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道
は
軍
事
道
路

　
多
く
の
旅
人
が
い
き
通
う
道
は
、
今
昔
を
問
わ
ず
軍
事
道
路
で
も
あ
っ
た
。
古
代
に
は
主
要
道

に
は
関
が
設
け
ら
れ
、
国
家
の
変
事
に
は
固
関
が
行
わ
れ
た
。
中
世
に
は
関
の
他
に
街
道
沿
い
に

多
く
の
城
が
設
け
ら
れ
、
中
に
は
街
道
を
は
さ
ん
で
土
塁
（
土
手
、
塀
）
、
棚
を
築
く
も
の
も
あ
っ

た
。
そ
し
て
街
道
に
沿
っ
て
は
狼
煙
が
設
置
さ
れ
た
。

　
近
世
の
長
崎
街
道
も
同
じ
だ
っ
た
。
外
国
の
来
航
を
厳
し
く
制
限
し
て
い
た
江
戸
幕
府
だ
っ
た

が
、
通
商
を
行
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
、
清
と
の
窓
口
は
長
崎
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ

な
が
る
長
崎
。
外
国
と
の
緊
張
は
常
に
長
崎
に
始
ま
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
の
長
崎
入
港
、
す
な
わ
ち
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
は
偶
発
的
に
起
こ
っ
た
の
で
は

な
く
、
必
然
的
に
長
崎
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
・
ラ
ク
ス
マ
ン
も
長
崎
入
港
を
目
指

し
た
。
ま
た
天
草
・
島
原
の
乱
に
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
一
揆
は
ま
ず
長
崎
を
目
指
し
、
幕
府
方
は
日

見
峠
で
こ
れ
を
迎
え
討
と
う
と
し
た
。
長
崎
侵
攻
は
失
敗
し
て
原
の
城
の
籠
城
に
な
っ
て
い
く
。

　
長
崎
街
道
は
軍
事
街
道
と
し
て
の
側
面
を
つ
ね
に
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
具
体
的
に

示
し
て
い
る
の
が
、
街
道
沿
い
に
設
置
さ
れ
た
峰
火
台
で
あ
る
。
　
長
崎
周
辺
の
三
二
の
設
置
は
、

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
つ
ま
り
島
原
の
乱
鎮
圧
後
に
、
松
平
伊
豆
守
信
綱
の
指
示
に
始
ま
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
入
港
時
に
使
用
さ
れ
た
が
、
寛

文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
は
一
旦
停
止
に
な
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
親
族
の
追
放
を
決
め
、
密
貿
易

を
厳
禁
・
取
り
締
ま
る
な
ど
、
外
国
と
の
緊
張
が
懸
念
さ
れ
た
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
は
峰

火
の
整
備
が
検
討
さ
れ
、
実
際
同
九
年
に
演
習
と
し
て
峰
火
が
揚
げ
ら
れ
た
。
明
和
元
年
（
一
七

六
四
）
に
は
長
崎
峰
火
山
の
中
腹
に
あ
っ
た
遠
見
番
所
の
機
能
縮
小
が
行
わ
れ
た
が
、
以
後
も
峰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

火
体
制
そ
の
も
の
は
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
莫
大
な
軍
事
費
を
必
要
と
す
る
引
火
は
、
平
和
時
に

は
弛
緩
し
が
ち
だ
。
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
の
フ
ェ
ー
ト
ン
号
事
件
時
に
は
機
能
せ
ず
、
そ
れ

を
機
会
に
再
整
備
さ
れ
た
。
現
在
長
崎
の
峰
火
山
（
斧
山
）
や
長
与
町
琴
ノ
止
血
に
り
っ
ぱ
な
峰

火
台
の
遺
構
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
お
り
に
再
整
備
さ
れ
た
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
福
岡
藩
の
峰
火
体
制
は
六
年
間
常
設
さ
れ
た
の
み
で
、
文
化
十
三
年
に
は

廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
間
に
『
峰
山
日
記
』
を
記
し
た
亀
井
昭
陽
ら
の
福
岡
藩
士
が
峰
火
番
と
し
て

勤
務
し
た
。

二
　
峰
火
の
実
用
性

　
十
数
年
も
前
に
な
る
が
、
わ
た
し
は
長
崎
燦
火
山
と
長
与
町
琴
ノ
尾
岳
の
二
つ
の
峰
火
台
遺
構

を
見
る
機
会
が
あ
り
、
以
来
狼
煙
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
遺
構
を
見
学
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
文
章
に
し
た
こ
と
も
あ
る
。
と
か
く
そ
の
実
用
性
に
つ
い
て
は
疑
問
視
さ
れ
が
ち
な
狼
煙
で
あ

る
が
、
実
際
に
は
軍
事
目
的
以
外
に
も
、
ま
た
民
間
で
も
、
例
え
ば
米
相
場
県
名
の
連
絡
や
、
捕

鯨
な
ど
大
至
急
の
連
絡
を
必
要
と
す
る
世
界
で
は
、
恒
常
的
に
実
用
化
さ
れ
て
い
た
。
捕
鯨
の
拠

点
の
一
つ
、
佐
賀
県
呼
子
町
の
加
部
島
に
行
っ
た
と
き
は
、
鯨
の
発
見
時
に
聖
主
と
の
併
用
で
煙

が
「
す
ぼ
」
さ
れ
た
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
「
す
ぼ
す
と
を
ノ
ロ
シ
と
い
い
よ
っ
た
で
す
」
「
生
血
ば
、
す
ぼ
し
よ
ら
し
た
っ
た
た
い
」
。

　
加
部
島
や
本
部
の
あ
る
小
川
島
、
ま
た
唐
津
市
屋
形
石
神
崎
、
ま
た
加
唐
島
、
鳥
帽
子
島
な
ど

に
鯨
監
視
所
で
あ
る
山
見
が
置
か
れ
、
そ
こ
か
ら
相
互
に
ノ
ロ
シ
が
揚
が
っ
て
、
鯨
の
位
置
を
小

川
島
の
本
部
や
捕
鯨
船
に
知
ら
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
電
信
電
話
（
無
線
）
の
普
及
直
前
ま
で
、

昭
和
の
二
二
、
二
三
年
ま
で
は
続
け
ら
れ
て
い
た
（
話
者
は
岡
部
兼
雄
氏
［
大
正
一
〇
年
生
ま

れ
］
、
松
口
い
そ
さ
ん
［
明
治
四
四
年
生
ま
れ
］
、
松
口
信
弘
氏
［
昭
和
八
年
生
ま
れ
］
）
。

　
こ
ん
に
ち
『
肥
前
国
産
物
図
考
』
に
代
表
さ
れ
る
捕
鯨
絵
巻
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
が
、

小
川
島
鯨
山
見
を
描
い
た
場
面
で
は
、
二
本
の
苫
旗
の
横
に
焚
き
火
が
描
か
れ
、
「
累
累
鯨
ノ
時
、

篶
火
ヲ
焼
」
と
記
し
て
あ
る
。
狼
煙
信
号
は
あ
る
意
味
を
伝
え
る
信
号
だ
っ
た
。

三

長
崎
街
道
沿
い
の
峰
火

山
峰
台
台

そ
の
一
　
佐
留
志
の
筒
男

　
長
崎
街
道
に
沿
っ
た
捨
火
に
つ
い
て
は
、
戦
前
か
ら
の
久
保
山
善
山
砦
や
松
尾
禎
作
氏
以
来
の

　
　
　
　
　
（
3
）

研
究
史
が
あ
る
。
わ
た
し
も
峰
火
の
遺
構
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
佐
賀
県
杵
島
郡
江
北
町
の

J
R
肥
前
山
口
駅
北
側
の
山
の
狼
煙
台
に
つ
い
て
は
、
近
世
史
料
に
は
多
く
「
筒
名
山
」
と
し
て
、

ま
た
「
御
嶽
山
」
と
み
え
て
い
る
。
今
日
、
佐
留
志
村
の
「
筒
雄
」
神
社
の
裏
手
の
山
に
「
御
用

場
」
の
字
名
が
あ
る
。
見
晴
ら
し
の
よ
い
岩
が
あ
り
、
そ
こ
で
ノ
ロ
シ
を
揚
げ
た
と
古
老
は
い
う
。
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御
岳
山
の
山
頂
は
そ
の
背
後
に
あ
り
、
標
高
二
四
三
メ
ー
ト
ル
。
一
方
御
用
場
自
体
は
七
六
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。

　
　
「
御
岳
山
で
の
ろ
し
あ
げ
た
と
聞
い
と
る
ば
っ
て
ん
、
前
の
こ
と
で
ナ
タ
、
揚
げ
た
と
こ
は

　
　
み
た
こ
と
も
な
か
。
カ
マ
も
み
た
こ
と
は
な
か
。
火
を
焚
い
た
カ
マ
は
周
囲
の
人
が
果
樹
園

　
　
に
す
る
と
き
、
開
墾
し
た
ん
じ
ゃ
う
か
。
（
中
腹
の
）
御
用
場
に
は
ふ
と
か
岩
の
あ
る
も
の
ナ

　
　
タ
。
直
径
三
、
四
メ
ー
ト
ル
。
六
畳
シ
キ
に
入
る
く
ら
い
の
岩
。
表
面
に
出
て
お
る
も
ん
ナ

　
　
タ
。
周
囲
で
は
一
番
奮
う
し
て
見
晴
ら
し
は
効
く
。
竜
王
ぐ
ら
い
ま
で
は
な
ん
の
障
害
も
な

　
　
か
。
長
崎
線
が
（
そ
の
奥
に
）
湾
の
ご
と
見
通
せ
る
。
そ
の
御
用
場
の
と
こ
で
揚
げ
た
と
は

　
　
聞
い
と
っ
た
。
夜
は
篶
を
つ
け
た
。
」
（
佐
血
塗
、
土
井
直
面
・
大
正
十
四
年
生
）

　
と
こ
ろ
が
隣
接
す
る
惣
領
分
村
で
聞
き
取
り
を
し
た
ら
、
狼
煙
を
揚
げ
た
場
所
を
古
老
が
わ
ざ

わ
ざ
案
内
を
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
は
ホ
リ
キ
リ
峠
に
隣
接
し
通
称
横
山
な
ん
越
と
い
う
平
坦
地

で
、
御
用
場
よ
り
は
東
方
で
、
ま
た
い
く
ぶ
ん
低
い
場
所
だ
っ
た
（
標
高
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
惣
領

分
、
坂
井
琢
男
氏
・
大
正
十
年
生
ま
れ
）
。
そ
の
場
所
で
も
顕
著
な
目
に
見
え
る
遺
構
は
み
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
「
佐
賀
城
も
見
え
る
、
小
城
城
も
見
え
る
。
の
ろ
し
か
な
ん
か
揚
げ
よ
っ
た
よ
。
」

　
た
し
か
に
こ
こ
も
樹
木
さ
え
な
け
れ
ば
佐
賀
方
面
に
も
、
多
良
岳
方
面
に
も
見
晴
ら
し
の
良
い

場
所
と
は
思
わ
れ
た
。
二
本
、
三
本
の
煙
を
揚
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い

は
複
数
の
狼
煙
台
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
当
日
の
天
気
に
つ
い
て
は
記
憶
が
な
い
。
し
か
し
当
時
の
わ
た
し
は
ま
だ
多
良
岳
や
風
早
の
峰

火
台
の
位
置
を
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
相
互
の
見
通
し
も
厳
密
に
は
検
討
で
き
な
か
っ

た
。
い
ま
J
R
列
車
の
車
窓
か
ら
見
る
と
、
肥
前
山
口
駅
あ
た
り
か
ら
風
早
高
原
ま
で
は
あ
る
程

度
晴
れ
て
い
れ
ば
、
十
分
、
見
通
し
が
利
く
。

＊
　
な
お
筒
男
山
か
ら
の
火
遊
場
所
で
あ
る
佐
賀
県
神
埼
郡
岩
田
の
日
の
隈
山
に
は
「
ジ
ャ
ー

　
バ
」
（
台
場
）
の
地
名
が
あ
る
。

四
　
長
崎
街
道
沿
い
の
蜂
火

そ
の
二
　
多
良
岳
峰
火
山

　
さ
て
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
十
一
月
五
日
、
長
崎
街
道
調
査
の
一
環
と
し
て
文
化
課
山
口

保
彦
氏
、
長
崎
街
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
黒
岩
竹
二
氏
、
調
査
員
米
満
誠
司
氏
と
と
も
に
多
良
岳
峰
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
し

山
、
風
配
（
風
早
）
峰
火
山
の
調
査
を
実
施
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
高
来
町
文
化
協
会
田
中
長

氏
、
吉
岡
典
明
氏
の
ご
同
行
も
え
た
。

　
多
良
岳
峰
火
山
に
つ
い
て
は
近
世
佐
賀
藩
の
史
料
上
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
「
多
良
富
尾
は
へ
小
峰
」
（
尾
は
へ
は
「
尾
栄
」
と
も
書
か
れ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
「
高
木
郡
小
峯
」

と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
「
尾
は
へ
」
（
尾
は
え
）
に
つ
い
て
は
当
初
、
地
名
だ
ろ
う
か
と
考
え
て

い
た
が
、
山
麓
を
意
味
す
る
「
う
芽
ば
え
」
（
尾
ば
え
）
の
意
味
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。
峰
火
山
は

小
峰
名
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
小
峰
は
直
接
は
村
の
名
前
で
あ
る
が
、
そ
の
村
の
山
を
小
峰
と

い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
山
の
名
前
の
可
能
性
も
あ
る
。

　
多
良
岳
峰
火
山
は
標
高
五
五
四
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ
る
。
最
初
に
峰
火
山
展
望
台
に
あ
が
っ

た
。
そ
の
日
は
雲
仙
平
成
新
山
の
頂
こ
そ
み
え
る
が
、
中
腹
は
霧
っ
て
見
え
な
い
よ
う
な
天
気

だ
っ
た
。
晴
れ
て
は
い
る
が
、
百
点
満
点
と
い
う
ほ
ど
に
は
視
界
は
良
好
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も

諌
早
湾
も
大
村
湾
も
橘
湾
も
み
な
見
え
た
。
そ
し
て
ま
ず
長
崎
三
山
が
確
認
で
き
た
。
中
央
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峰
が
峰
火
山
（
四
二
六
メ
ー
ト
ル
）
の
は

　　　　　　　　多良岳蜂火山
山頂（554m）より下った462m峰に峰火台があった

ず
で
あ
る
。
有
喜
の
町
は
見
え
な
い
が
そ

の
北
方
の
山
（
蓮
華
石
岳
な
ど
）
は
眼
前

に
あ
り
、
奥
に
橘
湾
が
見
え
た
。
有
喜
背

後
の
山
（
「
普
賢
岳
」
）
に
は
、
峰
が
置
か

れ
た
と
も
い
う
。
大
村
湾
の
手
前
右
に
来

観
岳
と
重
な
り
合
う
よ
う
に
日
の
岳
（
二

五
八
メ
ー
ト
ル
）
も
見
え
た
。
日
の
岳
も

古
代
に
導
火
が
置
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
奥
に
琴
の
尾
岳
（
四
五
四
メ
ー

ト
ル
）
ら
し
き
山
影
が
見
え
た
が
、
講
に

霞
ん
で
い
た
。
そ
し
て
諌
早
の
市
街
地
の

後
方
に
煙
突
か
ら
の
煙
が
見
え
た
。
地
図

で
測
っ
て
み
た
が
、
そ
こ
ま
で
＝
二
～
一

四
キ
ロ
は
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
霞
ん
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だ
長
崎
燦
火
山
を
見
た
と
き
は
、
夜
の
火
な
ら
通
信
可
能
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
意
外
に

煙
り
も
よ
く
判
別
で
き
た
。
煙
の
威
力
は
な
か
な
か
の
も
の
と
、
一
同
が
感
心
し
た
。

　
し
か
し
峰
火
台
そ
の
も
の
は
そ
れ
よ
り
か
な
り
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
林
道
の
終
点
よ
り

若
干
戻
っ
た
平
坦
地
（
標
高
四
六
ニ
メ
ー
ト
ル
）
が
そ
の
場
所
で
あ
る
。
五
万
分
の
一
地
図
に
も

そ
の
小
さ
な
頂
を
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
高
来
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
説
明

板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
登
山
道
も
な
い
藪
の
中
な
の
で
、
訪
れ
る
人
は
よ
ほ
ど
の
篤
志
家
で

あ
ろ
う
。
発
見
者
の
田
中
長
氏
の
話
で
は
「
昔
か
ら
そ
こ
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
は
い
た
。
植
林
作

業
を
し
て
い
る
と
き
、
石
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
い
わ
れ
て
や
っ
て
き
て
確
認
し

た
。
岩
崎
源
治
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
。
植
林
の
時
、
林
道
が
で
き
て
、
帰
り

の
空
の
ト
ラ
ッ
ク
が
石
を
持
ち
だ
し
た
ら
し
い
。
実
測
は
し
た
が
基
礎
部
は
内
径
五
×
五
・
五

メ
ー
ト
ル
の
円
形
だ
っ
た
」
と
の
こ
と
。

　
た
し
か
に
こ
の
山
で
は
見
か
け
な
い
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
る
。
し
か
し
藪
に
な
っ
て
い
る
の

で
明
確
な
円
形
は
確
認
し
づ
ら
い
。
全
体
に
長
崎
峰
火
山
や
琴
ノ
尾
峰
火
台
の
遺
構
に
較
べ
る

と
、
佐
賀
藩
領
や
福
岡
藩
領
内
の
遺
構
は
保
存
状
況
が
悪
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
峰
火
台
と
い
っ

て
も
絵
画
史
料
に
画
か
れ
た
も
の
を
み
る
と
、
篭
火
版
式
の
鉄
の
台
だ
っ
た
り
、
跳
ね
釣
瓶
方
式

だ
っ
た
り
で
、
移
動
可
能
な
仮
設
方
式
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
も
し
か
す
れ
ば
本
格
的
な
構
築
物

で
は
な
く
、
仮
設
的
な
台
で
、
峰
を
揚
げ
る
演
習
を
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
幕
府
直

轄
の
峰
火
台
は
確
か
に
堅
固
に
作
ら
れ
管
理
も
さ
れ
て
い
た
が
、
諸
藩
の
も
の
は
い
く
ぶ
ん
略
式

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
伐
開
の
あ
る
林
道
か
ら
は
山
茶
花
（
茶
山
花
）
高
原
の
発
電
用
風
車
も
よ
く
見
え
た
。
現
在
は

林
に
な
っ
て
い
る
が
、
双
方
に
視
界
の
よ
く
効
く
場
所
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
な
お
長
崎
峰
火
山
と
多
良
岳
峰
火
山
の
間
の
距
離
は
二
八
キ
ロ
ほ
ど
。
こ
れ
は
松
前
藩
の
津
軽

海
峡
を
は
さ
ん
だ
馬
飛
岬
・
白
神
岬
間
の
ノ
ロ
シ
の
二
〇
キ
ロ
よ
り
も
長
い
。
毛
利
・
古
服
で
は

油
宇
村
ほ
う
き
崎
か
ら
笹
島
を
経
て
沖
家
室
に
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
宝
暦
頃
の
財

政
改
革
で
、
笹
島
の
狼
煙
場
を
廃
止
し
た
。
そ
の
た
め
油
宇
村
で
は
「
狼
煙
分
り
兼
候
故
、
度
々

飛
船
ヲ
差
立
候
得
共
、
間
二
合
兼
候
」
と
、
そ
の
復
活
を
陳
情
し
た
（
『
防
長
風
土
注
進
案
』
）
。
油

宇
一
沖
家
室
間
は
一
〇
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。
二
八
キ
ロ
と
い
う
距
離
で
は
遠
眼
鏡
を
使
用
し
て

も
、
見
通
せ
な
い
日
が
か
な
り
あ
っ
た
。
夜
の
火
は
ま
だ
し
も
昼
の
煙
は
識
別
で
き
な
い
日
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

五
　
長
崎
街
道
沿
い
の
急
火

そ
の
三
　
風
　
早

　
次
に
風
早
に
回
っ
た
。
史
料
上
は

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
高
木
郡
風
早

と
あ
る
が
、
久
保
山
氏
の
論
考
で
は

　
　
藤
津
郡
多
良
村
、
長
崎
街
道
粒
露
坂
上
方
の
峰
火
山

『
諌
早
市
史
」
に

　
　
藤
津
郡
多
良
村
風
配
球
露
寒
直
上

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
高
木
郡
（
高
来
郡
）
な
ら
長
崎
県
内
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
県
境
を
越
え

た
佐
賀
県
藤
津
郡
太
良
町
に
峰
火
山
は
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。
小
長
井
町
古
賀
木
場
鳥
越
の
中
島

す
な
お

忠
氏
、
太
良
町
船
倉
の
大
岡
峯
広
氏
夫
人
、
同
広
谷
の
宮
崎
栄
義
氏
か
ら
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。

ま
ず
多
良
岳
峰
火
山
か
ら
の
観
察
に
よ
っ
て
、
峰
火
山
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
山
（
標
高
五
一
八

メ
ー
ト
ル
）
の
名
前
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
山
が
ま
さ
し
く
カ
ザ
ハ
ヤ
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

ま
た
粒
露
坂
に
つ
い
て
は
今
日
小
字
風
早
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
以
前
は
「
ツ
ブ
ロ
ゴ
i
」

と
い
っ
た
と
の
こ
と
、
字
は
分
か
ら
な
い
が
、
「
叡
覧
川
」
だ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
現
在
の
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ブ
ロ
ゴ
ウ

良
町
小
字
図
に
は
な
い
が
、
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
佐
賀
県
・
巻
末
小
字
一
覧
に
は
「
粒
ロ
川
」

（
ッ
ナ
ロ
ゴ
ウ
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
植
で
あ
ろ
う
）
と
し
て
見
え
て
い
る
。
ツ
ブ
ロ
川
は
ツ
ブ
ロ
を
流

れ
て
い
る
川
を
指
そ
う
。
ツ
ブ
ロ
坂
は
そ
こ
に
い
た
る
坂
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
在
の
風
早
に
登
る

北
の
坂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
近
世
史
料
に
出
て
く
る
峰
火
山
「
風
早
」
も
、
久
保
論
文
・
『
諌
早

市
史
」
の
山
も
、
こ
の
山
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
っ
た
。
『
太
良
町
誌
』
に
は
一
辺
二
五

メ
ー
ト
ル
四
方
の
石
積
み
が
み
ら
れ
る
と
あ
る
。
し
か
し
秋
の
陽
は
釣
瓶
落
ち
。
も
は
や
上
が
っ

て
調
査
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
が
、
宮
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
頂
上
に
は
何
も
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

＊
　
水
茶
屋
に
登
る
小
長
井
町
側
の
坂
は
「
長
坂
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
あ
る
。

　
風
早
の
峰
火
台
は
多
良
岳
峰
火
台
を
火
受
け
し
た
。
そ
の
間
の
距
離
は
わ
ず
か
六
キ
ロ
弱
に
過

ぎ
な
い
。
ま
た
こ
こ
か
ら
は
佐
留
志
に
伝
達
し
た
。
そ
の
間
二
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
こ
の
距
離
は

長
崎
－
多
良
岳
間
と
同
等
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
海
上
を
直
接
佐
賀
城
内
に
も
伝
え
る
任
務
も
帯
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び
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
距
離
は
三
八
キ
ロ
に
な
る
。
陸
路
の
方
は
補
助
と
し
て
の
中
継
点
が

あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
多
良
岳
、
風
早
間
は
見
通
し
の
障
害
を
避
け
る
た
め
、
短
距
離
に
ニ
ヵ
所
、
石
火
台
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
多
良
岳
峰
火
山
小
峯
か
ら
佐
賀
城
ま
で
は
、
風
配
を
経
由
す
る
こ
と

な
く
、
有
明
海
上
を
直
接
に
見
通
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
賀
城
内
に
も
遠
見
が
あ
っ
た
。
ま
た
多

良
岳
と
背
振
山
系
七
山
ま
で
を
直
接
に
結
ぶ
計
画
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
峰
の
ル
ー
ト
と
長
崎
街
道
、
そ
し
て
長
崎

　
さ
て
以
上
の
三
ヵ
所
を
長
崎
街
道
沿
い
の
峰
火
台
と
し
て
き
た
が
、
異
論
が
出
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
こ
の
道
は
長
崎
街
道
の
本
街
道
で
は
な
く
、
脇
街
道
で
は
な
い
か
。
確
か
に
そ
の
通
り

で
、
こ
の
道
は
浜
海
道
、
諌
早
海
道
、
太
良
海
道
と
も
い
わ
れ
た
脇
往
還
で
あ
る
。

　
し
か
し
長
崎
警
備
を
担
当
し
た
佐
賀
藩
は
大
村
領
を
通
ら
ず
に
す
む
、
こ
の
自
領
内
の
道
ば
か

り
を
往
来
し
た
。
峰
火
を
こ
の
道
に
沿
っ
て
設
定
し
た
こ
と
の
意
味
も
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。
だ

が
実
際
に
長
崎
と
佐
賀
間
に
直
線
を
引
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
ル
ー
ト
が
直
線
に
一
番
近
い
の
で
あ

る
。
軍
事
的
に
は
こ
の
道
が
幹
線
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
。

　
し
か
し
峰
の
道
は
単
線
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
は
琴
の
尾
岳
の
灯
火
台
の
意
義

を
考
え
た
い
。
こ
の
峰
火
台
は
管
見
の
限
り
で
は
長
崎
斧
山
峰
火
山
に
同
等
の
り
っ
ぱ
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
ど
う
見
て
も
長
崎
佐
賀
間
の
幹
線
に
は
位
置
し
な
い
。
こ
れ
は
大
村
、
玖
島
城
へ

の
伝
達
を
主
た
る
任
務
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
多
良
岳
へ
の
通
信
が
不
調

な
場
合
の
サ
ブ
ル
ー
ト
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
サ
ブ
ル
ー
ト
は
迂
回
し
て

の
多
良
岳
へ
の
通
信
も
可
能
だ
っ
た
が
、
む
し
ろ
大
村
藩
に
よ
る
陸
路
交
通
に
よ
る
伝
達
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
東
彼
杵
経
由
に
な
る
長
崎
街
道
本
街
道
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て

機
能
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
人
村
藩
が
設
定
し
た
峰
火
が
大
村
湾
の
東
岸
に
沿
っ

て
あ
っ
た
（
『
大
村
郷
村
記
」
）
。
琴
ノ
尾
峰
火
台
は
長
崎
峰
火
山
の
火
を
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
地
域
へ
の
補
完
機
能
も
果
た
し
て
い
た
。
平
戸
藩
や
、
松
島
、
江
ノ
島
を
経
由
し
て
の
五
島
福

江
藩
（
中
通
島
）
と
の
連
絡
を
も
任
務
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
長
崎
県
内
に
峰
火
山
と
呼
ば
れ
る
山
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
口
之
津
の
港
の
南
西
、
早
崎
の
峰
火

山
（
標
高
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
長
崎
峰
火
山
か
ら
の
距
離
は
約
三
〇
キ

ロ
で
、
長
崎
一
多
良
岳
間
と
同
距
離
で
直
接
の
火
受
け
が
可
能
だ
っ
た
。
ま
た
天
草
の
苓
北
町
、

富
岡
の
尾
越
に
も
門
火
台
の
遺
構
が
あ
る
。
数
年
前
に
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
く
ぼ
め
た
地

形
に
わ
ず
か
に
低
い
土
手
と
石
積
み
が
残
っ
て
い
た
。
こ
の
狼
煙
は
長
崎
ま
で
の
距
離
は
三
〇
キ

ロ
弱
で
あ
る
。
天
草
西
部
海
岸
を
南
に
牛
深
の
魚
貫
崎
に
ま
で
伝
達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

が
、
主
た
る
任
務
は
海
岸
部
に
お
け
る
変
事
を
長
崎
に
伝
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
長
崎
峰
火
山
の
情
報
は
四
方
に
発
信
さ
れ
、
ま
た
四
方
の
情
報
は
長
崎
に
集
中
さ
れ
た
。
幹
線

は
多
良
諾
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
だ
っ
た
が
、
不
調
時
を
予
想
し
、
複
線
路
線
が
想
定
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
長
崎
峰
火
山
と
多
良
岳
峰
火
山
と
の
距
離
は
長
い
。
近
世
に
は
峰
火
山
の
備
品
に
は
遠
眼

鏡
も
備
え
ら
れ
て
い
た
。
肉
眼
で
は
ム
リ
で
も
、
実
際
は
か
な
り
の
距
離
の
遠
視
が
効
い
た
。
有

明
海
上
を
多
良
岳
と
佐
賀
城
を
直
接
に
、
ま
た
さ
ら
に
六
〇
キ
ロ
も
あ
る
多
良
岳
と
筑
前
国
境
の

雷
山
ま
で
を
見
通
そ
う
と
い
う
計
画
は
、
こ
の
優
秀
な
性
能
を
持
つ
軍
事
品
と
し
て
の
遠
眼
鏡
の

使
用
な
く
し
て
は
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
遠
眼
鏡
な
ど
の
な
い
古
代
で
は

そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
日
の
岳
の
よ
う
な
中
継
点
は
多
い
方
が
、
万
全
だ
っ
た
。

　
長
崎
県
内
で
は
近
世
の
峰
火
山
の
う
ち
幕
府
が
関
与
し
た
も
の
は
、
主
要
に
は
五
ヶ
所
と
考
え

ら
れ
る
（
野
母
崎
、
斧
山
、
琴
の
尾
、
早
崎
、
多
良
岳
）
。
そ
し
て
佐
賀
県
に
な
る
が
、
藤
津
郡
と

の
郡
境
（
県
境
わ
ず
か
に
佐
賀
県
よ
り
）
に
一
ケ
所
が
あ
っ
た
。
野
母
崎
か
ら
肥
前
国
府
、
そ
し

て
大
宰
府
へ
の
通
信
を
主
要
任
務
と
し
た
古
代
の
峰
も
ル
ー
ト
は
似
通
っ
て
い
た
。
『
肥
前
風
土

記
』
は
高
来
郡
に
峰
五
ケ
所
、
そ
し
て
彼
杵
郡
に
三
ヵ
所
、
藤
津
郡
に
一
ケ
所
と
記
し
て
い
る
。

多
く
の
も
の
が
重
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
数
は
古
代
律
令
国
家
の
方
が
多
く
、
峰
の
あ
い
だ
の

距
離
は
短
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

註

（
1
）
　
長
崎
御
番
に
掛
り
候
書
類
（
鍋
島
文
書
・
二
五
ニ
ー
九
五
）
、
以
下
鍋
島
文
書
に
つ
い
て
は
小
宮

　
　
睦
之
氏
の
御
教
示
を
え
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
2
）
　
服
部
英
雄
「
飛
脚
篭
に
よ
せ
て
」
（
『
景
観
に
さ
ぐ
る
中
世
』
一
九
九
五
・
新
人
物
往
来
社
刊
、
四

　
　
部
二
章
）

　
　
　
服
部
英
雄
「
中
世
・
近
世
に
使
わ
れ
た
ノ
ロ
シ
」
（
『
峰
［
と
ぶ
ひ
］
の
道
』
［
青
木
書
店
］
一
九
九

　
　
七
年
、
一
八
三
～
二
一
四
頁
）

（
3
）
　
紅
露
生
「
非
常
時
警
報
機
関
と
し
て
の
幕
末
北
九
州
峰
火
台
　
　
朝
日
山
放
火
掛
合
文
書
の
研

　
　
究
一
」
（
『
肥
前
史
談
』
一
〇
巻
一
、
二
、
一
九
三
七
）
、

　
　
　
久
保
山
善
映
「
九
州
に
お
け
る
上
代
国
防
施
設
と
峰
火
の
遺
蹟
」
（
『
肥
前
史
談
』
＝
ニ
ー
六
、
一

　
　
九
三
九
）
、

　
　
　
松
尾
禎
作
「
山
峰
に
つ
い
て
　
　
黒
船
来
襲
？
　
の
レ
ー
ダ
ー
的
役
割
」
（
鳥
栖
市
『
郷
土
資
料
』

　
　
一
九
五
六
）
な
ど
。

　
　
　
紅
露
生
氏
は
松
尾
氏
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
い
う
（
久
保
山
論
文
）
。

　
　
　
山
部
淳
「
佐
賀
藩
の
峰
に
つ
い
て
（
序
論
）
」
（
『
長
崎
県
地
方
史
だ
よ
り
』
平
三
［
一
九
九
＝
）

　
　
　
「
峰
」
『
諌
早
市
史
』
（
1
）
（
昭
三
〇
［
一
九
五
五
］
）

　
　
　
「
峰
・
太
良
町
の
あ
ゆ
み
の
記
録
」
（
昭
五
〇
［
一
九
七
五
］
）

　
　
　
「
峰
・
風
配
の
証
跡
台
」
（
『
太
良
町
誌
』
平
七
［
一
九
九
五
］
）

　
　
　
「
小
峰
　
峰
火
山
」
（
『
高
来
町
郷
土
誌
』
昭
六
二
［
一
九
八
七
］
）

　
　
　
「
小
峰
峰
火
山
探
訪
記
」
（
『
諌
早
史
談
』
二
九
、
平
元
［
一
九
八
九
］
）

　
　
　
田
中
長
「
小
峰
泥
火
山
に
つ
い
て
」
（
私
家
版
・
平
二
［
一
九
九
〇
］
）

　
　
　
「
狼
煙
」
（
『
多
良
見
町
郷
土
誌
』
昭
四
六
［
一
九
七
＝
）

　
　
　
『
琴
ノ
尾
岳
公
園
造
成
に
と
も
な
う
琴
ノ
岩
峰
火
台
子
緊
急
整
備
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
長
崎
県

　
　
多
良
見
町
教
育
委
員
会
・
一
九
八
九
）

　
　
　
小
峰
、
風
配
の
三
三
関
係
の
文
献
に
つ
い
て
は
田
中
長
氏
の
御
教
示
を
え
た
。
記
し
て
感
謝
し
た

　
　
い
。

（
4
）
～
（
6
）
　
鍋
島
文
書
・
日
記
・
文
化
五
年
辰
十
月
八
日
条
、
十
日
過
、
十
一
日
条
、
十
二
日
条

　
　
　
鍋
島
文
書
「
吉
茂
公
御
年
譜
」
五
・
享
保
四
年
二
月
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