
丹
生
駅
と
大
宰
府
道
・
日
向
道
を
め
ぐ
っ
て

西
別
府
　
　
元
　
日

は
じ
め
に

近
年
は
、
政
界
・
財
界
は
い
う
に
及
ば
ず
、
多
方
面
で
二
一
世
紀
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
過
日
の
新
聞
で
も
、
国
土
庁
が
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計

画
の
最
終
試
案
を
ま
と
め
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
た
。
二
一
世
紀
に
む
け
て
、
全
国
一
四
〇
〇
〇
㌔
の
高
速
道
路
網
を
建
設
整
備
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
旧
聞
に
属
す
る
が
、
こ
の
高
速
道
路
建
設
に
あ
た
る
人
が
、
近
畿
地
方
で
は
高
速
道
路
の
建
設
ル
ー
ト
と
古
代
の
官
遺
(
駅
路
)
と
が

一
致
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
道
路
の
使
命
は
、
い
か
に
早
く
、
よ
り
確
実

に
、
よ
り
多
く
の
物
資
・
情
報
を
目
的
地
に
運
ぶ
か
に
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
で
き
る
だ
け
直
線
的
に
ル
ー
ト
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
建
設
上
の

課
題
と
な
る
。
そ
の
当
然
の
こ
と
が
、
様
々
な
事
情
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
、
現
代
の
高
速
道
路
な
ど
交
通
体
系
整
備
の
際
の
常
で
あ
る
が
、
古
代

で
は
、
技
術
的
制
約
以
外
に
、
そ
の
理
念
を
抑
制
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
社
会
を
一
つ
の
有
粒
体
と
し
て
人
間
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、

古
代
の
官
道
は
、
文
字
通
り
人
間
の
血
管
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
中
の
血
液
の
流
れ
は
、
地
方
か
ら
中
央
へ
と
い
う

静
脈
流
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。

本
稿
は
、
こ
の
古
代
の
官
辺
を
、
大
分
市
域
で
具
体
的
に
想
定
し
、
さ
ら
に
、
従
来
そ
の
所
在
に
つ
い
て
諸
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
丹
生
駅
の
位



二

置
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
研
究
・
実
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
大
分
市
役
所
の
佐
藤
功
・
秦
政
博
両
氏
に
、
多
大
な
ど
協
力
を

い
た
だ
い
た
。
こ
の
稿
は
、
本
来
共
同
報
告
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
も
い
え
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

一
　
古
代
国
家
の
交
通
制
度

古
代
の
官
道
(
駅
路
)
を
推
定
す
る
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
に
古
代
の
交
通
制
度
の
な
り
た
ち
と
、
そ
の
制
度
の
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

古
代
の
交
通
制
度
は
、
駅
馬
・
伝
馬
制
と
よ
ば
れ
、
ま
た
駅
制
と
略
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
の
際
の
六

四
五
年
に
だ
さ
れ
た
詔
に
、

其
の
二
に
日
く
、
初
め
て
京
師
を
修
め
、
畿
内
国
の
司
・
郡
司
・
閉
塞
・
斥
候
・
防
人
・
駅
馬
・
伝
馬
を
置
き
、
鎗
契
を
造
り
、
山
川
を
定
め

I
q

よ
。
(
中
略
)
凡
そ
駅
馬
・
伝
馬
給
ふ
こ
と
は
、
皆
鈴
・
伝
符
の
刻
に
依
れ
。
(
r
日
本
書
紀
」
大
化
二
年
正
月
条
)

と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
の
中
頃
に
成
立
し
た
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
ご
と
く
、
改
新
の
詔
自
体
は
文
飾
の
可
能
性
が
高

く
、
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
駅
制
が
、
全
国
を
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽
・
南
海
・
西
海
の
七
道
に
区
分

し
、
そ
の
連
絡
体
系
の
整
備
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
駅
制
の
成
立
と
七
道
制
の
成
立
と
密
接
な
関
連
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
七
道
の
制
の
成
立
を
天
武
一
二
～
一
四
年
(
六
八
三
～
六
八
五
年
)
ご
ろ
と
す
る
早
川
庄
八
氏
(
r
日
本
の
歴
史
4
・
律
令
国
家
」
)
の
説
に
し
た
が
う

な
ら
、
駅
制
の
成
立
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

駅
制
の
成
立
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
で
あ
る
。
こ
の
乱
で
活
躍
し
た
大
分
君
恵
尺
が
、
大
分
市
推
迫
に
あ
る
古

官
古
墳
の
被
葬
者
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
恵
尺
の
最
初
の
任
務
が
、
飛
鳥
古
京
の
留
守
司
で
あ
る
高
坂
王
か

ら
、
駅
鈴
を
も
ら
っ
て
く
る
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
吉
野
を
出
発
し
た
大
海
人
皇
子
ら
は
、
隠
駅
家
・
伊
賀
駅
家
を
通
っ
て
伊
勢
国
に
入
っ
た
こ
と
が

し
ら
れ
る
。
駅
鈴
・
駅
家
な
ど
駅
制
に
関
連
す
る
語
句
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
駅
制
が
こ
の
こ
ろ
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
畿
内
周
辺
の
こ
と
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
L
も
全
国
的
な
慧
錆
を
意
接
す
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
天
弐
・
持
読
朝
の
地
方



行
政
組
織
の
整
備
を
ま
っ
て
、
駅
制
が
全
国
的
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
駅
制
の
成
立
は
、
七
〇
一

年
(
大
宝
元
年
)
の
大
宝
律
令
の
施
行
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
い
え
よ
う
。

駅
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
養
老
公
式
令
・
同
属
牧
令
の
規
定
な
ど
か
ら
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
述
べ
る
こ

と
は
煩
雑
な
だ
け
な
の
で
、
以
下
要
点
の
み
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
各
官
道
に
は
、
三
〇
里
(
約
一
六
㌔
)
ご
と
に
駅
家
を
お
く
。
こ
の
三

〇
里
と
い
う
の
は
、
他
の
規
定
に
み
え
る
車
一
日
の
行
程
に
あ
た
り
、
後
述
の
車
地
名
と
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
官
道
は
そ
の
重
要
度

に
応
じ
て
、
大
・
中
・
小
の
三
路
に
区
別
さ
れ
る
。
大
路
(
山
陽
道
)
の
各
駅
に
は
二
〇
年
中
路
・
小
路
の
各
駅
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
匹
、
五
匹
の

駅
馬
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
各
駅
家
は
諸
税
を
免
除
さ
れ
た
駅
長
が
管
理
し
、
筏
役
を
免
除
さ
れ
た
駅
子
が
駅
馬
の
飼
育
・
運
搬
に
あ
l
た
る
と
さ
れ

て
い
る
。
駅
家
の
財
源
と
し
て
、
駅
起
稲
・
駅
起
田
が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
駅
家
・
駅
馬
を
利
用
で
き
る
の
は
、
公
的
な
旅
の
途
中
の
官
人
の
み

で
あ
る
。

二
　
駅
家
　
の
　
確
　
認

駅
制
の
要
に
な
る
の
は
、
全
国
各
地
に
設
置
さ
れ
た
駅
家
で
あ
っ
た
。
九
二
七
年
(
延
長
五
年
)
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
と
い
う
令
の
施
行
細

則
集
に
よ
る
と
、
全
国
に
四
〇
二
、
西
海
道
に
は
九
七
の
駅
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
豊
後
国
に
は
、
小
野
・
荒
田
・
石
井
・
直
入

・
三
重
・
丹
生
・
高
坂
・
長
湯
・
由
布
の
九
つ
の
駅
家
が
お
か
れ
て
い
た
。

七
三
二
年
(
天
平
四
年
)
こ
ろ
に
作
成
さ
れ
た
昌
且
後
国
風
土
記
』
か
ら
、
合
計
九
つ
の
駅
家
が
豊
後
国
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、

『
延
喜
式
』
に
み
え
る
各
駅
家
は
、
奈
良
時
代
か
ら
存
続
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

全
国
に
は
四
〇
〇
以
上
の
駅
家
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
駅
家
跡
が
確
認
さ
れ
た
例
は
極
め
て
少
な
い
。
岡
山
県
の
毎
戸
遺
跡
が
備
中
国
の

小
田
駅
に
、
兵
庫
県
の
古
大
内
遺
跡
が
播
磨
国
の
賀
古
駅
に
比
定
で
き
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
、
静
岡
県
の
伊
場
遺
跡
が
遠
江
国

の
栗
原
駅
、
広
島
県
の
下
岡
田
遺
跡
が
安
芸
国
の
安
芸
駅
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

三



四

古
大
内
遺
跡
や
、
毎
戸
遺
跡
は
、
土
地
割
な
ど
か
ら
方
一
町
前
後
と
い
わ
れ
て
お
り
、
駅
家
の
敷
地
は
多
く
て
も
方
二
町
を
こ
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
敷
地
の
中
は
、
築
地
な
ど
で
他
と
区
画
さ
れ
た
院
を
な
し
、
駅
門
か
ら
中
に
入
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
院
内
は
倉

・
屋
が
数
枚
並
び
、
旅
行
者
の
宿
泊
施
設
や
駅
務
の
た
め
の
事
務
室
・
厩
・
厨
屁
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
こ
れ
を
駅
館
と
い
い
、
宇
佐
市
の
駅
館
川

は
、
こ
れ
に
ち
な
む
名
前
と
い
え
る
。
ま
た
倉
庫
に
は
、
馬
具
や
稲
穀
が
収
蔵
さ
れ
、
馬
の
世
話
や
厨
の
た
め
の
井
戸
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

駅
家
は
前
出
の
よ
う
に
、
そ
の
跡
地
が
確
認
さ
れ
た
例
は
少
な
く
、
比
定
地
の
多
く
は
、
地
名
や
三
〇
里
と
い
う
駅
間
距
離
か
ら
想
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
.
し
た
が
っ
て
一
つ
の
駅
に
つ
い
て
、
複
数
の
候
補
地
が
あ
が
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
豊
後
国
内
の
各
駅
家
に
つ
い
て
も
、

駅　の　推　定　地

後

大

見



そ
れ
ぞ
れ
そ
の
比
定
地
が
推
定
さ
れ
て
い
る

が
、
複
数
の
侯
捕
地
が
あ
る
方
が
多
い
の
で
あ

る
。
そ
の
状
況
を
、
r
大
分
県
史
』
古
代
拾
I

は
、
別
表
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
、
混
迷
の
一
部
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
た
と
え
ば
丹
生
駅
の
場
合
は
、
現
大
分
市

の
丹
生
地
区
の
佐
野
・
川
添
以
外
に
、
臼
杵
市

や
中
戸
次
・
犬
飼
な
ど
に
あ
て
る
説
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
比
定
地
に
諸
説
が
あ
れ
ば
、
駅

家
と
駅
家
を
結
ぶ
官
遺
(
駅
路
)
の
ル
ー
ト
も
当

然
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
大
分
郡
の
高
坂
駅
と
丹
生
駅
と
の
問
の

官
辺
の
場
合
、
高
坂
駅
を
か
り
に
大
分
市
岩
屋

寺
付
近
と
仮
定
し
て
も
、
複
数
の
コ
ー
ス
が
想

定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
図
示
し
た
も
の
が
図
上
で

あ
る
。
こ
の
図
を
み
る
か
ぎ
り
駅
家
が
確
定
さ

れ
な
い
段
階
で
は
、
先
人
た
ち
の
歩
い
た
古
代

の
官
道
を
確
認
す
る
こ
と
は
絶
望
的
に
思
え
て

く
る
の
で
あ
る
。

r大分県史J

一・一一一一一r大分の歴史J

一一一一一一-藤原謙二郎r古代日本の交通路J

図1　駅路と駅家想定図

五



六

駅
家
の
比
定
は
、
従
来
地
名
と
駅
間
距
離
の
み
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
来
地
名
と
い
う
も
の
は
歴
史
的
に
変
化
し
て
い
く
可
能
性

を
も
っ
て
い
る
の
で
、
現
代
の
地
名
の
み
に
依
存
し
て
断
定
す
る
の
に
は
問
題
が
残
る
。
ま
た
三
〇
里
ご
と
に
駅
家
を
お
く
と
い
う
駅
間
距
離
の
規

定
も
、
必
ら
ず
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
で
は
な
い
。
令
の
規
定
の
中
で
も
「
も
し
地
勢
阻
険
、
及
び
水
草
の
無
か
ら
む
処
は
、
便
に
随
っ

て
麿
置
せ
よ
。
里
数
を
限
ら
ず
」
と
、
融
通
を
き
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
駅
間
距
離
を
、
比
定
の
根
拠
に
す
る
こ
と
も
問
題
が
多
い

の
で
あ
る
。
駅
家
・
駅
家
跡
の
確
定
に
は
、
考
古
学
的
調
査
に
よ
っ
て
、
文
字
史
料
が
出
土
す
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
調
査
は
、
お
よ

そ
の
比
定
地
が
あ
っ
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
駅
間
距
離
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
よ
り
古
い
地
名
を
史
料
な
ど
で
確
認
し
、
よ
り
低

い
レ
ベ
ル
の
地
名
や
通
称
を
収
集
し
、
徽
地
形
な
ど
に
も
注
意
し
な
が
ら
種
々
の
条
件
を
加
味
し
て
駅
家
推
定
地
を
検
討
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
近
年
さ
か
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
古
代
官
道
の
研
究
成
果
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
官
道
の
ル
ー
ト
を

確
定
し
、
そ
の
上
で
駅
家
推
定
地
を
考
え
て
い
く
発
想
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
の
官
道
の
復
原
的
研
究
の
成
果
を
学
び
、
そ
れ
を
援

用
す
れ
ば
、
訳
家
の
位
置
も
あ
る
程
度
し
ぼ
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
　
宮
道
の
復
原
的
研
究

駅
路
の
復
原
的
研
究
に
お
け
る
従
来
の
方
法
は
、
ま
ず
「
延
菩
式
L
所
載
の
駅
名
を
現
在
地
名
に
求
め
、
不
明
の
駅
に
つ
い
て
は
駅
間
距
離

を
勘
案
し
な
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
所
在
地
を
考
え
、
さ
ら
に
小
字
地
名
・
地
形
的
条
件
・
遺
物
な
ど
を
参
考
に
し
て
駅
家
の
位
置
を
想
定
す
る

も
の
で
、
駅
路
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
近
世
の
街
道
を
基
準
に
、
「
大
遺
」
な
ど
古
代
道
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
地
名
な
ど
に
よ

っ
て
、
概
略
の
道
筋
を
推
測
す
る
に
と
ど
ま
り
、
古
代
駅
路
固
有
の
路
線
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

、
l
L
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
木
下
艮
氏
「
酉
海
道
の
古
代
官
辺
に
つ
い
て
」
　
r
大
事
府
古
文
化
論
宝
J
下
巻
)

古
代
官
道
の
研
究
を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
木
下
氏
が
回
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
道
の
研
究
に
お
い
て
も
、
駅
家
の
比
定
が
前
提
で
あ

っ
た
。
し
か
し
昭
和
四
〇
年
代
後
半
に
は
い
る
と
、
駅
家
の
位
置
問
題
と
は
一
応
切
り
離
し
て
、
古
代
の
官
道
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ



の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
空
中
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
を
利
用
し
、
欧
州
の
古
道
研
究
の
方
法
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
条
里
余
剰
帯
や
直
線
的
道
路
の

痕
跡
を
検
出
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
古
道
が
多
く
行
政
区
画
の
直
線
的
境
界
と
し
て
利
用
さ
れ
る
傾
向
な
ど

も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

古
代
官
道
の
研
究
が
、
最
初
に
進
め
ら
れ
た
の
も
機
内
を
対
象
と
し
て
で
あ
っ
た
。
大
和
盆
地
に
、
上
っ
遺
・
下
っ
遺
・
中
っ
遺
・
横
大
路
な

ど
、
直
観
的
道
路
が
存
在
す
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
一
部
で
、
考
古
学
的
調
査
が
実
施
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
古
代

官
道
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
岸
俊
男
民
ら
に
よ
っ
て
、
こ
の
官
道
が
、
藤
原
京
・
平
城
京
の
造
営
な
ど
を
軸
と
す

る
地
域
計
画
の
基
準
線
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
(
「
古
道
の
歴
史
」
　
「
古
代
の
日
本
5
L
所
収
)
と
と
も
に
、
そ
の
直
線
的
な

ル
ー
ト
が
関
心
を
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

し
か
し
こ
の
直
線
的
な
ル
ー
ト
は
、
畿
内
特
有
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
木
下
良
民
は
「
畿
内
以
外
の
地
で
は
こ
の
よ

う
な
直
線
的
古
代
道
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
留
意
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
わ
が
国
の
古
代
道
は
元
来
自
然
発
生
的
な
踏
分
遣
を
基
礎
に
し

て
、
こ
れ
を
若
干
整
備
し
た
程
度
の
も
の
と
考
え
、
従
っ
て
き
わ
め
て
屈
曲
の
多
い
道
路
で
あ
っ
た
と
す
る
、
先
入
観
に
捉
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
条
里
地
域
を
通
過
す
る
駅
路
な
ど
は
、
直
線
的
と
考
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
は
条
里
地
割
を
先
行
さ
せ
て
、
こ
れ
に
道
筋

を
考
え
た
結
果
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
先
入
観
を
う
ち
く
だ
き
、
多
く
の
歴
史
地
理
研
究
者
を
古
道
の
研
究
に
か
り
た
て
た
の
が
、
足
利
健
亮
氏
に
よ
る
近
江
国
で
の
直
線

的
官
道
の
指
摘
(
r
日
本
古
代
地
理
研
究
し
第
七
章
他
)
で
あ
っ
た
、
と
木
下
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
四
〇
年
代
の
終
り
ご
ろ
か
ら
、
各
地

で
古
代
官
道
の
復
原
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
西
海
道
の
古
代
官
道
に
つ
い
て
も
、
木
下
良
氏
や
日
野
尚
志
氏
(
「
駅
路
考
」
r
九
州
文
化
史
研
究

所
紀
要
」
2
4
)
ら
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
海
道
で
も
、
九
つ
の
国
を
結
ぶ
官
道
が
整
備
さ
れ
た
が
、
そ
の
ル
ー
ト
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
諸
道
と
は
若
干
違
う
様
相
を

て
い
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
酉
海
道
以
外
で
は
、
都
か
ら
六
つ
の
放
射
線
上
の
官
道
が
延
び
て
い
き
、
各
道
の
国
々
は
そ
れ
ぞ
れ
一
本
の
ル
ー
ト
上

七



..＼ノ

に
順
次
位
置
づ
け
ら
れ
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
西
海
道
の
各
国
は
都
か
ら
の
官
道
に
順
次
位
置
づ
け
ら
れ
る
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
む
し
ろ
西
海
道
で
は
、
都
の
役
割
を
大
事
府
が
は
た
し
、
こ
の
大
事
府
か
ら
放
射
線
状
に
延
び
る
六
つ
の
官
道
に
、
各
々
二
、
三
の
国
が

位
置
づ
け
ら
れ
る
形
態
を
と
る
(
F
古
代
日
本
の
交
通
路
』
Ⅳ
)
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
西
海
遺
全
体
が
ミ
ニ
日
本
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ

と
お
　
み
か
ど

り
、
大
事
府
を
「
遠
の
朝
廷
」
と
よ
ん
だ
そ
の
理
念
が
、
交
通
体
系
の
上
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
九
州
に
お
け
る
六
本
の
官
道
と
は
、

①
豊
前
国
府
へ
向
か
う
豊
前
道
　
㊥
豊
後
国
府
へ
向
か
う
豊
後
遺
、
.
お
よ
び
そ
の
延
長
で
あ
る
日
向
遺
　
⑨
筑
後
・
肥
後
・
薩
摩
国
府
を
経
て
大
隅

国
府
へ
向
か
う
西
遺
　
④
肥
前
国
府
を
経
て
島
原
半
島
へ
い
た
る
肥
前
遺
　
㊥
筑
前
・
肥
前
の
海
岸
を
経
て
肥
前
登
望
駅
か
ら
、
壱
岐
・
対
馬
へ
渡

る
壱
岐
・
対
馬
道
　
㊥
都
へ
向
か
う
山
陽
道
の
一
部
で
あ
る
大
字
府
道
で
あ
る
。

こ
の
六
本
の
古
代
官
道
の
う
ち
、
そ
の
復
原
的
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
は
、
筑
前
・
肥
前
・
筑
後
国
な
ど
の
大
事
府
周
辺
地
域
と
、
豊
前
国
で
あ

る
。
古
代
官
遺
研
究
の
当
初
に
み
ら
れ
た
畿
内
と
畿
外
の
地
域
差
が
、
い
ま
九
州
の
中
で
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
九
州
の
大
字
府
周
辺
地

域
以
外
の
地
域
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
各
地
の
成
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
古
代
官
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
急
務
の
課
題
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
ど
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
西
海
道
に
お
い
て
も
直

線
的
な
道
路
と
し
て
、
古
代
の
官
道
を
想
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
山
す
そ
と
山
す
そ
を
直
接
的
に
む
す
び
、
少
々
の
山
は
直
線
的
に
越
え
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。
山
塊
を
越
え
る
必
要
が
あ
る
時
は
、
尾
根
の
先
端
に
と
り
つ
き
、
尾
根
つ
た
い
に
最
短
距
親
を
め
ざ
す
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。直

線
的
で
あ
る
こ
と
は
、
平
野
部
に
お
い
て
条
里
地
割
に
沿
う
ル
ー
ト
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、
近
代
ま
で
大
字
堺
・
村
堺
な
ど
行

政
区
画
の
境
界
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
豊
前
国
下
毛
郡
か
ら
駅
缶

用
の
問
の
古
代
の
官
道
が
近
代
ま
で
勅
使
道
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
世
の
こ
ろ
ま
で
、
各
地
の
主
要
な
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。



以
上
の
よ
う
な
ル
ー
ト
設
定
上
の
特
徴
と
と
も
に
、
駅
制
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
地
名
も
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
古
代
の
官
辺
で
車
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
達
す
る
の
で
は
な
い
か
と
患
わ
れ
る
車
路
・
車
返
し
な
ど
車
関
連
地
名
、
里
程
標
な
い
し
記

念
碑
的
な
意
味
を
含
む
立
石
、
条
里
地
割
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
耗
手
・
禍
添
、
駅
家
の
給
水
に
関
係
す
る
清
水
、
道
の
形
状
な
い
し
公
的
な
遺

の
意
味
を
含
む
大
道
な
ど
の
地
名
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

大
分
市
内
で
、
駅
制
に
関
係
す
る
よ
う
な
地
名
を
小
字
レ
ベ
ル
で
拾
い
あ
げ
る
と
、
下
表
の
よ
う
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
.
て
の
地
名
の
箇
所
が
、
た
だ
ち
に
駅
制
に
関
連
す
る
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、

一
定
の
配
慮
の
う
え
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
空
中
写
真
・
字

図
・
新
旧
の
地
形
図
な
ど
に
よ
っ
て
、
直
線
的
道
路
や
尾
根
を
利
用
す
る
道
路
な
い
し
道
路
状
痕
跡
な

ど
を
検
出
し
、
そ
れ
ら
と
前
述
の
地
名
と
が
有
桟
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ

こ
を
古
代
の
官
道
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
　
大
宰
府
道
と
日
向
遺

古
代
官
辺
の
特
徴
と
、
駅
制
関
連
地
名
を
考
慮
に
い
れ
て
、
大
分
市
域
の
地
形
図
・
字
図
・
空
中
写

真
な
ど
を
み
る
と
、
注
目
す
べ
き
一
本
の
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
ケ
田
町
交
差
点
か
ら
東
へ
む
か
い
、

南
大
分
小
学
校
前
・
豊
府
小
学
校
前
を
へ
て
、
岩
屋
寺
石
仏
群
前
に
至
る
直
線
状
の
道
路
で
あ
る
。
国

府
の
所
在
地
を
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
国
府
外
郭
線
と
し
て
注
目
し
て
き
た
道
路
で
も
あ
る
。
こ

の
道
路
は
現
在
、
字
町
口
付
近
で
カ
ギ
状
に
屈
折
し
て
い
る
が
、
道
路
の
北
前
に
は
、
旧
道
を
し
め
す

と
考
え
ら
れ
る
道
路
状
痕
跡
が
点
在
し
て
い
る
。
県
立
大
分
図
書
館
所
蔵
の
江
戸
初
期
ご
ろ
の
古
絵
図

で
は
、
そ
の
道
は
中
絶
手
道
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
条
里
地
割
に
も
そ
っ
て
い
る
の
で
、
古
代
の
官
遺

大分市内の駅制関連地名

()内は大字＼l　駅家・駅路関係小字名
草木(荏隈・賀来)車谷(片島)

横大道(津守)大道(片島・上戸次・下判田)大道上(官河内)

立石尾(津守)立石(市尾・佐野)

志水(上戸次)清水迫(横尾・丹生)清水(毛井・松岡)

桟縄手(下判田)縄手ソイ(鴬野)中絶手(鴛野)

栗矢田(中判田)マカヤ(松岡)

重

大　道

立　石

清　水

縄　手

その他

九



①
高
坂
駅
推
定
地
②
江
戸
初
期
の
絵
図
に
記
さ
れ
て
い
る
「
縄
手
遺
」
③
永
興
寺
跡

④
荏

隈
の

小
字

「
串

木
」

⑤
真

釆
の

小
字

「
串

木
」

⑥
大

明
神

社
　

⑦
挟

間
町
古
野
　
N

⑧
豊

後
国

分
寺

跡
　

*実
線

部
分

は
現

在
(近

年
)で

も
道

も
し

く
は

地
割

が
存
在
し
、
団

破
線

部
分

は
推

定
で

あ
る

。



と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
直
線
状
道
路
は
、
現
在
三
ケ
田
町
交
差
点
で
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
る
が
、
過
去
に
は
直
線
状
道
路
が
西
方
に
延
び
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
痕
跡
が
数
ヶ
所
で
確
認
で
き
る
。
ま
ず
南
大
分
駅
の
南
五
〇
㍍
付
近
で
は
、
東
西
方
向
に
約
一
二
〇
㍍
の
直
線
状
造

詣
痕
跡
が
産
認
さ
れ
る
。
こ
の
道
路
痕
跡
は
、
周
囲
の
住
宅
地
割
の
方
向
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
古
国
府
・
南
大
分
地
区
の
条
里
地
割
の
延
長

上
に
位
置
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
三
ケ
田
町
交
差
点
と
南
大
分
駅
南
側
道
路
痕
跡
の
延
長
線
上
に
、
県
道
挟
間
・
大
分
線
の
一
部
が
、
は
ば
直
線
状
の
道
路
と
し
て
重
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
県
運
転
免
許
試
験
場
の
コ
ー
ス
北
側
付
近
か
ら
、
賀
来
神
社
一
の
鳥
居
に
い
た
る
県
道
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
県
道

の
北
側
二
村
が
小
字
草
木
で
あ
り
、
車
関
連
地
名
が
残
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
現
在
の
荏
隈
小
学
校
南
側
地
区
も
字
草
木
と
い
う
が
、
こ
の

二
つ
の
草
木
の
南
端
を
結
ぶ
と
、
そ
の
一
部
は
県
道
挟
間
・
大
分
線
と
一
致
し
、
そ
の
東
方
へ
の
延
長
線
は
、
南
大
分
駅
南
側
の
道
路
痕
跡
に
い
た

り
、
さ
ら
に
三
ケ
田
町
交
差
点
、
そ
し
て
中
紐
手
迫
に
い
た
る
直
線
と
な
る
。
な
お
明
治
二
三
年
(
一
八
九
〇
年
)
の
字
図
に
よ
れ
ば
、
字
草
木
(
荏

隈
小
学
校
付
近
の
)
と
字
中
瀬
の
問
で
は
直
線
状
の
界
線
が
示
さ
れ
て
い
る
。

県
道
挟
間
・
大
分
緑
に
賀
来
付
近
で
一
致
し
た
直
線
状
の
道
路
の
痕
跡
は
、
賀
来
川
を
渡
河
し
た
中
島
の
集
落
の
中
で
消
え
さ
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
先
述
の
大
分
図
童
臼
飴
蔵
の
古
絵
図
に
は
、
賀
来
か
ら
中
尾
の
集
落
の
南
に
銭
座
す
る
大
明
神
社
北
側
に
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
台
地
の
尾
根

の
先
端
を
登
る
道
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
中
尾
集
落
内
の
「
状
の
曲
り
角
に
い
た
る
道
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
利
用
す
る
人
も
少
な
い
の

か
、
草
木
が
道
を
隠
し
か
け
て
い
る
。
こ
の
中
尾
の
集
落
を
通
る
道
は
、
ほ
ば
尾
根
づ
た
い
に
、
現
在
の
大
分
医
科
大
学
を
抜
け
て
挟
間
町
下
黒
野

に
い
た
る
。
下
黒
野
か
ら
赤
野
を
経
て
朴
木
ま
で
の
道
は
、
近
世
の
「
永
山
布
政
所
路
」
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
ほ
ぼ
尾
根
づ
た
い
に
由
布
山
を
目

ざ
し
て
延
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
太
宰
府
と
豊
後
国
府
を
結
ぶ
太
宰
府
道
(
豊
後
道
)
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

大
宰
府
道
が
、
直
線
状
の
道
路
と
し
て
確
認
で
き
る
の
に
対
し
、
豊
後
国
府
と
日
向
国
府
を
結
ぶ
日
向
道
に
つ
い
て
は
、
大
分
市
域
で
は
、
直
線

状
の
官
道
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
古
城
山
か
ら
高
尾
山
に
及
ぶ
台
地
を
、
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
向
道
の
場
合
は
、

地
名
に
慮
る
し
か
方
法
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
片
島
の
字
車
谷
・
大
道
、
津
守
の
字
桟
大
道
・
立
石
尾
、
そ
し
て
松

一
一
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拝
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本

①
高
坂

駅
推

定
地

⑧
津

守
③

津
守

の
小

字
「

立
石

尾
」

④
津

守
の

小
字
「
杭
大
道
」
⑤
片
島
の
小
字
「
重
谷
」
⑥
片
島
の
小
字
「
大
道
」
⑦
-ノ

谷
横
穴
韮
群
⑧
丹

生
駅

比
定

地
。

松
岡

の
小

字
「

丹
生

」
「

丹
生

前
」

「
永

倉
」

及
び

通
称

「
馬

場
」

「
丹

生
渾

留
」

な
ど

残
る

上
松

同
地

区
⑨

深
迫

の
波

場
跡

。



岡
の
字
丹
生
の
地
名
で
あ
る
。

津
守
地
区
は
、
古
代
に
お
け
る
国
府
の
港
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
要
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
陸
上
交
通
の
拠
点
で
も

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
津
守
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
る
碇
山
の
茄
に
、
立
石
尾
・
舟
綱
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
そ
の
両
地
点
か
ら
南

東
の
小
丘
抜
上
に
、
抗
大
道
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
こ
の
小
丘
陵
を
く
だ
り
再
び
丘
陵
の
裾
に
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
が
字
車
谷
で
あ
る
。
木
下
艮
氏
の

研
究
に
よ
る
と
、
豊
前
・
筑
前
臼
な
ど
で
も
車
返
し
地
名
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
駅
路
上
の
渡
河
点
や
急
坂
下
に
所
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
重
谷
の
位
置
も
、
尾
根
を
こ
え
る
た
め
の
坂
の
下
に
あ
た
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
重
谷
か
ら
の
坂
を
竪
り
つ
め
た
丘
陵
上
が
字
大
道

で
あ
る
。

大
道
の
東
南
方
向
が
分
水
嶺
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
を
松
岡
の
方
面
に
お
り
て
い
く
と
、
大
野
川
の
支
流
で
あ
る
北
鼻
川
の
谷
で
あ
る
。
途
中
の
大

久
保
池
の
北
側
に
は
、
一
ノ
谷
構
穴
墓
群
が
あ
る
。
大
久
保
池
の
東
側
に
位
置
す
る
小
さ
な
丘
陵
を
登
る
と
、
眼
下
に
松
岡
の
集
落
が
広
が
っ
て
く

る
。
こ
の
丘
陵
の
突
端
部
に
は
宮
地
嶽
神
社
が
鎮
座
す
る
が
、
丘
陵
か
ら
そ
の
参
道
前
を
通
り
、
大
野
川
方
面
へ
は
緩
や
か
な
下
り
坂
で
あ
り
、
各

所
で
よ
う
や
く
直
線
状
道
路
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
傍
ら
に
、
中
世
前
期
の
こ
ろ
の
造
塔
と
み
ら
れ
る
五
輪
塔
が
立
ち
、
そ
ば
に
は
そ
の
塔

身
・
台
座
・
笠
な
ど
と
思
わ
れ
る
石
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
線
状
道
路
の
痕
跡
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
と
、
門
前
を
へ
て
上
松
岡
に
至
る
。

こ
の
上
松
岡
の
小
集
落
の
な
か
に
、
丹
生
・
丹
生
前
・
永
倉
と
い
う
小
字
地
名
が
ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
小
集
落
は
、
舌
状

の
徴
高
地
上
に
位
置
し
て
い
.
る
。
丹
生
を
中
心
に
方
一
町
強
の
区
画
を
想
定
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
こ
の
丹
生
を
中
心
に
隣
接
す
る
家
々
が
、

現
在
馬
場
組
と
称
す
る
隣
保
斑
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

津
守
か
ら
丹
生
に
い
た
る
道
の
う
ち
二
ノ
谷
横
穴
莱
群
付
近
か
ら
米
良
の
字
東
谷
に
い
た
る
部
分
は
、
現
在
の
市
道
松
岡
・
片
島
根
に
重
な
る
。

こ
の
う
ち
大
道
か
ら
一
ノ
谷
抜
穴
韮
群
ま
で
の
間
に
、
近
世
以
後
の
道
祖
神
な
い
し
は
観
音
・
弥
勒
像
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
、
大
久
保

池
東
側
の
小
丘
陵
か
ら
丹
生
ま
で
続
い
て
お
り
、
こ
の
道
路
が
少
な
く
と
も
近
世
の
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
こ

の
字
丹
生
を
含
む
松
岡
地
区
は
、
近
世
日
向
道
に
お
け
る
大
野
川
の
渡
河
点
と
し
て
、
交
通
上
の
要
衝
に
あ
た
る
。
山
を
は
さ
ん
だ
津
守
と
松
岡

l
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一
四

が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
分
・
大
野
両
川
の
渡
河
地
点
で
あ
り
、
両
河
川
を
物
資
の
輸
送
に
利
用
す
る
場
合
、
両
者
が
至
便
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の

二
点
を
結
ぶ
道
が
、
歴
史
上
重
要
な
道
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
大
野
川
左
岸
の
地
に
、
丹
生
駅
の

候
補
地
と
も
考
え
ら
れ
る
丹
生
の
地
名
が
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
地
は
、
日
向
道
・
坂
門
津
(
古
代
豊
後
の
国
津

と
考
え
ら
れ
る
)
へ
の
陸
上
の
道
の
結
節
点
に
も
ふ
さ
わ
し
い
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
。

五
　
丹
生
駅
・
丹
生
津
留
畠
に
つ
い
て

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
駅
制
に
関
連
す
る
地
名
な
ど
を
含
め
総
合
的
に
考
え
て
み
る
と
、
海
部
郡
の
丹
生
駅
は
こ
の
松
岡
地
区
の
字
丹
生

の
地
に
比
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
丹
生
駅
の
候
補
地
が
、
孤
立
し
た
地
名
や
、
不
確
実
な
要
素
の
強
い
駅
間
距
離
か
ら
推
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
の
.
に
比
べ
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
は
る
か
に
高
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
に
、
た
っ
た
一
つ
残
さ
れ
た
問
題
は
こ
の
松
岡
地
区
が
近

年
ま
で
旧
大
分
郡
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
杷
夏
に
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
代

の
郷
、
さ
ら
に
は
郡
は
、
い
わ
ば
人
間
の
把
捉
に
も
と
づ
く
行
政
単
位
で
あ
り
、
一
定
の
領
域
区
分
が
先
行
す
る
行
政
上
の
区
画
で
は
な
い
の
で
、

細
部
に
は
出
入
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
特
に
郡
の
周
域
部
で
は
所
屈
す
る
郡
が
時
代
と
と
も
に
、
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
松
岡
地
区
が
古
代
か
ら
一
貫
し
て
大
分
郡
に
属
し
て
い
た
と
い
う
根
拠
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
北
鼻
川
(
通
称
境
川
)
を
は
さ
ん
で
松
岡
の
字
丹
生
に
隣
接
す
る
毛
井
村
や
、
大
野
郡
千
歳
村
の
柴
山
村
が
、
弘
安
八
年
(
二
一

八
五
)
の
「
豊
後
国
図
田
帳
」
で
海
部
郡
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
丹
生
が
古
代
に
海
部
郡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
丹
生
付
近
が
、
古
代
中
世
の
み
な
ら
ず
、
近
世
に
お
い
て
も
大
分
・
海
部
両
郡
の
郡
界
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
か

ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

豊
後
国
大
分
郡
当
時



加
科
松
岡
村
与
、
同
国
臼
杵
領
海
部
郡
毛
井
村
与
之
境
者
、
毛
井
村
之
内
字
丹
生
淫
留
ケ
鼻
与
巾
所
よ
り
辰
巳
之
方
二
両
、
同
侃
川
向
大
分
郡
佐
柳

村
之
内
探
迫
克
之
口
与
申
所
二
見
通
し
、
則
大
分
海
部
商
都
之
耕
二
而
砲
座
候
。
右
見
通
し
往
古
者
、
往
来
之
道
筋
二
両
、
此
道
筋
半
分
松
岡
村
毛

井
村
之
境
二
両
臼
庄
侯
。
右
道
よ
り
直
二
川
二
出
、
此
所
舟
渡
有
之
探
迫
二
通
路
い
た
し
居
中
候
由
、
尤
本
往
還
二
而

上
位
臼
通
行
之
節
、
探
迫
l
毛
井
村
江
捗
り
候
場
所
二
両
有
之
仮
。
然
処
年
来
洪
水
之
度
ニ
∵
川
瀬
変
し
、
渡
場
漸
々
川
下
二
下
り
、
自
然
与
巳
前

之
道
筋
完
侯
得
共
、
右
境
之
儀
往
古
よ
り
之
通
、
丹
生
津
留
ケ
鼻
A
探
迫
掘
之
口
見
通
し
違
変
無
之
侯
。

こ
の
史
料
は
、
毛
井
の
竹
中
文
書
の
中
の
一
通
で
あ
る
。
「
上
位
」
な
ど
の
語
か
ら
、
江
戸
時
代
前
期
一
七
世
紀
中
ご
ろ
の
松
岡
村
と
毛
井
村
の

境
に
関
す
る
上
申
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
、
境
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
海
溝
郡
毛
井
村
の
丹
生
津
留
ケ
鼻
と
大
分
郡
佐
柳
村
探

迫
を
結
ぶ
紋
で
あ
っ
た
。
丹
生
津
留
ケ
鼻
は
、
丹
生
の
舌
状
台
地
の
突
端
部
を
指
示
す
る
呼
称
で
あ
る
。
現
在
の
字
丹
生
の
東
側
地
域
か
ら
、
東
芝

大
分
工
場
の
西
側
付
近
の
通
称
で
あ
る
。
北
鼻
川
と
松
岡
排
水
路
と
が
合
流
す
る
付
近
で
あ
り
、
文
字
通
り
古
く
か
ら
ツ
ル
の
地
で
あ
っ
た
。
こ
の

丹
生
津
留
ケ
鼻
が
毛
井
村
の
内
と
さ
れ
て
い
る
の
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
舌
状
の
徽
高
地
に
あ
る
字
丹
生
の
所
属
も
毛
井
村
の
内
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
流
動
的
で
あ
り
、
固
定
的
に
考
え
る
の
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
は
、
松
岡
の
字
丹
生
の
地
は
海
部
郡
に
屈
し
、
丹
生
駅
の
設
置
さ
れ
て
い
た
場
所
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

(丹)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
丹
生
に
関
連
し
て
、
も
う
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
到
津
文
書
の
　
「
宇
佐
御
神
領
大
鏡
」
に
、
「
丹
生
津
留
自
田
地
廿
町
、

件
津
留
者
、
侍
従
中
納
言
御
家
領
也
、
而
寛
仁
三
年
、
且
公
家
御
祈
祷
、
且
私
祈
祷
料
、
於
御
宝
前
始
行
理
趣
分
所
、
彼
析
所
被
奉
書
也
」
と
み
え

(舟)

る
丹
生
津
留
畠
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
宇
佐
宮
領
の
所
在
地
に
つ
い
て
、
中
野
幡
能
氏
(
F
八
幡
信
仰
史
の
研
究
』
)
は
、
こ
れ
を
丹
生
津
留
と
よ
み
、

臼
杵
市
深
田
の
地
域
に
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
富
来
隆
氏
(
「
盟
後
F
国
府
』
の
位
置
に
つ
い
て
」
大
分
県
地
方
史
8
4
号
)
は
、
丹
生
津
留
と
よ
み
、
大

分
市
豊
飴
に
あ
て
て
い
る
。

原
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
舟
生
か
丹
生
か
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
り
に
丹
生
津
留
白
田
と
読
む
の
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
大
野
川
左

岸
の
丹
生
付
近
が
、
そ
の
有
力
な
比
定
地
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
野
氏
は
同
著
書
の
中
で
、
豊
前
国
の
例
を
中
心
に
、
字
佐
官
が
そ
れ
ぞ
れ
駅

一
五



一
六

家
の
所
在
地
に
荘
国
を
設
置
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
丹
生
駅
と
丹
生
津
留
畠
の
関
連
も
、
同
じ
視
角
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
中
野
氏
自
身
の
説
を
補
強
す
る
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
丹
生
津
留
は
臼
杵
市
深
田
よ
り
、
大
分
市
松
岡
字
丹
生
付
近
と
す
る
は
う
が

妥
当
だ
と
考
え
る
。
宇
佐
官
領
と
駅
家
の
関
連
は
、
今
後
の
詳
細
な
研
究
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
衛
領
と
水
上
交
通
の
要
地
と
の
強
い

関
連
に
つ
い
て
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
視
点
が
宇
佐
宮
餌
荘
園
研
究
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

五
節
に
わ
た
り
、
駅
制
の
問
題
を
の
べ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
大
分
市
域
に
お
い
て
、
古
代
の
人
々
が
歩
い
た
遠
の
復
原
を
は
か
り
、
ま
た
諸
説

が
提
示
さ
れ
て
い
る
丹
生
駅
に
つ
い
て
も
、
そ
の
有
力
な
比
定
地
が
大
分
市
内
に
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
が
平
安
後
期
以
後
の
、
荘
園

・
国
街
領
の
展
開
と
も
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
の
は
、
豊
後
国
の
ご
く
一
部
の
地
域
に
す
ぎ
な

い
。
今
後
、
各
地
で
同
じ
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
、
古
代
の
人
々
の
生
活
の
実
像
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
ま
た
筆
者
自
身
も

そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
を
期
し
な
が
ら
、
結
び
と
し
た
い
。

本
稿
は
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
三
十
一
日
大
分
市
府
内
会
館
で
行
な
わ
れ
た
、
大
分
県
地
方
史
研
究
会
大
会
で
の
公
開
講
演
の
要
旨
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
整

理
に
際
し
、
文
体
を
「
で
あ
る
」
誠
に
か
え
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

大
分
大
学
教
育
学
部
助
義
援
)




