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は
じ
め
に

か
つ
て
の
北
陸
道
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
辿
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
す
で
に
南
北
朝
j
戦
国
期

に
関
し
て
検
討
を
加
え
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
結
論

と
し
て
、
敦
賀

i
府
中
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
①
主

要
道
と
し
て
、
陸
路
を
木
ノ
芽
峠
越
え
で
今
庄
に
達

し
、
さ
ら
に
北
上
し
て
府
中
に
至
る
経
路
、
②
物
資

輸
送
に
好
都
合
の
経
路
と
し
て
(
む
ろ
ん
旅
行
者
の

利
用
も
多
か
っ
た
が
)
、
敦
賀
か
ら
舟
で
海
路
を
献
材

浦
(
南
北
朝
期
)
、
ま
た
は
河
野
・
今
泉
浦
(
戦
国
期
)

に
達
し
、
続
い
て
い
わ
ゆ
る
西
街
道
を
府
中
ま
で
辿

泉

鎌
倉
期
以
前
の
北
陸
道
と
水
津

たる
01経

路

以
上
の

経
路
を
確
三刃

す
る

と
が
で
き

部
分
に
も
大
き
な
異
同
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

す
い
づ

舟
か
ら
上
陸
す
る
地
点
は
水
津
(
現
在
は
杉
津
と
書

か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
当
時
の
表
記
「
水
津
L

に
統

一
し
て
お
く
)
と
す
る
史
料
が
い
く
つ
か
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
水
津
に
関
す
る
史
料
を
ま
と
め
て
検

し
か
る
に
こ
の
北
陸
道
の
経
路
も
、
鎌
倉
期
に
遡

る
と
い
さ
さ
か
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
と

く
に
敦
賀
湾
舟
運
を
利
用
し
た
場
合
の
上
陸
地
点
に

著
し
い
相
違
が
あ
り
、
そ
の
結
果
そ
れ
に
続
く
陸
路
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討
し
、
鎌
倉
期
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
北
陸
道
の
経
路

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
初
め
に
、
寸
藤
原
隆
信
朝
臣
集
」
の
一
節
を
引

用
し
ょ
、
7
0

そ
の
よ
も
明
ぬ
れ
は
、
す
い
つ
の
わ
た
り
と
て
、

し
ほ
う
み
の
な
み
も
い
と
け
は
し
け
な
る
、
ふ

ね
に
の
り
て
こ
き
出
る
も
わ
た
り
と
こ
そ
い
へ

と
、
い
と
は
る
か
に
見
わ
た
さ
れ
た
る
ほ
と
、

お
そ
ろ
し
く
さ
へ
お
も
ひ
っ
、
け
ら
れ
て
、
い

そ
に
つ
き
て
あ
み
ひ
く
を
み
て
、

を
く
あ
み
の
沖
を
は
る
か
に
め
く
れ
と
も

都
に
の
み
も
ひ
く
心
か

h)

作
者
藤
原
隆
信
は
、
生
没
年
が
康
治
元
年
(
三

四
二
)

j
元
久
二
年
(
一
二

O
五
)
、
つ
ま
り
平
安
末

期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
、
肖

像
画
々
家
の
第
一
人
者
と
の
名
声
が
あ
り
、
ま
た
藤

原
定
家
の
異
父
兄
に
当
た
っ
て
歌
人
と
し
て
も
著
明

で
あ
る
。
右
の
和
歌
の
詞
書
に
よ
る
と
、
夜
が
明
け

て
敦
賀
津
で
舟
に
乗
り
、
「
す
い
つ
の
わ
た
り
L

に
向

け
て
漕
ぎ
出
し
た
の
も
、
こ
こ
が
渡
り
だ
か
ら
こ
そ

で
、
恐
ろ
し
く
さ
え
思
わ
れ
た
が
、
や
が
て
水
津
の

磯
に
着
い
た
と
こ
ろ
、
網
を
曳
く
光
景
が
見
ら
れ
た

と
語
ら
れ
て
い
る
。
渡
り
の
表
記
が
二
度
も
見
え
て

い
て
、
水
津
が
敦
賀
湾
舟
運
の
一
方
の
舟
着
き
場
で

あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。

次
に
『
吾
妻
鏡
』
の
一
節
を
掲
げ
よ
う
。

木
曲
旦
一
旭
者
、
為
平
家
追
討
上
洛
、
廻
北
陸
道
。
而

先
陣
根
井
太
郎
、
至
越
前
回
水
津
、
与
通
盛
朝
臣

従
軍
、
巳
始
合
戦
云

J々
U
J
)

右
は
養
和
元
年
(
一
一
八
一
)
に
木
曽
義
仲
が
、

平
家
追
討
の
た
め
に
北
陸
廻
り
で
上
洛
を
目
指
し
た

際
の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
先
障
の
根
井

太
郎
が
水
津
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
、
敵
の
平
通
盛
軍

と
遭
遇
し
、
早
く
も
合
戦
に
及
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
水
津
が
街
道
の
重
要
な
結
節

点
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
争
奪
が
勝
敗
を

分
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
義
仲
軍
上
洛
よ
り
も
さ
ら
に
遡
っ
た
安
元
三

年
(
一
一
七
七
)
に
は
、
加
賀
白
山
神
社
の
神
人
ら

が
神
輿
を
担
ぎ
出
し
、
は
る
ば
る
と
延
暦
寺
に
ま
で

運
ん
で
強
訴
を
行
っ
た
と
『
源
平
盛
衰
記
』
に
一
記
さ

れ
る
が
、
そ
の
際
の
経
路
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と

い、
7
。

-
神
輿
を
本
山
延
暦
寺
に
振
り
上
げ
奉
り
訴
へ

申
さ
ん
:
:
:
と
議
定
し
て
、
各
自
山
権
現
の
御
前

に
し
て
、
一
味
の
起
請
を
書
き
灰
に
焼
き
て
、
神

水
に
浮
め
て
こ
れ
を
呑
む
。
:
:
:
安
一
万
三
年
正
月

晦
日
辛
未
の
日
、
吉
日
な
り
と
て
御
門
出
あ
り
。

:
:
:
十
一
日
に
は
須
河
社
、
十
二
日
に
は
越
前
回

細
呂
宜
山
の
麓
、
福
龍
寺
森
の
御
堂
へ
入
ら
せ
給

ふ
。
:
:
:
十
三
日
に
は
木
田
河
の
は
た
、
十
四
日

に
は
小
林
の
宮
、
十
五
日
に
は
か
へ
る
の
堂
、
十

六
日
に
は
水
津
の
浦
、
十
七
日
に
は
敦
賀
の
津
、

(
一
-
一
同
月
)

北
の
端
金
が
崎
の
観
音
堂
へ
入
れ
奉
る
。
:
:
:
十

三
日
に
神
輿
を
出
し
奉
っ
て
、
荒
智
の
中
山
立
越

え
て
、
海
津
の
浦
に
著
き
給
ふ
。
こ
れ
よ
り
御
舟

に
召
し
て
海
上
に
浮
ぴ
た
ま
へ

1
1

す
な
わ
ち
、
加
賀
須
河
社
(
菅
生
社
)
i
越
前
細

呂
宜
山
麓
「
福
龍
寺
森
御
堂
」

1
木
田
河
の
は
た
(
い

ま
の
足
羽
川
)
1
「
小
林
の
宮
」
(
所
在
不
明
)

j
「か

か
ひ
る

へ
る
の
堂
」
(
鹿
蒜
神
社
)
i
水
津
浦
j
敦
賀
金
が
崎

の
観
音
堂
1
荒
智
中
山
越
え
1
海
津
浦
、
と
い
う
経

路
を
、
辿
っ
て
、
神
輿
が
運
ば
れ
て
行
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
水
津
浦
か
ら
敦
賀
津
ま
で
の
聞
は
、
た
ぶ

ん
舟
運
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
水
津
が
敦
賀
湾
舟
運
の
上
陸
地
点
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
も

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



45 

あ

る

。

検

注

使

が

敦

賀

か

ら

舟

に

乗

っ

て

水

津

に

着

く

こ

と

て
御
検
注
使
迎
料
水
津
夫
伝
馬
事
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
河
口
・
坪
江
庄
か
ら
わ
ざ

ム

ロ

夫

十

人

・

伝

馬

五

疋

わ

ざ

夫

・

伝

馬

を

派

遣

し

て

こ

こ

に

出

迎

え

、

そ

の

上
郷
夫
二
人
伝
馬
二
疋
口
取
一
人
荷
物
な
ど
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
史
料

後

山

伝

馬

一

疋

口

取

一

人

か

ら

は

、

鎌

倉

期

の

敦

賀

湾

舟

運

が

、

敦

賀

i
水
津

鏡

野

地

夫

一

人

の

聞

に

運

行

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

確

認

で

き

る

の

で

下
郷
夫
一
人
伝
馬
一
疋
口
取
一
人
あ
る
。
た
だ
し
、
本
来
は
こ
の
よ
う
に
夫
・
伝
馬
の

三
国
湊
夫
一
人
伝
馬
一
疋
在
日
取
準
備
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
右
の
史
料
で
は

三

ケ

浦

夫

二

人

寸

迎

料

L

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て

北

方

夫

二

人

は

水

津

で

現

地

の

人

夫

・

伝

馬

を

雇

用

し

、

河

口

・

阿

古

江

夫

一

人

坪

江

庄

に

到

着

後

に

そ

の

費

用

を

ど

こ

が

負

担

す

る

永
仁
六
年
八
月
廿
三
円
円
)
か
の
配
分
を
記
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
も
の
か
も

右
の
史
料
は
、
永
仁
六
年
(
一
二
九
八
)
八
月
に
知
れ
な
い
。

作
成
さ
れ
た
注
進
状
で
、
輿
福
寺
か
ら
越
前
河
口
庄
最
後
に
、
『
万
葉
集
』
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
て
み
る

へ
下
向
す
る
検
注
使
を
出
迎
え
る
た
め
の
水
津
夫
十
と
、
次
の
和
歌
が
注
目
さ
れ
る
。

人
・
伝
馬
五
疋
の
負
担
配
分
を
一
記
し
た
も
の
で
、
坪
角
鹿
津
乗
船
時
、
笠
朝
臣
金
村
作
歌
一
首
弁
短

江
上
郷
か
ら
は
水
津
夫
二
人
・
伝
馬
二
疋
(
口
取
一
歌
:
・
(
長
歌
略
す
)
:
・

人
を
付
け
る
)
、
後
山
か
ら
は
伝
馬
一
疋
(
口
取
一
人
)
越
の
海
の
手
結
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば

な
ど
と
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
と
も
し
み
大
和
思
ひ
可
)

見
え
る
「
御
検
注
使
迎
料
水
津
夫
伝
馬
事
」
と
の
表
右
の
作
者
笠
金
村
は
、
角
鹿
津
(
敦
賀
津
)
で
舟

記
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
水
津
夫
」
と
い
う
熟
語
が
成
立
に
乗
っ
て
海
上
を
北
に
向
か
い
、
途
中
に
手
結
が
浦

し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
水
津
(
酌
骨
浦
)
の
集
落
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
到

ま
で
出
迎
え
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
る
人
夫
の
意
味
で
、
着
地
点
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
水
津
で
あ
っ
た
可

泉

鎌
倉
期
以
前
の
北
陸
道
と
水
津

能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
奈
良

期
で
も
敦
賀
以
北
に
向
か
う
旅
行
者
は
敦
賀
湾
舟
運

を
利
用
し
、
そ
の
上
陸
地
点
は
水
津
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一一

舟
運
の
上
陸
地
点
が
水
津
で
あ
っ
た
理
由
は
、
敦

賀
湾
の
波
浪
と
砂
浜
海
岸
の
発
達
状
況
に
関
わ
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
敦
賀
半
島
が
横
た
わ
る
影
響
で
、

湾
内
で
は
水
津
付
近
ま
で
比
較
的
に
波
浪
が
低
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
水
津
か
ら
北
で
は
外
海
と
な
っ
て

波
浪
が
高
く
な
る
。
ま
た
砂
浜
海
岸
の
形
成
も
こ
の

水
津
付
近
ま
で
の
こ
と
で
、
こ
こ
よ
り
北
で
は
砂
浜

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
水
津
以

北
の
海
岸
が
断
層
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
沿
岸
流
に
よ
る
土
砂
堆
積
が
そ
も
そ
も
不
可
能

な
地
形
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
形
図
で
見
る

と
分
か
る
よ
う
に
、
水
津
の
西
に
は
小
さ
い
岬
寸
岡

崎
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
水
津
に
は
外
海
の
波

浪
が
ほ
と
ん
ど
押
し
寄
せ
る
こ
と
な
く
、
舟
運
の
上

陸
地
点
と
し
て
は
実
に
好
都
合
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
好
条
件
の
水
津
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
南
北
朝
期
に
な
る
と
こ
こ
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ

な
く
な
り
、
舟
は
専
ら
蕪
木
浦
へ
向
か
う
よ
う
に
な
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る
。
そ
の
原
因
が
何
か
は
ま
だ
未
詳
で
あ
る
が
、
敢

え
て
想
像
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
変
動

の
前
提
と
し
て
ま
ず
、
蕪
木
浦
か
ら
府
中
に
向
か
う

い
わ
ゆ
る
西
街
道
の
整
備
が
実
施
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
鎌
倉
末
期
こ
ろ
に
、
西
街
道

の
拡
幅
や
削
平
の
工
事
、
あ
る
い
は
蕪
木
浦
の
津
と

し
て
の
整
備
・
充
実
(
砂
浜
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で

上
陸
設
備
が
必
要
と
な
る
)
の
工
事
が
実
施
さ
れ
、

ま
た
物
資
輸
送
の
手
段
た
る
馬
・
牛
な
ど
の
配
備
も

行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
一

つ
の
前
提
と
し
て
は
、
水
津
以
北
の
波
浪
の
高
い
外

海
を
蕪
木
浦
ま
で
、
安
定
的
に
航
行
で
き
る
舟
が
登

場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
鎌
倉
末
期
こ
ろ

に
、
小
型
の
舟
の
製
作
技
術
に
変
化
が
生
じ
た
可
能

性
が
あ
り
、
波
浪
に
強
い
安
定
的
な
舟
が
就
航
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
水
津
に
上
陸
し
た
旅
行
者
の
そ
の
先
の
経

も

と

ひ

だ

路
で
あ
る
が
、
水
津
か
ら
一
克
比
回
ま
で
徒
歩
で
北
上

し
、
こ
こ
か
ら
山
中
峠
(
標
高
三
八
九
メ
ー
ト
ル
)

か

え

る

か

ひ

る

を
越
え
て
、
山
中
i
大
桐
i
帰
(
現
南
今
庄
で
鹿
誌

と
も
書
く
。
た
だ
し
帰
を
中
心
と
す
る
谷
全
体
が
鹿

蒜
郷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
今

庄
も
郷
内
に
含
ま
れ
た
か
も
知
れ
な
い

)

1
今
庄
と

辿

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

。

し

か

も

こ

れ

を

避

け

て

海

岸

部

を

歩

も

う

と

=

一

し

て

も

、

砂

浜

が

途

切

れ

て

岩

石

の

岬

を

迂

回

し

な

そ
こ
で
最
後
に
、
『
万
葉
集
』
に
掲
載
さ
れ
る
大
伴
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に

家
持
の
歌
を
引
用
し
て
、
こ
れ
の
持
つ
問
題
点
を
検
近
い
。
つ
ま
り
敦
賀
湾
東
岸
を
海
岸
線
に
沿
っ
て
歩

討

し

て

お

き

た

い

。

ん

だ

と

す

る

経

路

想

定

は

、

そ

も

そ

も

想

定

自

体

が

か
へ
る
み
の
道
行
か
む
日
は
五
幡
の
坂
に
無
理
な
の
で
あ
る
。
②
そ
こ
で
丘
陵
を
避
け
る
た
め

袖

振

れ

わ

れ

を

し

思

は

吟

)

に

敦

賀

か

ら

無

関

ま

で

谷

合

い

を

歩

み

、

次

い

で

山

こ
れ
は
、
大
伴
家
持
が
天
平
二
十
年
(
七
四
八
)
を
越
え
て
五
幡
に
達
し
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
水
津
へ

三
月
廿
六
日
に
詠
ん
だ
も
の
で
、
帰
山
へ
の
道
を
私
北
上
し
、
山
中
峠
1
帰
と
歩
む
経
路
を
考
え
て
み
よ

が
歩
ん
で
い
く
日
に
は
、
「
五
幡
の
坂
」
に
立
っ
て
別
う
。
こ
の
経
路
想
定
は
、
必
ず
し
も
あ
り
得
な
い
こ

れ
の
袖
を
振
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
歌
っ
て
い
る
。
と
で
は
な
い
。
し
か
し
五
幡
へ
迂
回
す
る
こ
と
で
相

つ
ま
り
、
敦
賀
か
ら
陸
路
を
北
へ
向
か
う
家
持
を
見
当
の
遠
回
り
と
な
る
か
ら
、
な
ぜ
こ
う
し
た
遠
回
り

送
る
た
め
に
、
見
送
り
の
者
達
は
「
五
幡
の
坂
L

ま
経
路
を
辿
っ
た
の
か
と
の
説
明
が
必
要
に
な
る
が
、

で
つ
い
て
く
る
の
が
慣
例
で
、
こ
こ
で
双
方
が
別
れ
そ
れ
の
出
来
な
い
と
こ
ろ
が
こ
の
想
定
経
路
の
最
大

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
の
弱
点
で
あ
る
。

「
五
幡
の
坂
し
と
は
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
こ
の
よ
う
に
家
持
が
五
幡
を
通
過
し
た
と
仮
定
す

う

か

。

る

場

合

に

は

、

い

ず

れ

の

想

定

に

も

無

理

が

生

じ

て

ま
ず
、
現
在
の
五
幡
の
地
点
を
家
持
が
通
過
し
た
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
前
提
自
体
を
破
棄

と
仮
定
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
①
敦
賀
湾
し
て
、
家
持
は
五
幡
を
通
過
し
な
か
っ
た
と
仮
定
す

東
岸
の
海
岸
部
を
歩
ん
で
五
幡
に
達
し
、
さ
ら
に
水
る
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
家
持

津
を
経
由
し
て
山
中
峠
i
帰
と
歩
む
経
路
が
想
定
さ
は
当
然
、
③
主
要
道
た
る
敦
賀
j
葉
原

i
新
保
1
木

れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
経
路
上
に
は
小
高
い
ノ
芽
峠
1
二
ツ
屋
j
新
道

i
帰
j
今
庄
と
い
う
経
路

丘
陵
が
打
ち
続
き
、
直
行
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
を
辿
っ
た
と
考
え
る
以
外
に
は
あ
る
ま
い
(
た
だ
し

ふ
め
ヲ
令
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



47 

木
ノ
芽
峠
1
板
取
i
今
庄
と
辿
る
場
合
も
あ
っ
た
で
麓
と
し
、
南
麓
が
葉
原
・
新
保
、
東
麓
が
板
取
・
孫

あ
ろ
う
)
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
③
説
を
取
る
場
合
に
谷
、
北
麓
が
帰
・
新
道
・
大
桐
、
そ
し
て
鉢
伏
山
を

は
、
木
ノ
芽
峠
越
え
の
主
経
路
が
果
た
し
て
「
五
幡
頂
上
と
す
る
山
塊
全
体
が
、
「
五
幡
山
」
と
呼
ば
れ
た

の
坂
L

と
呼
称
さ
れ
て
差
し
支
、
え
な
い
の
か
、
と
い
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て

う
よ
う
に
問
題
点
が
切
り
替
、
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
寸
五
幡
山
」
を
越
え
る
峠
道
は
「
五
幡
の
坂
」

そ
こ
で
こ
の
点
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
集
と
称
さ
れ
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
に
該
当
す
る
地
点

落
「
帰
L

と
、
峠
道
と
し
て
の
「
帰
山
」
の
関
係
を
は
木
ノ
芽
峠
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

振
り
返
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
は
『
紫
式
部
集
』
第
八
「
五
幡
の
坂
」
と
は
木
ノ
芽
峠
を
指
し
て
い
た
の
で

O
番

の

歌

の

詞

書

に

、

は

な

い

か

と

推

測

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

み
や
こ
の
か
た
へ
と
て
、
か
へ
る
山
こ
え
け
る
に
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
五
幡
の
坂
」
と
は
、
五

よ
び
き
か
と
い
ふ
な
る
と
こ
ろ
の
わ
り
な
き
か
け
幡
に
隣
接
す
る
山
(
鉢
伏
山
の
山
塊
全
体
)
を
越
え

ぢ
に
、
こ
し
も
か
き
わ
づ
ら
竹
)
る
た
め
の
峠
道
、
つ
ま
り
木
ノ
芽
峠
を
指
す
呼
称
だ

と
見
え
る
帰
山
と
呼
坂
を
、
ど
こ
に
現
地
比
定
す
る
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
、
木
ノ
芽

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
帰
山
を
、
峠
の
こ
と
を
「
五
幡
の
坂
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
一

帰
に
隣
接
し
、
か
つ
都
に
向
か
う
者
に
と
っ
て
は
帰
向
に
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
に
基
づ

の
手
前
に
帰
山
が
あ
る
は
ず
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
け
ば
、
家
持
は
、
敦
賀
i
葉
原
1
新
保
i
木
ノ
芽
峠

藤
倉
山
・
鍋
倉
山
か
ら
三
ケ
所
山
に
か
け
て
の
山
塊

j
二
ツ
屋
1
新
道
j
帰
j
今
庄
と
い
う
、
北
陸
道
の

全
体
を
帰
山
と
み
な
し
、
そ
の
山
塊
を
街
道
が
越
え
主
経
路
を
北
上
し
た
こ
と
と
な
り
、
五
幡
経
由
の
不

ゅ
の
お

る
地
点
、
す
な
わ
ち
湯
尾
峠
を
、
峠
道
と
し
て
の
帰
自
然
な
迂
回
路
を
辿
っ
た
と
想
定
す
る
必
要
は
ま
っ

山
お
よ
び
呼
坂
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
合
)
た
く
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
踏
ま
え
て
、
五
橋
と
峠
道
「
五
最
後
に
、
平
安
期
の
駅
家
配
置
に
関
す
る
『
延
喜

幡
の
坂
」
の
位
置
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
五
幡
に
式
』
の
次
の
記
事
を
眺
め
て
お
こ
う
。

隣
接
す
る
山
、
す
な
わ
ち
五
幡
を
含
む
海
岸
線
を
西
越
前
園
駅
馬
松
原
八
疋
、
鹿
蒜
・
淑
羅
・
丹
生
・

泉

鎌
倉
期
以
前
の
北
陸
道
と
水
津

朝
津
・
阿
味
・
足
羽
・
三
尾
各
五
疋
。

こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
公
的
旅
行
者
の
た
め
の
駅

馬
を
、
敦
賀
松
原
に
は
八
疋
、
鹿
蒜
(
帰
)
・
淑
羅
な

ど
に
は
各
五
疋
配
置
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
駅
馬
が
敦
賀
i
鹿
蒜
聞
に
辿
る
経
路
は
、
こ
れ
ま

で
述
べ
た
ご
と
く
に
、
敦
賀
1
葉
原
1
新
保
i
木
ノ

芽
峠
1
二
ツ
屋

i
新
道
j
帰
j
今
庄
と
い
う
、
北
陸

道
の
主
経
路
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

敦
賀
の
駅
家
が
海
岸
部
に
近
い
松
原
に
置
か
れ
た
理

由
は
、
水
津
か
ら
松
原
に
舟
で
着
い
た
旅
行
者
が
、

直
ち
に
駅
馬
に
乗
れ
る
よ
う
に
と
の
配
慮
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
の
検
討
で
明
ら
か
に
で
き
た
点
を
最
後
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

奈
良
期
i
鎌
倉
期
に
お
け
る
北
陸
道
の
経
路
は
、

①
敦
賀
か
ら
舟
運
を
利
用
し
て
水
津
に
上
陸
し
、
元

比
田

1
山
中
峠
i
大
桐
1
新
道
i
帰
(
鹿
蒜
)
と
歩

む
も
の
が
あ
っ
た
。
水
津
は
、
敦
賀
半
島
に
抱
え
込

ま
れ
て
比
較
的
に
波
浪
が
低
く
、
ま
た
岬
「
岡
崎
」

の
影
響
で
砂
浜
が
発
達
し
て
い
て
、
舟
が
乗
り
上
げ

る
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
津
上
陸
の
舟
運

利
用
を
示
す
史
料
と
し
て
は
、
奈
良
期
の
『
万
葉
集
』
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か
ら
、
鎌
倉
期
の
『
吾
妻
鏡
』
・
『
源
平
盛
衰
記
』
・
「
藤

原
隆
信
朝
臣
集
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
興
福
寺
領
河

口
・
坪
江
庄
へ
下
向
す
る
検
注
使
を
出
迎
え
る
べ
く
、

各
郷
か
ら
水
津
夫
・
伝
馬
が
水
津
に
派
遣
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
史
料
が
得
ら
れ
た
の
も
重
要
で
あ
る
。

3

な
お
敦
賀
で
の
上
陸
地
点
は
松
原
で
あ
る
か
ら
、
『
延

喜
式
』
で
は
駅
家
を
松
原
に
設
置
し
て
、
駅
馬
を
直

ち
に
準
備
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

②
い
ま
一
つ
の
、
専
ら
陸
路
を
辿
る
も
の
と
し
て

は
、
葉
原

1
新
保

i
木
ノ
芽
峠

i
ニ
ツ
屋
j
新
道

1
帰
i
A
7庄
(
ま
た
は
木
ノ
芽
峠
i
板
取
1
今
庄
)

と
い
う
経
路
が
あ
り
、
こ
れ
が
北
陸
道
の
主
経
路
で

あ
っ
た
。
大
伴
家
持
が
天
平
二
十
年
に
詠
ん
だ
歌
に

は
「
五
幡
の
坂
」
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
木
ノ
芽

峠
を
指
し
て
こ
う
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
、
彼
が

海
岸
部
の
五
幡
を
通
過
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
「
五
幡
の
坂
」
を
木
ノ
芽
峠
に
比
定
す
る
説

を
、
こ
こ
に
新
た
な
解
釈
法
と
し
て
提
示
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。

主
{

拙
稿
「
中
世
越
前
国
に
お
け
る
北
陸
道
L

(

『
日
本
海
地
域

史
研
究
』
第
三
輯
、
一
九
八
一
年
)
、
「
西
街
道
の
変
遷
と
蕪

木
浦
L

(

『
若
越
郷
土
研
究
』
第
三
三
巻
六
号
、
一
九
八
八

年
2 

「
藤
原
隆
信
朝
臣
集
」
上
・
旅
(
『
群
書
類
従
』
第
一
五
輯
・

和
歌
部
)
。
な
お
明
ら
か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
部
分
を
訂
正
し

て
あ
る
。

4 

『
吾
妻
鏡
』
第
二
、
義
和
元
年
九
月
四
日
条
(
『
福
井
県
史
』

資
料
編
一
・
古
代
)
。

『
源
平
盛
衰
記
』
|
「
白
山
神
輿
登
山
の
事
」
(
『
福
井
県

5 
史
』
資
料
編
一
・
古
代
)
。

寸
河
口
庄
綿
両
日
等
事
」
(
井
上
鋭
夫
氏
編
『
北
国
庄
園
史

料
』
)
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
「
坪
江
下
郷
三
国
湊
年
貢
夫
役
等

事
」
(
同
書
、
延
慶
三
年
作
成
)
に
も
、
こ
の
水
津
夫
・
伝
馬

の
記
事
が
見
え
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
巻
三
・
第
三
六
七
首
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

一
・
古
代
)
。

拙
稿
「
西
街
道
の
変
遷
と
蕪
木
浦
L

。

『
万
葉
集
』
第
一
八
・
第
四

O
五
五
首
。

『
紫
式
部
集
』
第
八

O
番
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
了
古

代)。

6 7 8 9 日
拙
稿
寸
帰
山
と
呼
坂
に
つ
い
て
」
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
第

三
三
巻
三
号
、
一
九
八
八
年
)
。

日
『
草
地
主
同
式
』
巻
二
八
・
兵
部
省
(
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』

第
二
六
巻
)
。
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