の

中
で
は
秩
父
供
養
塔
が
最
も
多
く
一
五
基
に
及
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
佐
倉
の
一
部
の
地
域
が
秩
父
供
養
塔
と
道
標
を
兼
ね
た
も
の
を
設
置

す

る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
一
五
基
の
う
ち
坂
戸
と

大

田
に
は
四
基
ず
つ
小
竹
に
は
二
基
と
い
う
よ
う
に
地
域
的
片
寄
り
が
見
ら
れ
る
。

　
坂
戸
の
四
基
は
明
治
一
四
年
二
月
（
M
7
4
）
、
大
正
七
年
四
月
（
M
7
7
）
、
昭
和
一

二
年
四

月
（
M
7
3
）
、
同
二
四
年
九
月
（
M
7
1
）
、
こ
の
ほ
か
坂
戸
に
は
秩
父
・
坂
東

供
養
塔

と
を
兼
ね
た
明
治
七
年
四
月
の
道
標
（
M
7
2
）
も
あ
る
。

　
太

田
の
場
合
は
文
化
四
年
一
〇
月
（
M
4
8
）
、
文
政
五
年
五
月
（
M
4
6
）
、
大
正
九

年
九

月
（
M
4
5
）
、
近
代
と
思
わ
れ
る
も
の
（
M
4
7
）
が
あ
り
、
近
世
か
ら
秩
父
供
養

と
道
標
を
兼
ね
た
も
の
が
造
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
小
竹
に
は
文
久
元
年
一
月

（M
2
0
）
と
明
治
三
三
年
一
月
（
M
1
7
）
、
高
崎
に
は
嘉
永
二
年
一
基
（
M
6
1
）
と
、
年

号
不
明
の
坂
東
・
西
国
と
秩
父
を
兼
ね
た
道
標
（
M
6
0
）
が
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
地
域
的
片
寄
り
は
見
ら
れ
る
が
、
残
り
の
四
基
は
そ
れ
ぞ
れ
地

域
が

異
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
多
い
併
用
道
標
は
馬
頭
観
音
で
計
六
基
と
な
り
、
こ
の
う
ち
年
代
不
明
の

一
基
を

除

い
た

五
基
は
近
現
代
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
上
座
の
明
治
四
二

年
一
〇
月
一
五
日
の
道
標
（
M
1
6
）
は
上
座
区
の
運
送
連
が
設
置
し
た
も
の
で
、
一

九
名
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
『
佐
倉
の
道
標
』
の
解
説
に
よ
れ
ば

　
　
碑
の
右
側
に
は
「
東
生
ケ
谷
イ
ゴ
道
」
と
あ
り
、
「
イ
ゴ
」
と
は
飯
郷
の
こ

　
　

と
と
思
わ
れ
、
生
谷
・
飯
郷
の
明
治
当
時
の
山
林
地
帯
か
ら
印
旛
沼
水
運
を

　
　
経
て

移
出
さ
れ
た
木
材
、
薪
炭
類
の
運
送
に
当
地
の
業
者
が
従
事
す
る
場
合

　
　
が

多
く
、
そ
の
際
の
道
順
が
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
上
座
地
区
に
多
く
の
運
送
業
者
が
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
の
馬
頭
観
音
併
用
道
標
の
い
く
つ
か
も
運
送
業
者
が
設
置
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
天
皇
の
大
典
記
念
の
道
標
は
五
基
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
四

基
は
小
竹
修
斌
会
が

設
置

し
た
も
の
で
あ
る
（
M
1
9
・
2
2
・
2
4
・
2
5
）
。

　
　
表
四
　
佐
倉
市
内
併
用
道
標
内
訳
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三　現存道標の状況

　
佐
倉
市
内
の
道
標
は
八
二
基
の
う
ち
五
四
基
が
近
現
代
の
も
の
で
、
こ
の
う
ち

明
治
期
は
一
七
基
で
明
治
六
年
の
も
の
が
最
も
古
い
。
大
正
期
は
六
基
で
こ
の
う

ち

大
正
三
年
の
道
標
（
M
8
0
）
は
弥
富
青
年
会
が
設
置
し
た
も
の
で
、
青
年
会
が
設

置

し
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
倉
市
内
で
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
大
正
期
に
青
年
会

が

設
置

し
た
も
の
は
合
計
三
基
と
な
っ
て
い
る
。

　
昭
和
期
の
道
標
は
二
四
基
で
、
こ
の
う
ち
昭
和
三
年
が
五
基
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
昭
和
天
皇
の
「
御
大
典
」
を
記
念
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
年

に

も
五
基
の
道
標
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
上
代
青
年
代
が
設
置
し
て
い

る
。
昭
和
期
に
青
年
団
が
設
置
し
た
道
標
は
合
計
一
五
基
に
及
ん
で
い
る
。
但
し

こ
の
う
ち
の
一
基
は
刻
銘
が
な
い
が
、
六
崎
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

近
現
代
の
う
ち
七
基
は
時
代
を
特
定
し
難
い
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
庚
申
塔
は
四
基
に
留
っ
て
い
る
。

　
　
　

⑳
八
千
代
市

　
八
千
代
市
の

調
査
は
近
世
の

み

で
、
一
八
基
の
道
標
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
最

も
古
い
も
の
は
寛
延
二
年
二
月
三
日
（
M
庚
申
別
）
の
も
の
で
、
庚
申
塔
と
の
併

用

で
あ
る
。
併
用
道
標
で
最
も
多
い
も
の
は
庚
申
塔
の
五
基
、
次
い
で
如
意
輪
観

音
と
二
十
三
夜
塔
の
各
二
基
で
あ
る
。

　
行
先
表
示
の

う
ち
佐
倉
・
成
田
方
面
を
み
る
と
、
佐
倉
を
表
示
し
て
い
る
も
の

は
四
基

で
、
設
置
者
は
地
元
又
は
近
傍
の
人
で
あ
る
。
一
方
成
田
の
表
示
は
二
基

あ
り
、
う
ち
一
基
は
文
政
三
年
九
月
（
M
道
標
3
）
の
も
の
で
、
設
置
者
は
品
川

宿
和
国
屋
で
あ
る
。

　
　
　

㊧
流
　
山
市

　
流

山
市
所
在
道
標
は
一
六
基
で
、
う
ち
近
世
が
一
二
基
、
近
現
代
が
二
基
、
不

明
二
基
で
あ
る
。
最
古
の
も
の
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
三
月
で
庚
申
塔
と
併
用

（M
皿
ー
8
3
）
、
最
新
の
も
の
は
明
治
四
一
年
三
月
で
無
縁
塔
（
M
釧
ー
4
）
と
の
併

用
で
あ
る
。
併
用
道
標
の
主
な
も
の
は
庚
申
塔
が
七
基
、
馬
頭
観
音
が
四
基
で
あ

る
。
流
山
市
所
在
の
庚
申
塔
は
三
一
五
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
中
に

は
青
面
金
剛
が
刻

ま
れ
て
い
て
も
、
三
猿
等
の
刻
ま
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

　
　
　

⇔
松
尾
　
町

　
松
尾
町
所
在
道
標
は
計
二
七
基
あ
り
、
こ
の
う
ち
七
基
が
近
世
、
二
〇
基
が
近

　

表
五
　
松
尾
町
内
併
用
道
標
内
訳

種

別

庚
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典
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）

金
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宮
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念

西
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・
金
毘
羅
・
天
照
皇
大
神
宮
供
養

西

　
　
　
　
国
　
　
　
　
供
　
　
　
　
養

伊

勢
・
熱
田
・
金
毘
羅
参
宮
記
念

出
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毘
羅
・
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国
・
西
国
・
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父
・
坂

東
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大
山
供
養

安伊伊伊伊氏
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　　’　金
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近世及び近現代における道標の成立と展開

現
代
で

あ
る
。
最
古
の
も
の
は
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
三
月
で
、
供
養
塔

（M
5
）
と
併
用
、
最
新
の
も
の
は
昭
和
一
三
年
一
月
で
道
祖
神
（
M
2
0
）
と
併

用
で
あ
る
。

　
併

用
道
標
は
伊
勢
参
宮
に
関
連
し
た
も
の
が
七
基
、
天
皇
の
慶
事
に
関
連
し
た

も
の
が
五
基
で
あ
る
。
近
現
代
道
標
の
う
ち
、
青
年
団
が
設
置
し
た
も
の
は
六
基

と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
㊤
　
芝
　
山
　
町

　
芝

山
町
の
調
査
は
近
世
の
み
で
、
計
七
基
の
道
標
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
町

所
在
の

道
標
は
僅
か
で
あ
る
が
、
併
用
道
標
に
は
著
し
い
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　
七
基
の

道
標
の
う
ち
四
基
ま
で
が
西
国
札
所
供
養
塔
と
の
併
用
道
標
で
あ
る
。

さ
ら
に
あ
と
一
基
は
文
化
二
年
（
一
八
一
四
）
六
月
に
建
て
ら
れ
た
諸
国
巡
礼

塔
で
あ
る
。

　
四

基
の

道
標
は

文
政
八
年
・
弘
化
二
年
・
嘉
永
七
年
・
安
政
六
年
に
設
置
さ
れ

た

も
の
で
、
い
ず
れ
も
角
柱
で
高
さ
が
一
メ
ー
ト
ル
余
、
幅
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
前
後
の
も
の
で
あ
る
。
但
し
文
政
八
年
の
も
の
は
寸
法
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

写
真
か
ら
見
る
限
り
で
は
他
の
三
基
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
基
の
道
標

は
隣
接
す

る
地
域
で
あ
る
た
め
、
流
行
ー
と
い
う
に
は
数
が
少
な
い
が
ー
を
生
み

出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
七

基
の

う
ち
六
基
は
情
報
量
i
行
先
表
示
ー
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
そ
の

例
を

弘
化
二
年
八
月
の
道
標
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

　
　
奉
順
礼
西
国
三
十
三
所
供
養
塔
　
た
こ
　
な
か
む
ら
　
松
さ
記
　
や
ま
く
ら

　
　
か

と
り
　
さ
わ
ら
　
お
み
川
　
み
ち
　
西
　
加
茂
　
酒
々
井
　
さ
く
ら
　
な

　
　

り
た
　
な
め
川
　
河
波
　
東
　
口
山
口
　
山
［
川
］
　
口
や
　
と
う
か

　
　
ね
　
小
、
・
・
な
と
　
道
　
　
　
　
　
　
（
文
字
の
配
列
は
報
告
書
の
ま
ま
）

　
一
つ
の
道
標
に
こ
れ
だ
け
行
先
が
表
示
し
て
あ
る
道
標
は
余
り
な
い
よ
う
で
あ

る
。
芝
山
町
は
近
世
の
道
標
こ
そ
少
な
い
が
、
而
白
い
事
例
と
い
え
よ
う
。

⇔
　
諸
地
域
に
現
存
す

る
道
標

　
　
　
e
　
東
京
都
江
戸
川
区

　
江
戸

川
区
の
道
標
は
三
二
基
の
う
ち
二
六
基
が
近
世
で
あ
る
が
、
他
の
道
標
も

近
世
の

も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
一
基
は
現
在
葛
飾
区
内
に
あ
る
。

　
区
内
最
古
の
道
標
は
正
徳
三
年
七
月
二
四
日
（
α
－
N
2
）
の
も
の
で
、
西
国
・
坂

東
・
秩
父
の
供
養
塔
と
の
兼
帯
で
あ
る
。

　
併
用
道
標
は
圧
倒
的
に
庚
申
塔
が
多
く
、
一
〇
基
に
及
ん
で
い
る
。

　
行
先
表
示
を

み

る
と
成
田
を
示
す
も
の
は
文
政
九
年
一
二
月
（
α
0
∨
N
－
）
と
文
久

二
年
九

月
（
α
O
O
N
－
）
の
二
基
で
佐
倉
を
示
す
も
の
は
一
基
も
な
い
。
岩
槻
・
慈
恩

寺
へ
の
道
標
は
正
徳
三
年
七
月
二
四
日
（
α
－
N
2
）
、
安
永
四
年
八
月
（
M
2
8
）
、
安

政
四
年

（M
8
）
の
三
基
が
あ
る
。
葛
飾
区
内
に
も
多
く
の
岩
槻
・
慈
恩
寺
へ
の

道
標
が

あ
る
が
、
同
寺
は
坂
東
札
所
の
第
一
二
番
に
あ
た
り
、
こ
の
地
域
の
人
々

の

信
仰
を

集
め
て

い

た

よ
う
で
あ
る
。

　
行
先
表
示
で
最
も
多
い
も
の
は
「
河
原
道
」
と
記
さ
れ
た
も
の
で
計
＝
基
が

確
認

さ
れ
て
い
る
。
河
原
道
は
江
戸
川
対
岸
下
総
国
河
原
村
に
至
る
道
で
、
下
篠

崎
村
に
河
原
の

渡

し
が
あ
り
、
こ
こ
が
岩
槻
道
の
起
点
に
な
っ
て
い
た
。
区
内
に

は

河
原
の
渡
し
へ
の
道
が
幾
つ
も
あ
っ
た
が
、
元
佐
倉
道
か
ら
松
本
村
を
経
る
道
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三　現存道標の状況

と
、
行
徳
道
か
ら
西
一
之
江
・
谷
河
内
を
経
て
河
原
の
渡
し
に
達
す
る
の
が
代
表

的
な
道
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
道
は
小
岩
・
市
川
関
所
を
避
け
る
た
め
、
庶
民

が

切

り
ひ
ら
い
て
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
右
の
こ
と
か
ら
河
原
道
の
道
標
が
多
い
理
由
の
一
つ
は
岩
槻
・
慈
恩
寺
へ
の
起

点
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
川
区
内
に
は
小
岩
・
市
川
関
所
を
通
ら

ず
房
総
の
地
に
入
る
道
が
い
く
つ
か
あ
り
、
行
徳
道
も
そ
の
一
つ
で
、
行
徳
を
表
示

し
た
道
標
が
七
基
程
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
が
幾
条
も
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
小
岩
・
市
川
関
所
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
安
政
三
年
（
M
7
）
の
道
標
は
道
標
を
詠
み
込
ん
だ
句
が
刻
ま
れ
て
い
る

の

で
次
に
掲
げ
て

お
く
。

　
　
虫
な
く
や
口
に
か
く
れ
し
傍
示
杭

　

表
六
　
江
戸
川
区
内
併
用
道
標

種

類

金日出西観庚

毘翻邑
＿　　坂
竺上三
石　事
　人山秩音申
尊

供供鷺
養養養養

塔塔塔塔像塔

総

数

一一一一一
〇

時

代
別
内
訳

近

世

近
現
代

下
明

一一一一一
九

1

　　　　　　一　　　　　l　　　　l　　1　1「

　
　
　
⇔
　
東
京
都
葛
飾
区

　
葛
飾

区
内
所
在
道
標
の
う
ち
、
明
和
五
年
四
月
（
M
5
）
の
道
標
は
現
在
奥
戸

三
－
二
七
ー
一
に
あ
る
が
、
旧
地
は
江
戸
川
区
の
下
篠
崎
で
あ
る
の
で
、
当
区
か

ら
除
き
、
江
戸
川
区
に
入
れ
た
。

　

葛
飾
区
の
道
標
は
四
四
基
の
う
ち
、
四
二
基
が
近
世
で
あ
る
。
区
内
最
古
の
道

標
は
元
禄
六
年
六
月
（
M
2
0
）
の
も
の
で
、
形
態
は
角
柱
、
正
面
左
右
に
浮
彫
り

が

あ
る
が
磨
滅
し
て
い
る
た
め
、
併
用
道
標
と
し
て
は
仏
形
と
し
た
。
次
い
で
元

禄
七
年
七
月
（
M
3
7
）
と
正
徳
二
年
一
〇
月
一
〇
日
（
凡
2
1
）
の
も
の
が
あ
り
、

共
に
舟
型
に

地
蔵
を

浮
彫
り
に
し
て
あ
る
。
但
し
（
α
－
入
N
2
）
は
庚
申
供
養
と
も
彫

ら
れ
て
い
る
。
併
用
道
標
は
庚
申
塔
四
基
だ
が
M
2
1
を
こ
こ
に
含
め
る
と
五
基
に

な
る
。
次
い
で
出
羽
三
山
碑
三
基
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
各
種
霊
場
等
供
養
塔
と
一

緒
に
す

る
と
計
六
基
に
な
る
。

　
道
標
に
表
示

さ
れ
た
行
先
地
名
等
を
見
る
と
、
慈
恩
寺
又
は
岩
槻
と
彫
ら
れ
た

も
の
が
最
も
多
く
八
基
で
、
す
べ
て
地
元
の
住
人
の
建
立
に
な
り
、
こ
の
う
ち
最

も
古
い
も
の
が
元
禄
七
年
七
月
（
M
3
7
）
の
も
の
で
あ
る
。

　
区
内
を
通
じ
て
い
る
水
戸
佐
倉
道
の
表
示
を
み
る
と
、
安
永
六
年
八
月
（
M
3
0
）

に
は

「
水
戸
街
道
」
と
街
道
の
文
字
を
使
用
し
て
い
る
。
街
を
用
い
る
の
は
総
体

的

に
少
な
い
の
で
、
珍
し
い
例
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
近
世
の
年
号
不
明
（
M
2
9
）

に
は

「
み

と
か
ゐ
道
」
と
平
仮
名
を
用
い
て
い
る
。
一
方
区
内
か
ら
江
戸
に
向
う

道
の
表
示
の
ほ
と
ん
ど
は
「
江
戸
道
」
で
あ
っ
て
、
佐
倉
道
、
水
戸
道
な
ど
と
記

し
て
あ
る
も
の
は
な
い
。

　
街
道
の
語
句
は
近
世
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
多
く
は
海
の

よ
う
で
あ
っ
た
。
律
令
制
下
の
地
方
行
政
区
分
と
し
て
五
畿
七
道
が
設
定
さ
れ
た

が
、
七
道
を
通
る
幹
線
道
路
も
七
道
と
同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
、
た
と
え
ぽ
東
海
道
・

西
海
道
と
称
し
た
。
こ
の
た
め
道
を
海
道
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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近世及び近現代における道標の成立と展開

　
佐
倉
道
の
方
を
み
る
と
、
元
禄
六
年
六
月
（
M
2
0
）
に
は
「
さ
く
ら
海
道
」
、

安
永
六
年
八
月
（
M
3
0
）
に
は
「
な
り
だ
ち
ぞ
寺
道
」
「
さ
く
ら
ミ
ち
」
と
記
さ

れ
て

い

る
。
な
お
M
3
0
は
石
橋
供
養
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
背
面
銘
文

に

「
安
永
二
年
巳

ノ
十
月
廿
三
日
β
酉
ノ
十
一
月
十
三
日
ま
で
　
石
橋
廿
七
ケ
所

建
立
仕
候
為
供
養
尊
像
辻
石
立
置
申
候
」
と
あ
り
、
道
標
を
辻
石
と
も
称
し
て
い

た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
年
号
不
明
だ
が
近
世
（
M
6
）
の
道
標
に
は
「
成
田
山
道
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
水
戸
道
に
し
て
も
、
佐
倉
道
に
し
て
も
、
正
徳
二
年
一
〇
月
（
α
鴫
⊥
N
2
）
に

「
や
わ
た
み

ち
」
、
享
和
二
年
正
月
（
凡
1
9
）
・
文
化
六
年
正
月
（
M
幼
）
に
「
市

川
道
」
・
「
松
戸
道
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
元
の
生
活
に
密
着
し
た
地
名
を
冠
し
て

い

る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
安
永
六
年
九

月
（
M
4
）
・
天
明
三
年
＝
月
（
M
2
6
）
を
は
じ
め
と
す
る
数
基

に
は
矢
切
渡

し
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
渡
し
は
原
則
的
に
は
地
元
外
の
旅
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

が

利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
利
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
区
内
道
標
の
う
ち
、
確
実
に
地
元
外
の
住
人
が
設
置
し
た
道
標
は
一
四
基
あ
る
。

う
ち
七
基
は
日
本
橋
の
住
人
が
設
置
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
七
基
の
う
ち
六
基
は

文
政
五
年
三
月
の
も
の
で
、
東
四
つ
木
の
白
髭
神
社
へ
の
道
筋
を
示
し
、
一
基
は

題
経
寺
即
ち

帝
釈
天
へ
の
案
内
で
あ
る
。
白
髭
神
社
へ
の
道
標
の
銘
文
は
ほ
と
ん

ど
同
じ
で
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
（
正
面
）

　
　
左
客
人
大
権
現
道

　
　
（
右
側
面
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
左
側
面
）

　
　
日
本
北
さ
や
町
　
岡
本
屋
長
右
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
京
山
人
百
樹

　
　
裏
河
岸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
政
五
年
壬
午
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
伜
清
次
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
工
窪
世
祥

　
設
置
者
は

ど
う
い
う
人
物
か
不
明
で
あ
る
が
、
文
字
を
書
い
た
京
山
人
は
山
東

京
伝
の
弟
で
あ
る
。
ま
た
窪
世
祥
の
道
標
は
当
区
以
外
に
も
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　
次
に
文
政
六
年
六
月
の
も
の
が
三
基
（
M
2
7
・
2
8
・
3
1
）
あ
り
、
い
ず
れ
も
千

葉
県
流
山
市
の
諏
訪
大
明
神
へ
の
案
内
で
あ
る
。
設
置
者
は
深
川
の
人
で
、
肱
2
7

が
深

川
六
間
堀
町
の
井
筒
屋
善
兵
衛
、
和
泉
屋
清
兵
衛
、
M
2
8
が
深
川
元
町
の
牛

　
　
表
七
　
葛
飾
区
内
併
用
道
標
一
覧

50

種

別

橋馬地地観出庚

羽

蔵
頭

・ 音三申供

庚
観

山

養音蔵申像碑塔

西
国
・
秩
父
・
坂
東
・
出
羽
三
山
供
養
塔

西
国
・
秩
父
・
坂
東
・
出
羽
三
山
・
諸
国
神

社
仏
閣
供
養
塔

坂

東
・
西
国
・
秩
父
供
養
塔

新

四

国
八
十
八
ケ
所

即

位

記

念
（
大
正
天
皇
）

仏
　
　
　
　
形
　
　
　
　
浮
　
　
　
　
彫

浅

草
千
日
参
成
就
記
念

総
　
数

一一一 ニー一一一一ニー二三四

時

代

別

内
訳

近

旦
近
現
代
一
不
明

一一 　ニー一一一一ニー二三四

　　　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　　1　　　　　1　　　　1　　1　11　　　　　1　　　　1　　－　11
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三　現存道標の状況

久

屋
伝
兵
衛
、
同
森
下
町
の
石
井
喜
太
郎
、
M
3
1
が
深
川
大
和
町
小
林
善
治
郎
、

同
海
辺
大
工
町
の
寿
野
屋
初
次
郎
で
、
三
基
の
道
標
設
置
者
は
当
然
諏
訪
大
明
神

の

講
仲
間
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
文
政
八
年
正

月
の
も
の
が
二
基
（
M
3
4
・
3
5
）
あ
る
が
、
こ
れ
は
半
田
稲
荷
へ

の

道
を

示

し
た
も
の
で
、
二
基
共
に
浅
草
講
中
の
も
の
の
設
置
し
た
も
の
で
、
一

三
名
の
氏
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
な
お
「
再
建
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
古

い
道
標
が
建
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
明
治
三
七
年
七
月
（
M
3
2
）
に
日
本
橋
区
浪
花
町
、
薬
研
堀
町
、
本

所
、
千
住
一
丁
目
の
人
々
が
設
置
し
た
「
帝
釈
道
」
と
彫
ら
れ
た
道
標
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
成
田
を
示
す
道
標
で
地
元
外
の
人
が
設
置
し
た
も
の
は
一
基
も
な

い

よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
⇔
　
東
京
都
品
川
区

　
品

川
区
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
道
標
は
一
六
基
で
、
う
ち
一
一
基
が
近
世
、
四

基
が
近
現
代
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
一

〇

月
二
五
日
（
M
6
0
）
で
、
橋
供
養
塔
と
の
併
用
と
思
わ
れ
る
。
新
し
い
も
の
は

大
正
一
〇
年
七
月
（
α
－
入
N
4
）
の
馬
頭
観
音
と
の
併
用
で
あ
る
。

　
併
用
道
標
は
庚
申
塔
二
基
、
題
目
塔
・
名
号
塔
・
四
国
供
養
塔
・
歓
喜
天
供
養

塔
各
一
基
ず
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
行
先
表
示
は
池
上
本
門
寺
へ
の
も
の
が
四
基
、
目
黒
又
は
目
黒
道
と
刻
ん
だ
も

の
が

四

基
、
目
黒
不
動
と
し
た
も
の
が
一
基
で
あ
る
。
目
黒
道
と
は
「
目
黒
不
動
」

を

指

し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
道
標
設
置
者
の
う
ち
、
明
治
三
七
年
九
月
（
M
6
1
・
M
7
0
）
の
二
基
は
「
東
京

建
碑
講
L
な
る
仲
間
が
建
て
た
も
の
で
、

設
置

し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

表
八
　
品
川
区
内
併
用
道
標
一
覧

趣
味

と
し
て
道
標
を
含
む
碑
を
各
所
に

種

別

歓四名題庚

喜

　国

天

　供号目申
供

養養

塔塔塔塔塔

総
　
数

　　　　　二　　　　一　　一　一一

時
代
別
内
訳

近

世
　
近
現
代

　　　　　二　　　　一　　一　一一

　　　　　1　　　　1　　1　｜1

不
　
明

　　　　　1　　　　1　　1　11

　
　
　
⑳
　
目
黒
　
区

　
目
黒
区
は
二
九
基
の
う
ち
二
五
基
が
近
世
、
四
基
が
近
現
代
で
あ
る
。
こ
の
う

ち

最
古
の
道
標
は
宝
永
三
年
（
砿
4
N
－
）
の
も
の
で
、
地
蔵
と
の
併
用
、
最
新
の
も

の

は
昭
和
三
年
一
二
月
（
α
ワ
・
N
－
）
で
青
木
昆
陽
墓
地
へ
の
道
標
で
あ
る
。

　
併
用
道
標
の
主
な
も
の
は
、
庚
申
塔
の
七
基
、
地
蔵
の
三
基
、
名
号
塔
・
馬
頭

観
音
の

各
二
基
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
嘉
永
三
年
七
月
（
M
2
）
の
馬
頭
観

音
道
標
は
馬
喰
中
・
馬
持
中
が
世
話
人
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
目
黒
区
で
現
在
確

認

さ
れ
て
い
る
庚
申
塔
は
七
〇
基
、
馬
頭
観
音
は
一
二
基
で
あ
る
。

　

『
目
黒
区
の
馬
頭
観
音
と
道
し
る
べ
』
に
よ
る
と
、
地
名
の
頻
出
回
数
は
池
上

一
〇
、
不
動
九
、
目
黒
八
、
祐
天
寺
八
、
二
子
七
、
九
品
仏
・
丸
子
・
堀
ノ
内
・

品

川
五
そ
の
他
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
不
動
と
目
黒
、
九
品
仏
と
奥
沢
の
三

件
は
同
一
と
み
て
よ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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表
九
　
目
黒
区
内
併
用
道
標
内
訳

種

別

庚

　
　
　
　
　
申
　
　
　
　
　
塔

名
　
　
　
　
　
　
号
　
　
　
　
　
　
塔

馬

　
　
　
頭
　
　
　
観
　
　
　
音

地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔵

四

国
・
西
国
・
秩
父
・
坂
東
供
養
塔

大不題名三法

号界界

動目題万万

　ξ巨壬目　　　　　　　　 　　ユ広　5砿

正
　
天
　
皇
　
大
　
典
　
記

念尊塔塔塔塔

総

数

一一一一一一一 三二二七

時

代

別

内
訳

近

世
一 　一一一一三一二七

近
現

代
一
不
明

　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　1　　　　　　　　｜　　　　　　1　　　　　1　　　　1　　－　1一

｜ 1 l　　l

　
　

㊨
世
田
谷
区

　
世

田
谷
区
は
六
八
基
の
う
ち
五
九
基
が
近
世
、
二
基
が
近
現
代
の
も
の
で
、
最

古
の
道
標
は
享
保
一
三
年
（
M
庚
申
鵬
）
の
庚
申
塔
併
用
道
標
、
最
新
の
も
の
は

大

正
一
五
年
三
月
（
M
イ
ー
6
）
の
道
標
で
、
千
歳
村
青
年
団
船
橋
支
部
が
設
置
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
区

内
所
在
道
標
の
う
ち
、
寛
延
二
年
（
M
イ
2
）
は
、

　
　
寛
延
二
巳
巳
年

　
　
　
　
　
　
　
建
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
再
力
）

　
　
　
文
化
九
壬
申
年
　
昭
和
三
十
一
年
丙
申
三
月
吉
日
口
建

と
あ
り
、
昭
和
に
至
っ
て
再
建
又
は
修
理
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
寛

延
二
年
の
道
標
と
し
た
。

　
併
用
道
標
の

主

な
も
の
は
、
庚
申
塔
が
二
五
基
、
地
蔵
が
一
〇
基
、
馬
頭
観
音

が

七
基
、
橋
供
養
塔
が
四
基
と
な
っ
て
い
る
。

　
行
先
表
示
を

み

る
と
、
「
大
山
」
と
刻
し
た
も
の
が
一
六
基
で
、
大
半
は
地
元

民
又
は
地
元
民

と
江
戸
住
人
の
協
力
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
「
九

品
仏
」
の
道
標
が
一
〇
基
で
、
九
基
は
地
元
民
の
設
置
と
思
わ
れ
、
残
り
一
基
は

日
本
橋
の
住
人
で
あ
る
。

　

表
一
〇
　
世
田
谷
区
内
併
用
道
標
内
訳
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種

別

馬地榛出秩弘三仏不淡橋地馬庚
　　　羽

頭蔵魂法界島

㌔諮東大　　頭
音　　西西師万　動大供　　申
、供

曙国供　観
地養養 嚢：養霊明

蔵塔塔塔塔塔塔形尊神養蔵音塔
総

数

一一一一一 三一一一二四〇七五

時
代
別
内
訳

近

旦
近
現
代
下
明

一一一一一 三一一一二四八四三

｜

1 ｜

　
　
　
㊨
　
神
奈
川
県
大
和
市

　
大
和
市
で
確
認

さ
れ
て
い
る
道
標
は
一
九
基
で
、
こ
の
う
ち
近
世
が
一
七
基
、

近
現
代
が
一
基
で
あ
る
。

　
最
も
古
い
道
標
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
九
月
二
九
日
（
M
庚
申
2
0
）
で
、



庚
申
塔
と
の
併
用
。
最
新
の
も
の
は
大
正
一
四
年
一
一
月
（
M
名
号
1
）
で
名
号

塔
と
併
用
で
あ
る
。

　
併
用
道
標
は

ほ

と
ん
ど
が
庚
申
塔
で
一
五
基
に
及
ん
で
い
る
。
他
は
出
羽
三
山

供
養
塔
・
馬
頭
観
音
・
名
号
塔
各
一
基
で
あ
る
。
な
お
市
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る

庚
申
塔
は
六
〇
基
、
出
羽
三
山
供
養
塔
は
二
基
、
馬
頭
観
音
は
五
六
基
、
名
号
塔

は
一
基
で
あ
る
。

　
行
先
表
示
を
み
る
と
、
八
王
子
道
・
八
王
子
と
刻
ま
れ
た
も
の
が
九
基
、
厚
木
・

厚
木
道
が
七
基
、
藤
沢
・
藤
沢
道
が
七
基
、
神
奈
川
が
五
基
、
大
山
道
が
三
基
と

な
っ
て
い
る
。

　
表
一
一
　
大
和
市
内
併
用
道
標
内
訳

種

別

名馬出庚

　　羽

　頭三

号　山申

　観供

　　養

塔音塔塔

総
　
数一

五

　
一

　
一

　
一

時

代

別

内
訳

近
　
世

一一 四

近
現

代
一
不
明

　　　　「　　　1　「一

　　　一　　1　「「

三　現存道標の状況

　
　
　
㊨
　
大
阪
府
大
阪
市

　
大
阪
市
所
在
の
道
標
は
七
〇
基
で
、
う
ち
二
八
基
が
近
世
、
一
八
基
が
近
現
代
、

二
四

基
は
年
代
不
明
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
大
峯
登
山
記
念
併
用

道
標

で
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
一
一
月
七
日
、
新
し
い
も
の
が
大
正
九
年
七

月
の
単
独
道
標
で
あ
る
。

　
関
西
方
面
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
大
阪
市
の
み
で
あ
る
の
で
、
こ
の

結
果
を

も
っ
て
関
西
と
関
東
の
比
較
の
素
材
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
大
阪
市
の
み
の
事
例
を
み
た
だ
け
で
も
関
東
と
の
相
異
が
少

し
は
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
角
柱
道
標
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
。
関
東
で

は
扁
平
な

角
柱
や
舟
型
石
の
中
央
に
像
を
配
し
、
そ
の
左
右
に
行
先
・
年
号
等
を

刻
む
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
大
阪
市
で
は
舟
型
の
も
の
は
東
住
吉
区
瓜
破
東

元
町
所
在
の
も
の
一
基
で
あ
る
が
、
像
は
中
央
上
部
に
浮
彫
り
で
配
さ
れ
、
そ
の

下
部

と
左
右
側
面
に
行
先
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
関
東
で
は
併
用
道
標
や
小
さ
い

道
標
の
場
合
、
文
字
も
小
さ
く
、
彫
り
も
浅
い
場
が
多
い
が
、
大
阪
市
の
も
の
は

文
字

も
大
き
く
彫
り
が
深
く
、
一
目
で
道
標
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
方
向

指
示
は

右
・
左
・
す
ぐ
（
真
直
の
意
）
・
東
西
南
北
以
外
に
指
を
彫
っ
た
も
の
が

多
く
、
わ
か
り
や
す
い
交
通
標
識
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
市
内
所
在
道
標
総
数
か
ら
み
れ
ぽ
数
は
少
な
い
が
、
燈
籠
併
用
道
標
が
四
基
あ

る
。
い
ず
れ
も
樟
部
分
は
角
柱
で
、
文
字
も
目
立
つ
よ
う
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
岩

井
宏
實
氏
は
、
大
阪
市
周
辺
の
道
標
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
市
の
周
辺
部
に
い
く
と
仏
像
形
式
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
東
高
野
街

　
　
道
千
代
田
や
大
和
川
高
野
大
橋
畔
の
は
、
い
ず
れ
も
童
形
の
地
蔵
像
が
道
し

　
　
る
ぺ
に
な
っ
て
い
る
が
、
八
尾
市
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
こ
う
し
た
例
が
た
く

　
　
さ
ん
見
ら
れ
る
。

　
併
用

道
標
と
し
て
地
蔵
が
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
地
蔵

を

主

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
道
標
を
主
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
併
用
道
標
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
も
ま
た
ほ

と
ん
ど
が
道
標
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
関
東
の
地
域
を
み
る
と
、
石
造
道
標
が
各
地
で
建
て
ら
れ
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る
よ
う
に
な
る
の
は
、
元
禄
期
頃
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
前
の

道
標
も
み
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
道
標
設
置
が
定
着
し
は
じ
め
た
時
期
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
道
標
以
外
の
石
造
物
が
い
つ
頃
か

ら
一
般
的
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
す
る
。

　
一
方
僅
か
一
例
の
関
西
大
阪
の
場
合
を
み
る
と
、
道
標
は
か
な
り
時
代
が
下
が

っ

て

か

ら
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
一
般
的
で
あ
る
と
す
れ

ぽ
、
石
造
物
が
一
般
的
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
は
別
の
視
点
で
考
え

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
関
東
で
は
庚
申
塔
な
ど
各
種
の
併
用
道
標
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
民
間
信
仰

な
ど
に
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
は

こ
れ
ま
で
と
し
て
お
き
た
い
。

⇔
　
街
道
沿
い
に
現
存
す
る
道
標

　
　
　

e
　
成
田
街
道

　
前
項
に
お

い
て

は
、
道
標
の
地
域
別
現
存
状
況
つ
ま
り
面
と
し
て
の
状
況
を
み

て

き
た
が
、
本
項
で
は
街
道
を
通
し
て
の
現
存
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

　
街
道
に

沿
っ
て
道
標
を
調
査
す
る
の
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
そ
れ
は
本
来

街
道

と
は
関
係
な
い
道
標
が
街
道
沿
い
に
移
設
さ
れ
た
り
、
逆
に
街
道
沿
い
の
道

標
が
他
所
に
移
設

さ
れ
た
り
す
る
か
ら
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
若
干
の
間
違
い
は

あ
る
と
思
う
が
、
街
道
全
般
の
特
徴
を
捉
る
上
で
は
大
き
な
支
障
は
な
い
と
思
う
。

　

ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
成
田
街
道
は
、
関
東
に
お
い
て
は
そ
の
名
を
よ
く
知

ら
れ
る
街
道
で
あ
る
。
成
田
街
道
は
本
来
五
街
道
付
属
の
佐
倉
道
に
よ
っ
て
発
達

し
た
道
で
、
近
世
中
期
以
降
成
田
山
新
勝
寺
に
対
す
る
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
多

く
の
人
々
が
成
田
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
佐
倉
道
は
次
第
に
成
田
道
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
近
代
以
降
一
般
に
成
田
街
道
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
佐
倉
道
‖
成
田
道
の
コ
ー
ス
は
、
日
光
道
中
千
住
宿
で
分
岐
し
、
新
宿
・
小
岩

市

川
関
所
・
八
幡
・
船
橋
・
大
和
田
・
臼
井
・
佐
倉
に
至
り
、
酒
々
井
を
経
て
成

田
に
達
す
る
。
こ
の
う
ち
八
幡
ま
で
が
道
中
奉
行
支
配
下
に
あ
り
、
以
遠
は
脇
街

道
に
な
る
。
経
由
地
域
は
現
在
の
東
京
都
足
立
区
・
葛
飾
区
・
江
戸
川
区
、
千
葉

県
市

川
市
・
船
橋
市
・
八
千
代
市
・
佐
倉
市
・
酒
々
井
町
・
成
田
市
で
あ
る
。

　
成

田
街
道
に
残
る
道
標
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
銘
文
全
文
を
掲
載
す
る
と
多

く
の
頁
数
を
心
要
と
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
最
少
必
要
限
を
記
し
、
銘
文
の
配
列

も
原
文
と
異
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

①

東
京
都
足
立
区
千
住

（
現
同
区
大
谷
田
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
内
）

　
（
正
面
）

　
水
　
戸
　
海
　
道

　
（
裏
面
）

　
天

明
元
口
口
口
月
　
坂
田
七
兵
衛
建
之
　
松
戸
　
成
田

②
東
京
都
葛
飾
区
新
宿

　
（
正
面
）

　
右

な
り
だ
ち
亡
寺
道
　
左
水
戸
街
道

　
（
右
側
面
）

　
成

田
山
　
さ
く
ら
芝
ち
　
万
人
講
　
不
動
講
　
女
中
講

　
（
左
側
面
）

　

安
永
六
丁
酉
年
八
月
吉
日
　
石
橋
供
養
石

　
（
裏
面
）

　

安
永
二
年
巳
ノ
十
月
廿
三
日
β
酉
ノ
十
一
月
十
三
日
ま
て
石
橋
廿
七
ケ
所
建
立

　

仕
候
為
供
養
尊
像
辻
石
立
置
申
候

③

東
京
都
葛
飾
区
高
砂
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三　現存道標の状況

　
（
正
面
）

　

是

よ
り
右
ハ
下
川
原
村
　
さ
く
ら
海
道
　
（
人
名
）

　
（
右
側
面
）

　

こ
れ
β
左
下
の
割
へ
の
道
　
（
人
名
）

　
（
左
側
面
）

　

元
禄
六
年
酉
七
月
吉
日
　
（
人
名
）

④
　
右
の
③
と
同
所

　
（
正
面
）

　
奉
納
庚
申
供
養
仏
［
］
　
左
や
わ
た
み
ち
　
正
徳
二
壬
辰
十
月
十
日

⑤
東
京
都
江
戸
川
区
北
小
岩

　
（
正
面
）

　
奉
供
養
西
国

坂
東
秩
父
百
箇
所
諸
願
成
就
所
　
正
徳
三
癸
巳

天
七

月
廿
四
日

　

愛
宕
山

法
林
寺

　
（
右
側
面
）

　
是

よ
り
右
岩
村
慈
恩
寺
道
　
岩
付
迄
七
里

　
（
左
側
面
）

　

こ
れ
よ
り
左
千
手
道
　
新
宿
迄
壱
里
　
千
手
迄
弐
里
半

⑥
東
京
都
江
戸
川
区
北
小
岩

　
（
正
面
）

　
左
　
成
　
田
　
Σ
　
ち

　
（
右
側
面
力
）

　
文
久
二
年
九

月
（
正
確
な
銘
文
不
明
）

　
（
左
側
面
）

　
願
主
中
川
平
蔵
　
田
辺
茂
口

⑦
東
京
都
江
戸
川
区
北
小
岩

　
（
正
面
）

　

安
永
四
未
ノ
年
是
よ
り
あ
さ
く
さ
く
わ
ん
世
お
ん
道
　
二
り
六
丁
伊
与
田

　
村
中

　
（
左
側
面
）

　
舟
ぽ
し
迄
三
り
　
右
い
ち
か
わ
道

　
（
右
側
面
）

　
左
に
い

し
く
道
　
い
わ
つ
き
ぢ
お
ん
じ
迄
七
り

⑧

東
京
都
江
戸
川
区
北
小
岩
（
俗
称
御
番
所
町
）

　
（
正
面
）

　
右
せ
ん

じ
ゅ
岩
附
じ
お
ん
じ
道
左
り
江
戸
本
所
ミ
ち

　
（
左
側
面
）

　
左

り
い
ち
か
わ
ミ
ち
　
小
岩
御
番
所
　
世
話
人
忠
兵
衛

　
（
右
側
面
）

　
右
い
ち
川
み
ち
　
安
永
四
乙
未
年
八
月
吉
日
　
北
八
丁
堀
石
土
か
つ
さ
や
が
右

　

衛
門

⑨

千
葉
県
市
川
市
市
川

　
（
正
面
）

　
安
永
三
午

天
十
一
月
吉
日
　
こ
れ
よ
り
行
と
く
み
ち

⑩
千
葉
県
市
川
市
市
川
新
田

　
（
正
面
）

　

青
　
面
　
金
　
剛

　
（
右
側
面
）

　
東
　
八
わ
た
十
六
丁
　
中
山
一
り
　
天
明
元
年
五
月
吉
日
　
市
川
新
田

　
（
左
側
面
）

　
西
　
西
市
川
八
丁
江
戸
両
こ
く
三
り
十
［
］
　
北
真
間
寺
七
丁
国
分
寺
十
二

口
⑪

千
葉
県
市
川
市
平
田

諏
訪
神
社
参
道
近
傍

　
（
正
面
）

　
寛
政
十
一
未
年
七
月
吉
日
　
当
村
講
中

　
（
右
側
面
）

　
や
　
わ
　
た
　
道

　
（
左
側
面
）

　
左
　
す
　
か
　
の
　
道

⑫

⑪
と
同
所

　
（
正
面
）

左
　
宮
　
久
　
保
　
山
　
道

　
（
右
側
面
）

　
東
京
開
運
女
人
会
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近世及び近現代における道標の成立と展開

⑬

千
葉
県
市
川
市
八
幡
（
現
在
は
同
市
稲
荷
木
に
移
動
）

　
（
地
蔵
台
石
右
側
面
）
　
　
　
　
　
　
（
ら
）

　
東
　
八
口
口
町
　
か
し
ま
　
さ
く
口
　
南
　
行
と
く
　
西
　
こ
く
ぶ
ん
じ
　
市

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ね
が
）

　
川
　
江
戸
　
北
　
か
口
口
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
享
保
十
二
年
建
立
）

⑭
千
葉
県
船
橋
市
海
神

　
（
正
面
）

　
右
い
ち
川
み
ち
　
左
行
と
く
み
ち

　
（
右
側
面
）

　
是

よ
り
い
ち
川

　
（
左
側
面
）

　
是

よ
り
行
と
く

　
（
裏
面
）

　
元
禄
餌
七
歳
十
月
廿
六
日
　
海
神
村
講
中
間

⑮

千
葉
県
船
橋
市
宮
本

（
現
在
は
東
光
寺
境
内
に
移
動
）
廻
国
塔

　
（
正
面
）

　
宝
永
六

天
己
丑
右
ハ
か
つ
さ
道
　
奉
納
大
乗
妙
典
六
十
六
部
上
総
国
埴
生
郡
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廿
力
）

　
南
乗
運
院
花
覚
宗
清
　
十
月
口
五
日
左
ハ
さ
く
ら
道
　
千
手
堂
村
森
田
弥
兵
衛

　

（外
三
名
略
）

⑯

千
葉
県
船
橋
市
前

原
不
動
明
王
像

　
（
正
面
）

　

な
り
た
道

　
（
右
側
面
）
　
（
左
と
う
か
ね
ヵ
）

　
一
　
　
　
　
　
　
　
一
道

　
（
左
側
面
）

　
安
永
六
年
丁
酉
秋
九
月
建
願
主
日
本
橋
左
内
町
和
泉
屋
甚
兵
衛
当

　
邑
世
話
人
伊
勢
屋
富
蔵

⑰
千
葉
県
船
橋
市
前
原

　
（
正
面
）

　
左
　
成
　
　
田
　
　
山
　
　
道

　
（
右
側
面
）

　
成
　
田
　
山
　
従
是
房
総
街
道
　
土
倉
弥
兵
衛
書
回

　
（
左
側
面
）

　

成
　
　
田
　
　
山
　
　
道

　
（
裏
面
）

　
維
時

明
治
十
二
年
己
卯
三
月
立
之
　
発
起
人
　
応
阿
弥
新
三
郎
謹
書
回
　
高
橋

　
善
助
謹
書
回

　
（
台
座
正
面
）

　

信
成
集
　
　
　
　
　
　
（
※
台
座
周
囲
の
人
名
略
。
）

⑱

千
薬
県
船
橋
市
滝
台

　
（
正
面
）

　
成
　
　
田
　
　
山
昼

　
（
右
側
面
）

　
大
和
田

　
（
左
側
面
）

　
舟
橋
［
］
拾
八
町

⑲

千
葉
県
舟
橋
市
滝
台

　
（
正
面
）

　

倶
梨
伽
羅
不
動
是
よ
り
口
丁

　
（
右
側
面
）

　
文
政

三
己
卯
六
月
　
願
主
　
上
飯
山
満
村
　
完
倉
日

⑳

千
葉
県
舟
橋
市
薬
円
台
（
現
在
は
船
橋
市
三
山
に
移
動
）

　
（
正
面
）

　
延
喜
式

内
茂
侶
神
社
　
二
宮
大
明
神
　
是
ヨ
リ
七
町
　
耳
な
く
て
き
か
る
s
も

　
の

よ
閑
子
鳥
遠
近
庵
三
市

　
（
裏
面
）

　
安
政

六
己
未
年
冬
十
一
月
吉
辰
　
門
石
　
聾
三
市
門
人
並
有
因
者
建
之
　
（
以
下

　
人
名
略
）

⑳

千
葉
県
八
千
代
市
大
和
田
新
田

　
（
正
面
）

　
成

田
山
是
よ
り
七
［
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三　現存道標の状況

　
（
左
側
面
）

　

大
和
［
］
道
［
U
　
一
り
塚
　
大
和
田
町

⑳
　
千
葉
県
八
千
代
市
大
和
田
新
田

　
（
正
面
）

字
な
　
り
　
た
　
芝
　
ち

　
（
右
側
面
）

　

文
政

三
庚
辰
年
九
月
吉
日
　
品
川
宿
和
国
屋

　
（
左
側
面
）

　

左

り
　
米
も
と
Σ
ち

⑳

㊧
と
同
所

　
（
正
面
）

　

奉
納
坂
東
西
国
秩
父
百
ケ
所
成
就
修
　
右
さ
く
ら
道
　
左
［
］
道

　
（
右
側
面
）

　

宝
暦

三
癸
酉
天

　
（
左
側
面
）

　

二
月
吉
日
　
同
行
三
十
人

⑳
　
千
葉
県
八
千
代
市
大
和
田
新
田

　
（
正
面
）

　

口
口
お
た
き
さ
ん
道
是
よ
り
壱
り
半

　
（
右
側
面
）

　

慶
応
元
乙
丑
年
七
月

　
（
左
側
面
）

　
麦
丸
村
　
佐
倉
口
町
　
願
主
桜
井
幸
八
　
桜
井
幸
七
　
升
屋
武
右
衛
門

㊧
　
千
葉
県
八
千
代
市
萱
田

　
（
正
面
）

　

い
　
つ
　
な
　
大
　
権
　
現
　
道

　
（
右
側
面
）

　
是
［
U
十
二
町
　
別
当
　
長
福
［

　
（
左
側
面
）

　
天
保
四
年
六
月
吉
祥
日

⑳
　
千
葉
県
八
千
代
市
下
市
場
（
八
坂
神
社
境
内
）

　
（
正
面
）

　
庚
　
　
申
　
　
塔
　
当
村
　
講
中

　
（
右
側
面
）

　

右

さ
ん
ご
　
左
よ
こ
と
　
千
ご
　
Σ
ち

　
（
左
側
面
）

　

天
保
十
一
子
三
月
吉
日

⑳
　
千
葉
県
佐
倉
市
井
野
（
現
在
所
在
不
明
）

　
（
正
面
）

　
（
判
読
不
可
）

　
（
右
側
面
）

　

東
成
田
山

⑳
　
千
葉
県
佐
倉
市
井
野

　
（
正
面
）

　

成

田
山
道
　
是
よ
り
北
工
半
町
　
清
水
原
中
有

　
（
右
側
面
）

　
天
保
二
辛
卯
年
九
月
吉
日
　
天
は
ち
ふ
地
は
か
ふ
さ
ま
の
清
水
か
な
　
七
代
目

　

団
十
郎
敬
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
左
側
面
・
裏
面
銘
文
略
）

⑳

⑳
と
同
所

　
（
正
面
）

　

舟
橋
へ
四
里
春
駒
や
こ
ふ
も
小
金
の
原
つ
ふ
き
江
戸
小
網
町
古
帳
庵
成

　

田
山
へ
五
里
半
　
立
ち
と
ま
り
た
ち
と
ま
る
か
や
舞
雲
雀
古
帳
女

　
（
裏
面
）

　

日
本
四
国
六
十
六
部
鈴
木
金
兵
衛
　
天
保
十
一
庚
子
年
正
月
吉
日
　
江
戸
霊
岸

　
島
南
新
川
石
問
屋
伊
豆
屋
与
兵
衛
　
井
野
新
田
林
屋
惣
七
　
石
工
小
坂
新
兵
衛

⑳

⑱
と
同
所

　
（
正
面
）

　
成
　
田
　
山
　
信
集
講
社
内
　
岩
田
長
兵
衛

　
（
右
側
面
）

　
大
和

田
口
里
井
野
新
田

　
（
左
側
面
）

　
う
す
井
口
里
い
の
新
田
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近世及び近現代における道標の成立と展開

⑳
　
千
葉
県
佐
倉
市
上
座

　
（
正
面
）

　
成
田

山
五
里
　
信
集
講
社
内
　
岩
田
長
兵
衛

　
（
右
側
面
）

　
臼
井
迄
廿
八
丁
　
元
上
座
新
田

　
（
左
側
面
）

　
大
和

田
迄
壱
里
　
元
上
座
新
田

　
（
裏
面
）

　

明
治
廿
七
年
甲
午
五
月
吉
日
　
雪
口
書

⑫
　
千
葉
県
佐
倉
市
上
座

　
（
正
面
）

　
馬
頭
観
世
音
　
上
座
区
　
運
送
連
（
人
名
略
）

　
（
右
側
面
）

　
此

よ
り
東
生
ヶ
谷
イ
ゴ
道
（
人
名
略
）

　
（
左
側
面
）

　
明
治
四
十
二
年
十
月
五
日
建
之

⑬
　
千
葉
県
佐
倉
市
臼
井

　
（
正
面
）

　
〕
師
仏
［
是
先

　
（
右
側
面
）

　
口
郎
右
衛
門

　
（
左
側
面
）

　
　
　
　
　
年
四
月

⑳
　
千
葉
県
佐
倉
市
臼
井

　
（
正
面
）

　
右
　
成
　
田
　
乞
　
ち

（右
側
面
）

左
　
江
　
戸

（左
側
面
）

西
　
さ
　
く

（裏
面
）

文
化
三
丙
寅

ミ
　
ち

で
　
み
　
ち

伊
勢
屋
半
重
郎

⑮
　
千
葉
県
佐
倉
市
臼
井

　
（
正
面
）

　
西
　
江
　
戸
　
道

　
（
右
側
面
）

　
南
飯
重
生
ケ

谷
道

　
（
左
側
面
）

　
東
　
成
　
田
　
道

　
（
裏
面
）

　
文
化
三
丙
寅
仲
秋
吉
日

　
（
台
座
主
要
銘
）

　
品
川
新
宿
二
丁
目
　
油
屋
藤
次
郎
　
大
津
屋
国
次
郎
　
　
（
以
下
略
）

⑳

⑮
と
同
所

　
（
正
面
）

　
（
仏
像
陽
刻
）
　
さ
く
ら
道
　
願
主
文
太
郎

⑰
　
千
葉
県
佐
倉
市
田
町

　
（
正
面
）

　
従
是
岩
名
二
王
道
　
十
三
丁

　
（
右
側
面
）

　
飯

　
野
観
音
　
道

　
（
左
側
面
）

　
天
保
九
戊
戊
年
　
田
町
馬
持
中
　
鏑
木
馬
持
中
　
角
来
馬
持
中

⑳
　
千
葉
県
酒
々
井
町

　
（
正
面
）

　
い

わ
な
　
二
王
み
ち

⑲
　
千
葉
県
成
田
市

　
（
正
面
）

　
馬
頭
観
世
音
　
宗
吾
霊
神

　
（
右
側
面
）

　
宗
吾
霊
堂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
※
安
政
五
年
信
心
講
建
立
）

　
成
田

道

（
佐
倉

道
）
に
現
存
す
る
道
標
三
九
基
の
う
ち
、
地
元
民
が
設
置
又
は

設
置
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
一
六
基
、
地
元
外
又
は
地
元
外
と
思
わ
れ
る
者
が
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三　現存道標の状況

設
置

し
た
も
の
が
一
五
基
、
不
明
八
基
で
あ
る
。

　
地
元
外
の

う
ち
⑬
は
近
傍
の
稲
荷
木
村
の
村
民
が
、
⑮
は
千
手
堂
村
（
現
千
葉

県
長
南
町
の

内
）
の
村
民
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
不
明
の
う
ち
⑳
は
地
元
の

俳
人
遠
近
庵
三
市
の

門
人
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
元
に
入
れ
て
も
よ
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
道
標
に
刻

ま
れ
た
地
名
等
は
、
そ
の
地
域
の
人
々
の
空
間
認
識
を
み
る
上
で
重

要

な
素
材
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
数
多
く
刻
ま
れ
た
地
名
の
う

ち
、
街
道
の
性
格
か
ら
「
佐
倉
」
と
「
成
田
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
三
九
基
の

う
ち
、
佐
倉
と
刻
ま
れ
た
も
の
は
六
基
、
成
田
と
刻
ま
れ
た
も
の
は

一
四

基
み
ら
れ
る
。

　

「
佐
倉
」
在
銘
道
標
を
み
る
と
、
年
号
不
明
の
⑯
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
安
永

六
年
以

前
の
道
標
で
あ
る
。
⑯
も
年
代
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
形
態
か
ら
み
て
安

永
以
前
の
設
置
の
可
能
性
も
あ
る
。

　
設
置
者
は
地
元
三
基
、
地
元
外
二
基
、
不
明
一
基
で
あ
る
が
、
地
元
外
の
う
ち

の
⑬
は
設
置
場
所
近
傍
の
稲
荷
木
村
民
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
年
代
不
明
の

⑯
は
矢
張
り
そ
の
形
態
か
ら
み
て
地
元
住
民
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

「
佐
倉
」
在
銘
道
標
は
ほ
と
ん
ど
が
地
元
民
の
設
置
し
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
「
成
田
」
在
銘
道
標
は
安
永
六
年
以
降
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
設

置
者
は
地
元
外
の
者
が
建
て
た
も
の
一
〇
基
、
地
元
住
民
一
基
、
不
明
三
基
と
な

っ

て

い

る
。
な
お
地
元
外
の
う
ち
⑳
は
七
代
目
市
川
団
十
郎
が
設
置
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
次
に

「
佐
倉
」
「
成
田
」
在
銘
道
標
の
現
存
状
況
を
佐
倉
市
域
と
千
葉
市
域
を

例
に

と
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
佐
倉
市
域
所
在
道
標
の
う
ち
、
「
佐
倉
」
在
銘
道
標
は
三
六
基
、
「
成
田
」
在
銘

道
標

は
一
九
基
で
、
「
成
田
」
在
銘
道
標
の
う
ち
地
元
外
及
び
地
元
の
成
田
山
信

徒
が
設
置

し
た
も
の
六
基
、
「
成
田
」
・
「
佐
倉
」
が
併
記
し
て
あ
る
も
の
六
基
で
、

残

る
四
基
が
地
元
民
が
設
置
し
た
「
成
田
」
在
銘
道
標
で
あ
る
。

　
千
葉
市
域
で
は
「
佐
倉
」
在
銘
道
標
が
二
一
基
、
「
成
田
」
在
銘
道
標
が
七
基
、

こ
の
う
ち
佐
倉
・
成
田
と
併
記
し
た
も
の
が
二
基
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
両
市
域
所
在
道
標
の
う
ち
「
佐
倉
」
と
記
し
た
も
の
が
圧
倒
的

に
多
く
、
「
成
田
」
は
そ
の
数
も
少
な
く
、
特
に
佐
倉
市
域
は
地
元
外
の
成
田
山

信
徒
が
設
置
し
た
も
の
が
五
基
、
地
元
の
信
徒
が
設
置
し
た
も
の
が
一
基
を
数
え

て

い
る
。

　
成

山
田
新
勝
寺
に
対
す
る
信
仰
は
近
世
中
期
以
降
盛
ん
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
成
田
道
沿
道
に
建
つ
道
標
の
設
置
年
代
か
ら
み
て
も
そ
の
こ
と
が
裏
付
け

ら
れ
る
と
い
え
る
。

　

「
佐
倉
」
・
「
成
田
」
の
表
示
も
、
成
田
街
道
沿
い
で
は
「
成
田
」
表
示
が
多
い

も
の
の
、
そ
の
大
半
は
地
元
外
の
信
徒
が
設
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
佐
倉
・
千
葉

両
市
域
の
場
合
は
圧
倒
的
に
「
佐
倉
」
表
示
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
地

元
民
に
と
っ
て
必
要
な
地
名
は
日
常
生
活
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い

る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
成

田
は
確
か
に
多
く
の
人
々
が
参
詣
に
赴
い
た
地
で
は
あ
る
が
、
佐
倉
市
域
や

千
葉
市
域
の
住
民
に
と
っ
て
は
日
常
生
活
上
重
要
な
地
は
佐
倉
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
但
し
千
葉
市
域
で
最
も
多
い
と
思
わ
れ
る
表
示
地
名
は
「
千
葉
」
で
あ
る
。
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成
田

道
沿
道
所
在
道
標
も
、
地
元
民
が
設
置
し
た
も
の
は
「
成
田
」
「
佐
倉
」

と
い
う
表
示
よ
り
、
成
田
道
か
ら
分
岐
し
た
道
が
何
処
へ
通
じ
て
い
る
か
に
力
点

が

置
か
れ
て

い

る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
道
標
に
表
示
さ
れ
た
地
名
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民

の

空

間
認
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
調
査
範

囲
を
広
げ
て
分
析
を
行
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
⇔
　
大
網
ー
四
天
木
道
の
道
標

　
千
葉
県
山
武
郡
大
網
白
里
町
域
を
通
じ
る
街
道
の
一
つ
に
大
網
と
九
十
九
里
浜

の
四

天
木
を

結
ぶ
街
道
が
あ
る
。
特
に
街
道
の
愛
称
名
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

　
　
　
　
（
4
4
）

『
上
総
国
誌
稿
』
に
は
こ
の
街
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
四
天

木
よ
り
野
田
道
哩
礎
麟
⑱
賎
麓
張
猷
曙
認
聾
澗
壱
山
辺
郡
四

　
　
　
天
木
弐
里
弐
拾
四

間
　
大
網
宿
壱
里
七
町
十
間
五
尺
献
微
・
　
土
気
町
弐
里

　
　
拾
壱
町
七
間
壱
尺
救
財
鯨
い
叶
文
　
下
総
国
千
葉
郡
野
田
村

　

『
上
総
国
誌
稿
』
で
は
四
天
木
ー
野
田
間
を
一
区
切
り
の
道
と
し
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
四
天
木
ー
大
網
間
二
里
余
の
道
を
対
象
と
す
る
。
な
お
野
田
と
は
現
在

の

千
葉
市
誉
田
の
こ
と
で
あ
る
。

　
四
天

木
ー
大
網
の
道
は
漁
獲
物
輸
送
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
と

思
わ
れ

る
道
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
大
網
は
周
辺
村
落
の
中
心
的
立
場
に
あ
っ

た

が
、
そ
の
大
き
な
理
由
は
流
通
経
済
の
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
大
網
か

ら
内
房
に
達
す
る
に
は
丘
陵
地
帯
を
越
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
標
高

こ
そ
低
い
も
の
の
、
起
伏
に
富
ん
だ
道
を
物
資
輸
送
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
あ

っ

た

と
考
え
ら
れ
る
。
大
網
は
こ
う
し
た
丘
陵
地
帯
の
丁
度
裾
野
に
位
置
し
、
諸

方
か

ら
の
道
が
集
ま
る
交
通
至
便
の
地
で
あ
っ
た
。

　
大
網
は
近
世
初
期
に
長
南
・
一
之
宮
・
茂
原
・
本
納
と
共
に
定
期
市
開
設
を
命

じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
大
網
の
交
通
上
の
優
位
は
鉄
道
が
開
通
し
て
も
変
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
網

市
街
の
裏
に
駅
舎
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
大
網
ー
土
気
間
の
急
坂
を
列
車

が

上

る
た
め
に
、
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
が
採
用
さ
れ
、
停
車
時
間
が
長
か
っ
た
こ
と

な
ど
に
よ
る
。
な
お
現
在
は
大
網
駅
が
移
転
し
た
た
め
、
旧
大
網
市
街
は
往
時
程

の

賑
い

は
な
い
。

　
右
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
四
天
木
ー
大
網
の
道
は
物
資
輸
送
に
利
用
さ
れ
た

わ
け

で

あ
る
が
、
こ
の
道
に
は
明
治
～
大
正
期
の
道
標
が
七
基
も
現
存
し
て
い
る
。

①

千
葉
県
大
網
白
里
町
富
田

　
（
正
面
）

　
是

よ
り
南
一
ノ
宮
道
　
太
政
大
神
［
　
明
治
三
十
九
年
二
月
建
之

　
（
裏
面
）

　
東
京
浅
草
区
福
富
町
広
瀬
幸
之
助
　
大
網
町
栗
原
藤
吉
　
世
話
人
向
後
辰
五
郎

②
　
同
町
木
崎

　
（
正
面
）

　
右
柿
餅
ヲ
ヘ
テ
大
網
町
二
至
ル
　
左
柳
橋
ヲ
ヘ
テ
白
里
村
二
至
ル

　
（
右
側
面
）

　
口
北
飯
塚
南
横
川

ヲ
ヘ
テ
本
納
二
至
□

　
（
左
側
面
）

　

柳
橋
ヲ
ヘ
テ
上
谷
片
具
方
面
［

　
（
裏
面
）

　
大
正
八
年
九

月
増
穂
村
青
年
団
木
崎
支
部

③
　
同
町
木
崎

　
（
正
面
）

　
右
太
政
大
神
道
　
東
京
駒
込
口
　
石
原
町
　
林
口
　
［
］
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（
左
側
面
）

　

九

十
九

里

　
（
裏
面
）

　

明
治
帯
五
年
十
一
月

④
　
同
町
木
崎

　
（
正
面
）

　
　
　
　
一
海
岸
　
□
□
　
　
　
　
］
方
面

　
（
右
側
面
）

　
　
　
　
一
六
月
十
日

　
（
左
側
面
）

　
　
　
　
頁
村
方
面

　
（
裏
面
）

　
　
　
　
　
一
会

⑤
　
同
町
柳
橋

　
（
正
面
）

　
桂
山
九
十
根
九
十
九
里
方
面
　
木
崎
柿
沼
大
網
方
面

　
（
右
側
面
）

　
時
ノ
記
念
日
六
月
十
日
各
一
　
　
時
ハ
金
ナ
リ

　
（
裏
面
）

　
大
正

十
一
年
一
月
　
　
　
柳
橋
青
年
会

⑥
　
同
町
桂
山

　
（
正
面
）

　
↓
東
中
島
ヲ
経
テ
東
金
町
二
至
ル

　
（
右
側
面
）

　
柳
橋
経
大
網
町
二
至
ル
　
↑
　
下
傍
示
ヲ
経
テ
九
十
九
里
海
岸
至
ル

　
（
左
側
面
）

　
大
正

十
一
年
三
月
二
十
週
紀
念
　
桂
山
青
口
会

　
（
裏
面
）

　
↓
長
国
ヲ
経
テ
栗
生
野
二
至
ル

⑦
　
同
町
南
今
泉

　
（
正
面
）

　
御
成
婚
紀
念
　
千
葉
県
庁
江
八
里
十
二
町
　
佐
倉
兵
営
江
八
里
七
町

東
京
府
江

　

十
九

里
十
町

　
（
右
側
面
）

　

→
本
村
役
場
及
郵
便
局
ヲ
経
テ
四
天
木
海
岸
　
↑
　
大
網
駅
江
弐
里
半

　
（
左
側
面
）

　

←
南
今
泉
海
岸
江
拾
五
町

　
（
裏
面
）

　

大
正
十
三
年
弐
月
廿
六
日
建
立

　
右
の
う
ち
①
と
③
は
沿
道
に
あ
る
太
政
大
神
へ
の
道
標
で
②
④
⑤
⑥
は
青
年
会

が
、
⑦
は
設
置
者
が
不
明
で
あ
る
が
、
旧
白
里
町
域
に
あ
と
一
基
こ
の
よ
う
な
道

標
が

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
二
基
と
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
一
メ
ー
ト
ル
六
～
七
〇

セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
あ
る
こ
と
か
ら
役
場
が
昭
和
天
皇
成
婚
を
記
念
し
て
設
置
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
青
年
会
の
設
置
し
た
道
標
は
こ
の
街
道
か
ら
分
岐
し
た
道
に
も
み
ら
れ
、
た
と

え
ば
大
正
一
四
年
富
田
区
青
年
会
、
大
正
口
年
増
穂
村
青
年
会
、
大
正
二
年
瑞
穂

村
青
年
会
な
ど
が
現
存
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
現
存
道
標
の
残
存
状
況
か
ら
、
千
葉
県
内
に
お
い
て
は

近
現
代
道
標
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
道

標
は
交
通
機
関
の
発
達
に
も
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
全
国
的
に
み
た
場
合
、

近
世
及
び

近
現
代
道
標
の
比
率
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
み
る
必
要
は
あ
る
が
、

青
年
会

（
団
）
の
設
置
し
た
道
標
を
は
じ
め
、
近
現
代
道
標
の
多
く
は
明
治
政
府

の

命

じ
た
木
製
里
程
標
の
あ
と
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
受
け
継
が

れ
た

理
由
は
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
に
次
章
で
述
べ
る

記
念
碑
の

流
行
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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四
　
記
念
碑
の
流
行
と
道
標

　
明
治
政
府
は
明
治
初
年
旧
弊
の
打
破
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
旧
来
か
ら
の
諸

行
事
が
廃
止
さ
れ
た
り
規
制
を
う
け
た
り
し
た
。

　
石
造
物
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
明
治
六
年
一
月
山
形
県
内
で
は
管
内
道
路
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

畔
に
建
つ
供
養
石
・
石
像
・
塔
婆
等
を
取
り
除
い
て
い
る
。

　
ま
た
同
年
同
月
の
郵
便
報
知
新
聞
に
は
、
「
石
仏
を
靴
ぬ
ぎ
に
ー
お
上
厳
達
」

　
　
　
　
（
4
6
）

の

タ
イ
ト
ル
で
、

　
　
管

下
一
般
埋
葬
場
を
除
く
の
外
、
山
園
田
畝
又
は
路
傍
総
て
謂
な
き
地
に
設

　
　
立
有
之
候
堂
宇
、
石
仏
、
石
塔
の
類
、
十
一
月
廿
九
日
限
一
切
取
除
き
、
石

　
　
仏
杯
は
敷
石
靴
ぬ
ぎ
其
他
無
用
を
以
有
用
を
助
け
候
場
に
用
候
儀
不
苦
、
尤

　
　
寺
院
へ
相
移
し
度
向
は
勝
手
た
り
と
錐
も
、
柳
の
一
宇
た
り
と
も
石
仏
入
置

　
　
の
為
め
新
規
取
設
の
儀
、
決
て
不
相
成
、
追
て
官
員
巡
廻
の
節
不
都
合
有
之

　
　
候
は
父
、
該
区
に
長
は
勿
論
、
戸
長
副
の
落
度
た
る
べ
く
条
、
夫
々
注
意
取

　
　
除
き
可
申
も
の
也
、

　
右
の
達
は
ど
こ
が
出
し
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
達
に
よ
っ
て
か
な

り
の
石
造
物
が
移
動
破
却
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の

後
明
治
中
期
頃
に
な
る
と
、
石
造
物
は
「
記
念
碑
」
に
姿
を
変
え
て
流
行

す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
明
治
一
五
年
五
月
一
六
日
の
朝
野
新
聞
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
記
念
碑
の
流
行

　
　
　
　
役
に
も
立
た
ぬ
と
キ
ッ
イ
叱
り
や
う

〔
五

・

一
六
朝

野
〕
意
外
の
流
行
（
向
両
国
　
可
驚
庵
一
水
）
○
覗
キ
眼
鏡

止
ン

デ

而
シ
テ
玉
転
シ
起
リ
、
売
薬
行
商
衰
ヘ
テ
而
シ
テ
勧
業
場
盛
ン
ナ
リ
。

鳴
呼
世
界
ノ
流
行
ハ
実
二
不
思
議
ノ
事
ナ
リ
然
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
眼
鏡
ト
云

ヒ
、
玉
転
シ
ト
云
ヒ
、
売
薬
ト
云
ヒ
、
勧
業
場
ト
云
フ
モ
、
皆
是
レ
各
自
生

計
ヲ
立
ツ
ル
為
メ
ナ
レ
バ
、
強
テ
之
ヲ
沓
ム
ル
ニ
モ
及
．
ハ
ズ
。
今
又
此
二
生

計
ニ
モ
何
ニ
モ
ナ
ラ
ヌ
物
ニ
シ
テ
意
外
ノ
流
行
物
ヲ
現
出
セ
リ
、
即
チ
紀
念

碑
是
レ
也
。

　
夫
レ
紀
念
ハ
人
ノ
念
二
紀
シ
テ
忘
レ
ザ
ラ
ン
ト
ス
ル
為
二
設
ク
ル
者
ナ
リ
。

碑
ノ
字
ヲ
按
ズ
ル
ニ
、
釈
名
二
云
ク
、
臣
子
君
父
ノ
功
美
ヲ
追
述
ス
云
々
。

又
初
学
記
ニ
ハ
、
碑
ハ
以
テ
往
事
ヲ
悲
ム
ナ
リ
、
郭
泰
羊
祐
ノ
碑
、
挑
崇
ノ

紀
徳

ノ
碑
、
磨
崖
ノ
碑
、
姜
行
本
ガ
紀
功
ノ
碑
、
平
准
西
ノ
碑
等
ハ
皆
有
名

ノ
碑
ナ
リ
。
其
ノ
之
レ
ラ
建
ツ
ル
所
以
ヲ
原
ヌ
ル
ニ
或
ハ
道
徳
ヨ
リ
シ
或
ハ

功
伐
ヨ
リ
ス
、
皆
其
大
功
大
徳
ア
ル
者
ノ
タ
メ
ナ
リ
。
然
ル
ニ
今
ノ
紀
念
碑

ヲ
見
ル
ニ
、
向
島
二
、
上
野
二
、
増
上
寺
二
、
其
外
二
林
立
シ
テ
殆
ン
ド
日

比
谷
練
兵
場
二
兵
隊
ヲ
配
布
シ
タ
ル
ガ
如
シ
。
其
中
偶
マ
ニ
ハ
英
雄
豪
傑
ト

モ

謂
フ
ベ
キ
人
ノ
タ
メ
ニ
セ
シ
者
ナ
キ
ニ
非
ズ
ト
難
モ
、
此
ノ
林
立
シ
タ
ル

石
碑
ヲ
、
一
々
分
析
シ
テ
見
レ
バ
、
必
ズ
シ
モ
念
二
紀
セ
ズ
ト
モ
ト
思
フ
人

亦
多
カ
ラ
ン
。
今
ノ
如
ク
紀
念
碑
流
行
セ
バ
、
明
治
二
十
三
年
比
マ
デ
ニ
ハ
、

飴
屋
モ
納
豆
屋
モ
等
外
出
仕
モ
お
三
モ
権
介
モ
、
皆
紀
念
碑
ノ
列
二
在
ル
ベ

シ
。
然
ル
ト
キ
ハ
、
折
角
朝
廷
ヨ
リ
設
ヶ
置
カ
レ
タ
ル
公
園
地
モ
、
此
紀
念

碑
ノ
タ
メ
ニ
充
塞
シ
、
我
我
ヲ
シ
テ
遊
歩
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
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四　記念碑の流行と道標

　
　

ラ
ン
ト
ス
。
加
之
五
十
年
後
ノ
人
民
ヲ
シ
テ
、
今
ノ
世
界
ヲ
目
シ
テ
諌
墓
ノ

　
　
世
界
ト
イ
ハ
シ
メ
ン
ト
ス
。
我
我
深
ク
之
ヲ
暫
ヅ
。
且
ッ
死
者
ニ
シ
テ
霊
ア

　
　

ラ
シ
メ
バ
、
不
知
能
甘
受
之
否
。

　
記
事
中
明
治
二
三
年
頃
ま
で
に
は
云
々
と
あ
る
が
、
記
念
碑
の
流
行
は
衰
え
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

見
せ
ず
、
明
治
二
六
年
二
月
一
日
の
読
売
新
聞
も
「
近
頃
の
流
行
は
相
変
ら
ず
紀

念
碑
と
花
合
せ
な
り
、
」
と
そ
の
盛
行
を
伝
え
て
い
る
。

　
あ
ま
り
の
流
行
に
政
府
も
こ
れ
を
黙
視
し
難
か
っ
た
の
か
、
明
治
三
九
年
九
月

政
府
は
記
念
碑
建
設
禁
止
の
内
訓
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
同
月
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

の

日
本
新
聞
は
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
記
念
碑
建
設
禁
止
の

内
訓
出
づ

　
　

〔
九
・
二
八
、
日
本
〕
各
地
方
に
於
て
は
三
十
七
八
年
戦
役
に
於
け
る
戦
死

　
　
病
残
者
の

忠
魂
を

慰

し
、
且
つ
永
久
紀
念
の
為
め
招
魂
祠
又
は
紀
念
碑
の
建

　
　
設
を

企
て

つ

ふ
あ
る
が
、
寺
内
陸
軍
大
臣
は
去
る
廿
五
日
を
以
て
全
国
各
師

　
　
団
に
対
し
、
此
等
の
計
画
は
一
切
差
止
む
べ
き
旨
、
左
の
如
き
内
訓
を
発
し

　
　
た
り
と
。

　
　
　
三
十
七
八
年
戦
役
は
実
に
空
前
の
偉
業
に
し
て
帝
国
最
大
の
紀
念
と
な
す

　
　

而

し
て
此
の
役
に
残
せ
る
将
士
無
慮
数
万
人
は
、
皆
諸
種
の
栄
典
と
靖
国

　
　

神
社
合
祀
の

恩
命
を

拝

し
、
其
芳
名
万
世
に
朽
ち
ず
し
て
死
者
固
よ
り
憾

　
　

み

な
く
、
遺
族
故
旧
又
以
て
其
意
を
安
ず
る
に
足
る
べ
し
、
然
る
に
近
来

　
　

各

団
隊
若
く
は
軍
人
相
結
ん
で
此
等
殉
死
老
の
為
め
、
招
魂
祠
紀
念
碑
を

　
　

陸
軍
用

地
に
建
設
せ
ん

と
す
る
の
挙
あ
り
と
聞
く
、
固
是
れ
戦
友
故
旧
遺

　
　

族
の

之
を

迫
慕

し
、
忠
君
愛
国
の
亀
鑑
を
表
示
せ
ん
と
す
る
至
誠
敬
度
の

　
　
　

衷
情
よ
り
出
で
た
る
も
の
に
て
、
深
く
諒
察
す
べ
き
も
の
あ
り
と
錐
も
、

　
　
　

既
に

官
幣
社
に
合
祀
せ
ら
れ
た
る
英
魂
は
、
赫
灼
と
し
て
帝
国
の
光
栄
と

　
　
　

共
に

長
へ
に
光
輝
を
無
窮
に
伝
ふ
る
に
余
り
あ
り
、
復
た
局
ん
ぞ
私
費
を

　
　
　
拗
ち

て

如
上
の
企
を
為
す
の
要
あ
ら
ん
哉
、
況
ん
や
一
団
隊
の
力
一
時
善

　
　
　

く
祠
碑
を
建
立
し
得
る
と
す
る
も
、
其
保
存
維
持
の
結
果
未
だ
確
実
な
る

　
　
　
能
は
ざ
る
の
事
情
な
き
に
あ
ら
ざ
る
に
於
て
を
や
、
他
年
若
し
桑
槍
の
変

　
　
　

に
際

し
保
存
の
途
な
き
に
至
ら
ば
、
独
り
企
業
の
精
神
を
貫
徹
す
る
能
は

　
　
　

ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
反
て
忠
塊
神
威
を
漬
す
に
至
る
あ
ら
ん
も
亦
知
る
べ

　
　
　
か

ら
ず
、
豊
深
く
思
は
ざ
る
べ
け
ん
や
、
以
上
の
趣
旨
に
基
き
定
期
に
依

　
　
　

る
合
葬
墓
硯
、
若
く
は
特
別
の
事
情
あ
る
建
碑
の
外
、
各
地
に
於
け
る
招

　
　
　
魂
祠
紀
念
碑
等
の
設
立
は
一
切
之
を
止
む
べ
し
。

　
そ
れ
で

は

こ
こ
で
東
京
及
び
千
葉
方
面
の
記
念
碑
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　

こ
の
地
域
の
記
念
碑
材
料
の
石
は
、
明
治
一
〇
年
前
後
か
ら
宮
城
県
石
巻
産
の

井

内
石
（
粘
板
岩
）
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
井
内
石
は
宮
城
県
稲
井
町

字
井
内
の
地
名
を
と
っ
た
も
の
だ
が
、
全
国
的
に
は
稲
井
石
・
仙
台
石
で
知
ら
れ

る
。
中
生
層
の
粘
板
岩
と
い
わ
れ
、
比
較
的
黒
色
が
薄
く
、
淡
い
青
黒
色
、
淡
灰

色

と
い
っ
た
色
調
で
あ
る
。
石
の
特
質
か
ら
、
記
念
碑
に
は
最
高
の
石
材
と
い
っ

　
　
　
　
（
5
0
）

て

よ
か
ろ
う
。
房
総
で
は
通
称
〃
仙
台
石
〃
と
呼
ば
れ
年
を
追
う
ご
と
に
井
内
石

の

記
念
碑
が
増
加
し
て
く
る
。

　
西
南
・
日
清
・
日
露
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
等
の
戦
残
者
記
念
碑
を
は
じ
め
、

個
人
の
顕
彰
碑
・
出
羽
三
山
・
富
士
登
山
記
念
碑
、
明
治
天
皇
行
在
所
・
御
小
休

所
記
念
碑
等
々
枚
挙
に
逞
な
い
程
の
碑
が
、
井
内
石
と
思
わ
れ
る
石
で
造
ら
れ
る
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近世及び近現代における道標の成立と展開

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
も
高
さ
が
ニ
メ
ー
ト
ル
、
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
が
数

多
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
井
内
石
は
薄
く
剥
離
し
、
数
メ
ー
ト
ル

の

高
さ
の
碑
を
造
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
文
字
が
刻
み
や
す
い
と
い
う
。

ま
さ
に
記
念
碑
に
は
う
っ
て
つ
け
の
石
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
何
故
井
内
石
が
関
東
に
多
く
流
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
大
き

な
原
因
の
一
つ
は
明
治
教
育
に
使
用
し
た
石
盤
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
唐
澤
富
太
郎
氏
は
、
石
盤
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　

日
本
で
は
明
治
初
年
に
は
輸
入
品
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一

　
　
八
七

四
）
頃
に
は
瓦
盤
、
木
盤
、
す
り
が
ら
す
二
枚
を
合
わ
せ
た
も
の
な
ど

　
　
の

代
用
品
が
現
わ
れ
、
つ
い
で
明
治
八
年
に
は
宮
城
県
雄
勝
浜
で
ス
レ
ー
ト

　
　
が

発
見

さ
れ
、
以
後
は
そ
の
他
の
地
方
の
製
品
も
加
わ
っ
て
全
国
的
に
普
及

　
　
し
た
。

　
右
の
雄
勝
の
石
と
は
井
内
石
同
様
粘
板
岩
で
あ
る
が
黒
一
色
で
古
来
硯
に
利
用

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
井
内
石
に
は
白
色
を
帯
び
た
線
が
入
っ
て
い

る
。　

雄
勝
石
が

明
治
に
入
っ
て
石
盤
材
料
と
し
て
数
多
く
関
東
に
流
入
す
る
よ
う
に

な

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
石
は
宮
城
県
以
外
で
も
多
く
産
出
す
る
が
、
雄
勝

は
運

送
の
便
‖
海
上
交
通
‖
に
適
し
て
い
た
た
め
、
当
地
の
石
が
関
東
に
多
く
流

入

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
雄
勝
石

1
1
石
盤
材
料
の
輸
送
と
同
時
に
井
内
石
も
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
記
念
碑
へ
と
利
用
さ
れ
、
見
栄
え
の
良
さ
か
ら
各
地
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
井
内
石
の
記
念
碑
は
関
東
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
期
以
降
と
い
っ
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
4

が
、
千
葉
県
館
山
市
立
博
物
館
学
芸
員
岡
田
晃
司
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
館
山

市
那
古
の

那
古
寺
に
井
内
石
と
断
定
で
き
そ
う
な
近
世
の
石
碑
が
確
認
さ
れ
た
。

そ

の

銘
文
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
安
政
一
二
年
歳
次
丙
辰
］
ハ
月
士
口
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仙
台
石
巻
世
話
人

　
　
八
　
　
大
　
　
龍
　
　
王
　
　
高
橋
屋
作
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
願
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
徳
丸
徳
蔵

　
　
　
　
　
　
諸
国
廻
船
海
上
安
全
回
回
那
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
老
中

　
（
台
石
銘
文
）

　
　
　
　
ロ

世
話
人
胡
船
仲
間

　
※
台
石
の
銘
文
は
右
か
ら
左
へ
横
書
き
。

　
碑
の
み
の
高
さ
は
一
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚

さ
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
世
話
人
が

石
巻
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
石
は
井
内
石
と
み
ら
れ
、
近
世

に
お

い
て

既
に
井
内
石
が
海
上
を
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
判
る
。
安
房
方
面
に
こ

の

ほ

か

ど
の
程
度
近
世
の
井
内
石
の
石
碑
が
残
っ
て
い
る
か
は
今
後
の
調
査
に
侯

た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
世
に
お
い
て
は
井
内
石
の
石
造
物
が
あ
ま
り
広
が

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
東
京
・
千
葉
を
中
心
と
し
た
地
域
で
は
井
内
石
を
中
心
と
し
て
近

代
記
念
碑
の
流
行
が
展
開
し
た
が
、
記
念
碑
の
流
行
は
下
火
に
な
る
と
い
う
よ
り
、



おわりに

流
行
が
定
着

し
た
と
い
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

　
時
代
と
共
に
各
種
の
記
念
碑
が
造
ら
れ
て
い
く
中
で
、
一
つ
の
画
期
を
な
し
た

と
思
わ
れ
る
も
の
が
明
治
天
皇
行
在
所
・
御
小
休
所
の
記
念
碑
で
あ
る
。

　
両
碑
は
大
正
期
か

ら
出
現
し
始
め
、
明
治
天
皇
の
行
在
所
・
御
小
休
所
が
国
の

史
跡
に
指
定
さ
れ
る
に
及
ん
で
頂
点
に
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
石
碑
が
天
皇

神
格
化
へ
の
一
端
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
記
念
碑
の
流
行
に
乗
っ
て
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
近
現
代

の
道
標
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
固
い
石
を
産
出
し
な
い
房
総
は
石
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
房
総
の
神
社

に

は
近
世
に
建
て

ら
れ
た
石
の
鳥
居
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
近
代
以
降
も
房

総
の
村
民
は
井
内
石
を
使
い
、
出
羽
三
山
・
富
士
登
山
等
の
碑
を
競
う
よ
う
に
、

そ
れ

も
大
き
な
も
の
を
建
て
た
。
そ
れ
は
村
民
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ

っ

た
。
こ
れ
ら
記
念
碑
の
費
用
は
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
か
な
り
高
額
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
道
標
は
安
価
な
村
人
の
そ
し
て
青
年
団
の
ス
テ

ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
御
大
典
記
念
・
天
皇
の
成
婚
記
念
・
昭
和
天
皇
渡
欧
記
念
等
々
と
の
併
用
道
標

は
政
府
に

と
っ
て
奨
励
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
禁
止
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ

た
筈
で
あ
る
。

お

わ

り
に

近
世
に
お
い
て

は
民

間
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
道
標
が
、
近
現
代
に
は
道
標

‖
里
程
標
が
制
度
と
し
て
設
置
さ
れ
る
過
程
及
び
現
存
道
標
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た

が
、
本
稿
で
は
道
標
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
た
た
め
、
近
代
の
道
路
行
政
に

っ
い
て

詳
述
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
尤
も
筆
者
は
近
現
代
の
道
路
行
政
は

専
門
外
で
あ
る
た
め
、
言
及
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
特
に
近
現
代

の

道
標
は
道
路
行
政
・
里
程
の
統
一
等
の
観
点
か
ら
捉
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
現
存
道
標
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
事
実
の
列
挙
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
民
間
信
仰
や
石
仏
等
々
の
知
識
を
要
求
さ
れ
る
た
め
、
後
日
分

析
を
試
み
て
み
た
い
。

　
本

稿
で
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
幕
府
の
石
造
物
の
高
さ
等
の
制

限
令
に
お
い
て
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
貢
献
す
る
道
標
も
制
限
対
象
に
な
っ
て

い
た
の

か
で

あ
る
。
対
象
に
な
っ
た
場
合
、
制
限
令
が
出
た
数
年
は
あ
ま
り
道
標

ー
他
の
石
造
物
も
ー
が
造
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法

令
の
遵
守
に
つ
い
て
は
、
制
限
令
が
出
た
あ
と
の
石
造
物
の
寸
法
を
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
法
の
網
を
潜
る
た
め

に
、
制
限
令
の
出
た
年
以
前
の
年
号
を
刻
む
場
合
や
、
無
年
号
と
し
て
し
ま
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
道
標
が
制
限
対
象
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
不
特
定
多
数
に
貢
献
す
る
と

い

う
こ
と
で
、
他
の
石
造
物
よ
り
製
作
・
設
置
が
容
易
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
併

用
道
標
を

造

る
こ
と
に
よ
っ
て
地
蔵
・
庚
申
塔
等
々
の
石
造
物
を
造
っ
た
と
思
わ

れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
限
令
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
言
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
副
次
的
に
道
標
を
造
っ
た
場
合
と
、
道
標
を
本
来
の
目
的
と
し
た
場
合
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
石
造
物
に
道
の
行
き
先
を
刻
む
行
為
の
中
に
、
呪
術
的
な
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要
素
が
な

か
っ

た
か

と
い
う
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
石
造
物
に
道
の
行

先
を

刻
む

こ
と
に
よ
り
、
村
々
に
入
っ
て
き
た
悪
し
き
も
の
を
村
外
に
出
す
と
い

う
思
い
や
、
死
老
が
生
前
好
き
で
あ
っ
た
周
辺
の
繁
華
の
地
な
ど
を
刻
む
こ
と
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
と
い
う
よ
り
問
題
点
ば
か
り
列
挙
し
た
が
、
従
来
道
標
の
研
究
は
ほ
と

ん

ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
拙
稿
が
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
叩
き
台

に
な

れ
ぽ
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）
　
た
と
え
ば
豊
田
武
・
児
玉
幸
多
編
『
体
系
日
本
史
叢
書
2
4
交
通
史
』
（
昭
4
5
）
　
山

　
　
川
出
版
に
は
、
丸
山
雍
成
氏
が
道
路
・
並
木
・
一
里
塚
・
橋
・
随
道
に
つ
い
て
詳
述

　
　
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
庚
申
懇
話
会
編
『
日
本
石
仏
事
典
』
（
昭
5
0
）
　
雄
山
閣

（
3
）
　
出
雲
路
敬
直
氏
の
業
績
を
列
挙
し
て
お
く
。
『
道
標
小
論
』
京
都
精
華
学
園
研
究

　
　
紀
要
1
3
（
昭
5
0
）
、
『
道
標
と
信
仰
』
同
1
5
（
昭
5
2
）
、
『
京
の
覚
書
③
1
道
標
－
』
創
造

　
　
的
市
民

1
3
（
昭
6
1
）
、
こ
の
ほ
か
道
標
に
関
す
る
著
述
と
し
て
宮
本
友
喜
枝
「
道
標
か

　
　
ら
み
た
鮮
魚
街
道
」
房
総
の
石
仏
四
号
（
昭
6
1
）
、
大
森
義
朗
「
成
田
参
詣
の
道
し

　
　
る
べ
」
日
本
の
石
仏
三
九
号
（
昭
6
1
）
、
阿
由
葉
司
「
道
標
と
利
根
川
流
域
地
域
史
」

　
　
房
総
の
石
仏
五
号
等
々
研
究
者
が
片
手
間
に
、
又
は
郷
土
史
家
が
道
標
を
紹
介
し
た

　
　
も
の
は
各
地
で
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
短
篇
で

　
　
あ
り
、
且
つ
論
文
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
道
標
銘
文
に
の
み
頼
り
、
文
献
・
古
文

　
　
書
も
併
せ
て
利
用
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
道
標
の
み
に
頼
っ
た
の

　
　
で
は
歴
史
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
研
究
に
道
標
を
利

　
　
用
す

る
こ
と
が
マ
イ
ナ
ス
効
果
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
尚
本
稿
と
前
後
し
て
、
吉

　
　
村
光
敏
・
白
井
豊
共
著
の
「
道
し
る
べ
か
ら
み
た
近
世
の
交
通
圏
」
千
葉
県
立
中
央

　
　
博
物
館
研
究
報
告
人
文
科
学
三
号
が

発
表
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

（
4
）
　
『
京
の
覚
書
③
ー
道
標
1
』

（
5
）
　
（
2
）
に
同
じ

（　（1514
）　）

（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（

131211109876
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

柳
田
國
男
著
『
明
治
大
正
史
』
（
定
本
柳
田
國
男
集
2
4
（
昭
4
5
）
筑
摩
書
房
）

『
道
標
小
論
』

『
東
海
道
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻
（
昭
　
）
東
京
美
術

児
玉
幸
多
校
訂
『
近
世
交
通
史
料
集
』
二
（
昭
4
3
）
吉
川
弘
文
館

相
葉
伸
編
『
例
幣
使
街
道
』
み
や
ま
文
庫
2
8
（
昭
4
3
）

（
9
）
に
同
じ

草
津
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
草
津
市
史
』
二
（
昭
5
9
）

市
川
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
市
川
市
史
』
六
史
料
近
世
上
（
昭
4
7
）

右
に
同
じ

　
　
　
成
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
成
田
市
史
』
近
世
編
史
料
集
五
上
門
前
町
1
（
昭

　
　
5
1
）

（
1
6
）
右
に
同
じ

（
1
7
）
　
船
橋
市
郷
土
資
料
館
編
『
道
標
』
船
橋
市
郷
土
資
料
図
録
5
（
昭
5
8
）
船
橋
市
教

　
　
委

（
1
8
）
　
『
法
令
全
書
』
明
治
二
年
第
六
五
号

（
1
9
）
　
同
右
。
明
治
元
年
第
一
二
二
九
・
一
一
四
〇
号

（
2
0
）
　
同
右
。
明
治
五
年
第
一
八
九
号

（
2
1
）
　
同
右
。
明
治
五
年
第
三
二
五
号

（
2
2
）
　
岩
手
県
著
『
岩
手
県
史
』
六
近
代
篇
1
（
昭
4
7
復
刻
）
名
著
出
版

（
2
3
）
　
右
に
同
じ

（
2
4
）
　
前
沢
町
史
編
集
委
員
会
『
前
沢
町
史
』
下
巻
二
（
昭
6
3
）

（
2
5
）
　
右
に
同
じ

（
2
6
）
　
『
秋
田
県
史
』
県
治
部
四
第
七
冊
（
大
6
）

（
2
7
）
　
『
法
令
全
書
』
明
治
六
年

（
2
8
）
　
千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料
』
近
代
篇
明
治
初
期
四
（
昭
4
6
）

（
2
9
）
　
右
に
同
じ

（
3
0
）
　
房
総
叢
書
刊
行
会
『
房
総
叢
書
』
二
（
大
3
）
所
収

（
3
1
）
　
千
葉
県
富
津
市
青
堀
在
住
高
橋
在
久
氏
談

（
3
2
）
　
註
（
2
8
）
に
同
じ

（
3
3
）
註
（
2
4
）
に
同
じ

（
3
4
）
　
註
（
2
6
）
に
同
じ

（
3
5
）
　
群
馬
県
教
育
会
『
群
馬
県
史
』
四
（
昭
2
）
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註

（　（4140
）　）

（　（　（　（
39　38　37　36
）　）　　）　）

『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
二
（
昭
5
7
復
刻
）
本
邦
書
籍

『
同
右
』
三

『
同
右
』
六

『
法
令
全
書
』
明
治
九
年
内
務
省
乙
一
二
〇
号

註
3
7
に
同
じ

便
宜
上

「
四
現
存
道
標
の
現
状
況
」
で
引
用
し
た
報
告
書
類
を
次
に
列
挙
し
て
お

　
　
く

　
　
千
葉
市
教
育
委
員
会
編
『
千
葉
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
五
集
　
路
傍
の
石
仏

　
　
（
昭
5
6
）

　
　
船
橋
市
郷
土
資
料
館
編
『
道
標
』
船
橋
市
郷
土
資
料
図
録
5
（
昭
5
8
）

　
　
木
村
雅
夫
編
『
佐
倉
の
道
標
』
稿
本
（
昭
6
0
）

　
　
佐
野
二
郎
編
『
八
千
代
市
の
石
造
物
』
ー
江
戸
期
1
（
昭
6
1
）

　
　
流
山

市
立
博
物
館

『
流
山
の
石
仏
』
流
山
市
立
博
物
館
調
査
研
究
報
告
書
5
（
昭
6
2
）

　
　
松
尾
町

『
石
造
物
シ
リ
ー
ズ
ー
（
道
標
・
道
祖
神
）
』
（
昭
6
3
）

　
　
芝
山
町
史
編
纂
準
備
室
編
『
芝
山
町
石
造
文
化
財
調
査
報
告
』
（
昭
5
7
）

　
　
江
戸
川
区
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化
財
係
編
『
江
戸
川
区
の
文
化
財
』
（
昭
5
7
）

　
　
『
同
　
二
』
（
昭
5
8
）
『
同
　
四
』
（
昭
6
1
）

　
　
東
京
都
葛
飾
区
教
育
委
員
会
『
葛
飾
区
宝
俵
印
塔
・
道
標
調
査
報
告
』
（
昭
6
1
）

　
　
品
川
区
教
育
委
員
会
『
品
川
区
史
料
二
』
（
昭
5
8
）

　
　
目
黒
区
教
育
委
員
会
『
目
黒
区
の
馬
頭
観
音
と
道
し
る
べ
ー
石
造
文
化
財
そ
の
二
ー
』

　
　
（
昭
5
2
）

　
　
世
田

谷
区
教
育
委
員
会
『
世
田
谷
区
石
造
物
調
査
報
告
書
W
道
標
お
よ
び
供
養
塔
』

　
　
（
昭
6
0
）

　
　
大
和
市
役
所
管
理
部
庶
務
編
『
大
和
市
史
資
料
叢
書
1
大
和
市
の
石
造
物
』
（
昭
5
7
）

　
　
大
阪
市
立
博
物
館
『
研
究
紀
要
第
三
冊
』
（
昭
4
6
）
所
収
「
大
阪
府
下
の
道
標
（
1
）
」

　
　
岩
井
宏
實

（
4
2
）
　
『
五
街
道
取
締
書
物
類
寄
』
拾
三
之
帳
（
児
玉
幸
多
校
訂
『
近
世
交
通
史
料
集
』

　
　
一
）
に
よ
る
と
、
矢
切
の
渡
し
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
渡
船
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　

文
政
五
午
年
八
月
御
代
官
大
原
四
郎
右
衛
門
・
柑
本
兵
五
郎
た
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柑
本
兵
五
郎
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
州
葛
飾
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小

向
村

（　（　（515049
）　）　）

（　　（　　（　　（　（　　（

48　4746　4544　43
）　）　）　）　）　）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

樋
ノ
ロ
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
原
四
郎
右
衛
門
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
間
金
左
衛
門
知
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
総
国
葛
飾
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
矢
切
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
矢
切
村

　
　
　

右
亡
水
戸
道
中
新
宿
β
松
戸
宿
之
間
、
金
町
御
関
所
前
渡
船
場
た
可
二
相

　
　
　
懸
一
旅
人
共
、
書
面
之
村
〉
作
場
渡
た
相
懸
り
渡
船
い
た
し
候
由
相
聞
候
、

　
　
　
以
来
右
躰
之
儀
堅
致
関
敷
旨
、
村
役
人
共
た
可
二
申
渡
一
候
、
尤
野
関
金
左

　
　
　
衛
門
た
も
相
達
置
候
旨
、
石
川
主
水
正
β
申
達
候
事
、

　
　
　
　
　
　
マ
へ
　

　
　
同
月
御
小
性
組
番
頭
松
平
内
匠
頭
た
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
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Creation　and　Development　of　Guideposts　in　the　Edo　Period　and　in　the　Later　Periods

YAMAMoTo　Mitsumasa

　　It　is　not　too　hard　to　imagine　how　helpful　guideposts　were　for　ancient　travelers

who　had　to　set　out　for　the　practically　unknown．　Little　research，　however，　has　been

made　from　the　standpoint　of　transportation　history　on　the　importance　of　guideposts，

indispensabIe　though　they　were　as　part　of　the　transportation　facilities　at　the　time．

The　purpose　of　this　paper　is　to　add　to　what　little　research　there　has　been　made

about　the　guideposts　by　evaluating　the　significance　of　them　in　the　Edo　period　as

well　as　in　the　Meiji　period　or　Iater，　and　by　analyzing　those　that　have　survived　to

this　day．

　　In　the　Edo　period，　guideposts　construction　was　not　regarded　as　belonging　to　the

governmental　works．　Most　guideposts　were　built　by　individuals　and　were　made　of

wood．　Although　the　remaining　guideposts　are　all　made　of　stone，　many　wooden　guide・

posts　may　be　observed　in　some　wood・printed　works　by　Hiroshige　or　in　some　wood．

printed　works　entitled‘Tokaido　Goju　San　Tsugi（Fifty・Three　Stops　on　the　Tokaido

Road）’．　Silnply，　guideposts　made　of　wood　did　not　survive，　and　no　research　can　be

made　abollt　them　now．

　　Guideposts　in　the　Edo　period　were　built　by　individuals，　post・town　locals　or　rel三一

gious　groups　with　official　approvals　from　the　authorities．　In　the　cases　of　Kusatsu

post－town　on　Tokaido，　Sakaimachi　on　Nikko　Reiheishi　road，　and　Naka－Utsunomiya

post．town　on　Nikko　road，　builders　of　guideposts　had　to　get　approvals　from　the　local

fief　who　in　turn　had　to　get　approvals　from　the　transportation　magistrate　of　the

Bakufu．

　　In　minor　roads，　unlike　the　five　major　national　roads　or　their　equivalents，　to　wh三ch

the　above　mentioned　roads　belonged　to，　approvals　for　building　guideposts　were　granted

unofficially　by　village　superintendents　although　officially　approvals　were　to　be　granted

by　the　local　government．

　　Very　few　historical　documents　exist　from　the　Edo　period　for　guideposts　and　little

is　known　about　them．　In　the　Meiji　period，　however，　a　distinct　change　may　be　ob・

served　in　the　signif三cance　of　guideposts　and　in　the　way　they　were　built．

　　The　Meiji　government　decreed　in　December，　the　sixth　year　of　Meiji　that　mileage
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from　station　to　station　and　from　village　to　village　should　be　ccrrectly　measured．

The　Edo　Bakufu　attempted　to　unify　the　weights　and　measures　at　the　beginning　of

the　Edo　period　but　failed　to　do　so　as　the　unit　of　mileage　differed　from　place　to

place；in　some　places　one　Ri　counted　36　Cho　whereas　in　other　places　one　Ri　counted

something　else．　The　Inethods　of　Ineasufelnent　were　also　too　poor　to　be　correct．

　　The　Meiji　govemment　also　decreed　that　an　initial　post　should　be　erected　at　the

seat　of　a　prefectural　office　and　that　mileage　posts　should　be　erected　at　every　village．

Both　of　them　were　made　of　wood．　The　lnileage　posts　also　served　as　guideposts．

They　were　used，　however，　as　instruments　for　national　control　as　well．　For　example，

initial　posts　were　inscribed　with　the　mileage　to　Tokyo　or　Kyoto　and　mileage　posts

were　inscribed　with　the　lnileage　to　the　seat　of　prefectural　offices．　With　these　posts，

the　government　must　have　tried　to　indicate　that　the　old　regilne　had　ended　and　the

new　regime　had　started．

　　The　remaining　guideposts　show　that　they　served　not　only　as　guideposts　but　as

targets　of　worship　as　well：they　were　made　images　of　Jizo　deities　or　monuments　of

Kojin　deities．　Stolle　guideposts　first　appeared　in　the　southerll　part　of　Kanto　in　the

Genroku　period　and　greatly　increased　in加mber　year　after　year．

　　The　oldest　guidepost　in　the　Kansai　area，　found　in　the　city　of　Osaka，　was　erected

much　later　than　most　of　the　remaining　guideposts　in　the　Kanto　area．　Most　of　the

guideposts　in　Kansai　are　inscribed　with　much　larger　characters　and　easier　to　read

than　their　counterparts　in　Kanto．

　　Among　the　guideposts　surveyed　this　time　are　included　ones　in　Chil）a　prefecture，

which　are　characteristically　different　from　the　rest：they　are　typically　new．　Many　of

them　were　erected　in　the　Meiji　period　or　later．　The　time　of　their　erection　coincided

with　the　period　that　monument．building　nationally　came　into　fad　in　about　the　tenth

year　of　Meiji．　In　Chiba　where　they　did　not　produce　many　stones　suited　for　building

monuments，　people　seemed　to　have　satisfied　their　craving　for　monumentsもy　erect．

ing　much　simpler　guideposts　instead．

　　The　government　tried　to　control　the　monument－building，　which　had　become　too

rampant，　but　the　fad　did　not　show　any　signs　of　subsiding．　Especially　in　the　Taisho

period，　monuments　for　commemorating　the　late　Meiji　Emperor　stood　in　manypla　ces

as　high　as　2　to　3　meters，　commanding　officiahecognition．

　　Most　guideposts　were　erected　for　religious　or　charitable　causes，　or　as　status　symbols
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for　the　builders．　Some　magical　effect　Inight　also　have　been　expected．　Village　name

inscribed　on　a　stone　was　expected　to　expel　eviIs　visiting　the　village．

　　Guideposts　are　getting　revived　attention　as　cultural　assets　now．　They　have　received

little　attention　from　researchers，　however．　This　paper　is　an　attempt　to　illuminate

them　from　academic　standpoint．
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