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越
前
府
中
か
ら
敦
賀
に
向
か
う
旅
行
者
が
と
る
経

路
は
、
多
く
の
場
合
、
府
中
か
ら
南
の
ほ
う
へ
脇
本

1
鯖
波

1
今
庄

i
木
芽
峠

i
葉
原
j
敦
賀
と
、
徒
歩

で
辿
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
経
路

と
し
て
、
府
中
か
ら
西
の
ほ
う
へ
広
瀬

i
湯
谷

i
中

山
と
歩
い
て
、
日
本
海
沿
岸
の
献
相
浦
(
も
し
く
は

今
泉
浦
)
に
至
り
、
こ
こ
で
舟
に
乗
っ
て
敦
賀
に
渡

る
と
い
う
場
合
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
経
路

を
辿
っ
た
場
合
に
は
、
徒
歩
区
間
を
最
短
に
押
さ
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
舟
を
利
用
し
た
楽
な
旅
行

泉

西
街
道
の
変
遷
と
蕪
木
浦

3 3の6

を
考
え
る
者
は
こ
の
経
路
を
辿
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
近
世
に
は
こ
の
経
路
は
西
街
道
と
称
さ
れ
て
い
た
よ

ま
た
重
量
の
あ
る
荷
物
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
の
分
う
な
の
で
、
本
稿
で
も
便
宜
上
、
西
街
道
と
称
す
る

(
l
)
 

量
が
こ
こ
を
通
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
と
に
し
よ
う
。

博

西街道の経路

(大正元年 8月~同 2年10月発行、大日本帝国陸地測量部)
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こ
の
西
街
道
は
、
地
図
で
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

必
ず
し
も
一
つ
の
経
路
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
府
中
か
ら
湯
谷
に
至
る

ま
で
の
経
路
と
し
て
、

A
広
瀬
ー
や
野
l
勝
蓮
花
i

年
生
鵬
j
砂
や
と
い
う
経
路
、

B
広
瀬

1
寄
付
雌
1

対
鵬
臨

1
下
中
津
原
j
湯
谷
と
い
う
経
路
が
考
え
ら

れ
、
こ
れ
に
付
属
的
経
路
と
し
て
、
か
な
り
迂
回
し

て
は
い
る
が
、

C
春
日
野

1
中
津
原
峠
i
下
中
津
原

i
湯
谷
と
い
う
経
路
が
考
、
子
わ
れ
る
。
次
に
、
湯
谷

か
ら
日
本
海
沿
岸
に
至
る
経
路
と
し
て
は
、

D
湯
谷

l
中
山
峠

1
中
山

1
蕪
木
浦
(
現
在
は
甲
楽
城
と
表

記
す
る
が
、
古
く
に
は
蕪
木
と
記
し
て
い
る
)
と
い

う
経
路
、

E
中
山
峠
で
左
折
し
て
直
接
に
今
泉
浦
へ

下
っ
て
い
く
経
路
、
の
ニ
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。

西
街
道
の
以
上
の
よ
う
な
経
路
に
つ
い
て
考
、
え
る

場
合
、
と
く
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
経
路

に
は
時
代
的
な
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
換

言
す
れ
ば
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
経
路
と
、

新
た
に
開
削
さ
れ
た
経
路
と
の
区
別
が
可
能
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
遷

を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
街
道
の
終
着
点

で
あ
る
蕪
木
浦
と
今
泉
浦
と
の
、
中
世
に
お
け
る
地

位
の
変
動
を
考
え
る
こ
と
が
、
重
要
な
意
味
を
持
つ

て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
、
主
と

し
て
蕪
木
浦
に
関
す
る
史
料
に
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
よ
り
、
中
世
の
西
街
道
の
経
路
に
見
ら
れ
た
変
遷

を
追
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

一一

ま
ず
、
蕪
米
浦
と
い
う
地
名
が
文
献
に
登
場
す
る

最
初
の
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
鎌
倉
初
期
に

編
集
さ
れ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
三
の
、
次
の

よ
う
な
説
話
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
れ
も
い
ま
は
む
か
し
、
越
前
回
か
ふ
ら
き
の

わ
た
り
と
い
ふ
所
に
、
わ
た
り
せ
ん
と
て
、
者

ど
も
あ
つ
ま
り
た
る
に
、
山
ぶ
し
あ
り
。
け
い

た
う
坊
と
い
ふ
僧
な
り
け
り
。
・
:
(
中
略
)
・
:

わ
た
り
せ
む
と
す
る
者
、
雲
霞
の
ご
と
し
。
お

の
お
の
物
を
と
り
て
わ
た
す
。
こ
の
け
い
た
う

坊
、
「
わ
た
せ
」
と
い
ふ
に
、
わ
た
し
守
、
開

き
も
い
れ
で
、
こ
ぎ
い
づ

0

・
:
(
中
略
)
:
・
数

珠
を
く
だ
け
ぬ
と
、
も
み
ち
ぎ
り
て
、
「
召
し

返
せ
/
¥
し
と
き
け
ぶ
。
:
・
(
中
略
)
・
:
か
く

い
ふ
ほ
ど
に
、
風
も
ふ
か
ぬ
に
、
こ
の
ゆ
く
舟

の
、
こ
な
た
へ
よ
り
来
。
:
・
(
中
略
)
・
:
一
町

が
う
ち
に
よ
り
来
た
り
。
そ
の
と
き
け
い
た
う

坊
、
「
さ
て
A
7
は
う
ち
か
へ
せ
/
f
¥
」
と
さ
け

ぶ
。
:
・
(
中
略
)
:
・
此
わ
た
し
舟
に
廿
余
人
の

わ
た
る
者
、
づ
ぷ
り
と
な
げ
返
し
ぬ
。
そ
の
時

け
い
た
う
坊
、
あ
せ
を
押
し
の
ご
ひ
て
、
「
あ

な
、
い
た
の
や
っ
ぱ
ら
や
。
ま
だ
し
ら
ぬ
か
」

と
い
ひ
て
立
帰
に
け
り
。

こ
の
説
話
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
蕪
木
の
渡
に
集
ま

っ
た
旅
行
者
の
う
ち
、
け
い
た
う
坊
と
い
う
山
伏
だ

け
が
渡
し
賃
を
払
お
う
と
し
な
い
の
で
、
渡
し
守
は

こ
の
山
伏
を
乗
せ
ず
に
漕
ぎ
出
し
た
と
こ
ろ
、
山
伏

は
や
が
て
数
珠
を
採
ん
で
舟
を
一
戻
せ
と
叫
び
、
さ
ら

に
は
転
覆
し
て
し
ま
え
と
叫
ぴ
出
し
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
風
も
な
い
の
に
舟
は
押
し
戻
さ
れ
、
つ
い

に
は
転
覆
し
て
廿
余
人
の
乗
客
は
海
に
投
げ
出
さ
れ

て
し
ま
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
成
立
は
鎌
倉
時
代
の
十
三

世
紀
初
期
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の
蕪
木
浦
に
関

す
る
説
話
は
、
遅
く
と
も
平
安
末
期
に
は
成
立
し
て

い
た
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
説
話
に
蕪

木
浦
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
平
安
末
期
の
敦
賀
渡
海
の
た
め
の
渡
し
舟
の
も

っ
と
も
重
要
な
出
発
点
が
蕪
木
浦
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
他
の
浦
か
ら
も
舟
が
出
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る
こ
と
は
あ
っ
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
も
っ
と
も
繁
栄

し
た
地
点
が
蕪
木
浦
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
敦
賀
へ
の
渡
し
舟
が
蕪
木
浦
か
ら
出
て
い

た
と
い
う
事
実
は
、
戦
国
期
以
降
の
状
況
と
は
大
き

く
相
違
し
た
点
で
あ
る
の
で
、
特
に
強
調
し
て
お
き

た
い
。
戦
国
期
以
降
に
は
、
主
に
今
泉
浦
が
渡
し
舟

の
出
発
地
点
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
余
談
な
が
ら
、
右
の
説
話
で
渡
し
舟
が
押
し

戻
さ
れ
転
覆
し
た
原
因
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、

別
に
こ
の
山
伏
の
神
通
力
が
優
れ
て
い
た
わ
け
で
も

な
ん
で
も
な
い
。
敦
賀
湾
内
で
は
、
敦
賀
半
島
先
端

と
籾
酢
浦
と
を
結
ぶ
線
よ
り
以
南
は
内
海
に
相
当
し

て
常
に
穏
や
か
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
線
よ
り
以
北

は
外
海
と
言
う
べ
く
、
普
段
か
ら
波
浪
が
か
な
り
強

(
3
)
 

い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
乗
客
の
乗
り
過
ぎ
た
渡
し

舟
は
、
蕪
木
浦
か
ら
南
に
向
か
っ
て
漕
ぎ
出
し
た
も

の
の
、
間
も
な
く
北
向
き
の
沿
岸
流
に
捉
え
ら
れ
て

押
し
流
さ
れ
始
め
、
遂
に
は
横
か
ら
の
波
を
受
け
て

転
覆
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
敦
賀
へ
渡
海
す
る
渡
し
舟
が
蕪

木
浦
か
ら
出
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
、
い
つ
ま

で
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
注
目

す
べ
き
が
、
南
北
朝
期
の
戦
乱
に
つ
い
て
語
る
『
太

泉

西
街
道
の
変
遷
と
蕪
木
浦

平
記
』
巻
第
一
八
の
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

気
比
大
宮
司
太
郎
ハ
、
元
来
、
カ
人
ニ
勝
テ
、

水
練
ノ
達
者
ナ
リ
ケ
レ
パ
、
春
宮
ヲ
小
舟
ニ
乗

進
セ
テ
、
櫓
カ
イ
モ
無
レ
共
、
綱
手
ヲ
己
ガ
横

手
綱
ニ
結
付
、
海
上
三
十
余
町
ヲ
泳
デ
、
蕪
木

ノ
浦
へ
ゾ
著
進
セ
ケ
ル
。
・
:
(
中
略
)
:
・
春
宮

ヲ
、
怪
シ
ゲ
ナ
ル
浦
人
ノ
家
ニ
預
ケ
置
進
セ
、

「
是
ハ
日
本
国
ノ
主
ニ
成
セ
給
フ
ベ
キ
人
ニ
テ

渡
セ
給
フ
ゾ
。
如
何
ニ
シ
テ
テ
、
柏
山
ノ
城
へ

入
進
セ
テ
ク
レ
ヨ
。

L

ト
申
含
メ
テ
、
蕪
木
ノ

浦
ヨ
リ
取
テ
返
シ
、
本
ノ
海
上
ヲ
瀞
ギ
帰
テ
、

弥
三
郎
大
夫
ガ
自
害
シ
テ
伏
タ
ル
其
上
ニ
、
自

我
首
ヲ
掻
落
テ
片
手
ニ
提
、
大
膚
脱
ニ
成
テ
死

(
4
)
 

ニ
ケ
リ
。

こ
の
『
太
平
記
』
の
一
節
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
越
前
に
没
落
し
て
き
た
「
春
宮
」
、
す
な
わ
ち

後
醍
醐
天
皇
の
子
恒
良
親
王
を
迎
え
た
気
比
大
宮
司

の
太
郎
は
、
建
武
四
年
(
一
三
三
七
)
三
月
に
恒
良

親
王
の
乗
っ
た
小
舟
を
、
海
上
三

O
余
町
を
泳
い
で

蕪
木
浦
に
送
り
届
け
、
自
分
は
再
ぴ
敦
賀
に
戻
っ
て

自
害
し
て
果
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か

ら
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
も
、
敦
賀
と
の
聞
の
渡
し

舟
の
発
着
場
は
蕪
木
浦
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
ろ
う
。

以
上
に
示
し
た
二
つ
の
史
料
に
よ
り
、
平
安
末
期

か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
敦
賀
へ
渡
海
す
る
渡
し

舟
は
、
蕪
木
浦
か
ら
出
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
度
は
地
形
図
を
眺
め
て
、
平
安
末
期
か

ら
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
の
、
府
中

i
蕪
木
浦
聞
の

西
街
道
の
経
路
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
よ

う。

A
・
B
-
C
の
三
経
路
に
つ
い
て
は
さ
て
お
い

て
、
湯
川
内
口
か
ら
日
本
海
沿
岸
に
至
る
の
が

D
・
E
の

い
ず
れ
の
経
路
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
蕪
木
浦
で

舟
に
乗
る
た
め
に
は
当
然
、

D
湯
谷

i
中
山
峠

1
中

山
i
蕪
木
浦
と
い
う
経
路
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
平
安
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
け
る
西

街
道
は
、
湯
谷
か
ら
中
山
を
経
て
蕪
木
浦
に
出
た
の

で
あ
り
、
こ
こ
で
渡
し
舟
に
乗
っ
て
敦
賀
へ
渡
っ
た

の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
途
中
の
中
山
峠
か
ら
左

折
し
て
直
接
に
今
泉
浦
に
到
達
す
る
経
路

E
は
、
ま

だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

な
お
そ
の
途
中
に
立
地
す
る
中
山
は
、
明
ら
か
に
こ

の
経
路

D
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
落
で
あ
る
か
ら
、

蕪
木
浦
と
同
様
に
平
安
末
期
に
は
す
で
に
成
立
し
て
、

繁
栄
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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一一
一

と
こ
ろ
が
、
戦
国
時
代
に
下
っ
て
く
る
と
、
こ
の

西
街
道
の
経
路
に
つ
い
て
大
き
な
変
動
が
生
ず
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

E
湯
谷
j
中
山
峠

1
今
泉
浦

と
い
う
新
し
い
経
路
が
開
削
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

蕪
木
浦
の
地
位
に
は
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

一
、
馬
借
之
人
数
之
事
、
ゆ
屋
・
こ
う
た
う
原

・
別
所
・
中
山
・
八
日
・
今
泉
・
川
野
、
此

分
ほ
ん
そ
に
て
候
也
。

一
、
山
内
之
馬
借
下
之
事
、
ぬ
か
浦
・
か
れ
い

の
浦
・
た
か
さ
・
ろ
く
ろ
し
・
と
へ
の
し
ゃ
う

(
か
)

け
ん
分
、
ぬ
口
口
四
郎
衛
門
ふ
ん
・
や
す
と

の
左
衛
門
・
と
へ
の
五
郎
兵
衛
・
中
津
原
道

か
う
・
同
常
心
、
山
内
下
也
。
か
ふ
ら
き
浦
ハ

山
内
・
両
浦
下
也
。
此
旨
を
そ
む
き
.
候
て
、

ぬ
か
浦
・
た
か
さ
・
か
れ
い
の
浦
ニ
、
さ
と
か

い
の
あ
き
な
い
物
之
、
し
は
船
ニ
つ
む
事
候

(
5
)
 

ハ
、
山
内
と
し
て
竪
せ
い
は
い
可
仕
候
。

右
に
引
用
し
た
史
料
は
、
永
正
五
年
(
一
五

O
八
)

十
一
月
二
十
四
日
に
作
成
さ
れ
た
両
浦
(
河
野
・
今
泉
)

と
山
内
(
湯
谷
・
勾
当
原
・
別
所
・
中
山
・
八
回
)

と
の
馬
借
中
に
よ
る
定
書
の
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
第
一
条
で
は
、
山
内
と
両
浦
の
馬
借
が
っ
ほ

ん
そ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
ほ
ん
そ
L

に
は
恐

ら
く
本
所
の
文
字
が
当
て
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
、

こ
れ
ら
の
集
落
に
居
住
す
る
馬
借
が
、
古
く
か
ら
荷

物
運
送
の
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
大

き
な
既
得
権
益
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
用

語
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
第
二
条
で
、
そ
の
「
ほ
ん
そ
」

の
山
内
馬
借
の
支
配
下
に
属
す
る
馬
借
と
し
て
は
、

糠
浦
・
子
飯
浦
・
高
佐
浦
・
六
昌
師
・
都
辺
の
し
ゃ
う
け

ん
・
糠
口
の
四
郎
衛
門
・
安
戸
の
左
衛
門
・
都
辺
の
五

郎
兵
衛
・
中
津
原
の
道
か
う
・
中
津
原
の
常
心
、
以

上
の
馬
借
が
山
内
馬
借
の
支
配
下
に
属
す
る
と
さ
れ
、

そ
し
て
最
後
に
、
蕪
木
浦
は
山
内
と
両
浦
の
両
方
の

支
配
下
に
属
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
史
料
で
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
蕪
木
浦
が

山
内
・
両
浦
の
馬
借
の
下
に
従
属
す
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前

節
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
平
安
末
期

1
南
北
朝
期
の
敦
賀
渡
海
の
渡
し
舟
は
蕪
木
浦
か
ら

出
発
し
て
い
た
か
ら
、
も
し
こ
の
状
況
が
戦
国
期
に

ま
で
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と

し
て
、
蕪
木
浦
が
最
も
強
い
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
な
っ
て
は
い
な

い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
明
ら
か
に
蕪
木
浦
の
地
位
が

低
下
し
、
か
わ
っ
て
今
泉
・
河
野
両
浦
が
強
い
権
限

を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

蕪
木
浦
・
今
泉
浦
・
河
野
浦
の
三
ヶ
浦
を
比
較
し

た
場
合
、
集
落
規
模
(
換
言
す
れ
ば
集
落
の
立
地
し

う
る
平
坦
面
の
広
さ
)
は
、
今
泉
・
河
野
両
浦
の
合

計
が
蕪
木
浦
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
状
態
で
あ
る
。
だ
か

ら
蕪
木
浦
の
地
位
低
下
は
、
集
落
規
模
の
変
動
が
原

因
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
考
え
う

る
理
由
と
し
て
は
、
西
街
道
の
経
路
自
体
の
変
遷
と

い
う
点
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
新
た
に
、

E

湯
谷
j
中
山
峠

i
今
泉
浦
と
い
う
経
路
が
開
削
さ
れ

た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
、
つ
こ
と
で
あ
る
。

も
し
こ
の
経
路
E
が
、
永
正
五
年
を
い
く
ら
か
遡

る
時
点
で
、
全
く
新
た
に
開
削
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
開
削
以
降
に
は
、
旅
行
者
や

荷
物
の
多
く
は
、
こ
の
新
経
路
を
通
っ
て
直
接
に
今

泉
浦
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
そ
の
う
ち
の
一
部
は
隣
の
河
野
浦
に
ま
で
運
ば
れ

て
、
こ
こ
で
舟
に
積
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
推
測
が
も
し
正
し
い
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
蕪
木
浦
の
地
位
低

下
、
換
言
す
れ
ば
今
泉
・
河
野
両
浦
の
地
位
向
上
と
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い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま

し
・
刀こ

の

E
の
経
路
を
も
う
一
度
地
形
図
で
見
て
み
る

な
ら
ば
、
い
ま
だ
に
そ
の
沿
道
に
は
集
落
が
成
立
し

て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
立
地
場
所
が
乏
し
い
と
い
う

こ
と
も
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
そ
れ
以
上

に
、
経
路
の
開
削
が
新
し
い
と
い
う
理
由
が
大
き
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
経
路

E

が
開
削
さ
れ
た
時
期
は
、
南
北
朝
期
1
永
正
期
の
聞

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

89 

四

経
路

E
の
開
削
が
南
北
朝
期

1
永
正
期
の
聞
で
あ

っ
た
と
い
う
前
節
の
結
論
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間
を

も
う
少
し
縮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
今
泉
浦
の
馬

借
関
係
史
料
の
う
ち
で
も
っ
と
も
古
い
、
寛
正
六
年

(
一
四
六
五
)
六
月
二
十
一
日
の
定
書
を
こ
こ
で
と
り

あ
げ
て
み
よ
う
。

馬
借
中
之
定
之
事

一
、
い
ま
い
つ
ミ
中
屋
左
衛
門
所
へ
立
候
て
、

諸
事
商
す
へ
か
ら
す
。
又
左
衛
門
所
へ
出
候

里
荷
、
お
う
す
へ
か
ら
す
。

泉

西
街
道
の
変
遷
と
蕪
木
浦

一
、
す
わ
い
付
の
荷
、
お
う
せ
候
ハ
ん
す
る
者

を
ハ
、
馬
借
中
を
は
ツ
す
へ
く
候
。

一
、
塩
・
樽
の
呈
買
、
見
か
く
し
た
る
者
を
ハ
、

公
方
様
・
馬
借
之
中
よ
り
、
罪
科
を
い
た

(
6
)
 

す
へ
く
候
。

こ
の
定
書
に
言
、
っ
と
こ
ろ
は
、
①
山
内
(
勾
当
原

・
湯
谷
・
中
山
・
八
回
)
の
馬
借
は
、
今
泉
浦
の
馬

借
問
屋
中
屋
左
衛
門
の
と
こ
ろ
で
運
送
荷
物
の
配
分

を
受
け
た
な
ら
ば
、
途
中
で
商
売
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
中
屋
左
衛
門
の
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
里

荷
を
運
送
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
②
仲
買
人

の
付
い
た
荷
物
を
運
送
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
馬
借

中
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
③
塩
・
樽
の
里
買
を
見
逃
す

者
は
罪
科
に
処
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
定
書
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
屋
を

勤
め
る
今
泉
浦
中
屋
左
衛
門
の
権
限
は
、
両
浦
・
山

内
の
馬
借
中
に
と
っ
て
す
こ
ぶ
る
強
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
の
中
屋
左
衛
門
の
権
限
は
、
代
官

近
藤
憲
祐
が
定
書
の
奥
に
書
判
を
添
え
る
こ
と
に
よ

り
公
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
聞
い
直
し
て
み
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な

強
い
権
限
が
、
な
ぜ
今
泉
浦
の
馬
借
問
屋
中
屋
左
衛

門
に
生
じ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
答
、
え
と
し
て
考
え
う
る
唯
一
の
も
の
は
、
荷
物

の
ほ
と
ん
ど
が
今
泉
浦
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
寛
正
六
年

(
一
四
六
五
)
を
い
く
ら
か
遡
る
時
点
で
、
す
で
に

経
路

E
は
開
削
さ
れ
て
お
り
、
主
要
街
道
と
し
て
頻

繁
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
う
一
度
地
形
図
を
眺
め
て

想
像
を
逗
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
経
路

E
に
続
く

経
路

B
(
大
坂
越
を
経
て
広
瀬
に
至
る
最
短
の
経
路
)

も
、
経
路

E
の
開
削
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
新
た
に

建
設
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
根
拠
は
実
は
何
も
な
く
、
単
な
る
思
い

付
き
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
地
形
図
を
眺
め
る

限
り
で
は
、
経
路

E
と
経
路

B
と
は
同
時
期
に
建
設

さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
の
検
討
で
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
を
、
最
後

に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

平
安
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
敦
賀
渡
海

の
渡
し
舟
の
出
発
地
点
は
蕪
木
浦
で
あ
っ
た
。
そ
の
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蕪
木
浦
に
至
る
ま
で
の
西
街
道
の
経
路
は
、
ま
ず
、
注
-

A
広
瀬
j
小
野

i
勝
蓮
花
i
勾
当
原
j
湯
谷
と
辿
り
、

さ
ら
に

D
湯
谷

i
中
山
峠
l
中
山

1
蕪
木
浦
と
歩
む

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

C
春
日
野

i
中
津
原

峠
j
下
中
津
原
i
湯
谷
と
い
う
経
路
も
考
え
ら
れ
る

が
、
迂
回
し
過
ぎ
て
い
る
の
で
利
用
は
少
な
か
っ
た

で
あ
ろ
、
つ
。

し
か
る
に
、
一
五
世
紀
中
期
の
寛
正
年
聞
を
い
く

ら
か
遡
る
時
点
で
、
湯
川
ハ
口
よ
り
日
本
海
沿
岸
に
至
る

ま
で
の
、

E
湯
谷

1
中
山
峠
i
今
泉
浦
と
い
う
経
路

が
、
新
た
に
開
削
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
新

経
路
が
で
き
た
こ
と
で
、
蕪
木
浦
の
地
位
は
著
し
く

低
下
し
て
し
ま
い
、
代
わ
り
に
、
新
た
に
荷
物
や
旅

行
者
の
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
泉
浦
と
、
そ
の

南
隣
の
河
野
浦
が
、
交
通
上
の
地
位
を
飛
躍
的
に
向

上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

今
泉
浦
で
、
寛
正
年
間
か
ら
以
降
、
馬
借
問
屋
と
し

て
強
い
権
限
を
行
使
し
た
の
は
中
屋
左
衛
円
で
あ
っ
た
。

な
お
、
経
路

E
が
、
湯
谷
か
ら
日
本
海
沿
岸
ま
で

を
最
短
で
結
ぶ
た
め
に
開
削
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、

広
瀬

1
湯
谷
間
を
最
短
で
結
ぶ
た
め
の
経
路

B
も、

経
路

E
の
開
削
と
同
時
期
に
建
設
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

拙
稿
「
中
世
越
前
回
に
お
け
る
北
陸
道
」

本
海
地
域
史
研
究
』
第
三
輯
)
。

2

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
三
(
『
福
井
県
史
』
資

料
編
一
、
古
代
)
。

3

岡
田
孝
雄
氏
の
御
教
一
不
に
よ
る
。

4

後
藤
丹
治
・
釜
田
喜
三
郎
氏
校
注
『
太
平
記
』
巻

第
一
八
(
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
五
)
。

5

「
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
」
第
二
ハ
号
、
浦
山
内

馬
借
中
定
書
写
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
六
、
中
近

世
四
)
。

6

「
西
野
次
郎
兵
衛
家
文
書
」
第
一
号
、
山
内
馬
借

中
定
書
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編
六
、
中
近
世
四
)
。 (

『
日
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