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【
底
本
】 

名
称
：『
軽
井
沢
遊
園
地
設
計
方
針
』 

著
者
：
本
多
静
六
口
述 

口
述
：
明
治
四
十
四
年
十
月
三
十
日
油
屋
旅
館
に
於
て 

項
数
：
二
十
二
項 

所
蔵
：
東
京
大
学
大
学
院
農
学
生
命
科
学
研
究
科
森
林
風
致
計
画
学
研
究
室 

 【
作
業
方
針
】 

見
出
し
と
全
文
を
作
成
し
た
。
見
出
し
は
全
文
か
ら
抽
出
し
た
。
書
字
方
向
は
、
原
文
の
と
お

り
縦
書
き
と
し
た
。
一
行
あ
た
り
の
文
字
数
は
、
本
稿
の
様
式
に
適
合
さ
せ
改
変
し
た
。
字
体

は
、
現
代
の
常
用
漢
字
体
に
統
一
し
た
。
踊
り
字
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
に
組
み
直
し
た
。
現
代

的
な
読
み
易
さ
を
加
味
の
上
、
語
尾
を
簡
素
な
表
現
に
改
め
る
こ
と
、
長
文
に
句
読
点
を
付
加

す
る
こ
と
、
な
ど
修
正
を
施
し
た
。
明
ら
か
な
誤
植
は
正
当
な
表
現
に
訂
正
し
た
。
な
お
、
難
読

な
漢
字
に
は
、
角
括
弧
［ 

］
を
附
し
て
読
み
仮
名
を
示
し
た
。 

 【
見
出
し
】 

序 軽
井
沢
の
特
徴
を
発
揮
す
る
た
め
の
二
十
六
ヶ
条 

(

第
一)

道
路 

(

第
二)

川 
(

第
三)

湖 
(

第
四)

落
葉
樹 

(

第
五)

原
野 

(

第
六)

幽
玄
地 

(

第
七)

大
遊
戯
場 

(

第
八)

並
木 

(

第
九)

雪 
(

第
十)

泉
水 

(

第
十
一)

慰
謝
物 

(

第
十
二)

一
般
休
憩
所 

(

第
十
三)

展
望
室 

(

第
十
四)

野
獣
園 

(

第
十
五)

植
物
園 

(

第
十
六)

見
本
的
森
林 

(

第
十
七)

果
樹
園
・
花
戸 

(

第
十
八)

便
所 

(

第
十
九)

指
導
標 

(

第
二
十)

案
内
記 

(

第
二
十
一)

国
有
地 

(

第
二
十
二)

私
有
地 

(

第
二
十
三)

風
致
保
安
林 

(

第
二
十
四)

軽
井
沢
遊
園
地
委
員 

(

第
二
十
五)

軽
井
沢
遊
園
地
設
計
委
員
会 

(

第
二
十
六)

専
務
技
師 

 

【
全
文
】 

序 

目
を
放
っ
て
欧
米
各
国
に
於
け
る
大
勢
を
見
る
と
、
各
国
競
っ
て
そ
の
国
に
お
け
る
山
水
風

景
の
利
用
に
努
め
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
の
ス
イ
ス
の
よ
う
な
ア
ル
プ
ス
山
中
に
あ
る
小
さ
な

国
で
あ
っ
て
気
候
は
寒
く
、
農
作
物
も
余
り
出
来
な
い
所
だ
か
ら
、
住
民
は
従
来
山
林
業
の
ほ

か
に
は
牧
草
を
作
り
、
牛
を
飼
い
、
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
造
り
、
ま
た
は
蜜
蜂
な
ど
を
養
っ
て
居

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
幸
い
、
天
然
の
山
水
風
景
に
富
ん
で
い
る
の
で
、
近
来
到
る
所
に
公
園
林

的
の
設
備
を
つ
く
っ
て
ま
さ
に
外
国
の
御
客
を
招
く
た
め
に
沢
山
の
金
が
落
ち
、
か
つ
自
然
住

民
の
職
業
が
増
え
て
き
た
。
つ
ま
り
他
国
か
ら
沢
山
に
人
が
来
る
と
、
そ
の
人
の
需
要
に
応
じ

る
だ
け
で
も
色
々
そ
れ
に
必
要
で
あ
る
地
産
事
業
や
製
造
工
業
が
起
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
今
日
で
は
非
常
に
富
貴
な
国
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ

リ
ア
な
ど
の
様
な
先
進
国
に
お
い
て
は
、
何
れ
も
風
景
の
良
い
所
に
は
公
園
林
的
な
設
備
を
つ

（
資
料
） 

本
多
静
六
口
述
『
軽
井
沢
遊
園
地
設
計
方
針
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明
治
四
十
四
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十
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三
十
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現
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く
り
、
外
客
を
招
く
に
努
め
つ
つ
あ
り
ま
す
。
か
の
今
日
、
人
文
の
発
達
は
天
然
の
山
水
風
景
を

保
存
す
る
こ
と
は
そ
の
国
の
義
務
と
思
わ
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
即
ち
、
天
然
の
風
景
な
る

も
の
は
人
為
に
よ
ら
ず
、
天
の
与
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
永
く
こ
れ
を
子
孫
に
残
し
、
ま
た
こ

れ
を
広
く
世
界
の
人
々
の
用
に
供
す
べ
き
も
の
で
、
決
し
て
現
世
一
部
の
人
が
勝
手
に
こ
れ
を

破
壊
す
べ
き
も
の
で
な
い
。
乱
暴
な
取
扱
い
を
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
こ
の
点
よ
り

見
れ
ば
山
水
風
景
は
世
界
の
共
有
物
を
み
な
す
べ
き
も
の
で
、
天
然
に
良
い
風
光
を
有
す
る
国

民
は
十
分
に
こ
れ
を
保
護
し
て
長
く
広
く
世
人
に
賞
観
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
。
然
る
に
一
体
野

蛮
国
で
あ
る
と
無
茶
苦
茶
に
風
景
の
良
い
も
の
を
破
壊
し
て
取
返
し
の
付
か
な
い
事
に
な
る
か

ら
、
世
界
の
山
水
風
景
を
保
護
す
る
た
め
す
で
に
万
国
風
景
保
護
協
会
と
い
う
よ
う
な
組
織
が

欧
州
に
は
出
来
た
位
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
山
水
風
景
は
そ
の
国
に
在
っ
て
は
一
種
の
資
本

で
あ
っ
て
、
巧
み
に
こ
れ
を
利
用
す
る
に
お
い
て
は
、
幾
百
千
万
円
に
匹
敵
す
べ
き
大
資
本
で

あ
る
。
然
る
に
我
が
日
本
の
風
京
は
世
界
に
誇
る
に
足
る
べ
き
も
の
が
非
常
に
多
い
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
天
然
の
風
景
を
利
用
す
る
何
等
の
設
備
が
な
い
。
折
角
の
実
物
を

人
に
見
せ
な
い
で
固
く
土
蔵
中
に
仕
舞
込
ん
で
あ
る
様
な
感
が
有
る
。
こ
れ
は
誠
に
殘
念
な
次

第
で
あ
り
ま
す
。
富
の
戦
場
に
悪
戦
苦
闘
し
つ
つ
あ
る
我
が
帝
国
の
今
日
誠
に
惜
し
む
べ
き
事

で
あ
り
ま
す
。 

そ
も
そ
も
信
州
は
我
が
中
央
山
脈
中
に
存
在
し
、
あ
て
も
彼
の
欧
州
に
お
け
る
ス
イ
ス
の
観

が
あ
る
。
こ
と
に
軽
井
沢
の
地
で
あ
る
我
が
国
中
は
、
他
に
比
類
な
き
高
原
的
風
景
に
富
み
、
夏

季
の
避
暑
地
と
し
て
無
類
の
特
性
を
有
す
る
た
め
に
、
未
だ
何
等
の
遊
園
地
の
設
備
が
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
年
々
千
余
人
の
外
人
並
び
に
五
千
四
百
除
人
の
邦
人
が
避
暑
に
来
て
い

る
。
な
お
年
々
増
加
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
今
日
更
に
完
全
で
あ
る
設
備
を

つ
く
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
の
発
展
は
思
う
に
計
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。
由
来
日
本
に
お
け
る
多
く
の
山
水
風
景
は
、
あ
た
か
も
田
舎
娘
の
よ
う
な
天
然
の
美

は
即
ち
美
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
何
等
の
行
儀
作
法
を
仕
込
ま
れ
て
い
な
い
蓬
髪
垢
面
［
ほ
う

は
つ
こ
う
め
ん
］
の
山
出
し
娘
で
あ
れ
ば
、
未
だ
こ
れ
を
以
て
世
界
の
珍
客
に
お
仕
え
さ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
特
に
軽
井
沢
に
就
い
て
こ
う
感
じ
る
本
県
当
局
者
が
こ
こ
に
着

眼
さ
れ
、
我
々
を
し
て
こ
れ
が
設
計
の
研
究
を
成
功
さ
せ
る
と
い
う
事
は
本
県
の
た
め
、
ま
た

国
家
の
た
め
大
い
に
喜
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

で
私
は
今
日
踏
査
し
ま
し
た
所
を
以
て
申
し
ま
す
れ
ば
…
…
…
今
日
は
幸
い
天
気
晴
朗
で
調

査
に
誂
え
向
き
の
好
日
和
で
、
二
日
分
程
步
き
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
一
度
の
調
査
で
立
案
す

る
は
少
し
本
意
に
反
す
る
所
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
何
れ
今
回
も
同
行
し
て
も
ら
っ
た
ド
ク
ト
ル

本
郷
君
が
後
日
更
に
十
分
調
查
し
た
上
の
意
見
を
も
聴
い
た
後
、
こ
の
あ
ら
を
補
う
と
し
て
ま

ず
、
今
日
実
地
踏
查
し
た
所
と
井
上
課
長
並
に
今
牧
技
手
の
説
明
を
参
酌
し
て
軽
井
沢
遊
園
地

設
計
の
大
方
針
を
述
べ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。 

お
よ
そ
軽
井
沢
の
よ
う
な
広
大
で
あ
る
遊
園
地
と
い
う
も
の
は
ま
ず
、
そ
の
土
地
に
存
在
す

る
天
然
の
風
景
ご
と
に
そ
の
土
地
の
特
徴
と
な
る
べ
き
風
景
を
発
揮
し
て
、
こ
れ
を
完
全
に
利

用
さ
せ
る
様
に
設
備
す
る
の
が
主
な
目
的
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
こ
の
軽
井
沢
の
地
で
あ
る

あ
て
も
欧
米
の
大
陸
的
高
原
に
見
る
よ
う
な
快
闊
な
る
風
景
を
有
し
、
し
か
も
夏
季
は
非
常
に

涼
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
こ
の
快
闊
な
る
風
景
を
害
さ
な
い
範
囲
內
に
お
い
て
、
夏
を
い

よ
い
よ
涼
し
ま
せ
る
た
め
に
樹
陰
を
増
や
す
こ
と
を
主
と
し
、
更
に
軽
井
沢
を
夏
季
以
外
に
も

利
用
す
る
方
法
と
し
て
秋
の
紅
葉
、
春
の
花
と
若
葉
の
美
を
発
揮
さ
せ
、
更
に
冬
の
娯
楽
を
も

与
え
る
様
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
故
に
私
は
此
等
の
目
的
ご
と
に
軽
井
沢
の
特
徴
を
発

揮
す
る
こ
と
を
主
と
し
て
次
の
二
十
六
ヶ
条
の
案
を
立
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

軽
井
沢
の
特
徴
を
発
揮
す
る
た
め
の
二
十
六
ヶ
条 

(

第
一)

道
路 

軽
井
沢
の
現
在
は
道
路
の
不
完
全
で
あ
る
事
が
一
大
欠
点
で
あ
り
ま
す
。
道
路
は
風
景
の
利

用
に
対
し
最
も
必
要
で
あ
り
ま
す
。
道
路
な
き
風
景
は
あ
た
か
も
土
蔵
中
に
納
め
、
置
い
て
出

す
こ
と
の
出
来
な
い
美
術
品
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故
に
山
水
風
景
に
対
す
る
道
路

は
美
術
の
蔵
を
開
け
る
鍵
で
あ
る
と
ま
で
称
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
し
か
し
て
遊
園
地
内
の
道
路

は
普
通
の
交
通
機
関
、
即
ち
土
木
学
上
に
お
け
る
交
通
機
関
と
は
全
く
意
味
を
異
に
し
て
居
る
。

一
般
交
通
上
の
機
関
で
あ
る
道
路
は
か
な
り
短
く
し
て
真
直
で
ま
た
平
坦
で
無
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
が
、
遊
園
地
の
道
路
は
な
る
べ
く
変
化
が
多
く
紆
余
曲
折
趣
味
に
富
み
、
道
幅
に
も
広
狭

が
あ
り
、
何
で
も
行
く
先
々
が
断
え
ず
目
先
の
変
わ
る
様
に
心
掛
け
な
く
て
は
な
ら
ん
か
ら
、

遊
園
地
に
は
多
く
の
場
合
、
短
く
て
直
路
で
所
謂
曲
の
な
い
道
路
は
大
禁
物
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
行
く
時
と
帰
る
時
と
は
お
の
お
の
道
を
換
え
異
な
っ
た
風
景
を
賞
さ
せ
る
な
ど
は
最
も
趣
味

の
あ
る
設
計
で
有
り
ま
す
。
ま
た
前
申
す
通
り
、
遊
園
地
内
の
歩
道
は
普
通
の
歩
道
と
異
な
る

も
の
だ
か
ら
、
真
直
に
道
を
設
け
る
時
に
は
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
様
な
岩
石
で
も
、
こ
れ

を
割
り
取
ら
な
い
で
そ
の
所
は
道
を
狭
く
し
て
そ
れ
を
迂
回
し
て
、
丁
度
道
が
石
を
抱
く
様
に
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す
る
な
ど
は
極
め
て
面
白
い
。
ま
た
道
敷
に
当
た
る
立
派
な
立
木
を
伐
採
す
る
な
ど
も
良
く
な

い
。
故
に
こ
れ
ら
は
道
の
中
に
保
存
し
て
、
以
て
道
路
が
真
直
に
見
え
透
く
の
を
防
ぐ
こ
と
が

よ
ろ
し
い
。
遊
歩
の
際
、
あ
ま
り
前
後
の
人
々
が
見
え
る
の
は
好
ま
し
い
事
で
な
い
。
お
の
お
の

人
を
し
て
か
な
り
自
分
だ
け
が
そ
の
遊
園
を
独
り
で
占
領
し
て
居
る
か
の
よ
う
な
感
を
得
さ
せ

る
た
め
に
、
な
る
べ
く
適
度
に
迂
曲
さ
せ
た
走
蛇
形
の
道
を
つ
く
り
、
隠
顕
出
没
自
在
に
さ
せ

る
こ
と
が
宜
し
い
。 

ま
た
路
面
の
よ
う
な
堅
い
ご
ろ
石
を
敷
く
よ
り
も
浮
石
の
砕
け
た
も
の
か
、
ま
た
は
砂
な
ど

で
足
当
た
り
の
良
い
も
の
が
よ
い
。
か
つ
、
雨
水
の
排
除
に
注
意
し
雨
の
時
泥
濘
に
な
ら
な
い

様
に
造
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
以
て
遊
園
地
の
道
路
と
交
通
を

主
と
す
る
道
路
と
の
相
異
な
る
こ
と
を
見
る
事
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
軽
井
沢
に
は
停
車
場
よ
り

町
に
通
じ
る
運
搬
用
の
道
路
は
現
在
の
よ
う
な
真
直
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
、
こ
の
ほ
か
に

遊
覧
の
た
め
に
廻
遊
線
大
中
小
の
三
線
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。 

大
廻
遊
線
は
遊
覽
の
時
日
が
豊
か
で
足
の
達
者
な
も
の
に
適
し
て
い
る
。
即
ち
停
車
場
を
起

点
と
し
国
道
を
通
り
桂
公
の
別
荘
附
近
よ
り
離
山
の
嶺
を
登
っ
て
そ
の
東
麓
に
降
り
、
北
に
進

ん
で
軽
井
沢
の
北
方
を
迂
回
し
旧
国
道
と
合
し
て
熊
の
権
現
に
上
り
、
更
に
南
に
折
れ
て
上
州

と
の
国
境
分
水
嶺
を
巡
り
関
東
並
に
信
州
の
眺
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
つ
つ
、
矢
ヶ
崎
よ
り
停

車
場
に
出
る
も
の
。 

ま
た
中
廻
遊
線
は
軽
井
沢
停
車
場
よ
り
西
に
国
道
を
経
て
、
雲
場
川
を
渡
り
、
北
に
折
れ
て

離
山
の
東
麓
に
お
い
て
一
旦
離
山
よ
り
降
り
て
来
る
。
大
回
遊
道
路
と
合
し
、
直
ち
に
わ
か
れ

て
二
条
公
所
有
地
の
下
の
落
葉
松
林
中
を
穿
ち
［
う
が
ち
］、
東
に
折
れ
て
現
在
の
運
動
場
の
辺

り
を
過
ぎ
て
旧
軽
井
沢
に
出
つ
つ
旧
国
道
に
合
し
、
更
に
旧
国
道
を
峠
に
向
か
っ
て
進
む
事
約

三
丁
に
し
て
、
再
び
国
道
と
わ
か
れ
て
大
ヶ
塚
の
東
側
を
迂
回
し
、
こ
れ
よ
り
軽
井
沢
駅
蓄
電

所
の
方
向
に
向
い
、
山
麓
の
森
林
中
を
曲
折
し
て
矢
ヶ
崎
山
を
越
え
、
蓄
電
所
の
上
部
に
お
い

て
大
回
遊
線
路
と
会
し
、
こ
こ
に
停
車
場
附
近
に
お
い
て
新
国
道
と
合
す
る
も
の
、
こ
の
道
路

は
ま
ず
第
一
に
車
道
と
し
て
馬
車
、
自
動
車
の
通
じ
る
設
備
に
す
る
事
。 

次
に
小
回
遊
線
は
局
部
局
部
に
か
な
り
多
く
造
る
。
事
例
へ
大
回
遊
線
中
旧
国
道
の
熊
の
権

現
よ
り
わ
か
れ
て
桜
沢
の
西
嶺
を
過
ぎ
、
万
平
「
ホ
テ
ル
」
附
近
へ
出
る
も
の
等
わ
ず
か
に
一
時

間
か
二
時
間
で
廻
遊
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
す
る
。 

要
す
る
に
以
上
三
種
の
設
備
を
つ
く
り
、
お
の
お
の
人
そ
の
緩
急
に
応
じ
、
随
意
に
路
線
を

選
ぶ
事
が
出
来
る
様
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

今
日
視
察
の
結
果
に
よ
れ
ば
地
勢
の
關
係
上
、
中
廻
遊
線
の
道
路
は
車
馬
道
と
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
故
に
そ
の
幅
員
の
小
限
度
は
四
間
か
な
り
は
六
間
と
し
て
、
傾
斜
も
な
る
べ
く
緩

や
か
に
し
、
そ
の
幅
も
地
勢
に
応
じ
適
宜
斟
酌
し
て
宜
し
い
。 

大
廻
遊
線
並
に
小
回
遊
線
は
先
以
て
歩
道
を
つ
く
り
置
き
、
将
来
そ
の
必
要
に
応
じ
て
改
築

す
る
が
宜
し
い
。
故
に
差
し
当
た
り
道
幅
を
三
尺
乃
至
六
尺
と
な
し
、
岩
石
地
そ
の
他
土
工
の

困
難
で
あ
る
部
分
は
二
尺
ま
で
狭
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
道
幅
が
狭
ま
っ
て
急
な
所
に

は
、
丈
夫
な
手
す
り
を
作
っ
て
危
険
を
防
ぎ
、
傾
斜
は
な
る
べ
く
緩
や
か
に
す
る
こ
と
が
良
い

が
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
二
段
三
段
ま
た
は
数
段
の
階
段
を
造
る
事
が
却
っ
て
愛
嬌
の
有
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
高
い
と
こ
ろ
の
眺
望
の
良
い
所
は
登
っ
て
も
登
ら
な
く
っ
て
も
良
い
様
に
山
の
嶺
道
と

中
腹
道
を
造
り
強
者
弱
者
お
の
お
の
適
宜
に
遊
覧
す
る
こ
と
が
出
来
る
様
な
設
備
を
つ
く
る
が

よ
い
。
こ
れ
ら
道
路
の
延
長
は
大
略
大
廻
遊
線
八
千
間
内
既
設
国
道
約
三
千
間
、
中
廻
遊
線
四

千
間
内
既
設
国
道
約
八
百
間
と
な
り
ま
す
。 

(

第
二)

川 

風
景
は
一
名
山
水
と
も
称
し
、
山
と
水
と
の
設
備
を
要
す
る
が
、
こ
の
遊
園
地
は
水
が
不
足

で
有
り
ま
す
か
ら
、
な
る
べ
く
水
を
活
か
し
て
用
い
る
事
に
最
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
ん
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
川
田
男
爵
の
所
有
地
で
離
山
の
東
側
で
あ
る
雲
場
川
の
支
流
の
様
子
は
、
養

魚
池
と
す
る
に
適
す
る
。
即
ち
小
堰
を
作
り
、
水
面
を
現
在
よ
り
二
尺
位
高
め
て
天
然
の
状
態

を
現
わ
し
魚
族
が
逃
げ
な
い
設
備
を
な
し
、
水
門
を
橋
の
下
な
ど
に
見
え
な
い
様
に
設
け
る
事

が
必
要
で
有
り
ま
す
。
本
川
は
水
流
が
鮮
麗
透
明
で
有
り
ま
し
て
、
魚
族
の
動
静
を
良
く
認
め

有
る
か
ら
ヤ
マ
ベ
、
ア
メ
マ
ス
、
鯉
、
鯡
鯉
な
ど
を
放
飼
す
れ
ば
一
層
趣
味
を
添
え
る
事
と
思

う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
は
絶
対
的
に
採
取
を
禁
じ
、
時
々
フ
ス
マ
、
ホ
シ
カ
な
ど
の
餌

を
与
え
て
養
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
て
古
養
魚
池
の
上
流
は
両
岸
に
歩
道
を
作
り
、
狭
い
部
分
に
は
土
橋
な
ど
を
架
け
、

な
お
上
方
水
源
地
ま
で
水
際
よ
り
五
六
寸
乃
至
一
尺
位
上
げ
て
幅
三
尺
乃
至
六
尺
位
の
歩
道
を

造
り
、
そ
れ
か
ら
ま
た
そ
の
上
部
は
川
沿
い
に
樹
木
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
保
護
手
入
を
し

て
な
る
べ
く
現
在
の
雑
木
林
を
残
し
、
ま
た
荊
棘
［
け
い
き
ょ
く
］
等
は
、
刈
探
り
十
分
に
手
入

を
し
て
樹
の
無
い
所
は
勿
論
、
樹
の
少
な
い
部
分
に
は
補
植
す
る
が
宜
し
い
。
ま
た
養
魚
池
の
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周
囲
の
水
辺
に
は
全
く
木
が
な
い
か
ら
、
所
々
三
本
若
し
く
は
五
本
位
ず
つ
鳥
の
足
跡
形
に
柳
、

ハ
ン
ノ
キ
、
モ
ミ
ジ
な
ど
を
植
え
込
み
、
以
て
日
除
け
木
と
し
、
そ
の
下
に
腰
掛
を
置
い
て
随
意

に
休
む
事
が
出
来
る
様
に
す
る
必
要
が
有
り
ま
す
。 

(
第
三)

湖 
矢
ヶ
崎
川
東
方
に
当
り
湛
水
を
つ
く
り
、
一
つ
の
大
湖
水
を
造
り
、
種
々
の
設
備
を
つ
く
る

事
は
極
め
て
面
白
き
事
で
あ
る
が
、
実
際
の
設
備
に
は
な
お
十
分
に
水
量
そ
の
他
に
就
い
て
実

測
的
研
究
を
要
す
る
次
第
で
有
り
ま
す
が
、
水
が
不
足
し
て
い
る
軽
井
沢
の
遊
園
地
と
し
て
は

是
非
共
湖
水
の
必
要
が
有
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
水
量
が
十
分
あ
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
極

大
体
の
理
想
を
述
べ
れ
ば
こ
の
大
湖
水
は
字
矢
ヶ
崎
川
よ
り
旧
軽
井
沢
に
直
通
す
る
道
路
を
西

の
境
と
し
、
東
北
は
矢
ヶ
崎
山
落
葉
松
林
の
麓
に
及
ぶ
も
の
で
、
そ
の
面
積
は
約
十
五
万
坪
と

な
り
ま
す
。
今
設
計
の
大
体
を
申
せ
ば
、
矢
ヶ
崎
川
の
本
流
を
湖
水
の
西
側
に
通
じ
て
、
常
水
は

湖
水
に
流
し
込
み
、
一
朝
大
雨
が
降
っ
て
濁
水
と
な
る
場
合
に
は
、
水
門
を
鎖
し
て
こ
れ
を
直

ち
に
矢
ヶ
崎
川
の
本
流
に
落
す
様
設
備
を
つ
く
る
こ
と
を
要
し
ま
す
。
即
ち
東
北
の
山
添
い
に

は
数
十
間
幅
の
平
地
を
存
し
、
そ
の
一
部
を
散
歩
道
と
し
て
こ
れ
を
回
遊
道
路
に
接
続
さ
せ
て
、

こ
の
敷
地
は
水
面
上
一
尺
位
の
高
さ
と
し
、
水
に
接
す
る
部
分
は
芝
生
と
し
、
斜
に
水
に
入
れ

さ
せ
、
沿
岸
に
は
所
々
に
群
生
す
る
森
林
を
作
り
以
て
夏
季
の
日
蔭
に
供
し
、
ま
た
湖
水
の
西

部
及
び
南
部
は
堤
を
以
て
囲
み
、
堤
の
高
さ
は
南
岸
に
お
い
て
は
、
九
尺
西
岸
は
そ
の
南
端
に

お
い
て
、
九
尺
北
端
に
お
い
て
一
尺
と
す
る
。
し
か
し
て
湖
水
の
底
部
は
平
均
一
尺
を
掘
り
下

げ
、
深
い
所
で
水
深
九
尺
と
し
、
ま
た
割
合
に
土
地
の
高
い
部
分
は
浅
瀬
と
し
水
深
二
尺
位
に

止
め
、
湖
水
中
二
、
三
ヶ
所
丈
、
特
に
四
尺
乃
至
七
尺
を
掘
り
下
げ
、
十
二
尺
以
上
の
深
所
を
造

る
が
良
い
。
し
か
し
て
湖
中
に
大
小
二
つ
の
島
を
造
り
、
夏
は
船
遊
び
に
便
さ
せ
、
冬
は
小
島
の

周
囲
に
氷
滑
り
を
さ
せ
る
様
に
す
る
。
ま
た
島
に
は
モ
ミ
を
主
と
し
モ
ミ
ジ
、
カ
シ
ワ
、
ナ
ラ
等

の
混
交
林
を
作
っ
て
置
け
ば
夏
、
秋
、
冬
共
に
人
が
群
集
す
る
好
箇
の
遊
歩
場
と
な
り
ま
す
。
す

べ
て
堤
は
粘
土
ま
た
は
「
セ
メ
ン
ト
」
を
以
て
漏
水
を
防
ぎ
、
ま
た
湖
水
の
西
南
隅
に
近
く
一
つ

の
水
門
を
設
け
て
水
が
矢
ヶ
崎
川
の
本
に
落
ち
る
様
に
し
ま
す
。
堤
の
広
さ
は
、
西
部
は
五
六

十
聞
の
幅
と
な
し
中
央
四
五
十
間
幅
は
モ
ミ
、
ト
ウ
ヒ
、
モ
ミ
ジ
、
ト
チ
、
ナ
ラ
等
の
針
濶
混
淆

の
森
林
と
し
、
内
に
幅
六
尺
位
の
広
さ
が
あ
る
走
蛇
形
の
道
を
造
っ
て
交
通
散
策
に
供
し
、
な

お
堤
の
両
側
に
も
同
じ
く
六
尺
幅
位
の
歩
道
及
び
湖
水
に
接
す
る
部
分
の
歩
道
の
内
側
に
は
六

間
幅
位
の
車
道
を
設
け
、
車
道
と
歩
道
と
の
間
に
は
並
木
を
植
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

森
林
は
た
だ
湖
畔
の
風
致
を
添
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
わ
せ
て
冬
の
寒
風
を
防
ぐ
こ
と
が
出

来
ま
す
。
元
来
氷
滑
り
に
は
信
州
名
物
の
か
ら
っ
風
を
な
る
べ
く
防
ぐ
工
夫
が
必
要
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
て
矢
ヶ
崎
山
の
麓
に
は
湖
中
に
突
き
出
で
た
個
所
を
設
け
、
こ
の
所
に
は
二
層
よ

り
な
る
一
つ
の
料
理
店
を
置
き
、
船
や
氷
滑
り
の
道
具
を
貸
し
た
り
す
る
所
と
し
、
階
上
は
音

楽
堂
に
充
て
る
時
は
夏
季
は
幽
邃
［
ゆ
う
す
い
］
で
あ
る
湖
畔
に
憩
い
、
音
楽
を
聞
き
、
秋
は
清

冽
で
あ
る
水
と
紅
葉
と
を
眺
め
つ
つ
音
楽
中
の
人
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
と
に
夏
季
の
「
ボ

ー
ト
レ
ス
」、
冬
季
の
氷
滑
り
に
は
音
楽
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。 

右
湖
水
の
維
持
費
は
凍
氷
の
売
却
、
或
い
は
水
鳥
魚
族
の
飼
養
繁
殖
等
で
、
そ
の
幾
分
を
償

う
事
は
出
来
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

(

第
四)

落
葉
樹 

現
在
、
軽
井
沢
地
方
の
林
木
は
ほ
と
ん
ど
落
葉
松
に
限
ら
れ
、
甚
だ
軍
調
で
あ
る
か
ら
趣
味

に
乏
し
い
。
就
い
て
は
こ
れ
に
色
々
彩
色
を
施
す
は
極
め
て
必
要
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
離
山
の

東
南
山
腹
以
上
に
は
、
天
然
的
に
モ
ミ
、
カ
エ
デ
、
カ
シ
ハ
、
ナ
ラ
、
ニ
シ
キ
ギ
、
ウ
シ
コ
ロ
シ
、

ツ
ツ
ジ
等
を
各
二
三
十
株
宛
一
ヶ
所
に
円
生
的
に
混
植
し
、
遠
方
よ
り
眼
に
触
れ
や
す
い
様
に

な
し
、
そ
の
他
汽
車
の
窓
、
遊
歩
道
に
お
い
て
、
遠
距
離
よ
り
見
え
る
所
の
山
々
に
は
な
る
べ
く

種
々
な
る
樹
木
を
植
え
込
ん
で
色
彩
の
美
を
添
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

(

第
五)

原
野 

夏
季
に
お
け
る
原
野
の
美
を
発
揮
す
る
こ
と
も
極
め
て
必
要
で
、
離
山
の
中
腹
数
段
の
よ
う

な
も
の
は
原
野
と
し
、
ま
た
、
平
野
一
帯
の
地
も
大
部
分
原
野
の
地
に
存
置
し
所
々
に
、
点
々
樹

林
を
造
る
必
要
が
有
り
ま
す
。
高
原
的
原
野
の
風
景
は
軽
井
沢
の
特
色
と
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
か
ら
、
大
体
に
お
い
て
現
在
の
原
野
は
原
野
と
し
て
残
し
、
古
い
草
は
毎
年
刈
り
探
ら
せ
、

緑
濃
や
か
で
あ
る
雑
草
が
心
地
よ
く
生
え
る
様
に
す
る
。
勿
論
大
面
積
の
所
で
あ
る
か
ら
も
し

そ
れ
を
刈
り
探
る
こ
と
が
面
倒
で
あ
る
な
ら
ば
、
焼
き
揃
え
て
も
よ
い
。
そ
の
他
の
所
に
あ
っ

て
は
、
愛
ら
し
い
內
外
雑
草
の
種
子
を
撒
き
、
人
工
を
以
て
草
花
を
補
育
す
る
が
よ
ろ
し
い
。
但

し
、
土
地
の
陰
陽
乾
燥
に
よ
り
、
つ
れ
づ
れ
適
当
の
種
類
を
選
ぶ
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
事

は
実
際
極
め
て
興
味
の
有
る
も
の
で
有
り
ま
す
。 

(

第
六)
幽
玄
地 

現
在
せ
る
幽
玄
地
に
は
、
そ
の
現
在
あ
る
樹
木
は
そ
の
種
類
を
問
わ
ず
大
切
に
保
護
し
て
下

刈
を
な
し
、
適
宜
そ
の
下
に
休
憩
場
を
設
け
、
ま
た
、
大
き
な
樹
木
の
有
る
林
内
に
も
所
々
に
広
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場
を
作
り
、
木
陰
を
掃
除
し
、
腰
掛
を
置
き
、
観
客
の
逍
遥(

し
ょ
う
よ
う)

に
適
す
る
様
に
す
る

こ
と
も
大
切
で
あ
り
ま
す
。
腰
掛
は
塗
り
椅
子
な
ど
を
用
い
ず
、
落
葉
松
の
小
丸
太
杯
を
以
て

簀
子
［
す
の
こ
］
的
腰
掛
を
造
り
、
又
は
此
等
を
台
木
と
し
て
之
に
板
を
置
き
、
以
て
「
ベ
ン
チ
」

に
代
用
す
る
な
ど
は
田
園
的
最
も
雅
致
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

(

第
七)
大
遊
戯
場 

大
遊
戯
場
も
ま
た
必
要
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
離
山
の
東
に
あ
た
り
、
池
の
ほ
と
り
よ
り

少
し
離
れ
て
円
形
に
土
を
積
み
、
勾
配
緩
や
か
で
あ
る
低
い
土
堤
形
の
観
覧
場
を
設
け
、
芝
生

地
と
す
る
の
が
よ
い
。
內
部
は
競
技
に
用
い
る
部
分
を
除
く
ほ
か
、
全
部
芝
を
以
て
敷
き
詰
め

て
置
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
野
芝
を
年
々
数
回
刈
れ
ば
結
構
な
芝
生
地
と
な
り

ま
す
。 

遊
戯
場
の
形
は
角
の
無
い
直
方
形
で
、
周
囲
の
観
覧
場
の
境
界
に
は
樹
木
を
植
付
け
て
、
木

陰
を
観
覧
場
に
与
え
る
様
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
堤
上
の
日
除
樹
は
、
枝
下
六
七
尺
位

が
好
ま
し
い
。 

(

第
八)

並
木 

前
七
項
は
専
ら
夏
季
の
事
ば
か
り
に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、
由
来
碓
氷
の
紅
葉
は
そ

の
名
天
下
に
知
ら
れ
て
居
り
ま
し
て
、
目
下
の
秋
景
色
は
実
に
見
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
カ
エ

デ
類
を
今
日
の
国
道
並
に
車
道
の
両
側
に
並
木
と
し
て
植
え
込
ん
で
置
き
ま
し
た
な
ら
ば
、
春

の
芽
出
し
と
共
に
更
に
一
段
の
光
彩
を
添
え
る
事
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
並
木
の
植
方

は
二
間
置
き
位
と
し
て
、
並
木
の
大
き
さ
は
枝
下
六
七
尺
、
高
さ
宣
丈
以
上
の
も
の
を
用
い
、
湿

地
は
盛
土
を
し
て
、
道
よ
り
両
方
に
五
六
尺
を
離
れ
て
植
え
付
け
る
様
に
し
、
こ
れ
に
用
い
る

木
は
な
る
べ
く
探
っ
て
も
目
に
つ
か
ぬ
所
の
山
陰
よ
り
掘
り
採
る
が
宜
し
い
。 

(

第
九)

雪 

雪
積
も
り
も
ま
た
冬
季
の
最
も
愉
快
な
る
遊
戯
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
適
当
の
場
所
を
選
ん
で

設
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
所
は
詳
し
く
調
査
し
な
け
れ
ば
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、

今
日
は
述
べ
る
事
が
出
来
か
ね
ま
す
。 

(

第
十)

泉
水 

総
じ
て
川
は
清
浄
に
し
て
流
れ
を
活
か
す
事
が
必
要
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、
又
、
泉
水
の

有
る
所
と
か
道
の
方
向
、
抔
は
標
札
を
建
て
て
示
す
事
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
泉
水
は
な
る
べ

く
自
然
的
に
し
て
、
岩
の
色
に
似
た
「
セ
メ
ン
ト
」
を
用
い
て
水
盤
を
造
り
、
手
洗
水
と
飲
料
水

と
を
各
別
に
し
て
、
こ
こ
に
も
少
し
離
れ
て
腰
掛
を
置
い
て
、
休
息
に
都
合
の
良
い
様
に
す
る
、

休
息
所
を
水
盤
の
直
ぐ
側
に
置
く
事
は
、
と
か
く
水
を
飲
み
に
来
た
人
の
た
め
に
却
っ
て
不
便

な
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

(

第
十
一)

慰
謝
物 

娯
楽
は
小
児
と
い
え
ど
も
、
大
き
く
違
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
野
鳥
小
兒
に
対

す
る
慰
謝
物
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
例
令
樹
林
中
の
遊
び
よ
き
所
に
は
「
ブ
ラ
ン
コ
」、
木
馬
、

そ
の
他
の
運
動
器
械
を
作
る
こ
と
も
必
要
と
思
い
ま
す
。 

(

第
十
二)

一
般
休
憩
所 

一
般
休
憩
所
の
設
備
も
非
常
に
必
要
で
あ
り
ま
し
て
、
展
望
の
き
く
所
は
勿
論
、
樹
林
中
、
そ

の
他
日
蔭
の
場
所
な
ど
腰
掛
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
も
な
る
べ
く
粗
製
な
自
然
的
の
も

の
が
か
え
っ
て
趣
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
各
所
に
数
多
く
点
々
置
い
て
自
由
に
風

景
を
賞
し
つ
つ
腰
を
掛
け
さ
せ
る
の
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
腰
掛
は
前
に
も
一
寸
申
し
ま
し
た

通
り
、
細
い
丸
太
を
組
み
合
せ
た
も
の
や
木
の
切
り
株
、
上
面
を
削
っ
た
丸
太
を
横
た
え
た
も

の
や
、
ま
た
は
、
崖
地
に
板
を
打
ち
付
け
た
位
の
も
の
が
中
々
趣
味
の
あ
る
も
の
で
、
鉄
葉
細
工

や
「
ペ
ン
キ
」
塗
の
よ
う
な
も
の
は
大
の
禁
物
で
あ
り
ま
す
。 

(

第
十
三)

展
望
室 

四
方
展
望
の
利
く
所
、
も
し
く
は
幾
十
里
の
連
山
や
、
群
峯
が
一
眸
の
中
に
集
ま
る
碓
氷
の

熊
野
権
現
の
見
晴
ら
し
や
、
離
山
の
頂
に
展
望
室
を
設
け
、
そ
れ
に
簡
単
な
茶
店
を
造
り
、
個
人

に
貸
し
て
経
営
さ
せ
て
や
る
事
は
面
白
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
遊
園
地
の
店
は
全
て
価
格

を
制
限
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

(

第
十
四)

野
獣
園 

鹿
の
よ
う
な
野
獣
を
放
っ
て
い
る
野
獣
園
的
の
動
物
園
も
必
要
で
あ
り
ま
す
。
初
め
は
奈
良

公
園
よ
り
鹿
二
番
ば
か
り
を
貰
っ
て
来
て
放
っ
て
、
一
町
歩
ば
か
り
の
土
地
を
区
画
し
、
七
尺

位
の
高
い
柵
を
巡
ら
せ
、
そ
の
中
に
飼
う
様
に
す
れ
ば
追
々
繁
殖
す
る
も
の
で
あ
る
。
猿
も
茶

亭
な
ど
に
托
し
て
飼
育
さ
せ
て
、
小
児
の
慰
み
物
と
す
る
の
が
良
い
。
ま
た
、
牛
も
愛
嬌
が
あ
る

か
ら
御
用
牛
乳
屋
を
指
定
し
て
草
地
を
無
料
で
貸
出
し
、
遊
園
地
の
各
所
に
「
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
」

の
様
な
も
の
を
設
け
さ
せ
て
「
パ
ン
」「
コ
ー
ヒ
ー
」、
茶
、
紅
茶
、
等
を
売
ら
せ
た
ら
観
光
者
の

大
変
喜
ぶ
所
と
な
る
だ
ろ
う
。 
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(

第
十
五)

植
物
園 

植
物
園
と
言
っ
て
も
、
ま
ず
は
天
然
に
存
す
る
樹
木
に
名
を
付
け
た
だ
け
で
よ
い
の
で
、
こ

れ
は
現
在
旧
軽
井
沢
の
字
、
権
現
林
の
内
に
あ
る
樹
木
に
札
を
打
ち
つ
け
、
軽
井
沢
附
近
に
在

る
林
木
で
こ
こ
に
無
い
も
の
は
補
植
し
て
そ
の
間
に
は
道
を
作
り
、
自
由
に
歩
く
事
の
出
来
る

様
に
し
、
札
は
三
寸
に
四
寸
五
分
位
で
樹
木
の
幹
に
打
ち
付
け
る
の
で
、
亜
鉛
板
、
ペ
ン
キ
塗
り

の
板
を
用
い
る
が
最
も
よ
ろ
し
い
。 

(

第
十
六)

見
本
的
森
林 

ど
こ
か
一
つ
の
谷
の
適
地
を
選
ん
で
各
種
の
樹
種
に
お
い
て
、
小
団
地
の
見
本
林
的
森
林
を

仕
立
て
る
こ
と
。
こ
れ
に
用
い
る
樹
種
は
、
モ
ミ
、
ツ
ガ
、
ト
ウ
ヒ
、
ネ
ヅ
コ
、
ホ
ホ
ノ
キ
、
ケ

ヤ
キ
、
コ
ブ
シ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
、
マ
ユ
ミ
、
サ
ク
ラ
、
モ
ミ
ジ
、
カ
シ
ワ
、
ナ
ラ
、
ト
チ
、
ハ

ル
ニ
レ
、
キ
ハ
ダ
、
ミ
ズ
キ
、
ク
リ
、
ブ
ナ
、
ハ
ン
ノ
キ
、
ヤ
マ
ハ
ン
ノ
キ
、
ハ
リ
ギ
リ
、
ヤ
マ

ナ
ラ
シ
、
ク
ル
ミ
等
、
本
邦
重
要
樹
種
で
軽
井
沢
附
近
に
適
す
る
も
の
約
五
十
種
を
選
定
し
て
、

風
致
的
の
見
本
林
と
し
、
そ
の
他
外
国
の
主
要
な
る
樹
木
、
例
、
オ
レ
ゴ
ン
パ
イ
ン
、
と
か
唐
檜

と
か
、
松
類
等
を
植
込
み
、
西
洋
人
に
故
国
を
懐
か
し
く
思
い
浮
ば
せ
る
の
も
ま
た
、
妙
で
あ
り

ま
す
、
も
っ
と
も
此
等
の
森
林
を
仕
立
て
る
に
は
、
よ
く
共
適
地
を
考
え
、
樹
形
、
及
び
樹
木
の

四
季
に
お
け
る
、
色
彩
上
の
調
和
を
特
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
勿
論
、
植
栽
に
当
た
っ

て
も
、
な
る
べ
く
人
工
の
跡
を
見
せ
な
い
様
に
不
規
則
に
樹
木
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

第
十
七)

果
樹
園
・
花
戸 

遊
園
地
内
に
私
人
を
し
て
果
樹
園
及
び
夏
季
の
花
戸
を
経
営
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
り
ま

す
。
も
し
出
来
得
る
な
ら
ば
、
リ
ン
ゴ
、
ア
ン
ズ
、
櫻
桃
、
柿
、
梨
等
の
果
樹
類
と
種
々
の
草
花

を
栽
培
さ
せ
る
の
で
、
或
い
は
初
め
の
中
だ
け
遊
園
地
か
ら
多
少
の
補
助
を
与
え
る
様
に
し
た

な
ら
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。 

(

第
十
八)

便
所 

遊
園
地
に
は
、
無
論
便
所
の
設
備
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
便
所
は
な
る
べ
く
交
通
多
き
所
に

設
け
、
し
か
も
人
目
に
つ
か
な
い
様
に
常
緑
樹
類
の
植
込
み
で
取
り
囲
み
、
道
は
迂
回
し
て
行

く
様
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遊
園
地
内
の
便
所
の
数
は
少
な
く
も
十
ヶ
所
以
上
必
要
で
あ

り
ま
す
。 

(

第
十
九)

指
導
標 

大
小
道
路
の
分
岐
点
に
は
必
ず
和
歌
両
文
に
て
記
さ
れ
た
指
道
標
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
は
、
道
の
方
向
は
勿
論
、
眺
望
臺
に
至
る
と
か
、
泉
水
が
あ
る
と
か
、
ニ
レ
の
大
木
が
あ

る
と
か
、
ま
た
、
茶
店
が
有
る
と
か
い
う
様
な
事
を
明
瞭
に
記
し
て
樹
木
に
打
付
け
て
置
く
の

が
よ
い
。 

(

第
二
十)

案
内
記 

遊
園
地
の
案
内
記
を
配
布
す
る
こ
と
は
、
西
洋
諸
国
で
も
沢
山
や
っ
て
居
る
が
、
こ
れ
に
は

公
園
の
形
状
、
道
路
、
並
に
茶
店
の
位
置
、
展
望
所
、
旧
跡
、
便
所
の
所
在
等
を
図
示
し
、
名
勝

の
写
真
鉄
道
の
連
絡
図
等
を
添
え
、
こ
れ
を
上
野
と
か
高
崎
、
名
古
屋
、
新
潟
等
枢
要
の
停
車

場
、
そ
の
他
大
都
会
並
に
日
光
、
箱
根
等
の
「
ホ
テ
ル
」
に
置
い
て
人
が
随
意
に
持
っ
て
行
く
事

の
出
来
る
様
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
多
少
体
裁
に
も
注
意
し
、
人
目
を
引
く
様
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
沢
山
作
る
の
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
安
価
に
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
案
内

図
の
裏
に
は
公
園
の
案
内
記
を
英
、
獨
、
佛
三
ヶ
国
の
語
位
で
簡
明
に
書
い
て
、
ま
た
、
木
の
枝

を
折
ら
な
い
こ
と
、
各
自
に
清
潔
に
注
意
す
る
こ
と
、
秩
序
を
乱
さ
な
い
こ
と
等
、
遊
園
地
内
で

守
る
べ
き
事
項
を
も
終
り
に
附
け
加
え
て
置
く
の
が
よ
い
。 

(

第
二
十
一)

国
有
地 

遊
園
地
内
の
国
有
地
は
全
部
貰
い
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
結
構
で
あ
る
が
、
で
き
な
け
れ

ば
せ
め
て
無
料
使
用
を
交
渉
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

(

第
二
十
二)

私
有
地 

遊
園
地
内
の
私
有
地
所
有
者
な
ら
び
に
大
林
区
署
と
交
渉
し
、
道
路
の
側
約
二
十
間
幅
は
現

在
あ
る
樹
木
を
伐
採
し
て
も
ら
う
様
に
し
、
も
し
伐
採
を
要
す
る
事
が
あ
れ
ば
遊
園
地
委
員
、

会
の
許
可
を
得
る
様
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

(

第
二
十
三)

風
致
保
安
林 

遊
園
地
の
森
林
は
こ
と
ご
と
く
風
致
保
安
林
に
編
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
手
入

等
も
ま
た
、
遊
園
地
委
員
の
指
揮
に
従
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
爾
後
遊
園
地
区
内
新

に
建
築
し
、
ま
た
、
道
路
の
開
設
を
変
え
る
場
合
に
は
、
や
は
り
委
員
の
承
諾
を
受
け
さ
せ
る
様

な
制
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

(

第
二
十
四)

軽
井
沢
遊
園
地
委
員 

全
て
の
遊
園
地
の
取
締
、
及
び
改
良
維
持
、
そ
の
他
一
切
の
機
関
と
し
て
、
軽
井
沢
遊
園
地
委

員
会
を
設
立
し
、
軽
井
沢
に
関
係
あ
る
内
外
知
名
の
士
、
本
県
参
事
会
員
と
、
及
び
軽
井
沢
村
民

中
名
望
あ
る
人
士
を
委
員
と
し
、
こ
の
ほ
か
遊
園
地
に
関
す
る
知
識
あ
る
専
門
学
者
を
顧
問
と
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し
て
置
く
の
は
、
計
画
上
大
に
好
都
合
で
あ
り
ま
す
。 

(

第
二
十
五)

軽
井
沢
遊
園
地
設
計
委
員
会 

前
項
、
遊
園
地
が
既
に
設
け
ら
れ
て
後
の
話
で
あ
る
が
、
差
し
当
り
軽
井
沢
遊
園
地
設
計
委

員
会
を
組
織
し
て
、
且
つ
軽
井
沢
の
有
力
者
を
委
員
に
充
て
、
私
有
地
の
寄
附
と
か
費
用
の
出

途
そ
の
他
の
設
置
の
関
す
る
協
議
機
関
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

(

第
二
十
六)
専
務
技
師 

い
よ
い
よ
遊
園
の
設
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
直
接
事
に
あ
た
る
專
務
技
師
か
、
も
し
く
は
此

種
の
趣
味
を
持
っ
た
熱
心
な
技
手
を
置
い
て
、
地
区
の
測
量
、
そ
の
他
一
般
工
事
施
設
の
任
務

に
充
て
、
別
に
常
雇
を
も
使
役
し
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
補
助
さ
せ
る
事
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。

以
上
二
十
六
ヶ
條
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
大
体
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
有
数
に

し
て
特
殊
で
あ
る
避
暑
地
で
あ
り
、
ま
た
紅
葉
の
名
所
で
あ
る
軽
井
沢
を
遊
園
地
と
す
る
に
就

き
、
必
要
で
あ
る
事
項
を
大
体
に
お
い
て
つ
く
し
た
事
を
思
い
ま
す
、
勿
論
、
以
上
極
め
て
大
体

に
お
い
て
の
自
分
の
考
を
述
べ
ま
し
た
の
で
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
確
定
さ
せ
る

設
計
だ
と
申
す
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
実
行
す
る
事
に
な
れ
ば
、
更
に
精
細
で
あ
る
踏
查

と
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
設
計
と
を
要
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

【
後
記
】 

現
代
の
庭
園
作
り
に
活
か
せ
る
重
要
事
項
が
大
変
簡
潔
に
理
解
し
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

た
。（
阿
部
） 

古
文
的
表
現
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
最
も
難
し
か
っ
た
が
、
本
多
静
六
の
考
え
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
。（
北
條
） 

軽
井
沢
地
方
を
踏
査
後
に
口
語
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
軽
井
沢
の
良
い
と
こ
ろ
を
生
か

す
べ
く
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
が
大
変
印
象
的
だ
っ
た
。（
半
澤
） 

本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地

の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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