
論
∴
文朝

明
郡
の
古
代
官
道
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

本
稿
は
、
か
つ
て
四
日
市
市
民
太
宰
で
、
、
古
代
の
道
－
－
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
の
通
・
大
海
人
皇
子
の
道
－
」
と
規
し
て
行
っ
た
講
演
　
（
－
“

〇
〇
八
・
十
一
。
十
四
）
　
の
草
稿
か
ら
、
古
代
宮
道
に
関
す
る
部
分

を
抽
出
し
て
加
宰
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
・

こ
こ
で
取
り
上
げ
る

古
代
富
道
と
は
、
そ
の
間
題
か
ら
察
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
う

か
、
密
談
が
飛
鳥
・
廉
廉
京
に
あ
っ
た
坂
の
初
期
菅
道
を
想
定
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
“
追
詰
式
上
　
巻
二
十
八
　
（
兵
部
省
式
）
　
に
記
載
す

る
駅
等
は
あ
く
ま
で
も
・
参
考
に
と
ど
去
る
へ
J
　
桃
が
半
安
点
に
掠
っ
て

か
ら
と
そ
れ
以
前
で
は
、
駄
酪
・
広
路
の
コ
ー
ス
等
が
変
わ
一
二
L
当

然
だ
か
ら
で
あ
る
一
∪
　
（
た
と
え
ば
、
同
兵
部
省
式
に
は
伊
笹
岡
の
粧

家
は
記
載
さ
れ
て
い
な
∴
∴
「
∴
ふ
っ
と
ー
も
、
閥
出
直
市
域
に
関
し
て

い
え
ば
、
富
都
の
移
動
に
駅
路
は
さ
嵩
ご
畳
替
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
地
域
な
の
で
あ
る
か
、
あ
／
＼
霊
で
，
？
本
納
は
初
棚
高
誼
に
つ
い
て

久
志
本
　
鉄
　
也

の
論
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

「
　
古
代
の
宮
適
に
つ
い
て

古
代
の
道
は
貧
弱
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
か
、
道
は
新
し
い
時

代
に
な
る
ほ
ど
立
派
な
も
の
に
な
る
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
さ

す
が
に
も
う
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
一
時
代
高
ま
で
は
、
研
究
者
の
閥

で
も
そ
の
よ
う
な
課
減
で
あ
っ
ナ
　
た
と
え
は
、
昭
和
五
十
五
年

（
一
九
八
〇
）
　
に
印
行
さ
れ
た
、
中
国
史
大
辞
典
1
　
（
吉
川
弘
文
館
）

の
第
二
幕
に
、
旧
名
縄
宏
氏
は
次
の
よ
う
に
占
い
て
い
る
。
「
駅
略

の
酷
は
、
蔦
の
交
通
か
可
罷
な
1
㍍
余
り
で
足
り
た
で
あ
ろ
う
」

（
∵
陳
謝
」
）
、
「
道
路
の
帖
は
広
い
も
の
で
は
な
く
、
∵
て
れ
ほ
後
世
長

く
江
戸
時
代
ま
で
の
交
通
路
の
原
狸
、
と
な
っ
た
」
　
へ
「
駅
路
一
）
。
叛
擬

の
．
咽
か
わ
す
・
か
し
㍍
余
り
と
に
－
‥
∴
÷
平
た
、
∵
後
世
ゐ
交
通
路
の
原
聖

と
な
「
た
と
い
一
つ
文
言
か
ら
推
察
さ
れ
る
三
つ
に
、
そ
の
直
線
塵
も



ま
だ
惚
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
－
↑
と
生
っ
て
は
臨
町
の
成
霜
あ
る

カ
　
モ
の
後
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
一
－
ら
し
れ
て
い
っ
た
古
代
宮
蛍
は
、

臨
賞
に
増
し
て
い
え
は
、
矢
に
九
～
ト
・
諒
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上

の
減
か
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
幅
の
道
が
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
つ
と
に
知
∴
つ
、
れ
て
い
た
∵
項
が
ロ
ー
マ
帝
国
を
支
え
た
と
さ
え
い

ぇ
ろ
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
代
へ
ル
シ
ア
帝
国
〓
）
ケ
メ
ネ
ス
湖
の

圭
の
通
し
や
イ
ン
カ
轟
串
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
無
論
中
国
に
も
駅
制
が
あ
っ
た
。
各
々
時
代
背
景
や
規
模

も
違
う
が
、
我
が
国
の
古
代
宮
蛍
に
、
も
通
ず
る
も
の
か
あ
る
の
で
は

互
い
か
と
想
定
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
∵
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

中
央
集
結
的
古
代
国
家
が
続
冶
を
維
持
し
て
い
／
＼
ト
で
∵
追
粋
は
必

婁
不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
・
い
ざ
と
い
う
時
に
∵
売

主
く
車
を
移
動
さ
せ
ろ
た
め
に
、
∴
雲
上
三
の
た
′
初
の
信
服
－
年
一
．
ケ
子

羊
／
、
手
に
人
言
∵
？
た
め
に
（
一

斗
時
の
冨
道
の
中
で
、
望
在
の
高
み
∵
名
神
高
車
甲
、
日
日
時
日

の
東
海
道
に
匹
敵
す
る
最
重
要
の
暗
線
．
高
雄
∵
－
｛
－
号
－
／

た
。
山
暢
道
は
畿
内
と
北
九
州
孝
雄
完
一
C
い
ら
ー
し
　
　
　
：
′
i

こ
う
に
は
、
圧
倒
的
な
先
進
国
で
あ
り
謎
大
同
′
∵
∵
∵
申
出
か
人
言

、
た
、
J
我
が
国
の
古
代
官
道
の
研
究
は
：
」
の
出
陣
、
申
子
立
∵
、
つ
て
遭

旋
し
て
き
た
と
言
っ
て
い
い
。
ま
ず
は
歴
史
地
理
半
の
研
究
者
に
よ
っ

て
、
古
い
地
形
図
や
施
窟
図
・
航
空
写
占
、
穴
言
÷
金
手
か
か
り
に
、
曹

冶
体
の
出
し
て
い
る
基
本
図
な
ど
を
用
い
て
地
図
上
で
想
定
さ
れ
た
。

こ
、
条
里
制
と
の
か
か
わ
り

・
も
う
一
つ
の
鋤
き
は
、
条
里
の
復
原
作
業
だ
っ
た
。
条
里
制
研
究

の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
、
三
C
遡
る
が
∴
保
原
の
樟
疫
か
詰
ま
る
に
つ

れ
て
研
究
者
は
条
里
の
ス
レ
に
ノ
雪
つ
い
た
：
」
の
ズ
レ
は
伸
か
？

当
初
不
可
思
議
な
「
余
剰
諾
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
ズ
レ
が
、

や
が
て
断
続
的
に
つ
、
な
か
↓
て
い
く
∵
…
が
分
か
へ
一
た
と
き
、
研
究

者
は
そ
れ
が
道
と
関
係
が
あ
る
と
い
っ
こ
と
に
気
つ
い
た
。
道
を
通

す
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
：
余
剰
帯
」
は
一
道

仕
∵
－
と
し
で
拙
略
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
，
㌔
（
《
九
七
〇
年
代
末
か

ら
八
子
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
）
。
そ
れ
は
発
掘
調
査
に
，
よ
っ

て
ら
吉
．
布
け
ち
れ
た
（
∴
杜
畦
で
平
行
す
る
側
溝
の
存
在
に
よ
っ
て
）
へ
）

÷
つ
上
て
、
明
ら
か
に
な
っ
て
ー
き
た
古
代
の
道
は
、
篤
く
ほ
ど
直
線

′
リ
（
暗
示
子
牛
い
も
の
だ
っ
・
仁
）
条
里
地
割
に
冶
う
以
上
直
線
で
あ
る

ー
ー
∴
は
当
焦
し
－
い
え
る
か
、
少
々
の
丘
堕
な
－
つ
切
り
通
し
で
で
も
真
っ

－
　
′
t
－
－
「
㌧
う
：
と
し
丁
∴
い
た
′
：
て
こ
ま
で
直
線
性
に
こ
だ
わ
「
た
の

は
在
世
が
？
　
人
が
基
く
だ
け
・
午
つ
：
て
三
三
C
の
直
線
性
は
必
要

な
い
は
す
だ
。

古
代
の
富
道
の
こ
と
を
「
駄
勝
仁
（
訓
読
す
れ
ば
ハ
エ
マ
ミ
チ
）

と
い
う
こ
と
か
ら
解
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
蔦
が
駆
け
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
た
。
「
駄
家
地
は
ウ
マ
ヤ
、
「
駆
使
」
は
ハ
ユ
マ
ツ
カ
イ
で
、
あ



ヽ

I

I

l

．
・
月
間
吊
－
　
）
の
笑
甲
の
方
向
件
で
‖
い
て
い
こ
う

上
く
り
み
高
点
が
み
ら
れ
ら
場
合
も
あ
っ
た
。
（
無
論
多
く
の
場
合
、

地
彫
守
の
制
約
で
困
難
で
は
あ
っ
た
が
）
。
こ
の
よ
う
な
、
広
域
に

わ
た
る
直
線
や
そ
れ
に
当
行
な
い
し
直
交
す
る
条
里
規
制
を
、
測
量

樵
器
も
な
い
時
代
に
よ
く
導
き
得
た
な
と
思
う
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、

先
行
す
る
古
墳
時
代
に
、
前
方
後
門
損
の
よ
う
な
幾
何
半
的
な
土
木

建
造
物
各
列
畠
各
地
に
築
造
し
持
た
の
で
あ
る
。
条
里
制
を
支
え
た

技
術
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
技
術
で
あ
っ
た
ろ
う
。

謡
を
戻
す
が
、
そ
う
し
た
雷
光
の
各
所
に
　
（
約
回
里
ご
と
に
）
駆

家
が
お
か
れ
、
郡
家
や
国
府
・
国
分
辛
が
、
て
こ
か
ら
諒
か
ら
捉
場

所
に
配
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
古
代
の
道
は
、
ま
わ
沈
－
”
し
訂
両
性
が
高

く
、
他
の
宮
裾
な
ど
と
共
に
、
ト
ー
タ
ル
に
デ
串
イ
ン
＼
日
高
た
ら
の

と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
る
。
道
に
言
う
と
、
古
代
の
帝
が
上
「
∴
∵
年
、
川

て
い
た
か
を
想
定
す
る
際
、
そ
の
手
か
か
り
と
な
プ
。
の
は
、
肌
家
や

郡
家
の
所
在
地
ば
か
り
で
な
く
、
条
里
の
方
向
性
と
余
朝
出
の
洛
告
屈

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
進
巌
に
よ
っ
て
、
条
里
刷
の
追
柄

と
考
え
ち
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
捉
起
さ
れ
て
き
た
。
条
里
制
に
伴
う
と

考
え
ら
れ
る
瞳
畔
や
瀧
な
ど
の
発
掘
調
査
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
占

い
時
代
の
造
物
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
の
た
。
出
土
造
物
か
ら
は
、

せ
い
ぜ
い
十
二
町
紀
頃
ま
で
し
か
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
と
い
う
の
た
。

∴
し
わ
以
前
に
も
条
里
制
の
山
裾
論
角
は
あ
っ
た
か
　
（
落
合
重
信

『
条
里
制
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
七
）
、
当
時
の
論
点
は
、
大
化
以
後

に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
大
化
前
代
に
遡
る
か
否
か

が
争
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
か
な
り
の
衝
撃
で
、

そ
れ
ま
で
　
「
条
里
制
造
縄
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
、
断
定
を
避
け

る
た
め
に
、
「
条
里
型
地
割
」
　
と
か
　
「
方
綿
状
土
地
区
画
」
　
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
ほ
ど
だ
。
し
か
し
そ
の
後
、
大
阪
棺
　
（
東
大
阪
市
・

八
尾
直
）
　
の
池
島
・
福
万
華
道
跡
で
は
、
十
世
紀
後
半
代
ま
で
遡
り

得
る
水
川
区
画
の
更
に
下
層
か
ら
、
同
じ
方
向
性
を
も
っ
た
地
割
が

検
出
さ
れ
、
そ
れ
が
し
直
紀
後
半
代
に
造
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
L
J
れ
て
い
る
。

旧
畔
跡
や
水
路
跡
か
ら
十
一
一
世
紀
以
前
に
遡
る
よ
う
な
遣
物
が
出

て
こ
住
い
　
（
乏
し
い
）
　
と
い
っ
た
感
触
は
、
一
般
の
遺
物
包
蔵
地
で

も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
時
代
の
後
、
十
一
、
十
二
世
紀

に
亙
る
ま
で
の
時
期
の
造
物
が
希
帝
京
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

北
勃
地
方
で
い
う
と
、
須
患
器
の
時
仕
か
ら
両
茶
碗
の
時
代
に
飛
ん

で
し
ま
う
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
へ
。
そ
の
時
期
の
焼
き
物
と
し
て
は
、

庚
柚
陶
器
と
呼
ば
れ
る
陶
器
が
愛
知
県
の
巌
技
を
中
心
に
生
産
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
庚
榊
陶
器
は
元
々
日
常
雑
器
と
は
言
い
難
い
。

と
す
る
と
、
庶
民
は
何
を
使
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
の
が
関
越
に
な

る
が
、
ま
だ
よ
く
判
っ
て
い
な
い
。
（
こ
れ
は
自
ず
と
別
の
闇
煩
を

捉
起
し
て
く
る
）
。
或
い
は
木
地
物
が
卓
越
し
て
い
た
の
か
も
し
れ



な
い
。
（
須
恵
器
の
下
限
が
も
っ
と
下
が
り
、
両
茶
碗
の
上
根
が
も
っ

と
上
が
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
）
。
こ
の
た
う
に
、
－
．
、

上
二
世
紀
以
前
の
造
物
が
乏
し
い
と
い
・
つ
の
は
．
服
の
毒
物
山
賊
地

で
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
点
し
ー
｝
し
仕
出
か
ら
離
れ
た
水
即
の

畦
畔
で
は
、
な
お
の
こ
と
造
物
が
之
－
く
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た

水
路
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
他
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
今
で
も

毎
年
「
井
（
ゆ
）
ざ
ら
い
）
　
L
L
い
う
も
の
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は

同
時
代
の
遣
物
と
い
う
の
は
頼
り
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
三
重
県
の
場
合

こ
こ
ま
で
は
長
い
前
置
き
で
、
二
重
県
に
お
け
る
古
代
宮
追
や
条

里
制
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
判
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
条
里

制
の
復
元
案
と
し
て
は
、
大
西
源
一
氏
　
（
「
伊
殉
国
飯
野
・
多
気
同

郡
に
於
け
る
条
里
の
復
原
」
当
確
更
地
壇
上
約
・
‘
－
・
‘
′
2
、
．
九
五
回
）

や
合
冊
極
大
氏
（
1
古
代
囲
家
と
神
宮
領
の
陸
同
日
「
i
来
信
申
出
服
．

九
七
二
、
、
－
条
里
制
と
荘
関
町
東
来
宮
出
版
．
九
］
六
二
仙
川
言
霊
鮎

民
（
弥
永
真
：
谷
間
武
雄
縮
『
伊
坊
湾
告
既
成
の
古
川
条
里
潮
目

東
京
堂
出
版
一
九
巳
九
）
な
ど
の
先
駆
的
五
葉
晶
が
高
ら
か
、
そ
の

当
時
は
「
道
代
」
と
い
う
視
点
が
ま
だ
∴
聴
聞
で
信
心
∵
∵
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
条
里
造
欄
と
関
係
づ
け
て
古
代
の
宮
誼
を
想
信
子
∵
ろ
に
は

圭
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
中
繭
塊
で
は
、
足
利
他
亮
氏
な
ど
に
よ
っ

て
、
都
と
伊
勢
神
宮
を
結
ぶ
道
な
ど
の
比
定
作
業
が
行
わ
れ
た

「
人
相
か
ら
伊
勃
神
宮
へ
の
古
代
の
道
－
『
瑠
璃
文
化
N
O
4
5
年
…
一
九

八
U
、
－
幸
宏
京
か
ら
伊
勃
神
宮
へ
の
古
代
の
追
」
『
端
境
文
化
N
O
5
1
時

九
八
一
）
。
足
利
氏
の
指
摘
で
、
掴
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
「
古
代
の
道
」
は
沖
巌
平
野
の
か
な
り
申
雷
り
を
通
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
。
近
代

の
枠
線
道
路
は
海
詰
り
を
通
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
古
代
の
道
」

は
な
ぜ
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
駅
烏
に
と
っ
て
、
川
帖
の
広
い

下
流
部
を
渡
河
す
る
よ
り
も
、
川
幅
が
あ
る
程
度
狭
ま
り
、
流
路
も

安
定
し
た
巾
に
近
い
場
所
の
方
が
渡
河
し
や
す
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
条
里
地
割
り
の
施
工
も
、
平
野
の
広
が
る
河

川
の
上
流
域
か
ら
よ
り
も
、
あ
る
桔
梗
上
手
の
方
か
ら
行
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
水
か
か
り
　
（
裾
維
）
　
の
問
題
を
考
え
る

と
、
上
流
か
ら
施
工
し
て
い
く
方
が
順
当
で
あ
る
　
（
下
流
か
ら
だ
と
、

全
て
完
成
し
な
い
こ
と
に
は
水
か
か
り
上
使
用
で
き
な
い
）
か
ら
だ
。

二
つ
考
え
て
い
く
と
、
条
里
規
制
の
施
工
過
程
で
、
道
代
と
し
て
余

朝
出
を
残
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
直
線
道
路
が
ま
ず
施
工
さ
れ
、
そ

れ
を
基
軸
と
し
て
条
里
地
割
り
が
施
工
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
、
条
里
制
の
施
行
時
期
が
い
つ
な
の
か
は
輝
く
措
く
と

し
て
、
”
初
め
に
道
あ
り
き
“
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
古
代
の

宮
道
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
北
勢
に
お
い
で
は
未
だ
そ
の
よ
う
な
道
路



眉
間
目
星
つ
が
“
（
∴
手
中
・
↓
　
（
！
、
‖
休
時
宜
持
在
日
信
士
∴
利
子
い
在
い
－

旧
男
地
域
で
は
、
条
里
地
割
の
見
つ
け
や
す
い
当
野
郎
で
申
く
か
ち

部
吊
化
か
進
行
し
て
い
て
、
古
代
常
道
の
存
在
を
想
定
し
た
り
、
発

掘
調
布
の
メ
ス
が
入
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
想

定
も
検
証
も
困
難
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
だ

に
日
本
書
紀
や
延
喜
式
な
ど
の
文
献
に
記
載
さ
れ
た
郡
家
・
駅
家
は

か
の
地
名
を
も
と
に
、
あ
れ
こ
れ
論
じ
続
け
て
い
る
と
い
う
の
か
実

情
な
の
で
あ
る
。

四
、
朝
明
郡
に
お
け
る
古
代
官
道
の
ル
ー
ト

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
読
窯
を
述
べ
、

大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
手
か
か
り
と
す
る
の
は
、
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
条
里
の
方
向
性
で
あ
る
。
先
行
士
∵
右
言
出
脇

道
の
例
な
ど
か
ら
、
条
里
の
ど
こ
か
に
余
剰
帯
が
あ
り
、
そ
れ
が
埴

代
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
復
原
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

条
里
の
ど
こ
に
　
「
古
代
常
道
」
を
想
定
す
る
と
最
も
合
理
的
だ
ろ
う

か
。
余
り
山
手
で
は
起
伏
が
多
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
切
り
通
し
を
多

く
造
れ
ば
工
事
か
大
変
で
あ
る
。
逆
に
余
り
海
苓
り
で
は
川
帖
も
広

く
な
り
、
土
地
も
不
安
定
で
馬
駆
け
に
不
向
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た

こ
と
を
勘
案
し
て
、
特
定
的
に
大
ま
か
な
古
道
　
（
含
伝
路
）
推
定
ラ

イ
ン
を
引
い
て
み
た
の
か
関
1
で
あ
る
　
（
南
北
に
命
を
付
し
、
そ
の

間
を
網
掛
け
で
示
し
た
）
。
こ
の
図
は
　
当
日
で
見
る
郷
土
史
　
桐
日

吊
の
し
小
山
∵
有
－
／
回
目
吊
出
没
所
　
在
上
人
）
　
に
抗
日
ら
れ
た
　
「
期

間
郁
条
里
図
」
と
「
．
重
郡
条
里
推
定
図
」
を
合
成
し
た
も
の
だ
が
、

元
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
先
に
示
し
た
　
『
伊
兜
湾
岸
地
域
の
古
代
条

里
制
』
　
（
五
四
・
五
五
蹟
第
9
図
）
　
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
後
者
を
そ
の

ま
ま
掲
げ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
小
縮
尺
地
形
図
の
緊
縛
さ
を
避

け
、
こ
こ
で
は
簡
略
化
さ
れ
つ
つ
も
縮
尺
の
大
き
い
前
者
を
用
い
た
。

ま
た
、
参
考
に
供
す
る
た
め
縄
生
廃
寺
・
久
超
絶
遺
跡
・
志
氏
神
杜

の
位
置
を
加
え
た
。
（
志
度
神
社
を
加
え
た
の
は
、
四
日
市
市
域
で

最
大
級
の
前
方
後
門
損
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
『
万
葉
集
虹
　
に
も

十
回
泥
経
略
」
と
し
て
見
え
る
か
ら
で
も
あ
る
）
。
大
ま
か
な
推
定
ラ

イ
ン
を
引
く
に
当
た
っ
て
候
補
地
帯
と
考
え
た
の
は
、
桑
名
断
層
や

回
目
再
臨
屈
に
よ
っ
て
生
じ
た
丘
陵
東
鋸
　
（
断
麟
崖
）
　
よ
り
菓
側

へ
初
潮
）
　
で
、
近
世
東
海
道
よ
り
も
概
ね
内
陸
に
位
置
す
る
ゾ
ー
ン

で
あ
る
。
も
う
少
し
山
側
で
も
よ
い
よ
う
に
患
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
以
上
西
側
だ
と
車
載
南
端
の
河
原
用
付
近
で
は
采
女
丘

陵
に
か
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
ギ
リ
ギ
リ
の
ラ
イ
ン
と
い
っ
て
い
い
。

（
ち
な
み
に
、
現
追
分
付
近
よ
り
繭
は
伝
路
と
孝
え
て
い
る
）
。
こ
の

ラ
イ
ン
上
で
、
河
川
の
氾
濫
に
よ
る
消
滅
（
天
白
川
流
域
等
）
　
と
思

わ
れ
る
場
所
以
外
で
、
唯
一
条
里
造
欄
が
詔
め
ら
れ
な
い
の
か
、
別

名
か
ら
東
西
阿
倉
川
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
の
場
所
を
、
明
治
二
十

四
年
測
図
の
二
万
分
の
一
地
形
図
　
（
図
2
）
　
で
見
る
と
、
そ
こ
は
垂

坂
丘
陵
か
ら
舌
状
に
延
び
る
丘
陸
地
で
、
何
と
ま
さ
に
、
別
名
か
ら



朝関都条里図

三遷郡秦里掘進棚
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8

西
阿
倉
川
に
か
け
て
、
多
少
蛇
行
し
っ
つ
も
一
定
方
向
を
描
向
中
ソ
勺

直
線
的
な
道
　
（
B
～
A
）
　
が
認
め
ら
れ
る
で
は
五
い
が
白
　
水
用
で
は

な
い
微
高
地
上
に
、
条
里
地
潮
と
重
な
り
あ
う
直
線
間
左
道
が
追
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
古
代
宮
川
の
痕
跡
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
・
つ
で
あ
る
生
ら
、
そ
の
前
後
に
も
続
く
道

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
楢
で
は
旧
軌
明
雄
佃
、
即
ち
別
名
か
ら
北

東
方
向
側
で
検
証
を
諒
み
た
い
が
、
ま
す
B
地
点
か
ら
そ
の
ま
ま
北

東
方
向
へ
破
線
で
示
さ
れ
た
道
（
当
時
の
凡
例
で
は
「
小
径
」
）
　
（
b
）

と
、
か
な
り
離
れ
て
は
い
る
が
囲
詰
問
を
通
る
東
海
道
　
（
東
海
道
自

体
は
璃
冨
田
地
内
で
南
東
へ
屈
曲
す
る
）
　
か
ら
前
歯
に
派
生
す
る
道

（
当
時
の
凡
例
で
は
、
里
道
の
中
の
　
「
聯
路
」
）
　
（
C
）
　
に
接
続
さ
せ

る
べ
き
か
、
と
い
う
二
通
り
の
ル
ー
ト
が
考
え
ら
れ
、
い
さ
さ
か
判

断
に
迷
う
。

そ
こ
で
、
米
華
に
よ
る
昭
和
二
十
年
代
の
航
空
写
真
へ
同
上
地
聴

院
の
　
「
国
土
変
遷
ア
ー
カ
イ
ブ
空
中
写
真
閲
覧
シ
ス
テ
人
言
∴
を
利
用
）

で
痕
跡
を
探
し
て
み
た
が
、
明
瞭
な
痕
跡
を
課
め
る
こ
と
は
で
美
÷
伍

か
っ
た
　
（
図
3
）
。
期
待
し
て
い
た
沖
航
中
野
　
（
水
川
面
）
　
で
の
道

路
痕
跡
は
お
ろ
か
、
明
治
二
十
年
代
の
地
彫
図
に
示
さ
れ
て
い
る
占

状
丘
陵
地
上
の
道
路
す
ら
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。

（
米
華
搬
彰
の
航
空
写
真
は
多
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
全
休
が
鳥
轍

で
き
る
よ
う
、
稿
度
は
高
め
だ
が
U
S
A
～
M
2
0
8
－
2
6
0
を

掲
げ
た
。
一
九
五
二
年
十
一
月
二
十
六
日
に
、
高
度
二
四
三
八
㍍
か

ら
撮
粧
さ
れ
手
∵
も
の
で
あ
る
）
。
む
し
ろ
こ
の
写
真
で
顕
藷
に
認
め

ら
れ
る
の
は
、
羽
津
地
区
と
そ
の
北
側
　
（
茂
福
）
　
の
剛
場
の
不
連
続

で
あ
る
。
現
在
は
県
道
上
海
老
茂
裾
線
　
（
通
称
詰
問
山
城
道
路
）
　
が

通
っ
て
い
る
が
、
同
道
路
（
一
九
七
三
年
着
工
、
一
九
八
〇
年
開
通
）

が
建
設
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
両
者
の
境
界
は
、
航
空
写
真
で
も
は
っ

き
り
謹
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
明
瞭
な
の
で
あ
る
。
一
体
そ
れ
は

な
ぜ
か
？

そ
こ
で
今
度
は
地
籍
図
　
（
正
確
に
は
、
地
籍
図
を
集
威
し
た
大
絵

図
）
　
を
み
る
と
、
羽
湿
地
匿
と
茂
福
側
で
は
、
地
割
　
（
農
地
型
）
　
の

方
向
性
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
　
（
図
4
）
。
便

帝
王
、
民
俗
方
位
に
倣
っ
て
両
側
を
西
、
海
側
を
東
と
す
る
と
、
羽

薄
地
匿
の
他
聞
は
基
本
的
に
来
宮
方
向
の
長
地
理
で
、
茂
福
側
で
は

商
北
方
向
の
長
地
理
が
車
越
す
る
。
（
た
だ
し
、
羽
港
地
区
で
も
投

網
と
接
す
る
場
所
で
、
繭
北
方
向
の
農
地
型
地
割
を
示
す
帯
状
の
区

画
が
あ
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
航
空
写
真
で
も
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る

両
者
の
境
界
は
、
地
割
の
方
向
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

椎
葉
さ
れ
る
。

本
題
に
撲
る
と
、
（
本
稿
添
付
の
写
真
で
は
細
か
く
て
判
別
し
う

ら
い
が
）
地
籍
図
で
は
容
易
に
舌
状
丘
陵
地
上
の
道
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
（
ま
た
、
本
稿
で
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
囲
阿
倉
川

村
の
地
籍
図
で
も
、
地
形
図
に
示
さ
れ
た
海
蔵
川
ま
で
の
逆
を
確
認

で
き
る
）
。
問
題
は
別
名
か
ら
北
で
あ
る
。
果
た
し
て
地
膚
図
に
破
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11

！
　
（
白
‥
■
i
j
l
I
r
小
津
　
／
白
＼
　
有
∵
仁
子
∵
み
の
が
、
そ
れ
と
も
囲
雷
同
の

旧
束
海
誼
か
ら
派
生
す
る
車
道
　
（
C
）
　
に
つ
な
が
る
の
か
。
結
論
か

ら
い
う
と
後
者
で
あ
っ
た
。
別
名
の
集
落
内
で
は
、
破
線
で
示
さ
れ

た
小
径
に
つ
な
が
る
地
割
を
見
出
せ
ず
、
逆
に
地
彬
図
に
…
一
で
示
さ

れ
た
胆
道
に
続
く
地
割
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
　
（
図
5
）
。
た

だ
し
、
そ
の
地
割
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
羽
津
地
区
の
耀
ま

で
で
あ
っ
て
、
茂
福
側
で
は
そ
れ
に
続
く
地
割
を
縮
認
で
き
な
い
。

し
か
し
、
茂
福
側
で
も
そ
の
北
半
　
（
北
村
）
　
に
至
る
と
塙
び
断
続
的

に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
接
続
す
る
西
嵩
田
村
で
は
き
わ
め
て
明
瞭

な
地
剖
と
な
っ
て
東
海
道
か
ら
派
出
す
る
道
（
C
）
　
に
重
な
る
。
そ

の
後
幅
び
地
割
を
遇
う
こ
と
が
難
し
く
な
る
が
、
蒔
用
材
と
黒
帥
村

の
学
界
　
（
D
・
E
）
　
に
そ
の
地
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

と
り
あ
え
ず
、
朗
明
郡
沖
積
平
野
部
に
お
け
る
古
代
宮
地
の
推
定

ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
以
上
に
と
ど
め
て
お
く
と
し
て
、
「
近
代
」
　
と

し
て
の
　
「
余
剰
帯
」
　
は
そ
の
地
割
線
の
東
繭
い
ず
れ
の
個
に
広
が
っ

て
い
た
の
か
。
農
地
型
地
割
が
南
北
方
向
で
あ
る
茂
裾
側
の
北
半

（
及
び
羽
津
地
区
の
茂
福
隣
接
地
）
　
等
で
は
、
長
地
塑
地
割
一
区
画

（
－
段
）
　
の
簸
辺
が
か
つ
て
の
道
路
幅
を
継
承
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
が
、
そ
れ
は
東
西
い
ず
れ
の
側
な
の
か
。
そ
こ
で
改
め
て
東
西

方
向
の
長
地
型
で
あ
る
羽
薙
地
区
の
地
割
を
見
る
と
、
先
の
古
道
推

定
ル
ー
ト
の
東
側
　
（
海
側
）
　
に
隣
接
す
る
長
地
型
地
割
の
長
さ
　
（
良

雄
）
　
が
、
他
の
長
池
型
地
割
の
長
さ
よ
り
少
し
長
い
こ
と
に
気
付
く
。

通
常
の
長
辺
を
一
町
＝
約
一
〇
九
㍍
と
す
る
と
、
そ
の
長
さ
は
約
一

二
七
㍍
に
な
り
、
実
に
一
八
㍍
も
の
　
「
余
剰
嘗
」
、
即
ち
「
道
代
」

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
古

代
常
道
が
そ
の
役
割
を
終
え
て
以
降
、
隣
接
す
る
地
割
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
）
。
無
論
側
溝
や
の
り
面
の
部
分
が
あ
る
の

で
、
実
際
の
道
路
面
は
そ
れ
よ
り
幾
分
狭
く
な
る
が
、
側
薄
心
心
咽

で
一
五
㍍
級
の
直
線
官
道
　
（
駅
路
）
　
が
か
つ
て
こ
こ
を
通
っ
て
い
た

と
確
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

五
、
朝
明
郡
に
お
け
る
官
適
整
備
の
時
期

で
は
、
そ
れ
が
整
備
さ
れ
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
か
？
　
た
と
え

ば
、
壬
申
の
乱
に
際
し
て
大
海
人
皇
子
が
こ
の
地
を
適
っ
た
時
（
六

七
二
年
）
　
に
、
果
た
し
て
こ
の
宮
道
　
（
駄
路
）
　
が
整
備
さ
れ
て
い
た

の
か
ど
う
か
。

ち
な
み
に
出
脇
道
に
つ
い
て
は
、
1
日
本
詳
記
』
　
に
次
の
よ
う
な

記
事
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
崇
峻
天
皇
五
年
（
五
九
．
一
）
　
東
淡
咄
駒
が
天
皇
を
殺
し
た
際
に
、

「
駅
使
」
を
筑
紫
に
派
遣
す
る
。

・
推
古
十
一
年
（
六
〇
三
）
　
来
日
撫
子
が
筑
累
で
亡
く
な
っ
た
と
い

う
報
せ
が
、
「
駅
使
」
　
に
よ
っ
て
飛
鳥
へ
も
た
ら
さ
れ
る
。

・
吏
極
元
停
（
六
四
∴
）
　
舘
明
大
蔦
の
崩
御
に
伴
い
、
安
口
実
比
羅
夫

が
筑
累
か
ら
飛
鳥
ま
で
「
駅
鳴
」
　
で
貼
る
。
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・
声
明
．
仕
∴
∵
ハ
信
士
）
　
端
蕪
に
課
差
し
た
謝
雄
適
用
の
人
を
、

－
駄
－
（
は
ゆ
ま
）
　
で
召
喚
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
六
世
紀
未
か
ら
七
世
紀
前
半
の
時
点
で
既
に
整

備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
白
村
江
の
敗
北

（
六
六
三
年
）
　
を
契
機
と
し
て
、
他
の
冨
道
も
急
速
に
板
高
槻
さ
れ

て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

時
点
で
既
に
伊
勢
園
北
部
に
は
常
道
が
啓
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う

明
確
な
根
拠
を
挙
げ
よ
と
言
わ
れ
れ
ば
返
答
に
萌
す
る
。
実
際
、

壬
申
の
乱
に
関
す
る
刊
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
見
る
と
、
「
隠
（
名

張
）
駅
家
」
「
伊
賀
駅
家
」
は
共
に
「
焚
く
」
と
宮
か
れ
て
い
る
が
、

三
重
・
朝
明
・
桑
名
で
は
、
郡
家
は
出
て
さ
て
も
駅
家
は
出
て
こ

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
勤
園
北
都
で
は
、
ま
だ
駄
家
が
設

随
さ
れ
て
い
な
い
　
（
＝
駅
路
が
盤
備
さ
れ
て
い
な
い
）
　
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
畿
内
に
隣
接
す
る
伊
星
間
ま
で
士
十

や
く
整
備
さ
れ
た
段
階
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
と
も
考
え

・
？
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
坊
主
県
所
沢
市
の
東
の
上
追
跡
に
お
い
て
、

東
山
道
武
蔵
路
（
束
山
道
の
支
線
）
と
推
定
さ
れ
る
追
酪
跡
の
側

溝
か
ら
出
上
し
た
須
患
器
の
杯
身
蓋
セ
ッ
ト
は
、
ほ
ぼ
完
彬
で
あ

る
こ
と
か
ら
施
上
席
の
地
鎮
〓
三
C
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
予
の
年
代
硯
は
　
I
L
世
紀
終
わ
り
で
も
、
中
頃
に
近
い
時
期

の
も
の
で
あ
ぶ
∴
甲
罷
帖
が
示
さ
れ
て
い
る
」
　
（
近
江
俊
秀
『
道
賂

槌
生
－
i
考
古
半
か
ら
み
た
道
づ
く
り
ー
岨
古
木
雷
店
二
〇
〇
八
）

そ
う
で
あ
る
（
〕
　
遠
国
に
お
い
て
す
ら
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
近
国
で

あ
る
伊
菊
間
に
お
い
て
、
己
世
紀
中
頃
に
駅
路
が
整
備
さ
れ
て
い

た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
記
載
が
な
い
か
ら
と
い
っ

て
存
在
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
鈴
鹿
郡
家
や
川
曲
郡
家
も
壬
由

紀
に
記
載
は
な
い
が
、
無
論
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
さ
ら

に
、
‖
頑
で
本
稿
は
　
着
日
都
が
飛
鳥
∴
藤
原
京
に
あ
っ
た
頓
の
初

期
常
道
」
　
に
つ
い
て
論
じ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
闇
に
一
時
都
は

大
津
に
遭
っ
て
い
る
　
（
六
六
七
年
）
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
、

不
破
関
の
重
要
性
が
格
段
に
高
ま
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
北

男
地
方
は
、
幸
∵
さ
に
鈴
鹿
・
不
破
の
二
間
を
結
ぶ
回
廊
地
帯
に
位

置
し
、
二
間
を
結
ぶ
宮
追
　
（
駄
路
）
　
は
山
陽
道
に
次
ぐ
重
要
性
を

帯
び
て
い
た
と
い
っ
て
も
語
根
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え

六
∵
十
、
十
は
り
減
に
盤
備
し
、
∵
祁
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
の

で
は
星
い
か
と
考
え
る
。
．
般
論
と
し
て
も
、
避
く
と
も
浄
御
原

合
　
（
六
八
九
年
）
　
以
降
、
鮎
川
の
給
付
が
行
わ
れ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
以
前
の
厳
酷
で
戸
羅
　
（
六
L
O
年
収
午
年
羅
）
　
編
成
と
共
に

条
里
制
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
と
口
分
田
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
し
、
さ
ら
に
そ
の
条
里
制
に
先
行
し
て
基
軸
と
な
る
宮
道
か

整
備
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
（
で
な
け
れ
ば
、

区
画
し
た
ば
か
り
の
間
を
再
び
潰
す
こ
と
に
な
る
）
。
そ
う
し
た

事
業
が
舶
用
給
付
に
先
行
し
て
ど
こ
ま
で
遡
り
得
る
か
？



壬
申
の
乱
は
、
ま
さ
に
六
七
二
年
と
い
う
徴
妙
音
∵
タ
イ
、
、
、
ン
グ

で
起
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
る
こ
と
は
で
烹
左
い

か
。
宮
道
が
既
に
整
備
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
て
、
大
海
人
皇
子
は

「
関
菓
」
　
で
の
作
戦
を
立
案
し
、
勝
算
あ
り
と
み
た
の
で
は
左
が
っ

た
か
と
。

以
上
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
可
罷
帖
に
つ
い
て
述
べ
た
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
神
朝
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
駄
路
が
整
備
さ
れ

て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る
。
発
掘
調

査
に
よ
る
道
路
痕
跡
の
兜
兄
等
今
後
の
質
料
の
増
加
を
待
っ
て
判

断
し
た
い
が
、
取
り
あ
え
ず
の
叩
き
台
と
し
て
根
葉
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
当
該
地
域
を
発
掘
調
査
す
る
際
に
は
、
そ
う
い
っ
た

可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
調
杏
に
当
た
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の

で
あ
る
。
（
た
と
え
は
、
先
に
推
定
し
た
ル
ー
ト
は
、
茂
福
地
内

で
三
重
県
立
光
起
高
等
学
校
の
敷
地
内
を
通
過
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
校
北
辺
を
通
る
道
は
図
2
に
描
か
れ
た
聖
道
と
思
わ
れ
、
そ
の

延
長
上
に
久
留
倍
遺
跡
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
）
。

現
状
変
更
の
際
に
、
そ
う
し
た
観
点
で
の
留
意
を
促
し
て
お
く
こ

と
も
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
拙
柵
に
．
廟
の
価
値
あ
り
と
判
断
し

て
、
発
表
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
県
史
縞
さ
ん
班
及

び
関
係
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
二
〇
一
二
年
八
月
一
日
脱
縮
、
二
〇
一
三
年
九
月
十
二
日
補
訂
）

／
i
∵
年
目
　
i
条
里
剛
の
者
間
規
子
－
－
条
里
刷
研
究
会
記
硝
子
」
－
－
（
奈
良
国
立
文

仕
屈
伸
詰
所
∵
五
八
．
）
　
に
収
め
ら
れ
た
搬
告
の
中
で
、
中
井
…
大
抵
は
　
「
現
状

の
ソ
上
申
」
出
校
的
．
叛
す
る
、
通
読
す
る
条
里
地
割
と
い
う
の
は
、
‥
1
．
世
紀

生
半
∴
∴
∴
㍗
仕
出
潮
時
羅
備
に
伴
っ
て
蓮
生
し
た
可
能
性
が
あ
る
」
　
（
七
五
両
）

1
言
出
読
つ
出
て
い
り
？

（
2
）
　
昭
和
∴
「
六
年
「
九
六
二
販
　
）
、
関
目
両
帝
史
言
も
「
四
日
両
地
方
に
お
け

る
条
里
の
想
定
図
」
を
載
せ
る
が
、
作
凶
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

ヘ
ー
）
　
た
だ
し
幽
刷
登
氏
は
、
∵
壬
申
の
乱
及
び
曽
武
天
皇
伊
舞
巡
幸
と
光
男
」
　
（
．
史

料
上
策
一
九
∵
号
、
∴
0
0
両
）
　
の
中
で
、
現
在
の
県
道
員
弁
曲
目
帝
線
（
金
城

町
で
同
道
言
弓
か
ち
分
岐
し
、
大
矢
知
町
に
語
る
道
）
　
を
「
郡
家
と
郡
家
を
結
ぶ

邪
伝
路
に
相
当
す
る
」
と
き
れ
て
い
－
C
。

（
－
）
条
里
間
違
梢
に
関
し
て
は
、
近
年
、
辻
子
追
跡
（
朝
日
時
雄
縄
）
　
で
検
畠
さ
れ

て
い
る
か
、
妓
念
左
か
ら
施
主
時
期
の
飾
定
に
は
生
っ
て
い
な
い
。

（
5
）
　
重
版
丘
陵
本
体
と
区
別
す
る
た
め
に
、
本
梢
で
は
舌
状
丘
陵
地
の
表
現
を
用
い

言、

（
6
）
　
実
は
、
′
川
口
直
面
吏
第
十
六
巷
∴
通
史
細
　
古
代
・
申
出
』
　
（
四
日
前
面
一
九

五
五
）
　
の
付
緑
「
付
図
3
　
四
日
市
串
の
海
星
平
野
－
徽
地
形
と
条
里
地
割
－
⊥

（
原
図
‥
古
間
敏
弘
民
）
　
で
も
、
「
正
式
2
万
分
の
1
地
形
図
か
ら
推
測
さ
れ
る
条

里
他
聞
の
痕
跡
」
　
（
凡
例
）
　
を
果
練
で
示
し
、
舌
状
微
高
地
士
の
道
に
も
破
線
で

重
ね
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
か
古
代
宮
道
（
販
路
）
　
の
痕
跡
で
あ
る
可
能
姓
に
つ

い
て
は
言
及
し
て
い
杖
い
。

（
7
）
本
船
で
・
巻
照
し
た
地
諦
図
は
、
県
吏
鮎
黙
雷
所
載
の
　
「
伊
勤
咽
朝
明
細
羽
津
村

八
幡
村
吉
津
村
別
名
神
棚
村
全
問
」
及
び
「
伊
舞
曲
三
重
郡
晒
阿
合
川
村
会
間
」

「
伊
舞
幽
湖
明
耶
茂
高
村
北
村
合
間
」
「
伊
勢
幽
靭
明
鞘
押
詰
開
村
全
問
」
　
で
あ
ブ
？



測
図
年
は
羽
津
村
外
囲
∴
村
か
明
海
－
八
年
、
西
陣
合
川
杓
が
同
二
－
年
、
茂
柄

杓
北
村
と
曹
詰
問
村
が
同
二
十
一
年
で
在
り
、
原
図
の
縮
尺
は
い
‥
ノ
リ
れ
亨
へ
十
万

之
一
で
あ
る
：
し
こ
で
は
羽
津
村
外
囲
今
村
土
成
持
出
高
村
の
刷
碑
図
を
告
白
で

地
け
（
図
4
）
、
さ
ら
に
前
者
の
諒
当
個
所
（
図
2
の
丁
－
に
相
当
享
誓
同
所
）

を
ト
レ
ー
ス
し
て
示
し
た
（
図
5
）
。
た
だ
し
、
ト
レ
ー
ス
の
生
に
高
二
ノ
て
い
お

の
は
：
丁
ツ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
巌
彬
し
た
写
正
三
、
読
∵
り
、
車
両
畑
中
を
確
保
で
き
て

い
な
い
た
め
、
否
か
あ
る
こ
と
を
お
飾
り
し
て
お
く

有
為
、
羽
津
村
外
囲
ケ
杓
は
、
後
に
合
作
し
て
羽
仕
出
し
ー
ー
な
り
、
間
口
出
直
に

合
併
し
た
現
在
も
羽
津
地
区
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
保
持
し
て
い
．
C
た
め
、
文
中

で
も
羽
津
地
区
と
表
現
し
た
。

（
8
）
。
‖
本
吉
紀
上
白
離
閏
年
（
六
五
二
）
六
月
条
に
、
∴
捗
姐
の
大
雄
を
惟
冶
る
ー

と
い
う
記
事
か
見
え
る
か
、
こ
れ
は
そ
の
直
面
に
・
寧
ろ
二
言
日
詰
・
新
羅
、
硬
を
潰

し
て
高
調
り
物
撮
る
二
と
い
う
葉
作
を
ま
げ
て
の
持
高
で
完
了
？
う
と
思
わ
れ
、
三

の
ル
ー
ト
上
の
宮
道
か
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
う
I
。

（
。
ノ
）
た
だ
し
、
近
江
氏
白
身
は
、
L
証
の
用
照
雄
鮪
は
大
武
朝
に
な
っ
て
小
言
∵
－
の

立
場
で
あ
る
。

（
輸
）
既
に
、
古
本
雷
鳥
告
白
鱒
三
年
（
六
五
一
）
正
月
奈
に
、
川
中
∵
？
÷
三
雄

に
之
り
空
と
見
え
る
（
－
た
だ
、
記
述
は
事
済
的
で
あ
り
、
黒
た
し
て
全
日
規
雄

で
の
こ
と
を
指
す
の
か
否
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
同
年
間
目
星
月
条
に
、

「
口
語
を
造
る
。
凡
そ
、
五
十
月
を
里
と
す
」
去
々
の
記
事
か
見
－
享
有
が
、
同
様

に
、
と
の
桂
皮
の
焼
損
で
実
施
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
十
の
る
一

三
重
県
史
研
究

一
平
成
二
十
六
年
一
一
月
三
十
一
日
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