
-
』
ム

越
前
国
司
藤
原
為
時
と
と
も
に
越
前
国
に
来
て
い

た
娘
の
紫
式
部
は
、
長
徳
三
年
(
九
九
七
)
の
晩
秋

に
都
に
一
戻
る
に
当
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん

で
い
る
。

都
の
方
へ
と
て
、
か
へ
る
山
越
え
け
る
に
、

呼
坂
と
い
ふ
な
る
と
こ
ろ
の
、
わ
り
な
き
懸

け
路
に
、
輿
も
界
き
わ
づ
ら
ふ
を
、
恐
ろ
し

と
思
ふ
に
、
猿
の
、
木
の
葉
の
中
よ
り
、
い

と
多
く
出
で
来
た
れ
ば
、

遠
方
人
の
声
交
は
せ

帰
山
と
呼
坂
に
つ
い
て

泉
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猿
も
な
を

泉

帰
山
と
呼
坂
に
つ
い
て

義

3 3の3わ
れ
越

博

(
1
)
 

し
わ
ぶ
る
た
ご
の
呼
坂

こ
の
『
紫
式
部
集
』
第
八
一
番
の
歌
と
詞
書
は
、

紫
式
部
が
ど
の
よ
う
な
経
路
を
と
っ
て
都
に
一
戻
っ
た

の
か
、
つ
ま
り
当
時
の
北
陸
道
が
ど
こ
を
通
っ
て
い

た
の
か
と
い
う
関
心
と
共
に
、
多
く
の
研
究
者
に
注

目
さ
れ
て
き
た
歌
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
か
へ
る
山

」
と
「
呼
坂
」
を
ど
こ
に
比
定
す
る
か
と
い
う
点
で

は
、
い
く
つ
か
の
説
が
提
出
さ
れ
て
い
て
、
い
ま
だ

に
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
幸
い

か
え
る
や
ま

に
こ
の
帰
山
と
呼
坂
に
つ
い
て
、
い
ま
筆
者
に
は
そ

の
位
置
を
確
定
で
き
そ
う
な
史
料
が
得
ら
れ
た
の
で
、

そ
の
考
え
方
を
こ
こ
で
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ワ
ω

帰
山
・
呼
坂
を
ど
こ
に
比
定
す
る
か
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
説
を
ま
ず
検
討
し
て

み
よ
う
。

帰
山
・
呼
坂
の
比
定
地
に
関
す
る
考
え
方
は
、
『

福
井
県
南
条
郡
誌
』
に
ほ
ぼ
す
べ
て
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
大
き
く
分
類
し
て
南

条
郡
に
所
在
し
た
と
い
う
説
と
、
敦
賀
郡
に
所
在
し

た
と
い
う
説
が
あ
る
。
前
者
の
南
条
郡
内
に
所
在
し

た
と
い
う
説
の
う
ち
に
は
、
①
帰
村
の
北
西
の
山
(

藤
倉
山
の
こ
と
)
を
帰
山
と
す
る
、
②
帰
村
の
北
の

ひ
う
ち
が
じ
ょ
号

山
(
嶋
崎
ト
ホ
城
跡
の
所
在
す
る
尾
根
の
こ
と
)
を
帰
山

と
す
る
、
③
帰
村
の
南
の
山
を
帰
山
と
す
る
、
④
鉢

山
内
山
を
帰
山
と
し
村
恥
峠
を
呼
坂
と
す
る
、
の
四
つ

の
考
、
ぇ
方
が
あ
り
、
後
者
の
敦
賀
郡
内
に
所
在
し
た

と
い
う
説
の
う
ち
に
は
、
⑤

E
搬
の
西
南
の
坂
を
呼

え

り

坂
と
す
る
、
⑥
江
良
よ
り
五
幡
へ
越
、
え
る
坂
を
呼
坂

お
勺
さ
か

と
す
る
、
⑦
越
坂
を
呼
坂
と
す
る
、
の
三
つ
の
考
え

方
が
あ
る
と
い
う
。
以
上
に
示
さ
れ
た
地
点
を
地
形

図
上
で
示
す
と
、
別
掲
図
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
な
お

同
書
で
は
、
「
コ
小
島
を
除
く
の
外
は
骨
前
山
の
東

麓
に
散
在
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
て
、
地
元
で
は

帰
村
・
新
道
村
の
西
方
、
つ
ま
り
藤
倉
山
の
一
帯
を

帰
山
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
『
河
野
村
誌
』
に
示
さ
れ
た
考
え
方
を
⑧

説
と
し
て
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
河
野
村

大
谷
の
地
籍
内
に
所
在
す
る
字
「
た
こ
谷
」
に
注
目

し
て
、
和
歌
中
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
た
ご
の
呼
坂
」

を
こ
の
「
た
こ
谷
」
に
比
定
し
、
そ
し
て
紫
式
部
一

行
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
北
陸
道
を
武
生
市
今
宿
町

で
右
折
し
て
大
塩
谷
に
向
か
い
、
武
生
市
瓜
生
野
町

宇姐

Y
M
H
J九

hl~'九

よ
り
菅
谷
峠
を
経
て
河
野
村
菅
谷
に
出
、
さ
ら
に
山

も

と

ひ

だ

を
越
え
て
敦
賀
市
元
比
田
へ
抜
け
た
と
考
え
る
説
で

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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帰山と呼坂の比定地

(大日本帝国陸地点l軍部、大正 2年10月発行)

あ
る
。こ

れ
ま
で
の
説
は
以
上

の
八
説
に
尽
き
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
次
に
筆
者
の

見
解
を
述
べ
る
こ
と
に
し

た
し
。

丹
、

υ

ま
ず
帰
山
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
こ
の
地
名

の
現
地
比
定
に
当
た
っ
て

は
、
「
帰
村
」
と
い
う
地

名
が
実
在
し
、
ま
た
地
元

で
も
藤
倉
山
一
帯
を
帰
山

と
呼
ん
で
い
る
点
が
重
視

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
帰
村
は
、
現
在
は

今
庄
町
南
今
庄
と
改
称
し

て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ

の
集
落
内
に
は
今
も
鹿
蒜

神
社
が
所
在
し
て
い
る
。

集
落
や
神
社
が
移
動
し
た

と
い
う
伝
承
は
な
い
の
で

と
い
う
伝
承
は
な
い
の
で
、

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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古
代
以
来
の
「
帰
」
は
南
今
庄
(
旧
帰
村
)
と
見
て

よ
い
。
な
お
余
談
な
が
ら
、
由
緒
あ
る
「
帰
」
と
い

う
地
名
が
捨
て
ら
れ
て
、
今
庄
の
枝
村
の
ご
と
き
「

南
今
庄
」
に
近
年
改
称
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も

残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
の
地
名
「
帰
」
が
持
っ

た
栄
え
あ
る
歴
史
を
、
現
代
人
の
つ
ま
ら
ぬ
語
感
に

よ
り
棄
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
、
地
名
と
し
て

の
品
格
は
明
ら
か
に
落
ち
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

地
名
は
貴
重
な
歴
史
的
文
化
財
だ
と
い
う
点
を
、
我

々
は
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
実
際
に
所
在
し
た
帰

村
を
基
準
に
し
て
現
地
比
定
を
考
え
れ
ば
、

J
帰
山

と
は
集
落
帰
村
に
隣
接
し
た
山
で
あ
る
。
と
い
う
観

点
が
、
考
察
の
大
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と

な
れ
ば
常
識
的
に
考
え
て
、

A
集
落
に
隣
接
す
る
山

だ
か
ら
こ
そ
A
山
と
呼
ぶ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

A

集
落
よ
り
離
れ
た
地
点
、
例
え
ば
川
を
隔
て
た
対
岸

に
あ
る
山
を
A
山
と
名
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
は
る

か
遠
く
で
見
え
も
し
な
い
山
を
A
山
と
名
付
け
た
り

は
、
ま
ず
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
帰
村

か
ら
離
れ
た
位
置
に
帰
山
比
定
地
を
置
こ
う
と
す
る

③
・
④
・
⑤
・
@
・
⑦
・
⑧
の
五
つ
の
説
に
は
、
そ

も
そ
も
の
発
想
法
に
誤
り
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な

泉

帰
山
と
呼
坂
に
つ
い
て

ら

な

い

。

致

し

、

ま

た

地

元

で

も

藤

倉

山

一

帯

を

帰

山

と

呼

ん

次
に
呼
坂
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
第
八
一
番
で
い
る
と
い
う
事
実
に
適
合
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
詞
書
を
見
て
み
る
と
、
「
か
へ
る
山
越
え
け
る
に
、
れ
に
呼
坂
に
つ
い
て
の
前
提
、
す
な
わ
ち
帰
山
を
越

呼
坂
と
い
ふ
な
る
と
こ
ろ
」
と
あ
っ
て
、
帰
山
を
越
え
る
途
中
に
呼
坂
が
あ
る
と
い
う
点
を
加
え
て
考
え

え
る
途
中
に
呼
坂
が
あ
る
、
つ
ま
り
呼
坂
は
帰
山
の
て
み
る
と
、
①
・
②
の
両
説
は
と
も
に
行
き
詰
ま
っ

一
部
に
含
ま
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
点
が
注
目
さ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

れ
よ
う
。
し
か
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
紫
式
部
が
そ
こ
で
地
形
図
を
見
な
が
ら
も
う
一
度
考
え
直
し

実
際
に
現
地
を
通
過
し
た
際
の
表
現
と
い
う
、
す
こ
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
現
地
で
生
活
す
る
者
は
、
あ

ぷ
る
高
い
臨
地
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
都
に
生
る
特
定
の
地
点
(
例
え
ば
山
頂
や
尾
根
上
の
一
点
)

活
す
る
人
物
が
は
る
か
な
越
前
の
地
名
を
借
用
し
て
を
指
し
て
「
山
」
と
称
し
た
り
は
し
な
い
の
で
は
な

詠
ん
で
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
だ
か
ら
、
帰
山
か
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
樹
木
が
成
育
し

と
呼
坂
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
な
ど
の
恐
意
的
な
畑
が
切
り
開
か
れ
、
峠
道
が
隣
村
ま
で
続
い
て
い
る

解
釈
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
よ
り
③
・
傾
斜
地
の
全
体
、
つ
ま
り
住
居
の
立
ち
並
ぶ
平
坦
面

⑤
・
@
・
⑦
・
⑧
の
よ
う
な
説
は
不
適
当
な
の
で
あ
よ
り
も
高
い
地
点
は
、
す
べ
て
「
山
」
と
称
さ
れ
る

る
。
④
の
説
は
、
帰
山
と
呼
坂
の
関
係
に
の
み
注
目
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な

す
れ
ば
、
一
見
妥
当
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
る
が
、
し
ら
ば
、
帰
山
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
解
の
仕
方
を
し

か
し
こ
の
地
点
は
余
り
に
も
帰
村
か
ら
離
れ
て
い
て
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
帰
村
の
北
側
に

不

自

然

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

接

し

て

そ

び

え

る

山

塊

の

全

体

を

指

し

て

、

帰

山

と

そ
こ
で
残
さ
れ
た
説
は
、
①
帰
村
の
北
西
の
山
(
称
し
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

藤
倉
山
の
こ
と
)
を
帰
山
と
す
る
説
と
、
②
帰
村
の
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
見
方
に
立
ち
、
か
つ
道
路
名

北
の
山
(
燐
ヶ
城
跡
尾
根
の
こ
と
)
を
帰
山
と
す
る
称
「
呼
坂
」
は
地
形
名
称
「
帰
山
」
に
含
ま
れ
る
と

説
、
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
帰
い
う
関
係
を
満
た
す
地
点
を
捜
し
て
み
る
な
ら
ば
、

村
に
隣
接
す
る
山
こ
そ
が
帰
山
だ
と
い
う
常
識
に
合
藤
倉
山
か
ら
は
る
か
に
北
東
方
へ
伸
び
た
尾
根
上
の
、
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八
ケ
所
山
と
三
ケ
所
山
と
の
聞
の
鞍
部
、
す
な
わ
ち

ゅ
の
お

通
称
「
湯
尾
峠
」
が
、
呼
坂
比
定
地
の
候
補
と
し
て

上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
別
掲
図
に
⑨
で
示

し
た
地
点
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
前
述
の
藤
倉

山
を
帰
山
に
比
定
す
る
、
①
説
と
基
本
的
に
は
相
違
し

な
い
が
、
北
東
方
に
延
ぴ
た
尾
線
上
の
三
ヶ
所
山
ま

で
を
帰
山
に
含
め
て
広
く
考
え
る
点
が
異
な
っ
て
お

り
、
⑨
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

も
し
こ
の
湯
尾
峠
が
呼
坂
に
当
た
る
と
の
考
、
ぇ
方

が
正
し
け
れ
ば
、
第
八
一
番
に
見
ら
れ
る
表
現
は
ま

こ
と
に
適
切
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
湯

尾
を
通
過
し
て
藤
倉
山
の
山
塊
、
つ
ま
り
帰
山
に
さ

し
か
か
っ
た
紫
式
部
の
一
行
は
、
呼
坂

(
l湯
尾
峠
)

と
い
う
「
わ
り
な
き
懸
け
路
」
の
た
め
に
輿
を
か
く

こ
と
が
す
こ
ぶ
る
困
難
と
な
り
、
乗
っ
て
い
る
式
部

も
大
変
な
思
い
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
こ
で
赤
く
色

づ
い
た
木
の
葉
の
聞
か
ら
猿
が
出
現
し
た
と
言
う
の

で
あ
る
。
「
昇
き
わ
づ
ら
ふ
」
と
い
う
の
は
、
乗
っ

て
い
た
式
部
が
降
り
て
歩
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
乗
り
心
地
が
す
こ
ぶ
る
悪
か

っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
湯
尾
峠

は
、
こ
の
程
度
に
表
現
さ
れ
る
峠
道
と
し
て
は
ふ
さ

わ
し
い
規
模
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

入
敦
賀
郡
気
比
海
辺
蜂
屋
館
。
出
羽
守
頼
隆
取

A
生

藤
倉
山
か
ら
三
ヶ
所
山
ま
で
延
ぴ
る
山
塊
の
全
体

が
帰
山
に
相
当
し
、
そ
の
尾
根
上
の
鞍
部
、
つ
ま
り

八
ヶ
所
山
と
三
ヶ
所
山
と
の
聞
の
湯
尾
峠
が
呼
坂
に

当
た
る
と
い
う
推
測
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
に
は
こ
の
点
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。前

述
し
た
よ
う
に
、
呼
坂
と
い
う
道
路
名
称
は
、

帰
山
の
い
う
地
形
名
称
に
含
ま
れ
る
関
係
に
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
呼
坂
を
指
し
て
こ
れ
を
帰
山
と
呼
ん
で

も
、
一
向
に
差
し
支
え
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
で
は

果
た
し
て
、
呼
坂
に
当
た
る
と
推
測
さ
れ
た
湯
尾
峠

を
指
し
て
、
帰
山
と
呼
ぶ
史
料
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
史
料
が
見
つ
か
れ
ば
、
藤
倉

山
か
ら
三
ヶ
所
山
に
至
る
ま
で
の
山
塊
全
体
を
帰
山

と
み
な
し
、
湯
尾
峠
が
呼
坂
に
比
定
で
き
る
と
い
う

考
え
方
の
妥
当
性
が
、
直
ち
に
判
明
す
る
こ
と
に
な

ゆ
今
、
つ
。残

念
な
が
ら
、
平
安
期
の
同
時
代
史
料
で
こ
の
点

を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
戦
国
末
期

に
下
っ
た
史
料
で
な
ら
ば
、
こ
れ
を
示
す
こ
と
が
で

長
ピ
ヲ
@
。

刷
、
尽
馳
走
市
己
。
明
、
越
木
目
峠
、
過
二
屋

・
板
取
・
新
道
・
今
城
・
帰
山
・
鯖
波
・
脇
本
、

着
府
中
。
木
村
隼
人
佐
構
新
造
、
饗
上
下
。

こ
の
史
料
は
、
天
正
二
二
年
二
五
八
五
)
六
月

に
、
羽
柴
秀
吉
に
命
ぜ
ら
れ
た
長
宗
我
部
元
親
が
、

越
中
国
の
佐
々
成
政
を
攻
撃
す
る
た
め
に
下
向
し
た

際
の
記
録
、
「
四
国
御
発
向
並
北
国
御
動
座
事
」
の

一
節
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
長
宗
我
部
元
親
の

軍
勢
は
、
敦
賀
の
蜂
屋
頼
隆
の
館
に
一
泊
し
た
翌
日
、

木
目
峠
を
越
え
て
二
屋
・
板
取
(
峠
か
ら
下
る
経
路

が
二
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
)
・
新
道
・

今
城
(
今
庄
)
と
通
過
し
、
寸
帰
山
」
を
過
ぎ
、
そ

し
て
鯖
波
・
脇
本
を
通
っ
て
府
中
の
木
村
隼
人
佐
の

館
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
注
目
す
べ
き

は
、
「
帰
山
」
が
今
庄
と
鯖
波
の
中
間
に
位
置
し
て

い
た
と
記
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
当
た
り
そ
う

な
地
点
を
地
形
図
上
に
捜
し
求
め
れ
ば
、
別
掲
図
に

⑨
で
示
し
た
湯
尾
峠
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
戦
国
末
期
に
は
、
湯
尾
峠
は
帰
山
と
称
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

れ
ま
で
の (5)
検
討
で
得
わ

れ
た
結
号A
員聞

は

藤
倉
山
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か
ら
三
ヶ
所
山
に
至
る
ま
で
の
山
塊
全
体
が
帰
山
に

相
当
し
、
そ
の
鞍
部
の
湯
尾
峠
が
呼
坂
に
当
た
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
考
え
至
っ
て
み
れ
ば
い
か
に
も

妥
当
な
比
定
地
で
、
地
元
で
藤
倉
山
一
帯
を
指
し
て

帰
山
と
称
し
て
い
る
点
と
も
お
お
む
ね
一
致
し
て
い

る
。
こ
れ
は
し
か
し
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
紫
式

部
も
地
元
の
住
人
に
尋
ね
だ
か
ら
こ
そ
、
帰
山
と
呼

坂
の
地
名
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
近
代
的

な
地
形
図
を
広
げ
て
、
地
元
の
呼
称
に
か
か
わ
ら
ず

特
定
の
一
点
を
指
し
て
帰
山
に
比
定
し
よ
う
と
し
た

こ
と
が
、
そ
も
そ
も
無
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

と
言
う
の
は
、
地
形
図
を
知
ら
な
い
江
戸
期
の
者
で

す
ら
、
湯
尾
峠
が
帰
山
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
す

で
に
失
念
し
て
い
た
節
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
、
「
鴬
の
関

を
過
て
、
湯
尾
峠
を
越
れ
ば
、
燐
が
城
、
か
へ
る
や

(
3
)
 

ま
に
初
雁
を
聞
て
」
と
見
え
て
、
湯
尾
峠
と
帰
山
は

(
4
)
 

別
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
『
素
良
旅
日
記
』

に
お
い
て
も
同
嫌
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
事

態
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

理
由
と
し
て
考
、
え
ら
れ
る
の
は
、
湯
尾
村
・
今
庄

村
な
ど
の
集
落
が
後
世
に
著
し
く
発
展
し
た
と
い
う

泉

帰
村
と
呼
坂
に
つ
い
て

点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
帰
山
と
い
う
地
名
は
、
都
に

向
か
っ
て
旅
す
る
者
が
、
帰
村
の
手
前
に
あ
る
山
も

し
く
は
峠
を
指
し
て
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
地
名
の
類
例
と
し
て
は
塩
津
山
な
ど
を
上
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
帰
村
が
こ
の
地
域
の
最
大
の
集

落
と
し
て
存
在
し
た
時
代
は
こ
の
命
名
法
で
妥
当
で

あ
る
が
、
し
か
し
後
世
に
な
っ
て
今
庄
村
が
発
展
し

て
く
れ
ば
、
今
庄
村
の
手
前
の
峠
道
を
指
し
て
「
帰

山
」
と
は
言
い
づ
ら
く
な
る
。
他
方
で
、
湯
尾
村
が

発
展
し
て
湯
尾
峠
に
向
け
集
落
が
延
び
て
い
き
、
さ

ら
に
は
湯
尾
村
の
者
が
峠
道
の
途
中
で
茶
屋
を
経
営

す
る
事
態
に
な
れ
ば
、
こ
の
峠
を
湯
尾
峠
と
呼
称
す

る
よ
う
に
な
る
の
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し
た
状
況
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
か
つ
て
の
帰

山
と
呼
坂
の
地
名
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
っ

て
「
湯
尾
峠
」
が
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
か
か
る
変
化
は
、
や
は
り
近
世
に
な

っ
て
交
通
の
大
発
展
を
経
験
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
こ
(
湯
尾
峠
)
が
古

く
に
「
呼
坂
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
一
応
の
考
え
を
示
し
て
お
き
た
い
。
呼

坂
と
い
う
か
ら
に
は
、
呼
び
掛
け
る
対
象
が
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
捜
し
て
み
る
と
、
日
野
川
を

隔
て
て
北
東
方
に
そ
び
え
立
つ
柏
山
こ
そ
が
、
そ
の

呼
び
掛
け
る
対
象
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
四
九
二
メ
ー
ト
ル
の
柏
山
は
、
南
か
ら
北
に

向
か
う
旅
行
者
が
湯
尾
峠
に
登
り
詰
め
て
眺
め
る
と
、

そ
の
右
前
方
に
、
ま
さ
に
そ
び
え
立
つ
感
じ
で
視
野

に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
袖
山
に
対
し
て
、
日
野
川
を

隔
て
た
対
岸
か
ら
呼
び
掛
け
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
呼

坂
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
さ
さ
か
想
像
が

過
ぎ
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
今
は
こ
の
よ
う
に
考
、
え

て
お
き
た
い
と
思
う
。
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