
古
代
の
衡

（
ち
ま
た
）
を
め
ぐ
っ
て

白
石
太
一
郎

は

じ
め
に

一　
衛
の
所
在

二
　
衛
の
機
能

三
　
衡
の
成
立
時
期

四
　
広
場
と
し
て
の
衡
ー
む
す
び
に
か
え
て
ー

古代の衝（ちまた）をめぐって

論

文

要

旨

　
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
頃
、
奈
良
盆
地
内
の
交
通
の
要
衝
に
は
、
衝
（
ち
ま
た
）
と
よ
ば

れ
、
市
が
立
ち
、
多
く
の
人
び
と
が
集
ま
る
場
所
が
あ
っ
た
。
下
ツ
道
と
阿
部
・
山
田
道

　
　
　
　
　
か
る
の
ち
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ぎ
の
ち
ま
た

の
交
叉
点

の
「
軽
衝
」
、
同
じ
く
下
ツ
道
と
横
大
路
の
交
叉
点
の
「
八
木
衛
」
、
横
大
路
と

山
辺
道
、
さ
ら
に
難
波
と
の
水
路
と
し
て
機
能
を
果
た
し
た
初
瀬
川
な
ど
が
交
わ
る
付
近

　
　
　
　
つ
ば
い
ち
の
ち
ま
た

に

あ
っ
た
「
海
石
榴
市
衛
」
、
横
大
路
の
西
端
で
河
内
に
至
る
大
坂
越
え
の
大
津
道
と
竹
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ま
の
ち
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
の
か
み
の
ち
ま
た

越
え
の
丹
比
道
に
分
岐
す
る
「
当
麻
衛
」
、
上
ツ
道
と
竜
田
道
が
交
叉
す
る
「
石
上
衡
」

な
ど
が
知
ら
れ
る
。
『
日
本
書
記
』
『
霊
異
記
』
な
ど
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
衡
に
は
交
通

の
要
衝

と
し
て
厩
な
ど
の
施
設
が
お
か
れ
、
ま
た
市
が
立
つ
ほ
か
、
葬
送
儀
礼
を
含
む
さ

ま
ざ
ま
な
儀
礼
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
相
撲
な
ど
の
遊
戯
も
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た

歌
垣
な
ど
男
女
交
際
の
空
間
と
し
て
も
機
能
し
、
さ
ら
に
刑
罰
執
行
の
場
で
も
あ
り
、
人

び

と
へ
の
情
報
伝
達
の
場
で
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
多
く
の
人
び
と
の
交
流
空
間
の
広
場
と

し
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
衝
は
、
遅
く
と
も
七
世
紀
の

初

め
に
は
出
現
し
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
、
藤
原
京
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

　
六
世
紀
以
降
の
官
司
制
の
発
展
は
、
多
く
の
官
人
の
宮
室
近
く
へ
の
集
住
を
う
な
が
し
、

そ
の
結
果
七
世
紀
に
は
大
王
の
宮
室
は
飛
鳥
地
方
に
継
続
し
て
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
地
域
の
共
同
体
か
ら
遊
離
し
た
貴
族
や
官
人
、
さ
ら
に
そ
れ
を
支
え
る
さ
ま
ざ

ま
な
職
掌
の
人
び
と
の
集
住
は
、
必
然
的
に
市
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
的
な
住
民
の
生
活

を
支
え
る
機
能
を
も
つ
場
所
を
生
み
だ
し
た
。
こ
う
し
た
機
能
を
は
た
し
た
の
が
衛
に
他

な
ら
な
い
。
藤
原
京
、
平
城
京
な
ど
日
本
の
古
代
都
市
は
、
律
令
国
家
が
天
皇
を
中
心
と

す
る
支
配
の
た
め
に
、
中
国
の
都
城
制
に
倣
っ
て
上
か
ら
設
定
し
た
政
治
都
市
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
す
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
人
為
的
に
造
成
さ
れ
た
政
治

都
市
が
存
立

し
う
る
前
提
に
は
、
都
市
の
経
済
機
能
を
さ
さ
え
る
市
や
市
人
が
存
在
し
、

流
通
シ

ス

テ
ム
や
そ
れ
を
補
完
す
る
交
通
路
の
整
備
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。
衝
の
存
在
は
、

こ
う
し
た
日
本
列
島
に
お
け
る
都
市
成
立
の
前
提
条
件
を
考
え
る
上
に
重
要
な
視
点
を
提

供
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
「
藤
原
京
」
や
平
城
京
に
は
じ
ま
る
日
本
の
古
代
都
市
は
、
「
都
城
」
と

い

う
言
葉
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
古
代
律
令
制
国
家
が
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
支

配
の

た
め
に
設
定
し
た
政
治
的
拠
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
狩
野
久
の
論
ず
る
よ

う
に
、
農
村
の
な
か
に
形
成
さ
れ
た
専
制
君
主
の
宿
営
地
に
す
ぎ
ず
、
独
自
の
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

基
盤
を
も
つ
都
市
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
多
数
の
官

人

や
一
般
の
京
戸
が
集
住
し
、
律
令
的
収
奪
関
係
に
寄
生
す
る
も
の
と
は
い
え
、
市

場
も
存
在
し
、
律
令
支
配
の
原
則
の
み
で
は
律
し
き
れ
な
い
都
市
的
な
生
活
が
営
ま

れ
て

い

た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
古
代
の
日
本
に
古
代
地
中
海
世
界
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
都
市
」
の

存
在
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
日
本
列
島
で
も
、
古
代
王
権
に
よ
る
支

配
体
制
の

整
備
と
並
行
し
て
、
各
地
に
対
外
的
な
、
あ
る
い
は
地
域
的
な
交
易
の
セ

ン

タ
ー
が
形
成
さ
れ
、
非
農
村
的
な
交
易
拠
点
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

か

ろ
う
。
難
波
津
や
那
の
津
な
ど
で
は
、
王
権
に
よ
る
交
易
と
と
も
に
、
商
人
に
よ

る
あ
る
程
度
自
由
な
商
業
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

ま
た
大
和
や
河
内
の
内
陸
部
で
も
、
交
通
の
要
衝
に
軽
市
、
海
石
榴
市
、
恵
我
市
な

ど
と
よ
ば
れ
る
市
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
交
通
の

要
衝
は
衝
（
ち
ま
た
）
と
も
よ
ば
れ
、
市
が
立
つ
ほ
か
、
多
く
の
人
び
と
が
集
ま
る

場
所
、
す
な
わ
ち
広
場
的
な
空
間
と
し
て
、
民
衆
の
交
流
空
間
と
し
て
の
機
能
を
は

た
し
て
い
た
ら
し
い
。

　
小
論

は
、
日
本
の
都
市
に
お
け
る
人
び
と
の
交
流
空
間
と
し
て
の
「
広
場
」
の
問

題
を
共
通
課
題
と
す
る
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
い
、
人
び
と
の
交
流
空
間
、

す
な
わ
ち
広
場
と
し
て
の
古
代
の
衛
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
は
た
し
た
役
割
や
歴
史

的
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
衡
に
つ
い
て
は
、
す

　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
（
3
）

で
に

岸
俊
男
氏
や
和
田
奉
氏
が
畿
内
に
お
け
る
古
代
の
交
通
路
の
問
題
を
検
討
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

中
で
注
意
さ
れ
、
ま
た
前
田
晴
人
氏
が
王
権
に
よ
る
祭
祀
的
側
面
か
ら
詳
し
い
考
察

を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
古
代
の
衛
に
関
す
る
文
献
史
料
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
し

か

な
く
、
ま
た
衡
に
関
す
る
意
識
的
な
発
掘
調
査
な
ど
考
古
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
今

後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
段
階
に
お
け
る
古
代
の

衛
に
関
す
る
基
本
的
な
検
討
作
業
は
、
す
で
に
岸
、
和
田
、
前
田
三
氏
の
仕
事
で
ほ

ぼ
尽

き
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
都

城
制
成
立
以
前
に
お
け
る
都
市
的
な
要
素
の
萌
芽
を
、
こ
の
衛
の
中
に
見
い
だ
す
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
日

本
に
お
け
る
古
代
都
市
成
立
の
前
提
と
し
て
、
支
配
権
力
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
政

治
都
市
と
し
て
の
側
面
以
外
の
要
素
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
探

る
作
業
で
も
あ
る
。

一　
衡
の
所
在

　
古
代
の
文
献
史
料
に
み
ら
れ
る
從
に
は
、
大
和
の
軽
衡
（
か
る
の
ち
ま
た
）
、
海
石

榴
市
衡

（
つ
ば

い

ち
の
ち
ま
た
）
、
当
麻
衡
（
た
い
ま
の
ち
ま
た
）
、
石
上
衝
（
い
そ
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の

か
み

の

ち
ま
た
）
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
『
長
谷
寺

縁
起
』
に
は
大
和
の
八
木
衛
（
や
ぎ
の
ち
ま
た
）
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
の
ち
に
述
べ

る
よ
う
に
、
衛
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
河
内
の
恵
我
市
（
え
が
の
い
ち
）
も
こ
れ

ら
と
同
様
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か

『出
雲
風
土
記
』
に
も
十
字
衝
や
玉
作
衡
な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
都
城
制

と
の
関
連
か
ら
、
畿
内
の
大
和
に
み
ら
れ
る
五
か
所
の
衡
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と

に

し
た
い
。

O
軽
衛

　
軽
衛
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天
皇
二
十
年
二
月
二
十
日
条
に

　
　
二
月
の
辛
亥
の
朔
庚
午
に
、
皇
太
夫
人
堅
盟
媛
を
桧
隈
大
陵
に
改
め
葬
る
。
是

　
　
の

日
に
、
輕
の
術
に
、
諌
る
。

と
あ
っ
て
蘇
我
稲
目
の
女
で
欽
明
天
皇
の
妃
の
堅
塩
媛
を
欽
明
の
桧
隈
大
陵
に
改
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の
び
ご
と

す
る
に
際
し
て
、
「
輕
術
」
す
な
わ
ち
「
軽
從
」
で
諌
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
第
一
話
「
雷
を
捉
ふ
る
縁
」
に
も
、
小
子
部
栖
軽

が
雄
略
天
皇
の
命
を
承
け
て
雷
を
捕
ま
え
に
行
く
話
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
　
　
か
づ
ら

　
　
　
栖
輕
勅

を
奉
り
宮
よ
り
罷
り
出
で
、
緋
の
蔑
を
額
に
著
け
、
赤
き
幡
棒
を
さ

　
　
さ
げ
て
、
馬
に
乗
り
、
阿
部
の
山
田
の
前
の
道
と
豊
浦
寺
の
前
の
路
と
よ
り
走

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
か
　
み

　
　
り
往
き
て
、
輕
の
諸
越
の
衡
に
至
り
、
叫
囁
び
請
け
て
言
は
く
「
天
の
鳴
雷
神
、

　
　
天
皇
請
け
呼
び
奉
る
云
々
」
と
い
ふ
。

と
あ
っ
て
、
「
軽
諸
越
從
」
が
み
ら
れ
る
。

　

「軽
衡
」
と
す
る
も
の
は
こ
の
二
例
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
「
軽
市
」
が
『
日
本
書

紀
』
の
天
武
十
年
十
月
是
月
条
に
み
ら
れ
、
書
紀
の
推
古
二
十
年
の
記
載
に
み
え
る

「軽
衡
」
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
　
是
の

月
に
、
天
皇
、
廣
瀬
野
に
蒐
し
た
ま
は
む
と
し
て
、
行
宮
構
り
詑
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
み
こ
と

　
　
装
束
既
に

備
へ
つ
。
然
る
に
車
駕
、
遂
に
幸
せ
ず
。
唯
し
親
王
よ
り
以
下
及
び

　
　
群
卿
、
皆
輕
市
に
居
り
て
、
装
束
せ
る
鞍
馬
を
検
校
ふ
。
小
錦
よ
り
以
上
の
大

　
　
夫
、
皆
樹
の
下
に
列
り
坐
れ
り
。
大
山
位
よ
り
以
下
は
、
皆
親
ら
乗
れ
り
。
共

　
　

に
大
路
の
随
に
、
南
よ
り
北
に
行
く
。
新
羅
の
使
者
、
至
り
て
告
げ
て
日
さ
く
、

　
　

「國
の
王
莞
せ
ぬ
」
と
ま
う
す
。

　

こ
の
う
ち
『
霊
異
記
』
の
史
料
は
、
小
子
部
栖
軽
が
磐
余
に
あ
っ
た
雄
略
の
泊
瀬

朝
倉
宮
か
ら
「
阿
部
の
山
田
の
前
の
道
と
豊
浦
寺
の
前
の
路
」
を
経
て
「
軽
の
諸
越

の

衛
」
に
至
っ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
一
方
、
天
武
十
年
紀
の
記
載
に
は
、
親
王
以

下
群
卿
た
ち
が
軽
市
か
ら
「
共
に
大
路
の
随
に
南
よ
り
北
に
行
く
」
と
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
「
軽
衝
」
が
、
奈
良
盆
地
を
南
北
に
縦
貫
す
る
幹
線
道
路
の
一
つ
上
ツ
道

が
現
桜
井
市
阿
部
付
近
で
南
南
西
に
折
れ
、
さ
ら
に
山
田
付
近
で
西
に
ま
が
る
、
い

わ

ゆ
る
「
阿
部
山
田
道
」
と
、
現
橿
原
市
の
大
軽
町
付
近
か
ら
北
上
す
る
大
路
で
あ

る
下
ツ
道
と
の
交
差
点
に
あ
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
下
ツ
道
は
さ
ら
に
南
下
し
て
芦
原
峠
を
へ
て
吉
野
に
至
る
と
と
も
に
、
途
中

桧
前
付
近
か
ら
西
南
に
分
か
れ
て
巨
瀬
道
と
な
り
、
現
五
条
市
を
経
て
紀
伊
に
至
る

の

で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
み
え
る
笠
朝
臣
金
村
の
歌
（
巻
四
、
五
四
三
）
に
「
天
飛

ぶ
や

軽
の
道
よ
り
　
玉
檸
　
畝
火
を
見
つ
つ
　
麻
裳
よ
し
紀
路
に
入
り
立
ち
…
…
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
人
麿
が
「
天
飛
ぶ
や
　
軽
の
路
は
　
我
妹
子
が
　
里
に
し
あ
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古代の衝（ちまた）をめぐって

れ
ば

…
…
」
と
詠
ん
だ
「
軽
路
」
は
こ
の
う
ち
南
北
に
通
る
下
ツ
道
を
い
う
の
で
あ

ろ
う
。

　
一
方
、
阿
部
山
田
道
も
「
軽
衡
」
か
ら
さ
ら
に
西
に
延
び
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ

れ

る
。
そ
れ
は
久
米
寺
の
南
を
通
り
、
低
い
丘
陵
を
こ
え
、
高
取
川
を
渡
っ
て
さ
ら

に

西
へ
直
進
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
延
長
部
分
が
突
き
当
た
る
新
沢
千
塚
古
墳
群

の

営

ま
れ
て
い
る
千
塚
山
丘
陵
は
、
こ
の
道
の
延
長
部
分
で
幅
数
メ
ー
ト
ル
に
わ

た
っ
て
切
断
さ
れ
、
切
り
通
し
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
先
は
不
明
で
あ
る
が
、

飛
鳥
と
葛
城
地
方
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
『
日
本
書

紀
』
の
雄
略
四
年
二
月
条
に
は
、
葛
城
山
に
狩
り
に
で
か
け
た
雄
略
天
皇
を
葛
城
一

言
主
神
が
来
目
水
（
久
米
川
・
現
高
取
川
）
の
ほ
と
り
ま
で
見
送
っ
た
と
い
う
記
事

が

あ
る
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
葛
城
地
方
に
ま
で
の
び
る
阿
部
・
山
田
道
の
実
態
を
下

敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
岸
俊
男
氏
が
は
や
く
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
下
ツ
道
と
阿
部
山
田
道
の
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

点
は
ほ
ぼ
藤
原
京
の
西
南
隅
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
付
近
で
は
下
ツ
道
は
吉
野
に

至

る
現
在
の
国
道
一
六
九
号
線
に
重
な
り
、
ま
た
阿
部
山
田
道
も
近
鉄
の
橿
原
神
宮

駅
東
口
か
ら
飛
鳥
へ
至
る
現
在
の
県
道
に
重
な
っ
て
い
る
。
付
近
は
駅
前
の
繁
華
街

と
な
っ
て
い
て
、
大
規
模
な
発
掘
調
査
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
戦
前
の
橿

原
遺
跡
の
調
査
の
際
に
、
こ
の
交
差
点
の
西
北
の
地
域
で
奈
良
時
代
の
大
規
模
な
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

立
柱
建
物
や
井
戸
が
見
つ
か
っ
て
お
り
（
丈
六
北
遺
跡
）
、
ま
た
交
差
点
の
西
南
の
地

域
で
も
か
つ
て
屋
瓦
や
礎
石
の
存
在
が
注
意
さ
れ
て
お
り
、
『
橿
原
市
史
』
は
厩
坂
寺

　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
跡
に
擬
し
て
い
る
（
丈
六
南
遺
跡
）
。
さ
ら
に
和
田
奉
氏
は
平
城
京
時
代
の
大
和
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

国
府
を
こ
の
下
ツ
道
と
阿
部
・
山
田
道
の
交
差
点
付
近
に
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
下

ツ
道
と
阿
部
・
山
田
道
の
交
差
点
付
近
で
の
発
掘
調
査
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

こ
の
両
道
の
延
長
上
で
の
調
査
は
何
個
所
か
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
下
ツ
道
に
つ

い
て

は
、
両
道
の
交
差
点
よ
り
約
一
・
一
キ
ロ
ほ
ど
北
方
、
藤
原
京
右
京
七
条
四
坊

西
辺
の

下

ツ
道
、
す
な
わ
ち
岸
説
に
よ
る
藤
原
京
西
京
極
大
路
の
一
部
が
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
下
ツ
道
の
路
面
の
一
部
と

東
側
溝
が
三
七
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
西
側
溝
は
国
道
に
か

か
っ

て

い

て

調
査

さ
れ
て
い
な
い
。
東
側
溝
は
こ
の
部
分
で
は
北
に
流
れ
、
幅
一
・

五
～
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
○
・
八
～
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
た
だ
し
調
査
区

の
南
半
で
は
溝
心
を
少
し
ず
ら
し
た
古
い
時
期
の
溝
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
部
分
に
は

し
が
ら
み
を
組
ん
で
水
を
た
め
た
溜
ま
り
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
古
い
溝
か
ら
は
七

世
紀
後
半
代
の
土
師
器
・
須
恵
器
が
、
新
し
い
溝
か
ら
は
一
〇
世
紀
の
土
器
が
出
土

　
　
（
9
＞

し
て
い
る
。

　

こ
の
地
点
よ
り
さ
ら
に
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
北
の
藤
原
京
右
京
五
条
四
坊
の
西

辺
部
分
で

も
、
橿
原
市
教
育
委
員
会
の
調
査
に
よ
り
、
下
ツ
道
の
東
側
溝
が
南
北
八

一
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
検
出
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
西
側
溝
は
不
明
で
あ
る
が
、
北

流

し
、
そ
の
幅
は
七
メ
ー
ト
ル
前
後
も
あ
り
、
七
条
付
近
に
比
べ
る
と
そ
の
幅
が
著

し
く
広
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
溝
か
ら
は
藤
原
宮
期
の
木

簡
の

ほ
か
、
金
属
製
の
人
形
・
素
文
鏡
・
鈴
、
木
製
の
人
形
・
斎
串
・
大
刀
・
馬
・

鳥
・
舟
、
さ
ら
に
土
馬
、
手
ず
く
ね
土
器
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
竃
な
ど
祭
祀
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

れ

た
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

　
残
念
な
が
ら
藤
原
京
の
西
辺
部
分
で
は
下
ツ
道
の
幅
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
道

の

北
方
延
長
上
の
平
城
京
内
や
そ
の
南
の
部
分
で
も
何
個
所
か
下
ツ
道
の
遺
溝
が
検
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出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
も
、
平
城
京
の
朱
雀
大
路
路
面
の
下
層
で
下
ツ

道
が
検
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
平
城
京
以
前
の
こ
の
道
路
の
実
態
を
考
え
る
上
に
貴

重

な
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
一
九
七
三
年
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
調
査
に
よ

り
、
平
城
京
の
朱
雀
大
路
と
五
条
大
路
と
六
条
大
路
の
間
の
条
間
大
路
の
交
叉
点
の

北
側
部
分
で
検
出
さ
れ
た
下
ツ
道
は
、
東
側
溝
は
幅
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
四
〇

セ

ン

チ
、
西
側
溝
は
幅
約
四
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
二
〇
～
七
〇
セ
ン
チ
あ
り
、
両
溝
の

心
々

距
離

は
約
二
一
ニ
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
線
は
朱
雀
大
路
の
中
心
線
と

完
全
に
一
致
し
、
こ
の
西
側
溝
か
ら
は
七
世
紀
後
半
を
下
限
と
す
る
須
恵
器
・
土
師

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

器
が
出
土
し
て
い
る
。

　

ま
た
羅
城
門
か
ら
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
下
し
た
稗
田
遺
跡
で
も
、
東
西
溝

間
の
心
々
距
離
二
三
メ
ー
ト
ル
の
下
ツ
道
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
部
分

で

は
西
溝
は
幅
約
三
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
東
溝
は

幅
約
＝
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
ニ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
当
然
有
効
道
路
幅
は
狭
く
な
っ

　
（
1
2
）

て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
軽
衝
付
近
で
の
下
ツ
道
の
規
模
や
構
造
は
不
明
で
あ
る
が
、
奈
良
盆

地
各
所
で
の
調
査
結
果
か
ら
、
こ
の
道
路
が
溝
の
心
々
距
離
で
約
二
三
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
両
側
溝
の
幅
が
五
メ
ー
ト
ル
程
度
と
す
る

と
道
路
面
の
幅
約
一
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
規
模
な
も
の
で
、
遅
く
と
も
七
世
紀
後

半
に
は
出
現
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
阿
部
・
山
田
道
に
つ
い
て
は
、
県
道
橿
原
神
宮
東
口
停
車
場
飛
鳥
線
の
拡
幅
に
伴

う
事
前
調
査
が
一
九
八
八
年
度
か
ら
一
九
九
一
年
度
に
わ
た
っ
て
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
に

よ
り
実
施
さ
れ
、
阿
部
・
山
田
道
を
踏
襲
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
現
県

道
の

北
側
の

拡
幅
予
定
地
部
分
が
、
明
日
香
村
奥
山
地
区
ほ
か
で
東
西
約
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
に
渡
っ
て
発
掘
さ
れ
た
が
、
明
ら
か
に
阿
部
・
山
田
道
に
関
わ
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ら
れ
る
遺
溝
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
、
最
近
の
調
査
で
藤
原
京
の
南
京
極
大
路
の
北
側
溝
の
可
能
性
が
大
き
い
東

西
溝

が
、
右
京
十
二
条
四
坊
の
南
辺
に
あ
た
る
橿
原
市
石
川
町
の
県
道
橿
原
神
宮
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

口

飛
鳥
線
よ
り
数
十
メ
ー
ト
ル
南
方
で
見
つ
か
っ
て
い
る
。
藤
原
京
の
南
京
極
大
路

に

つ
い
て

は
計
算
上
、
阿
部
・
山
田
道
を
踏
襲
す
る
と
考
え
ら
れ
る
県
道
橿
原
神
宮

東
口
飛
鳥
線
よ
り
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
に
く
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
阿

部
・
山
田
道
を
南
京
極
路
と
し
て
利
用
し
た
た
め
少
し
北
に
片
寄
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
最
近
の
調
査
結
果
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
本
来

の

阿
部
・
山
田
道
、
す
な
わ
ち
藤
原
京
南
京
極
大
路
は
、
現
県
道
橿
原
神
宮
東
口
飛

鳥
線

よ
り
南
に
あ
り
、
藤
原
京
廃
絶
後
、
条
里
制
地
割
り
の
施
工
時
に
、
阿
部
・
山

田

道
が
高
市
郡
路
東
二
十
八
条
と
二
十
九
条
の
里
境
の
現
県
道
の
位
置
に
移
動
し
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
節
で
み
る
よ
う
に
軽
の
坂
上
に
は
厩
が
あ
り
、
厩
坂
と

も
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
軽
衛
の
位
置
も
現
橿
原
神
宮
駅
東
口
前
の
交
差
点
付
近
よ
り

少
し
南
に
寄
っ
た
方
が
坂
に
接
近
し
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
阿
部
・
山
田
道
の
実
態
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
に
待
つ
ほ
か
な
い
が
、
さ
き
に

ふ
れ

た
軽
衛
よ
り
西
方
へ
の
延
長
部
分
で
新
沢
千
塚
古
墳
群
の
あ
る
丘
陵
部
分
を
切

り
通
し
た
部
分
で
も
、
そ
の
幅
は
上
端
で
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
底
部
で
ニ
メ
ー
ト
ル

程
度
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
幅
の
あ
る
道
路
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
奈
良
盆
地
を

南
北
に
貫
通
す
る
幹
線
道
路
の
下
ツ
道
や
東
西
に
通
る
横
大
路
の
よ
う
に
太
い
道
路

幅
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
奈
良
盆
地
に
敷
か
れ
た
幹
線
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道
路
で

も
、
条
里
制
地
割
り
が
道
路
敷
部
分
を
除
外
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
条
里
余
剰

帯
」
が
認
め
ら
れ
る
の
は
下
ツ
道
と
横
大
路
の
二
道
だ
け
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に

し
て
も
「
軽
衡
」
が
、
下
ツ
道
と
阿
部
・
山
田
道
の
交
叉
す
る
場
所
に

ほ

か

な
ら
ず
、
そ
れ
が
現
在
の
橿
原
市
久
米
町
字
丈
六
、
国
道
一
六
九
号
線
と
県
道

橿
原
神
宮
東
口
停
車
場
飛
鳥
線
の
交
叉
点
付
近
、
な
い
し
そ
の
南
方
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
疑
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
付
近
の
七
世
紀
こ
ろ
の
景
観
を
復
元
す
る
確
実
な
材
料

は
い
ま
の
と
こ
ろ
な
い
が
、
南
北
の
下
ツ
道
が
道
路
幅
一
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
広
さ

を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
阿
部
・
山
田
道
と
の
交
叉
点
か
ら
そ
の
南
北
の
下
ツ
道

の

道
路
敷

き
部
分
を
含
ん
だ
一
帯
が
広
場
と
し
て
の
「
軽
衡
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
「
藤
原
京
」
に
つ
い
て
は
、
岸
説
の
十
二
条
八
坊
の
範
囲
外
に
も
条
坊
道
路

が
延
び

る
こ
と
が
各
所
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
京
域
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
当
初
十
二
条
八
坊
で
あ
っ
た
藤
原
京
が
の
ち
に
拡
張
さ
れ
た

可
能
性
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
応
岸
説
の
京
域
を
前
提
に
考
え
て
み
た
。
調
査
の
進

展
を
待
っ
て
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

⇔

海
石
榴
市
衝

　

『
日
本
書
紀
』
推
古
十
六
年
八
月
三
日
条
に
は

　
　
　
秋
八
月
の
辛
丑
の
朔
癸
卯
に
、
唐
の
客
、
京
に
入
る
。
是
の
日
に
、
飾
騎
七

　
　
十
五
匹
を
遣
し
て
、
唐
の
客
を
海
石
榴
市
の
術
に
迎
ふ
。
額
田
部
連
比
羅
夫
、

　
　
以
て
禮
の
鮮
を
告
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
六
月
に
難
波
津
に
泊
ま
っ
た
惰
使
斐
世
清
ら
一
行
が
、
お
そ
ら
く

難
波
津
か
ら
大
和
川
、
初
瀬
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
飛
鳥
に
入
ろ
う
と
し
た
際
、
海
石

榴
市
に
飾
騎
七
五
匹
を
遣
わ
し
て
迎
え
た
と
い
う
も
の
で
、
海
石
榴
市
衡
が
初
瀬
川

を
遡
っ
た
船
を
す
て
、
陸
路
を
と
る
た
め
に
上
陸
す
る
港
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ

せ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』
の
武
烈
即
位
前
紀
に
も
、
平
群
眞
鳥
大
臣
の
子
鮪
に
好
か
さ
れ
た

物
部
鹿
鹿
火
大
連
の
女
影
媛
が
、
即
位
前
の
武
烈
に
求
婚
さ
れ
て
困
り
、
「
海
石
榴
市

港
」
で
合
う
こ
と
を
約
し
、
そ
こ
で
の
歌
垣
の
場
で
影
媛
を
め
ぐ
っ
て
皇
太
子
と
鮪

が
歌
で
掛
合
う
物
語
り
が
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
敏
達
十
四
年
三
月
三
十
日
条
に
み
ら
れ
る
物
部
守
屋
大
連

ら
の
排
仏
記
事
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
う
た
　
　
を

　
　
　
物
部
弓
削
守
屋
大
連
、
自
ら
寺
に
詣
り
て
、
胡
床
に
鋸
げ
坐
り
。
其
の
塔
を

　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
研
り
倒
し
て
、
火
を
縦
け
て
幡
く
。
井
て
佛
像
と
佛
殿
と
を
焼
く
。
既
に
し
て

　
　
焼
く
所
の
飴
の
佛
像
を
取
り
て
、
難
波
の
堀
江
に
棄
て
し
む
。
是
の
日
に
、
雲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
よ
そ
ひ
せ

　
　
無

く
し
て
風
ふ
き
雨
ふ
る
。
大
連
、
被
雨
衣
り
。
馬
子
宿
禰
と
、
従
ひ
て
行
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
や
ぶ

　
　

る
法
の
侶
と
を
詞
責
め
て
、
殼
り
辱
む
る
心
を
生
さ
し
む
。
乃
ち
佐
伯
造
御
室

　
　
　
　
　
　
　
お
　
ろ
　
げ

　
　
更
の
名
は
、
於
間
擬
　
を
遣
し
て
、
馬
子
宿
禰
の
供
る
善
信
等
の
尼
を
喚
ぶ
。

　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
み
な
げ
　
　
　
い
　
さ

　
　
是
に

由
り
て
、
馬
子
宿
禰
、
敢
へ
て
命
に
違
は
ず
し
て
、
側
愴
き
蹄
泣
ち
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ

　
　

つ
、
尼
等
を
喚
び
出
し
て
、
御
室
に
付
く
。
有
司
、
便
に
尼
等
の
三
衣
を
奪
ひ

　
　
　
か
ら
め
と
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
や
た
ち
し
り
か
た
う

　
　

て
、
禁
鋼
へ
て
、
海
石
榴
市
の
亭
に
楚
捷
ち
き
。

の

記
載
が
あ
り
、
海
石
榴
市
衛
に
は
「
亭
（
う
ま
や
た
ち
）
」
、
す
な
わ
ち
駅
家
的
な

施
設
が

あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
ま
た
こ
の
説
話
は
『
元
興
寺
縁
起
』
に
も
み
ら

れ
、
そ
こ
で
は
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古代の衝（ちまた）をめぐって

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
へ
き
の
み
む
ろ
こ
の
み
や
つ
こ

　
　
　
他
田

天
皇
、
仏
法
を
破
ら
む
と
欲
た
ま
ひ
、
（
中
略
）
佐
伸
岐
弥
牟
留
古
　
造

　
　

を
し
て
、
三
の
尼
等
を
召
さ
し
む
。
泣
き
て
出
で
往
く
時
、
大
臣
を
観
き
。
三

　
　
の
尼
等
を
将
て
都
波
岐
市
の
長
屋
に
至
り
し
時
、
そ
の
法
衣
を
脱
が
し
て
仏
法

　
　
を
破
り
滅
し
き
。

と
あ
っ
て
排
仏
の
主
体
が
他
田
天
皇
、
す
な
わ
ち
敏
達
と
な
り
、
「
海
石
榴
市
の
亭
」

が

「
都
波
岐
市
の
長
屋
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
「
海
石
榴
市
衛
」
に
つ
い
て
は
『
万
葉
集
』
の
巻
十
二
に

　
　
海
石
榴
市
の

八
十
の
衡
に
立
ち
な
ら
し
結
び
し
紐
を
解
か
ま
く
惜
し
も
（
二
九

　
　
五
一
）

の

歌
が
あ
り
、
さ
ら
に
同
巻
に

　
　
紫
は
灰
指
す
も
の
ぞ
海
石
榴
市
の
八
十
の
衡
に
逢
へ
る
児
や
誰
（
三
一
〇
一
）

　
　
た
ら
ち
ね
の
母
が
呼
ぶ
名
を
申
さ
め
ど
路
行
く
人
を
誰
と
知
り
て
か
（
三
一
〇

　
　
二
）

の

問
答
歌
が
あ
っ
て
、
と
も
に
「
海
石
榴
市
の
八
十
の
衛
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
衝
が

と
り
わ
け
多
く
の
道
（
初
瀬
川
の
水
路
を
含
む
）
の
集
ま
り
、
ま
た
多
く
の
人
び
と

の

集
散
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

　

こ
の
「
海
石
榴
市
從
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
書
紀
の
推
古
十
六
年
八
月
の
惰
使

入
京
の

記
事
な
ど
か
ら
、
初
瀬
川
と
飛
鳥
に
至
る
い
ず
れ
か
の
大
道
と
の
交
わ
る
と

こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
平
安
時
代
に
は
都
か
ら
長
谷
寺
詣
の
宿
泊
地
と
し
て
も

賑
わ

っ

た

こ
と
が
、
「
市
は
た
つ
の
市
。
さ
と
の
市
。
つ
ば
市
は
大
和
に
あ
ま
た
あ
る

中
に
、
長
谷
に
詣
つ
る
人
の
か
な
ら
ず
そ
こ
に
泊
ま
り
け
れ
ば
、
観
音
の
縁
の
あ
る

に

や

と
心
こ
と
な
る
な
り
」
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
記
事
や
、
『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔

と
頭
中
将
と
の
間
に
生
ま
れ
た
玉
蔓
が
こ
の
椿
市
で
右
近
と
い
う
老
女
と
め
ぐ
り
合

う
物
語
り
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

　

た
だ
延
長
四
年
（
九
二
六
）
七
月
二
十
九
日
、
長
谷
山
が
崩
れ
、
椿
市
に
至
っ
て

人
姻
こ
と
ご
と
く
流
さ
れ
た
こ
と
が
『
日
本
紀
略
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』

な
ど
に
み
ら
れ
る
椿
市
の
位
置
は
、
山
津
波
の
あ
と
を
避
け
て
安
全
な
山
よ
り
の
場

所
に

移
動

し
て
い
る
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
近
世
の
地
誌
類
を
は
じ
め
多

く
の
説
は
、
海
石
榴
市
の
位
置
を
現
桜
井
市
金
谷
に
あ
る
海
石
榴
市
観
音
の
小
堂
付

近
に

求

め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
延
長
四
年
の
洪
水
の
あ
と
、
当
時
盛
行
し
た
長
谷
詣

の
宿
駅
と
し
て
三
輪
山
麓
の
現
在
の
長
谷
街
道
沿
い
に
移
動
し
た
後
の
椿
市
の
場
所

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
奈
良
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
海
石
榴
市
衝
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
的

な
調
査
を
含
む
今
後
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
横
大
路
と
山
辺
道
の
交
点

に

も
近
い
、
現
初
瀬
川
と
近
鉄
大
阪
線
、
J
R
桜
井
線
に
囲
ま
れ
た
初
瀬
谷
の
谷
口

の

い

ず
れ
か
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
こ
は
、
西
へ
は
奈
良
盆

地
南
部

を
東
西
に
貫
い
て
河
内
に
至
る
横
大
路
が
、
東
へ
は
横
大
路
の
延
長
で
、
初

瀬
川
の
谷
を
さ
か
の
ぼ
り
、
墨
坂
を
越
え
て
伊
賀
・
伊
勢
に
至
る
、
大
和
と
東
国
を

結
ぶ
最
重
要
路
が
通

る
。
ま
た
奈
良
盆
地
の
東
辺
を
南
下
し
て
き
た
山
辺
道
、
忍
坂

を
へ
て
大
宇
陀
か
ら
吉
野
や
高
見
峠
越
え
で
伊
勢
に
至
る
粟
原
川
沿
い
の
道
、
さ
ら

に

難
波

と
大
和
を
結
ぶ
水
路
と
し
て
の
初
瀬
川
な
ど
が
す
べ
て
集
ま
る
、
ま
さ
に
「
八

十
の
衝
」
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
但
し
天
武
朝
頃
に
は
、
横
大
路
と
山
辺
道
の
交
点
付
近
に
海
石
榴
市
と
は
別
に
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

見
駅
が
、
大
和
か
ら
東
国
へ
の
幹
線
道
路
の
起
点
と
し
て
置
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
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ら
も
海
石
榴
市
衛
は
　
見
駅
の
北
方
、
山
辺
道
と
初
瀬
川
と
の
交
点
付
近
に
求
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
和
田
奉
氏
は
、
横
大
路
と
上
ツ
道
の
交
叉
点
付
近
に
海
石
榴
市
の
位
置
を
求

　
　
　
　
（
1
6
）

め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
斐
世
清
ら
の
入
京
ル
ー
ト
を
初
瀬
川
で
な
く
寺
川
に
求

め
れ
ば
想
定
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
所
で
は
長
谷
山
崩
壊
に
と
も
な
う
初
瀬
川

の

洪
水
の

被
害

を
う
け
た
と
す
る
『
日
本
紀
略
』
の
記
載
と
は
整
合
し
な
い
。
こ
の

山
津
波
に
よ
る
被
災
を
重
視
す
れ
ば
、
初
瀬
谷
の
谷
口
に
あ
た
る
筆
者
の
想
定
地
が

よ
り
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
前
川
晴
人
氏
は
、
海
石
榴
市
衡
の
位
置
を
横
大
路
の
東
へ
の
延
長
部
分
と
三

輪
山
麓
を
東
南
進
し
た
山
辺
道
が
合
流
す
る
現
桜
井
市
慈
恩
寺
（
旧
追
分
）
の
旧
街

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

道
の
交
合
点
付
近
に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
所
で
は
海
石
榴
市
伝
承
地

の

現
海
石
榴
市
観
音
と
や
や
離
れ
過
ぎ
の
感
が
あ
り
、
ま
た
本
来
の
山
辺
道
の
本
道

の

南
端
が
大

き
く
東
南
へ
曲
が
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
き
に
も
ふ

れ
た

よ
う
に
山
辺
道
が
大
き
く
初
瀬
の
谷
に
曲
が
り
込
む
よ
う
に
な
る
の
は
、
長
谷

詣
で
が
盛
ん
に

な
る
平
安
朝
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
七
五
年
二
月
、
桜
井
市
金
谷
の
集
落
の
西
南
方
、
初
瀬
川
右
岸
の
海
石
榴
市

推
定
地

で
、
桜
井
市
の
宅
地
造
成
工
事
に
先
立
っ
て
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究

所
に

よ
っ
て
試
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
が
、
古
代
に
遡
る
遺
構
や
遺
物
の
存
在
は
確

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

認
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
。

日
　
当
麻
衝

当
麻
衛
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
天
武
元
年
七
月
四
日
是
日
条
の
壬
申
の
乱

に
関
す
る
記
載
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ

　
　
　
是
の

日
に
、
將
軍
吹
負
、
近
江
の
爲
に
敗
ら
れ
て
、
特
一
二
の
騎
を
率
て
走

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
た
ま

　
　
ぐ
。
墨
坂
に
逮
り
て
、
遇
菟
が
軍
の
至
る
に
逢
ひ
ぬ
。
更
に
還
り
て
金
綱
井
に

　
　
屯
み
て
、
散
れ
る
卒
を
招
き
聚
む
。
是
に
、
近
江
の
軍
、
大
坂
道
よ
り
至
る
と

　
　
聞
き
て
、
將
軍
軍
を
引
き
て
西
に
如
く
。
當
麻
の
從
に
到
り
て
、
壼
伎
史
韓
國

　
　
が
軍

と
、
葦
池
の
側
に
戦
ふ
。

　
大
伴
吹
負
が
横
大
路
沿
い
の
金
綱
井
か
ら
西
進
し
て
「
当
麻
衝
」
に
至
り
、
河
内

か

ら
大
坂
道
を
越
え
て
進
軍
し
て
き
た
近
江
軍
の
壱
岐
史
韓
国
と
葦
池
の
付
近
で

戦
っ
て
こ
れ
を
破
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
当
麻
衡
」
の
位
置
は

横
大
路

と
大
坂
道
が
合
流
す
る
付
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
坂
道
は
二
上
山
の
南

を
こ
え
る
竹
内
街
道
、
す
な
わ
ち
丹
比
道
に
対
し
て
、
二
上
山
の
北
側
穴
虫
峠
を
こ

え
る
も
の
で
、
河
内
南
部
の
平
野
を
南
の
丹
比
道
（
当
麻
道
）
と
並
行
し
て
東
西
に

通

る
大
津
道
、
す
な
わ
ち
後
世
の
長
尾
街
道
に
接
続
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い

る
。
こ
の
現
長
尾
街
道
は
奈
良
盆
地
に
入
っ
て
大
き
く
南
下
し
、
現
当
麻
町
長
尾

で
横
大
路

と
交
叉
し
、
さ
ら
に
一
町
ほ
ど
南
進
し
て
西
か
ら
竹
内
峠
を
越
え
て
き
て

東
へ
進
む
竹
内
街
道
に
ま
で
延
び
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
来
の
横
大
路
、
大

坂
道
、
丹
比
道
が
ど
の
よ
う
に
し
て
合
流
し
て
い
た
か
は
、
い
ま
す
ぐ
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
長
尾
付
近
で
接
続
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ま

た
そ
の
地
点
が
「
当
麻
從
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
い
な
か
ろ
う
。

　
な
お
横
大
路
に
つ
い
て
は
、
何
個
所
か
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
側
溝
も
検

出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
同
一
地
点
で
南
北
の
側
溝
が
確
認
さ
れ
て
い
る
例
は
ま
だ
な

く
、
正
確
な
道
路
幅
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
藤
原
京
北
辺
部
で
の
調
査
例
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（
1
9
）

を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
溝
心
々
間
約
二
九
メ
ー
ト
ル
の
数
値
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

確
実
と
は
い
え
な
い
。
下
ツ
道
と
同
じ
よ
う
に
道
路
部
分
に
は
条
里
制
地
割
り
が
ひ

か
れ
て

い

な
い
「
条
里
余
剰
帯
」
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
部
分
の
幅
は
下
ツ
道
と
同

じ
よ
う
に
四
〇
メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
下
ツ
道
と
と
も
に
相
当
の
道

路
幅

を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
あ
や
ま
り
な
か
ろ
う
。

四
　
石
上
從

　

『続
日
本
紀
』
の
延
暦
八
年
十
月
十
七
日
条
に
は
、
散
位
従
三
位
高
倉
朝
臣
福
信

の
莞
伝
が
み

ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
彼
の
少
年
時
代
の
次
の
よ
う
な
逸
話
が
載
せ
ら

れ
て

い
る
。

　
　
　
延
暦
八
年
十
月
乙
酉
、
散
位
従
三
位
高
倉
朝
臣
福
信
莞
ず
。
福
信
は
武
蔵
国

　
　
高
麗
郡
の
人
な
り
。
本
姓
肖
奈
、
そ
の
祖
福
徳
は
、
唐
将
李
動
平
壌
城
を
抜
く

　
　
に

属
し
、
国
家
に
来
帰
し
、
武
蔵
に
居
る
。
福
信
は
即
ち
福
徳
の
孫
な
り
。
小

　
　
年
に
し
て
伯
父
肖
奈
行
文
に
随
い
て
都
に
入
る
。
時
に
同
輩
と
晩
頭
、
石
上
衝

　
　
へ
往
き
、
遊
戯
相
撲
す
る
に
、
巧
み
に
そ
の
力
を
用
い
て
、
能
く
そ
の
敵
に
勝

　
　

つ
。
遂
に
内
裏
に
聞
え
、
召
し
て
内
竪
所
に
侍
せ
し
む
。
是
よ
り
名
を
あ
ら
わ

　
　
す
。

　
す

な
わ
ち
伯
父
の
背
奈
行
文
に
伴
わ
れ
て
都
（
平
城
京
）
に
来
て
い
た
福
信
は
、

あ
る
日
の
夕
刻
「
石
上
衝
」
に
出
掛
け
、
遊
戯
の
相
撲
を
し
、
巧
み
に
そ
の
相
手
を

負
か
し
、
そ
の
噂
は
内
裏
に
ま
で
聞
こ
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
石
上
衛
が
現

天
理
市
石
上
付
近
で

あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
石
上
に
北
接
す
る
櫟

本
の
地

は
、
盆
地
南
部
か
ら
北
上
し
て
き
た
上
ツ
道
が
現
天
理
市
付
近
に
入
っ
て
東

か

ら
延
び
る
丘
陵
を
さ
け
て
や
や
西
に
よ
っ
て
北
上
す
る
現
上
街
道
と
奈
良
盆
地
北

部

を
東
西
に
横
貫
す
る
北
の
横
大
路
、
す
な
わ
ち
竜
田
道
（
こ
の
付
近
で
は
現
県
道

福
住
横
田

線
）
と
の
交
叉
点
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
北
の
横
大
路
は
西
に
行
く
と

斑
鳩
・
竜
田
を
へ
て
河
内
に
至
っ
て
お
そ
ら
く
大
津
道
（
長
尾
街
道
）
に
つ
な
が
り
、

東
は
都
那
山
道
を
へ
て
伊
賀
・
伊
勢
に
至
る
重
要
な
交
通
路
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
竜
田
道
と
上
ツ
道
の
交
叉
点
付
近
は
現
在
の
天
理
市
櫟
本
町
に
あ
た
る
。

こ
の
櫟
本
は
近
世
の
市
ノ
本
村
で
あ
り
、
ま
た
現
石
上
町
に
は
式
内
社
の
石
上
市
神

社
が
あ
り
、
こ
の
地
に
は
古
代
に
市
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
櫟
本
の
地
名

は
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
の
『
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳
』
（
東
南
院
文
書
）
に
も

見

ら
れ
る
古
い
地
名
で
あ
る
が
、
本
来
は
石
上
衝
に
と
も
な
っ
た
石
上
市
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
市
に
櫟
す
な
わ
ち
イ
チ
イ

ガ
シ

の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

倒
　
八
木
衝

　
菅
原
道
真
の

撰
と
い
う
伝
え
を
も
ち
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る
『
長
谷
寺
縁

起
』
に
は
、
長
谷
寺
の
本
尊
十
一
面
観
音
の
由
来
が
書
か
れ
て
い
る
。
大
和
国
高
市

郡
八
木
里
の

小
井
門
子
と
い
う
女
性
が
、
近
江
国
高
島
郡
白
蓮
華
谷
に
あ
っ
た
霊
木

を
、
父
母
と
夫
の
菩
提
を
願
っ
て
仏
像
を
彫
ら
せ
る
た
め
「
八
木
衝
」
に
ま
で
運
ん

だ

が
、
こ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
播
磨
国
揖
保
郡
出
身
の
僧
徳
道
が
、
聖

武
天
皇
の

勅

を
う
け
、
稽
文
會
・
稽
首
勲
の
二
人
に
こ
の
霊
木
で
仏
像
を
刻
ま
せ
た

の

が
、
長
谷
寺
本
堂
の
十
二
面
観
音
で
あ
る
と
い
う
。

　
下

ツ
道
（
現
中
街
道
）
と
横
大
路
（
現
初
瀬
街
道
）
の
交
叉
点
に
あ
た
る
八
木
の
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地
に

は
、
中
世
に
も
「
矢
木
市
」
が
あ
り
、
『
大
乗
院
雑
事
記
』
に
よ
る
と
「
数
百
間

の

屋
形
」
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
幹
線
道
路
の
交
叉
点
は
現
在
も
「
札
の
辻
」

の

地
名
が
の
こ
り
、
近
世
に
も
高
札
場
で
あ
っ
た
。
『
西
国
名
所
図
会
』
は
そ
の
繁
盛

の
有
様
を
「
四
方
往
還
の
十
字
街
な
れ
ば
、
晴
雨
寒
暑
を
い
と
わ
ず
、
平
生
に
旅
人

断
間
な
く
、
至
っ
て
賑
わ
は
し
。
毎
朝
札
場
の
傍
に
お
い
て
魚
市
あ
り
」
と
書
い
て

い
る
。

　

『長
谷
寺
縁
起
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
こ
の
地
も
ま
た

古
代
以
来
「
八
木
衡
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。

二
　
衛
の
機
能

　
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
和
に
み
ら
れ
る
五
個
所
の
「
衛
」
は
い
ず
れ
も
交

通
の

要
衝
に
あ
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
奈
良
盆
地
を
南
北
に
縦
貫
す
る
計
画
道
路

下

ツ
道
と
阿
部
・
山
田
道
の
交
叉
点
が
「
軽
衛
」
で
あ
り
、
下
ツ
道
と
奈
良
盆
地
南

部
を
東
西
に
横
貫
す
る
横
大
路
の
交
叉
点
が
「
八
木
衡
」
で
あ
る
。
ま
た
横
大
路
と

盆
地
東
辺
の

山
麓
部
を
南
下
し
て
き
た
山
辺
道
と
の
交
叉
点
付
近
で
、
か
つ
難
波
と

の

河
川
交
通
路
と
し
て
の
初
瀬
川
の
舟
付
き
場
で
も
あ
っ
た
の
が
「
海
石
榴
市
衝
」

で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
横
大
路
に
河
内
か
ら
大
坂
を
越
え
て
き
た
大
津
道
、
竹
内
峠

を
越
え
て
き
た
丹
比
道
が
交
わ
る
と
こ
ろ
が
「
当
麻
衡
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
盆
地
北

部
を
東
西
に
横
貫
す
る
北
の
横
大
路
竜
田
道
と
盆
地
を
南
北
に
縦
貫
す
る
上
ツ
道
の

交
叉
す
る
と
こ
ろ
が
「
石
上
衡
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
史
料
に
は
「
衡
」
と
し
て
の
名
称
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら

く
横
大
路
と
上
ツ
道
や
中
ツ
道
の
交
叉
点
な
ど
も
「
衛
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性

が
大

き
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
日
本
書
記
』
に
た
び
た
び
登
場
す
る
「
飛
鳥
寺
西

の

槻
樹
」
「
飛
鳥
寺
の
西
」
の
広
場
も
、
中
ツ
道
と
飛
鳥
寺
の
北
辺
の
道
と
の
交
叉
点

付
近
に

あ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
的
儀
式
の
行
わ
れ
る
重
要
な
広
場
で
あ
っ
た
。

北
に
続
く
水
落
遺
跡
や
石
神
遺
跡
の
調
査
の
進
展
が
待
た
れ
る
が
、
た
だ
そ
の
性
格

は
よ
り
王
権
に
密
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
一
般
民
衆
に
開
放
さ
れ
た
広
場
と
し

て

の
衡
と
は
、
一
応
分
離
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
大
和
か
ら
竹
内
峠
を
越
え
る
丹
比
道
と
大
阪
平
野
の
東
辺
の
山
麓
を
南
北
に

縦
貫
す
る
古
道
で
あ
っ
た
現
東
高
野
街
道
の
交
叉
点
付
近
は
現
在
の
羽
曳
野
市
古
市

で
あ
る
が
、
こ
の
付
近
に
は
餌
香
市
が
あ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
十
三
年
三
月

条
や
顕
宗
即
位
前
紀
に
は
「
餌
香
市
」
の
名
が
見
え
、
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
宝
亀

元
年
三
月
条
に
も
「
合
賀
市
司
を
任
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
餌
香
市
な
ど
も
ま
た
「
從
」

と
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
衡
」
が
交
通
の
要
衝
と
し
て
重
要
な
機
能
を
は
た
し
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
た
め
の
施
設
と
し
て
、
「
海
石
榴
市
衙
」

に

は
「
亭
（
う
ま
や
た
ち
）
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
の
敏
達
十
四
年
三
月

条
の
物
部
守
屋
の
排
仏
記
事
に
み
え
る
。
同
じ
記
事
を
載
せ
る
『
元
興
寺
縁
起
』
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
「
長
屋
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
「
馬
屋
」
の
誤
り
か
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
ま
た
『
日
本
書
紀
』
応
神
三
年
十
月
条
に
は
「
百
済
王
、
阿
直
伎
を
遣
わ
し
て
、

良
馬
二
匹
を
貢
る
。
即
ち
軽
の
坂
上
の
厩
に
飼
わ
し
む
。
故
、
其
馬
養
ひ
し
処
を
号

け
て
厩
坂
と
い
う
」
と
あ
り
、
同
三
年
十
月
条
に
は
「
蝦
夷
を
役
ひ
て
、
厩
坂
道
を

作
ら
し
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
軽
衡
」
の
近
く
に
厩
坂
寺
が
あ
っ
た
こ
と
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も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
厩
も
「
軽
衛
」
の
交
通
機
能
に
と
も
な
う
施
設
で
あ
っ

た

可
能
性
が
大
き
い
。
厩
坂
寺
に
つ
い
て
は
「
軽
衡
」
の
東
方
の
ウ
ラ
ン
坊
廃
寺
を

　
　
（
2
1
）

当
て
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
「
軽
の
坂
上
」
の
坂
は
「
軽
衡
」
の
南
の
坂
を
指
し
た

可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
軽
衛
」
に
厩
が
と
も
な
っ
て

い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

「衝
」
は
「
み
ち
ま
た
」
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
そ
の
名
称
か
ら
も
交
通
の
要

衝
と
し
て
の
意
味
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
以
下
そ
の
主
要
な
も
の
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

O
市

　

ま
ず
「
衡
」
が
果
た
し
た
役
割
で
第
一
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
れ
が

「市
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
軽
衡
」
が
「
軽
市
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
は
さ
き
に
あ
げ
た
『
日
本
書
紀
』
天
武
十
年
十
月
条
や
『
万
葉
集
』
の
い
く
つ

か
の

歌
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
海
石
榴
市
衝
」
に
つ
い
て
は
ま
さ
に
「
海
石
榴

市
」
の
「
衝
」
で
あ
り
、
本
来
は
「
ツ
バ
キ
イ
チ
」
が
「
ツ
バ
イ
チ
」
と
な
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
多
く
の
椿
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

ま
た
「
石
上
衝
」
が
石
上
市
神
社
の
存
在
か
ら
も
市
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
神
社
は
『
延
喜
式
』
の
神
名
帳
の
大
和
国
山
辺
郡
に
そ
の
名
が
み
ら
れ
る

式
内
社
で
あ
る
。
な
お
こ
の
「
石
上
衝
」
の
想
定
地
は
現
在
天
理
市
櫟
本
町
で
あ
る

が
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
こ
の
櫟
本
は
あ
る
い
は
こ
の
市
に
植
え
ら
れ
た
木
が

イ
チ
イ
ガ
シ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

「
当
麻
衝
」
に
つ
い
て
は
「
市
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
そ
の

位
置
が
河
内
か
ら
大
和
に
入
っ
た
ば
か
り
の
要
衝
の
地
で
あ
り
、
「
市
」
の
存
在
は
当

然
予
想
さ
れ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
十
三
年
三
月
条
に
は
「
餌
香
市
辺
の
橘
の
本
」
と
あ
り
、

河
内
の
餌
香
市
に
は
橘
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
敏
達
紀
十
二
年
是

歳
条
に
は
「
阿
斗
桑
市
」
が
み
ら
れ
、
下
ツ
道
と
寺
川
の
交
点
付
近
に
あ
っ
た
と
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

定
さ
れ
る
阿
斗
市
に
は
桑
が
う
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
万
葉
集
』
巻
三
に
は
「
門

部
王
、
東
の
市
の
樹
を
詠
ひ
て
作
る
歌
」
と
し
て

　
　
東
の
市
の
植
木
の
木
垂
る
ま
で
逢
は
ず
久
し
み
う
べ
恋
ひ
に
け
り
（
三
一
〇
）

の
一
首
が
あ
り
、
平
城
京
の
東
市
に
も
大
き
な
木
が
植
え
ら
れ
た
ら
し
い
。
も
と
も

と
露
天
の
衝
の
市
で
は
大
き
な
木
陰
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⇔

儀
礼
の

場

　

「衡
」
は
ま
た
儀
礼
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
さ
き
に
引
い
た
『
日
本
書
紀
』

推
古
二
十
年
二
月
条
に
「
軽
衡
」
で
堅
塩
媛
の
桧
隈
大
陵
改
葬
に
と
も
な
う
諌
が
行

わ

れ
て

い

た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
桧
隈
大
陵
が
奈
良
盆
地
最
大
の
前
方
後

円
墳
で
あ
る
橿
原
市
の
見
瀬
丸
山
古
墳
で
あ
る
こ
と
は
、
宮
内
庁
が
公
表
し
た
同
古

墳
の

横
穴
式
石
室
や

家
形
石
棺
の

実
測
図
か
ら
知
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
型
式
か
ら
み
て

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

も
ま
ず
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
古
墳
は
「
軽
衛
」
か
ら
下
ツ
道
を
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
南
下
し
た
至
近
距
離
に
あ
る
。
こ
の
改
葬
は
、
蘇
我
稲
目
の
女
で
用
明
や
推
古

の

母
に

あ
た
る
堅
塩
媛
を
欽
明
の
没
後
四
九
年
後
、
堅
塩
媛
も
「
改
葬
」
と
い
う
か

ら
没
し
て
あ
る
程
度
の
年
数
が
経
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
時
期
に
、
改
め
て
欽
明
の

墓
に

合
葬

し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
夫
婦
合
葬
の
風
習
の
な
か
っ
た
こ
の
時
期
と
し
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て

は
、
き
わ
め
て
特
異
な
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
堅
塩
媛
の
兄
妹
（
姉
弟
）
で
あ
っ

た

蘇
我

馬
子
が
、
蘇
我
氏
と
大
王
家
と
の
み
う
ち
化
を
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に

行
っ
た
き
わ
め
て
政
治
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
諌
儀
礼
も
ま
た
き
わ

め
て
政
治
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
多
く
の

人
び

と
の
集
ま
る
「
衛
」
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
衡
」
は
そ

う
し
た
支
配
者
側
の
政
治
的
な
儀
礼
が
行
わ
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
欽
明
の
没
後
埋
葬
ま
で
の
婿
（
も
が
り
）
が
河
内
の
古
市
で
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
古
市
が
ま
さ
に
餌
香
市
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
興
味
深
い
。
こ

の

後
、
推
古
が
小
墾
田
宮
の
南
庭
で
、
孝
徳
が
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
南
庭
で
、
天
武

も
ま
た
飛
鳥
浄
御
原
宮
の
南
庭
で
積
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
残
宮

儀
礼
や
諌
儀
礼
が
、
宮
の
公
式
行
事
の
場
な
ど
、
公
的
な
広
場
で
行
わ
れ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』
天
武
十
年
十
月
是
月
条
の
記
事
も
、
天
武
の
行
幸
に
と
も
な
う
供

揃

え
の
儀
式
が
、
浄
御
原
宮
の
あ
る
飛
鳥
か
ら
か
な
り
離
れ
た
「
軽
市
」
で
行
わ
れ

よ
う
と
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
推
古
十
六
年
八
月
条
に
み
ら
れ
る
惰
使
斐

世
清

を
飾
騎
七
十
五
匹
を
遣
わ
し
て
「
海
石
榴
市
衝
」
に
迎
え
て
い
る
の
も
、
人
び

と
の
集
ま
る
「
衡
」
で
、
外
交
使
節
に
対
す
る
歓
迎
式
典
を
行
っ
た
も
の
と
み
て
差

し
支
え
な
か
ろ
う
。
ま
さ
に
多
く
の
民
衆
の
集
ま
る
場
と
し
て
「
衡
」
を
権
力
の
側

が
有
効
に
利
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
　
歌
垣
の
場

「海
石
榴
市
衛
」
が
歌
垣
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
武
烈
即
位
前

紀
に

み

ら
れ
る
太
子
時
代
の
武
烈
と
平
群
鮪
が
物
部
麓
鹿
火
大
連
の
女
影
媛
を
め
　
5
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ぐ
っ
て
「
海
石
榴
市
藺
」
の
歌
垣
の
場
で
、
歌
で
掛
け
合
う
物
語
り
か
ら
も
知
ら
れ

る
。
『
古
事
記
』
の
清
寧
記
に
は
　
祁
命
（
顕
宗
）
と
平
群
臣
の
祖
志
毘
が
菟
田
首
等

の

女
大
魚
を
争
っ
て
歌
垣
に
立
つ
物
語
り
に
な
っ
て
い
て
、
歌
垣
の
場
所
も
不
明
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
単
な
る
説
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
海
石
榴
市
衡
」
に
掛

け
て
物
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
衡
が
歌
垣
が
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
さ
き
に
引
い
た
『
万
葉
集
』
の
二
首
の
歌
も
、
「
海
石
榴
市
の
八
十

の

衝
」
が
歌
垣
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ま
た
和
田
葦
氏
は
、
『
令
集
解
』
の
喪
葬
令
遊
部
条
に
引
か
れ
る
古
記
に
「
野
中
・

古
市
の

人
の

歌
垣
の

類
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
河
内
の
餌
香
市
も
ま
た
歌
垣
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
古
代
の
歌
垣
の
場
所
と
し
て
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
み
え
る
筑
波
山
や
『
肥
前

国
風
土
記
』
に
み
え
る
杵
島
山
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
各
地
の
農
村
や
漁

村
で
は
山
や
野
や
海
辺
の
松
原
な
ど
が
歌
垣
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
七
世

紀
頃
に

な
る
と
畿
内
な
ど
で
は
「
衛
」
や
「
市
」
な
ど
で
も
歌
垣
が
行
わ
れ
る
よ
う

に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

遊
戯
の
場

　

こ
う
し
た
不
特
定
の
多
く
の
人
が
集
ま
る
広
場
と
し
て
の
「
衡
」
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
遊
戯
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
ま
た
ま
『
続
日
本

紀
』
の
高
倉
朝
臣
（
高
麗
朝
臣
）
福
信
の
莞
伝
か
ら
、
奈
良
時
代
の
「
石
上
衛
」
で

遊
戯
と
し
て
の
相
撲
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
他
さ



古代の衝（ちまた）をめぐって

ま
ざ
ま
な
遊
戯
・
遊
び
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
「
石

上
從
」
の
相
撲
は
、
誰
で
も
が
自
由
に
参
加
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て

興
味
深
い
。

　
な
お
、
『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
七
年
七
月
条
に
当
麻
願
速
と
野
見
宿
禰
の
相
撲
の
物

語
り
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
あ
る
い
は
「
当
麻
衛
」
で
相
撲
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
伝
承
の
遡
源
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

㈲

刑
罰
執
行
の
場

　

『
日
本
書
紀
』
敏
達
十
四
年
三
月
条
に
は
、
排
佛
派
の
物
部
守
屋
の
意
を
う
け
た

佐
伯
造
御
室
が
善
信
等
の
尼
を
と
ら
え
、
「
有
司
、
便
に
尼
等
の
三
衣
を
奪
ひ
て
、
禁

鋼
へ
て
、
海
石
榴
市
の
亭
（
う
ま
や
た
ち
）
に
楚
燵
（
し
り
か
た
う
）
ち
き
」
と
あ

る
。
「
楚
燵
つ
」
と
は
尻
や
肩
を
鞭
打
つ
こ
と
で
、
後
の
律
の
答
刑
で
背
・
尻
・
膝
を

打
つ
の
と
同
様
の
刑
罰
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
記
事
は
『
元
興
寺
縁
起
』
に
も
み
ら
れ
、

こ
こ
で
は
佐
偉
岐
弥
牟
留
古
造
が
「
三
の
尼
等
を
将
て
都
波
岐
市
の
長
屋
に
至
り
し

時
、
そ
の
法
衣
を
脱
が
し
て
仏
法
を
破
り
滅
し
き
」
と
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
「
都
波

岐
市
の
長
屋
に

至
っ

た
」
と
き
に
尼
等
を
は
ず
か
し
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か

し
こ
れ
は
書
紀
の
記
載
が
本
来
の
も
の
で
、
尼
等
は
公
式
の
刑
罰
と
し
て
の
「
楚

燵
ち
」
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
衡
」
が
刑
罰
執
行
の
場
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈹

情
報
伝
達
の

場

「衡
」
が
情
報
伝
達
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
な
い
が
、
や
は
り

交
通
の

要
衝
で
あ
っ
た
平
城
京
東
三
坊
大
路
の
東
の
側
溝
か
ら
、
行
方
不
明
に
な
っ

た

馬
や
牛
を
探
す
告
知
木
簡
や
、
逆
に
牡
馬
を
捉
え
て
保
管
し
て
い
る
旨
の
告
知
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

簡
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
天
長
五
年
（
八
二

八
）
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
平
安
遷
都
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
は
平
城
京

の

北
端
部
に

近

い
、
北
一
条
大
路
と
南
一
条
大
路
の
間
の
東
三
坊
大
路
で
、
こ
の
道

が
廃
都
後
も
大
和
か
ら
山
城
へ
至
る
幹
線
道
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　

ま
た
長
岡
京
の
東
市
付
近
で
も
、
近
江
の
勢
多
で
迷
子
に
な
っ
た
少
年
を
探
す
告

知
札
が
出
土
し
て
お
り
、
市
や
幹
線
道
路
の
要
所
に
は
こ
う
し
た
私
的
な
告
知
札
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

多
数
立
て
並
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
大
和
の
「
衝
」

で
も
こ
う
し
た
告
知
札
が
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
当
然
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
衛
の
成
立
時
期

　
前
節
ま
で
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
奈
良
盆
地
や
大
阪

平
野
を
貫
く
主
要
な
幹
線
道
路
の
交
わ
る
と
こ
ろ
は
「
衛
」
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は

多
く
の
人
び
と
が
集
ま
り
、
市
が
立
つ
と
と
も
に
、
儀
礼
・
祭
祀
・
歌
垣
・
遊
戯
・

情
報
伝
達

な
ど
「
都
市
の
広
場
」
的
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
飛
鳥
京
」
や
「
藤
原
京
」
に
近
接
す
る
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
ず
、
奈
良
盆
地
の
西
南

部
や
東
北
部
、
あ
る
い
は
南
河
内
に
も
存
在
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
単
な
る
道

路
の

交
叉
点
で
は
な
く
、
都
市
の
広
場
的
な
機
能
を
も
も
っ
た
「
衛
」
は
、
何
時
ご

ろ
か
ら
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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大
和
の
「
衛
」
の
も
つ
祭
祀
的
な
役
割
に
注
目
し
た
前
川
晴
人
氏
は
、
「
都
城
制
が

未
だ
日
程
に
昇
っ
て
い
な
い
五
世
紀
後
半
頃
か
ら
六
世
紀
末
葉
に
至
る
時
期
に
、
同

時
期
の

数
あ
る
諸
地
域
の
宮
室
の
う
ち
、
他
な
ら
ぬ
〈
磐
余
宮
〉
を
宗
教
的
に
閉
塞

す
る
目
的
を
も
っ
て
創
出
さ
れ
た
単
一
に
し
て
不
可
分
な
衛
の
一
群
」
と
と
ら
え
、

後
の

都
城
制
段
階
に

「
京
城
四

隅
」
で
執
り
行
わ
れ
た
邪
霊
の
防
御
と
撃
退
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の

祭
祀
の

場

と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
軽
、
八
木
、
海
石
榴
市
、
当
麻
、
石

上

な
ど
の
「
衝
」
の
成
立
は
、
あ
く
ま
で
も
下
ツ
道
、
上
ツ
道
、
南
と
北
の
横
大
路

な
ど
の
道
路
の
成
立
が
前
提
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
岸
俊
男
氏
が
は
や
く
か
ら
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
上
・
中
・
下
道
は
高
麗
尺
の
六
尺
を
一
歩
と
す
る
大
宝
令
施

行
以
前
の
測
地
法
に
し
た
が
っ
て
一
〇
〇
歩
の
等
間
隔
で
設
定
さ
れ
、
そ
の
中
心
の

中
ツ
道
が
飛
鳥
の
中
心
を
通
る
こ
と
か
ら
も
飛
鳥
を
中
心
に
設
定
さ
れ
た
も
の
に
ほ

　
　
　
（
2
9
）

か

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
古
道
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
衡
の
成
立
を
、

飛
鳥
時
代
以
前
に
求
め
る
こ
と
は
ま
ず
困
難
と
い
う
ほ
か
な
か
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
重
要
な
交
通
路
の
中
に
は
、
古
墳
時
代
の
相
当
古
い
段
階
か

ら
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
が
あ
る
時
期
に
計
画
道
路
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も

の

も
あ
り
、
そ
う
し
た
始
原
的
・
自
然
発
生
的
な
古
道
の
交
叉
点
が
人
び
と
の
集
ま

る
場
所
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
筆
者
が
検
討
し
た
い
の
は

「衡
」
が
さ
き
に
み
た
よ
う
な
駅
で
あ
り
市
で
あ
り
、
さ
ら
に
儀
礼
、
歌
垣
、
遊
戯
、

情
報
伝
達
の
場
と
し
て
、
具
体
的
な
史
料
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を

は
た
す
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
の
た
め
の
一
定
の
施
設
を
と
も
な
う
よ
う
に
な
っ
て

き
た
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

『霊
異
記
』
に
雄
略
朝
の
こ
と
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
る
小
子
部
栖
軽
の
雷
を
捉

え
る
話
や
『
日
本
書
紀
』
の
武
烈
即
位
前
紀
の
「
海
石
榴
市
の
巷
の
歌
場
」
の
物
語

り
が
、
後
の
「
衡
」
を
め
ぐ
る
地
理
観
や
「
衝
」
像
に
も
と
つ
い
て
作
文
さ
れ
た
も

の
に

す

ぎ
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
小
子
部
栖
軽
の
説
話
は
『
日
本
書
紀
』

の

雄
略
七
年
七
月
条
で
は
、
飛
鳥
の
雷
丘
で
は
な
く
三
諸
岳
、
す
な
わ
ち
三
輪
山
の

神

を
捉
え
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
『
霊
異
記
』
の
説
話
で
は
大
蛇
で
あ
る
三
諸

岳
の
神
の
属
性
の
一
つ
で
あ
る
雷
を
捉
え
る
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
武

烈
紀
の
歌
垣
の
物
語
り
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
『
古
事
記
』
で
は
武
烈
で
は
な

く
顕
宗
に
か
か
る
物
語
り
と
し
て
清
寧
記
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
海
石
榴
市
の
亭
」
が
出
て
く
る
『
日
本
書
紀
』
の
敏
達
紀
の
排
仏
記
事
に
つ
い

て

は
、
同
じ
記
事
が
『
元
興
寺
縁
起
』
に
み
え
る
が
、
後
者
で
は
排
仏
の
主
体
が
物

部
守
屋
で

は
な
く
他
田
天
皇
す
な
わ
ち
敏
達
の
意
志
に
よ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

お

り
、
そ
の
史
実
性
は
と
も
か
く
、
史
料
的
に
は
そ
れ
な
り
の
根
拠
を
持
つ
も
の
と

考

え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
海
石
榴
市
衝
」
に
つ
い
て
は
、
書
紀

の

推
古
一
六
年
紀
に
も
、
惰
使
斐
世
清
一
行
を
額
田
部
連
比
羅
夫
が
出
迎
え
た
記
事

が
み

ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
晴
書
』
倭
国
伝
に
も
「
大
礼
寄
多
砒
を
遣
は
し
、

二
百
余
騎
を
従
へ
て
郊
労
す
」
と
あ
り
、
ま
た
記
事
の
前
後
の
整
合
性
か
ら
も
「
海

石
榴
市
衡
」
へ
の
出
迎
え
は
史
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
も
し
後
世
の
作
文
で
あ

れ
ば
、
難
波
か
ら
飛
鳥
京
の
小
墾
田
宮
へ
の
ル
ー
ト
と
し
て
は
「
海
石
榴
市
衛
」
を

経
由
す
る
の
は
回
り
道
と
な
り
、
む
し
ろ
推
古
十
八
年
に
同
じ
額
田
部
比
羅
夫
が
膳

臣
大
伴
と
と
も
に
新
羅
・
任
那
使
を
迎
え
た
寺
川
と
下
ツ
道
が
合
流
点
の
阿
斗
（
現

田
原
本
町
坂
手
付
近
）
を
経
由
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』

推
古
二
十
年
二
月
条
に
は
堅
塩
媛
の
桧
隈
大
陵
改
葬
に
と
も
な
う
諌
儀
礼
の
記
事
が
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古代の衝（ちまた）をめぐって

あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
す
ぐ
南
の
見
瀬
丸
山
古
墳
の
あ
り
方
と
も
整
合
し
、
特
に
疑
う

必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
史
料
の
検
討
か
ら
は
、
書
紀
の
推
古
十
二
年
、
同
二
十
年
の
記
事
は

ま
ず
史
実
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
敏
達
十
四
年
の
記
事
も
よ
る
べ
き
史
料
が
あ
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
献
史
料
の
上
か
ら
は
、
「
衡
」
の

成
立

は
七
世
紀
の
初
頭
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
一
方
、
上
・
中
・
下
ツ
道
や
横
大
路
の
整
備
時
期
に
つ
い
て
岸
俊
男
氏
は
、
さ
き

の

推
古
十
二
年
の
惰
使
や
推
古
十
八
年
の
新
羅
・
任
那
使
の
飛
鳥
入
京
が
、
も
っ
ぱ

ら
舟
運
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
難
波
か
ら
飛
鳥
に
至
る
古
道
は
官
道
と
し
て

は
な
お
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
、
推
古
二

十
一
年
十
一
月
条
の
「
又
難
波
よ
り
京
に
至
る
大
道
を
置
く
」
と
い
う
記
事
を
重
視

す

べ

き
で
は
な
い
か
と
し
て
お
ら
れ
る
。
従
う
べ
き
見
解
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
こ

れ

は
あ
く
ま
で
も
官
道
と
し
て
の
本
格
的
な
整
備
の
時
期
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

横
大
路
、
阿
部
・
山
田
道
、
下
ツ
道
な
ど
の
存
在
は
推
古
十
二
年
、
同
十
八
年
の
記

事
か

ら
も
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
衡
」
の
成
立
年
代
を
七
世
紀
初
頭
と
し
た

さ
き
の
検
討
結
果
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

　

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
古
道
の
設
定
年
代
に
関
し
て
和
田
奉
氏
は
、
横
大
路
か
ら
南
へ

高
麗
尺
の
一
五
〇
〇
尺
一
里
で
六
里
の
と
こ
ろ
が
藤
原
京
の
南
京
極
に
あ
た
る
が
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
三
里
南
の
東
西
線
上
に
前
方
後
円
墳
の
明
日
香
村
梅
山
古
墳
（
現

欽
明
陵
）
の
中
軸
線
が
の
る
と
こ
ろ
か
ら
、
横
大
路
や
上
・
中
・
下
道
設
定
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に

な
っ
て
い
る
地
割
り
が
六
世
紀
末
葉
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
東
西
線
上
に
は
梅
山
古
墳
か
ら
さ
ら
に
東
へ
、
平
田
岩
屋
古
墳
、
鬼
祖
古
墳
、

野
口

王
墓
古
墳

（現
天
武
・
持
統
合
葬
陵
）
が
並
び
、
ま
た
こ
の
野
口
王
墓
古
墳
は

下

ツ
道
と
中
ツ
道
の
中
間
に
あ
た
る
藤
原
京
の
中
軸
線
の
南
へ
の
延
長
線
上
に
乗
る

の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
の
墳
墓
の
配
置
も
、
何
ら
か
の
地
割
り

計
画
に

基
づ
い
て

い

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
上
・
中
・
下
の
三
道
や
横
大
路
は
早
け
れ
ば
六
世
紀
末

葉
に

は
設
定
さ
れ
、
ま
た
七
世
紀
初
め
に
は
大
規
模
な
整
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
推

定

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
大
和
の
「
衡
」
の
多
く
も
六
世
紀
末
葉
か
ら
七
世
紀
初
頭
に

は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な

お
、
考
古
学
的
な
発
掘
調
査
の
成
果
で
は
、
ま
だ
こ
れ
ら
の
古
道
や
衛
の
成
立

年
代
の
問
題
に
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
材
料
は
な
い
。
し
か
し
藤
原
京
の
西
京
極
部

分
や

平
城
京
の

朱
雀
大
路
下
層
で
検
出
さ
れ
た
下
ツ
道
の
側
溝
に
は
そ
れ
が
七
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
示
す
土
器
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
下
ツ
道
が
道
路
面
の
幅
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
大
規
模
な
も

の

に

整
備

さ
れ
た
時
期
が
藤
原
宮
時
代
よ
り
古
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い

る
の
で
あ
る
。

四

　
広
場
と
し
て
の
衛
1
む
す
び
に
か
え
て
ー

　
以
上
の

三
節
に
わ
た
っ
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
畿
内
の
大
和
や
河
内
の
主
要
な
幹

線
道
路
の

交
叉
点

は
「
衡
」
と
よ
ば
れ
た
。
そ
こ
に
は
交
通
の
要
衝
と
し
て
厩
が
お

か

れ
、
駅
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
な
る
交
通

の

タ
ー
ミ
ナ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
人
び
と
の
集
ま
る
「
広
場
」
で
も
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
は
「
市
」
が
立
っ
て
一
定
の
経
済
的
機
能
を
は
た
す
と
と
も
に
、
儀
礼
・
祭

祀
・
遊
戯
・
刑
罰
・
情
報
伝
達
な
ど
都
市
の
「
広
場
」
的
な
機
能
を
果
た
し
た
。
そ

し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
成
立
が
本
格
的
な
都
城
と
し
て
の
藤
原
京
成

立

よ
り
は
る
か
に
古
く
、
早
け
れ
ば
六
世
紀
末
葉
、
遅
く
と
も
七
世
紀
初
頭
に
は
成

立
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
都
市
的
な
広
場
の
機
能
を
も
つ
「
衡
」
が
七
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
て

い
た

こ
と
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
都
市
の
成
立
を
考
え
る
上
に
も
重
要
な
論
点
を

提
起
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
従
来
日
本
の
古
代
都
市
は
、
古
代
の
律
令
国
家
が
天

皇

を
中
心
と
す
る
支
配
の
た
め
に
、
中
国
の
都
城
制
に
倣
っ
て
上
か
ら
設
定
し
た
政

治

的
拠
点
に
す
ぎ
な
い
と
と
ら
え
ら
れ
、
都
市
成
立
の
前
提
条
件
が
ど
れ
ほ
ど
熟
成

し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
視
点
で
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
の

古
代
都
市
が
支
配
の
側
か
ら
設
定
さ
れ
た
政
治
都
市
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
認
め

ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
う
し
た
人
工
的
に
造
成
さ
れ
た
都
市
が
存
立
し
う
る
前
提
条

件
と
し
て
、
都
市
の
経
済
的
機
能
を
さ
さ
え
る
市
人
の
存
在
や
、
さ
ら
に
そ
の
前
提

と
し
て
の
流
通
シ
ス
テ
ム
や
そ
れ
を
補
完
す
る
交
通
網
の
整
備
が
あ
る
程
度
進
ん
で

い

る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
六
世
紀
に
な
っ
て
急
速
に
進
ん
だ
、
畿
内
政
権
に
よ
る
地
方
支
配
体
制
の

進
展

は
、
必
然
的
に
官
司
制
的
な
組
織
の
整
備
・
充
実
を
進
め
、
多
く
の
官
人
の
宮

室
近
く
へ
の
集
住
を
う
な
が
し
た
。
こ
う
し
て
七
世
紀
に
な
る
と
宮
室
は
飛
鳥
地
方

に

継
続

し
て
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
わ
り
に
多
数
の
貴
族
や
官
人
が
住
む

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
地
域
の
共
同
体
か
ら
分
離
し
た
貴
族
や
官
人
、
さ

ら
に
そ
れ
を
さ
さ
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
掌
の
ひ
と
び
と
の
集
住
は
、
必
然
的
に
市
を

は
じ
め
情
報
伝
達
の
場
、
遊
戯
娯
楽
の
場
、
男
女
交
際
の
場
な
ど
、
農
村
・
漁
村
か
　
5
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

ら
切
り
離
さ
れ
た
都
市
的
な
住
民
の
生
活
を
さ
さ
え
る
機
能
を
持
つ
施
設
・
場
所
を

必
要

と
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
し
た
の
が
、

飛
鳥
の
周
辺
や
、
ま
た
難
波
や
そ
の
他
の
地
域
と
飛
鳥
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
に
形
成

さ
れ
た
「
衛
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
飛
鳥
へ
の
交
通
路
の
整
備
は
権
力
の
側
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
っ
た
し
、

都
市
の
広
場
的
な
機
能
を
は
た
す
「
衛
」
の
道
路
施
設
や
厩
の
整
備
は
、
王
権
に
よ
っ

て

積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
広
場
は
権
力
の
側
に
と
っ
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
刑
罰
執
行
の
場
、
情
報
伝
達
の
場
と
し
て
そ
の
利
用
価
値
は
大

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
王
の
行
幸
に
と
も
な
う
出
行
の
儀
式
や
諌
儀
礼
す
ら
こ

の

場
所
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
市
も
ま
た
支
配
者
の
側
に
と
っ
て
ま
ず
必

要
な
施
設
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
奈
良
時
代
の
東
西
市
は
基
本
的
に
は
官
司
と
官
人
の

た
め
に
も
う
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
七
世
紀
の

「衛
」
は
飛
鳥
の
諸
宮
室
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
飛
鳥
京
」
と
一
体
の
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
「
衝
」
の
も
つ
多
様
な
機
能
は
、
七
世
紀
末
葉
に
な
っ
て
日
本
列
島
で

最
初
の

本
格
的
な
条
坊
を
備
え
た
中
国
風
の
都
城
と
し
て
の
藤
原
京
が
成
立
す
る
と

と
も
に
、
京
内
の
「
市
」
や
「
大
路
」
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
は
平
城
京
内

の

諸
施
設
に

受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
軽
衡
」
、
「
八
木
衛
」
、
「
海

石
榴
市
衛
」
、
「
石
上
衛
」
や
「
餌
香
市
」
な
ど
は
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
た
め
か
、

平
城
京
時
代
に

な
っ
て
も
な
お
そ
の
生
命
を
保
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
恭
仁
京
に
都
が
あ
っ
た
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
閏
正
月
四
日
、
中
納
言
巨
勢
奈



古代の衛（ちまた）をめぐって

ヨ
麻
呂
と
参
議
藤
原
仲
麻
呂
が
市
に
派
遣
さ
れ
、
市
人
た
ち
に
都
を
何
処
に
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

か
に

つ
い
て

意
見

を
聴
し
て
い
る
。
こ
れ
は
都
に
と
っ
て
「
市
」
が
い
か
に
重
要
で

あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
ら
恭
仁
京
の
市
人
の
多
く
は
当
然
平

城
京
か
ら
移
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
多
く
は
ま
た
藤
原
京
か
ら
移
っ
た

人
た

ち
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
な
か
に
は
各
地
の
「
衛
」
の
市
か
ら
移
っ
た
市
人
た
ち

も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
が
都
に
お
け
る
流
通
機
構
を
動
か
す
能
力

を
着
々
と
研
き
、
身
に
つ
け
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
七
世
紀
の
「
衝
」
の
市
に

お

い
て

で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
日
本
列
島
に
お
け
る
都
市
の
歴
史
は
、
初
期
の
宮
室
の
動
向
と
と
も
に
こ
う
し
た

七
世
紀
の
「
衛
」
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ご
く
わ
ず
か
の
史
料
か

ら
想
定
さ
れ
る
「
衛
」
で
の
人
び
と
の
生
活
は
、
歌
垣
を
も
含
め
て
き
わ
め
て
自
由

で
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
七
世
紀
末
葉
に
な
っ
て
中
国
風
の
巨
大
な
都
市

が
成
立
す

る
一
つ
の
前
提
に
は
、
都
市
の
広
場
的
な
機
能
を
も
っ
た
「
從
」
に
お
け

る
前
史
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
今
後
の
考
古
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
、

藤
原
京
時
代
以
前
の

「衡
」
の
実
態
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
1
）
　
狩
野
久
「
律
令
国
家
と
都
市
」
『
大
系
日
本
国
家
史
』
一
　
古
代
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
　
九
七
五
年
）

（
2
）
　
岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」
（
『
日
本
古
文
化
論
孜
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）
、
同
「
古

　
　
道
の

歴
史
」
（
『
古
代
の
日
本
』
五
、
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
、
同
「
難
波
ー
大
和
古
道
略

　
　
考
」
『
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
一
九
七
〇
年
）

（
3
）
　
和
田
翠
「
横
大
路
と
そ
の
周
辺
」
（
『
古
代
文
化
』
二
六
巻
六
号
、
一
九
七
四
年
）
、
同
「
横

　
　
大
路
と
竹
内
街
道
」
（
『
環
境
文
化
』
四
五
号
、
星
雲
社
、
一
九
八
〇
年
）
、
同
「
河
内
の
古
道
」

　
　

（
『環
境
文
化
』
五
一
号
、
星
雲
社
、
一
九
八
一
年
）
、
同
「
飛
鳥
の
チ
マ
タ
」
（
『
橿
原
考
古
学

　
　
研
究
所
論
集
』
第
十
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）

（
4
）
　
前
田
晴
人
「
古
代
王
権
と
衝
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
〇
三
号
、
一
九
七
九
年
）
、
同
「
古

　
　
代
国
家
の
境
界
祭
祀
と
そ
の
地
域
性
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
一
五
・
二
一
六
号
、
一
九
八
一

　
　
年
）
、
同
「
倭
京
の
実
態
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
四
〇
・
二
四
一
号
、

　
　
一
九
八
五
年
）

（
5
）
　
岸
俊
男
「
京
城
の
想
定
と
藤
原
京
条
坊
制
」
（
『
藤
原
京
』
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調

　
　
査
報
告
　
第
二
五
冊
、
一
九
六
九
年
）

（
6
）
　
末
永
雅
雄
ほ
か
『
橿
原
遺
跡
』
（
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
　
第
一
五
冊
、

　
　
一
九
六
二
年
）

（
7
）
　
小
島
貞
三
「
史
跡
名
勝
」
（
『
橿
原
市
史
』
橿
原
市
役
所
、
一
九
六
二
年
）

（
8
）
　
和
田
奉
「
大
和
の
国
府
に
つ
い
て
」
（
『
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
一
九
七
二
年
）

（
9
）
　
花
谷
浩
・
川
越
俊
一
「
藤
原
宮
跡
・
藤
原
京
跡
の
発
掘
調
査
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
　
年
報
』
一
九
八
九
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
）

（
1
0
）
　
橿
原
市
千
塚
資
料
館
『
か
し
は
ら
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
ー
平
成
四
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調

　
　
査
速
報
展
ー
『
（
橿
原
市
千
塚
資
料
館
、
一
九
九
三
年
）

（
H
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
朱
雀
大
路
発
掘
調
査
報
告
』
（
奈
良
市
、
一
九
七
四

　
　年
）

（
1
2
）
　
伊
藤
勇
輔
・
中
井
一
夫
「
大
和
郡
山
市
稗
田
・
若
槻
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
」
（
『
奈
良
県
遺
跡

　
　
調
査
概
報
』
一
九
八
〇
年
度
　
第
二
分
冊
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）

（
1
3
）
　
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』
一
九
八
九
～
一
九
九
一
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

　
　
一
九
九
〇
年
～
一
九
九
二
年
）

（
1
4
）
竹
田
政
敬
「
藤
原
京
右
京
十
二
条
四
坊
」
（
『
大
和
を
掘
る
』
＝
二
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学

　
　
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）

（
1
5
）
　
坂
本
太
郎
「
大
和
の
古
駅
」
（
『
末
永
雅
雄
先
生
古
稀
記
念
古
代
学
論
叢
』
一
九
六
七
年
）

（
1
6
）
　
和
田
奉
「
横
大
路
と
そ
の
周
辺
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
六
巻
第
六
号
、
一
九
七
四
年
）

（
1
7
）
　
前
川
晴
人
「
古
代
王
権
と
衝
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
二
〇
三
号
、
一
九
七
九
年
）

（
1
8
）
　
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
年
報
』
一
九
七
四
（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
、
一
九
七
六
年
）

（
1
9
）
今
尾
文
昭
・
亀
田
美
賀
「
藤
原
京
横
大
路
」
（
『
大
和
を
掘
る
』
一
三
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古

　
　
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）

（
2
0
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
は
「
あ
る
い
は
馬
屋
の
誤
り
か
」
と
す
る
。
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坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
六
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）

（
2
1
）
　
福
山
敏
男
「
葛
木
寺
と
厩
坂
寺
の
位
置
」
（
『
日
本
建
築
史
研
究
』
墨
水
書
房
、
一
九
六
八
年
）

（
2
2
）
　
軽
衛
の
軽
社
に
も
、
斎
槻
が
あ
っ
た
こ
と
が
万
葉
の
歌
（
二
六
五
六
）
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る

　
　
が
、
和
田
奉
氏
は
『
日
本
書
紀
』
大
化
五
年
三
月
条
に
み
え
る
「
今
来
の
大
槻
」
が
こ
れ
に
あ

　
　
た
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
和
田
奉
「
今
来
の
双
墓
を
め
ぐ
る
憶
説
」
（
『
史
想
三

　
　
九
、
京
都
教
育
大
学
考
古
学
研
究
会
、
一
九
九
二
年
）

（
2
3
）
　
阿
斗
市
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
河
内
の
現
八
尾
市
植
松
町
・
跡
部
本
町
付
近
に
求
め
る
説
も

　
　
あ
る
。
栄
原
永
遠
男
「
都
城
の
経
済
機
構
」
（
『
日
本
の
古
代
』
九
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七

　
　
年
）

（
2
4
）
　
見
瀬
丸
山
古
墳
の
年
代
観
や
そ
れ
に
も
と
つ
く
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
書
物
に
私
見
を
示

　
　
し
て
お
い
た
。
前
園
実
知
雄
・
白
石
太
一
郎
『
藤
ノ
木
古
墳
』
（
日
本
の
古
代
遺
跡
を
掘
る
　
第

　
　
5
巻
　
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
）

（
2
5
）
　
和
田
華
「
チ
マ
タ
と
橘
ー
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
入
水
伝
承
を
手
掛
り
に
し
て
ー
」
（
『
橿
原
考

　

古
学
研
究
所
論
集
』
第
七
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）

（
2
6
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
W
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

　
　
一
九
七
五
年
）

（
2
7
）
　
中
山
　
章
「
長
岡
京
・
平
安
京
の
実
像
」
（
白
石
太
一
郎
編
『
歴
史
考
古
学
ー
発
掘
さ
れ
た

　
　
飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
ー
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
五
年
）

（
2
8
）
前
川
晴
人
「
古
代
王
権
と
衝
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
二
〇
三
号
、
一
九
七
九
年
）

（
2
9
）
　
岸
俊
男
「
大
和
の
古
道
」
（
『
日
本
古
文
化
論
孜
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）

（
3
0
）
　
和
田
奉
「
見
瀬
丸
山
古
墳
の
被
葬
者
ー
「
継
体
・
欽
明
朝
内
乱
」
に
関
連
し
て
ー
」
（
「
日
本

　
　
書
紀
研
究
』
七
、
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
）

（
3
1
）
　
花
谷
浩
・
川
越
俊
一
「
藤
原
宮
跡
・
藤
原
京
跡
の
発
掘
調
査
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
　
年
報
』
一
九
九
〇
年
）
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
朱
雀
大
路
発
掘
調
査
報
告
』

　
　
（
奈
良
市
、
一
九
七
四
年
）

（
3
2
）
　
栄
原
永
遠
男
「
都
城
の
経
済
機
構
」
（
『
古
代
の
日
本
』
第
九
巻
、
一
九
八
七
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
考
古
研
究
部
）
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Study　on　C乃∫〃2α’α（Crossroads　of　Ancient　Japan）

SHIRAIsHI　TaichirO

　　Afbature　of　the　transportation　system　of　the　Nara　Basin　in　the　seventh　and　eighth

centuries　were　the　c励ηατα，　places　located　at　major　crossroads　where　markets　were

held　and　people　gathered．　Among　these　crossroads　were　the　Karu－no－chimata　at　the

intersection　of　the　Shimotsu－michi　and　Abe－Yamada－michi　routes；the　Tsubaichi－no－

chimata　at　the　intersection　of　the　Yoko－6ji　and　Yamanobe－no－michi　roads　and　near

the　convergence　of　rivers　such　as　the　Hasegawa，　a　major　water　route　to　Naniwa；the

Taima－no－chimata　where　the　western　end　of　the　Yoko－6ji　road　branched　into　the

Otsu－no－michi　and　the　Tajihi－michi，　both　leading　to　Kawachi　via　Osaka　and　Ta－

kenouchi，　respectively；and　the　Isonokami－no－chimata　where　the　Kamitsu－michi　and

Tatsuta－michi　routes　met．

　　According　to、M乃oη功oκ’，ハ励oη7ッσ」κゴand　other　ancient　texts，　as　major　cruxes　in

the　road　network　the　c乃力ηαταoften　had　permanent　stable　facilities．　In　addition　to

markets　and　f這irs，　they　were　also　used　as　venues　R）r　funerals　and　other　rites；fbr　sports

and　amusements　such　as　sumo　wrestling；R）r砿αgακ∫parties　and　other　social

gatherings　fbr　young　men　and　women；fbr　the　execution　of　criminal　punishments；

and　fbr　the　dissemination　of　public　inR）rmation．　They　thus　fulf沮ed　a　truly　vital

function：public　spaces　where　large　groups　of　people　could　gather　and　interact　fbr　a

diverse　range　of　purposes．

　　Their　development　being　closely　associated　with　the　establishment　of　the　major

traf日c　routes　of　the　ancient　era－the　Kamitsu－michi，　Nakatsu－michi，　Shimotsu－michi

and　Yoko－Oji，　fbr　instance－c履〃2αταare　thought　to　have　first　apPeared　no　later　than

the　early－seventh　century，　and　definitely　existed　befbre　the　establishment　of　the

Fujiwarakyδcapital　in　694．　With　the　creation　of　the　court　bureaucracy　in　the　sixth

century，　many　o笛cials　came　to　reside　in　the　vicinity　ofthe　imperial　palace．　One　result

ofthis　assemblage　of　large　numbers　ofcourt－related　people　was　that，　in　contrast　to　the

frequency　with　which　the　court　had　until　then　been　moved　from　place　to　place，　in　the

seventh　century　the　emperor’s　palaces　were　built　in　Asuka　or　its　vicinity．　Many　people

thus　lived　in　the　Asuka　area．　But　as　the　nobility，　the　bureaucracy　and　their　various

hmctionaries－detached　from　existing　local　communities－grew　in　number，　this

inevitably　required　places　to　conduct　markets　and　other　kinds　of　activities　that　sustain

adistinctively　urban　lifbstyle．　The　c疏〃ω功fulfilled　this　role．

　　This　account　casts　new　light　on　the　accepted　view　that　major　ancient　cities　such　as

the　Fujiwaraky6　and　Heijyδkyδcapitals　were‘‘political　cities”purposely　built　in　the

style　of　China’s　castle　capitals　in　order　to　consolidate　the　ritsury6　state　whose

authority　centered　around　the　EmperoL　In　order　R）r　the　politically　inspired，　artificial

construction　of　such　a　city　to　take　place，　there　must　be　markets　and　traders　that

sustained　the㏄onomic　function　of　the　city，　as　well　as　the　distribution　systems　and

networks　of　roads　that　supported　those　systems．　In　this　sense，　c乃力ηαταprovide　an

invaluable　point　of　re｛セrence　in　any　consideration　of　the　historical　preconditions　of

the　rise　of　cities　in　Japan．
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