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平 成 8年 【1

午 前 9時  松永 駅北 口・ 出発

松本 古墳

神村 人幡 社

矢捨 古墳

正 午 薬 師 寺 【昼食 】

今津本 陣河本 家

蓮華 寺

高諸神 社

塩商社 跡

午 後 3時 半 松 永 駅南 口・ 解 散

【注意 】団体行 動で すので 指示 に従 って くだ さ

体 調 の悪い方 は受 け付 け まで 申 し出て

ゴ ミは 自分で持 つて帰 っ て下 さい。

途 中で 帰 られ る方 は必 ず係 りまで 申 し

99613月 10日 実 施

I予 定表l

い 。

くだ さい。

出 て 下 さ い。



～

松

ヽ

水

界

眼

～

田
田
　
義
之

“
下
駄
の
務
”
松
永
は
、
戦
後
の

一
時
期

「
松
永
市
」

と
し
て
独
立

の
率
を
形
成
し
て
い
た
だ
け
に
、
福
山
市

の

中
で
も

一
種
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ

松
永
駅
に
降
り
立

っ
て
駅
前
を
東

に
歩
い
て
み
よ
う
。
今

で
も
小
さ
な
木
工
場
が
海
に
通
じ
た
水
路
の
両
側
に
並
び
、

潮
と
本

の
香
り
の
混
じ

っ
た
昔
懐
か
し
い
匂
い
が
漂

っ
て

く
る
。

松
永
が
今
日
、
は
き
も
の
の
町

・
下
駄
の
町
と
し
て
あ

る
の
は
、
江
戸
時
代
前
期
、

こ
の
町
が
本
庄
重
政
に
よ

っ

て
“
壌
田
”
と
し
て
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い

２０
。明

治
の
初
め
の
こ
と
、
こ
の
町
で
丸
山
茂
助
と
い
う

一

人
の
創
意
に
溢
れ
た
人
物
が
　
下
駄
の
製
造
を
始
め
た
。

彼
は
最
初
、
周
辺
の
山
で
採
れ
る
桐
材
で
下
駄
を
作

っ
て

い
た
が
、
材
料
資
も
高
く
、
余
り
は
か
ば
か
し
い
も
の
で

は
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
の
が
、
松
永
に
入
港

す
る
“
塩
船
”
が
バ
ラ
ス
ト
と
し
て
積
ん
で
い
た
“
油
木

（あ
ぶ
ら
ぎ
）
”
で
あ

っ
た
。
“
油
木
”
は
山
陰
産
の
雑

木
で
値
段
も
安
く
、
し
か
も
下
駄
に
す
る
と
丈
夫
で
は
き

心
地
も
上

々
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
人

々
の
創
意
工
夫
に
よ

っ

て
松
永

の
下
駄
は
次
第
に
販
路
を
広
げ
、
現
在

の
名
声
を

獲
得
し
て
行

っ
た
。

『
塩
が
下
駄
を
生
ん
だ
」
と
言
わ
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

松
永

の
散
策
は
、
駅
南
□
左
手

の

「
日
本
は
き
も
の
博

物
館
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
。
同
博
物
館
に
は
世
界
各

地

の
は
き
も
の
を
は
じ
め
、
特
産

の
松
永
下
駄

の
製
造
過

程
な
ど
が
分
か
り
や
す
く
展
示
さ
れ
、
日
ご
ろ
お
世
話
に

な

っ
て
い
る
“
は
き
も
の
”
を
改
め
て
見
直
す

い
い
機
会

に
な
る
。
ま
た
、
最
近
隣
接
し
て

「
爾
本
郷
土
玩
翼
博
物

館
」
が
オ
ー
プ

ン
し
、
郷
愁
を
か
き
た
て
て
く
れ
る
。

こ
こ
か
ら
す
ぐ
東
側
の
水
路
沿

い
に
南
に
下
る
と
、
松

永

の
産
土
神
、
　
一
潮
崎
神
社
」
が
鎮
座
し
て
い
る
。
前
に

述

べ
た
よ
う
に
松
永
は
塩
日
と
し
て
開
発
さ
れ
た
近
世

の

干
拓
地

で
、
こ
の
神
社
は
塩
圏
を
守
る
堤
防
の
守
護
神
と

し
て
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
左
手

の
山
腹

に
見
え
る
お
寺
が
“
松
永
開
糧
”
本
庄
重
政
が
創
建
し
た

禅
宗

の
承
天
寺
で
あ
る
。
見
上
げ
る
と
暦
様
の
立
派
な
山

間
が
建
ち
、
右
手

の
墓
地

に
は
重
政
を
は
じ
め
本
庄

一
族

が
猥

っ
て
い
る
。

本
盛
重
政
が
松
永
塩
国
の
干
拓
に
取
り
掛
か

っ
た
の
は

イノク



万
治
三
年

（
一
六
五
九
）
の
春
と
伝
わ

っ
て
い
る
。
重
政

は
数
奇
な
人
生
を
歩
ん
だ
人
物

で
あ
る
。
水
野
家
臣
の
家

に
生
ま
れ
た
彼
は
、
青
年
時
代
、
千
石
取
り
を
夢
見

て
家

を
飛
び
出
し
た
。
し
か
し
、
時
代
は
既
に
乱
世

で
は
な
く
、

太
平

の
世

で
あ

っ
た
。
夢
破
れ
た
重
政
は
、
福
山
藩

に
帰

参
し
、
新
田
開
発
に
意
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
彼
が

晩
年
情
熱
を
傾
け
た
の
が
松
永
塩
田
の
開
発
で
あ

っ
た
。

重
政
は
、
放
浪
時
代
、
播
州
赤
穂

の
大
石
頼
母

（有
名

な
内
蔵
助
の
父
）
と
親
交
が
あ
り
、
赤
穂
塩
田
の
隆
盛
を

目

の
当
た
り
に
し
て
い
た
。
松
永
湾
は
遠
浅
で
干
満

の
差

が
大
き
く
塩
田
に
向

い
て
い
る
。

こ
う
し
て
始
め
ら
れ
た

の
が
松
永
塩
田
の
開
発
で
あ

っ
た
。
完
成
は
八
年
後
の
寛

文
七
年

（
一
六
六
七
）
の
こ
と
、
千
拓
さ
れ
た
土
地
は
彼

に
よ

っ
て
“
松
永
”
と
命
名
さ
れ
た
。
松
永

の
人

々
に
と

っ

て
重
政
は
正
に

「
松
永
開
祖
」
の
恩
人
な
の
で
あ
る
。

再
び
も
と
き
た
道
を
引
き
返
し
、
Ｊ
Ｒ
山
陽
本
線

の
踏

切
を
越
え
る
と
、
干
拓
地
松
永

で
は
な
く
、
近
世
以
前

の

土
地

で
、
古
代
以
来

の
史
跡
が
点
在
し
て
い
る
。
ま
ず
訪

ね
た
い
の
は
駅

の
東
北
に
歩

い
て

一
五
分
程

の
所
に
あ
る

「
松
本
古
墳
」
で
あ
る
。
全
長
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
帆

立
員
式
前
方
後
円
墳

で
福
山
地
方

で
は
屈
指

の
規
模
を
持

っ

て
い
る
。

こ
こ
か
ら
本
郷
川
沿

い
に
北
に
進
む
と
、
中
世

の
新
庄

の
故
地
本
郷
町
で
あ
る
。
川

の
西
に
聟
え
る
大
場
山
城
跡

は
鎌
倉
時
代
以
来
、
幾
多
の
興
亡
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ

で
、
最
後
の
城
主
古
志
清
左
衛
門
の
落
城
悲
話
は
、
今
も

土
地

の
人

々
の
胸
に
生
き
て
い
る
。
雑
木
を
掻
き
分
け
て

山
頂
に
登
る
と
、
崩
れ
残

っ
た
石
垣
や
曲
輪

の
跡
が
往
時

を
偲
ば
せ
て
く
れ
る
。

松
本
古
墳
か
ら
東
に
本
郷
川
を
渡
る
と
、
か

つ
て
山
陽

道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
今
津
町
で
あ
る
。
京

。
大
阪

か
ら
下
る
旅
人
は
、
備
中
高
屋
宿
か
ら
備
後
神
辺
宿
、
そ

し
て
こ
の
今
津
宿
で
足
を
休
め
、
芸
州
領
尾
道

へ
と
旅
立

っ

て
行

っ
た
。
現
在
で
も
、
町
並
み
の
そ
こ
か
し
こ
に
、
古

い
宿
場
町
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。

（月
刊
び
ん
ご

「
備

後
散
策
」
よ
り
）
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松

ヽ

水

町

Ｊ
Ｒ
松
永
駅
の
南
口
に
降
り
立

つ
と
、
そ
の
変
貌
に
は

驚
か
さ
れ
ま
す
。
か

つ
て
塩
田
が
広
が

っ
て
い
た
駅
前
に

は
、
広

い
道
路
が
真

っ
す
ぐ
南
に
伸
び
、
両
側

に
は
モ
ダ

ン
な
住
宅
や
商
店
が
軒
を
並

べ
て
い
ま
す
。

今
か
ら
三
百
余
年
前
、
本
庄
重
政
が
“
袋

の
海
”
と
呼

ば
れ
て
い
た
松
永
湾
を
埋
め
立

て
て
、
塩
田
を
造
成
し
よ

う
と
し
た
時
、

こ
こ
に
は
遠
浅

の
海
原
が
広
が

っ
て
い
ま

し
た
。
陸
は
、
現
在
の
神
村
か
ら
南
に
“
松
崎
”
と
呼
ば

れ
る
岬
が
、
南
に
突
き
出

て
い
た
の
み
で
し
た
。

松
永

の
埋
め
立

て
は
、
万
治
三
年

（
一
六
六
〇
）
の
春

に
始
ま

っ
た
と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。
当
時
重
政
は
、
福
山

藩
に
帰
参
し
て
七
年
目
で
五
五
才
、
既
に
多
く
の
干
拓
事

業
を
手
掛
け
、
藩

の
興
廃
を

一
身
に
担

っ
た
感
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
松
永
塩
田
の
造
成
は
、
そ
の
彼
に
と

っ

て
も
容
易
な
工
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
沖
に
築
造

し
た
堤
防
は
嵐
の
た
び
に
流
さ
れ
、
完
成
は
七
年
後

の
寛

文
七
年

（
一
六
六
七
）
と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。

松
永

の
町
名
は
こ
の
時
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
地
は

初
め
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
神
村

の
松
崎

の
地
先
に
造

成
さ
れ
ま
し
た
。
重
政
は
、
そ
の

「
松
」
に
ち
な
ん
で
、

中
国
の
吉
祥
句

「
松
寿
永
年
」
か
ら
、
新
た
に
造
成
さ
れ

た
土
地

の
繁
栄
を
祈

っ
て

「
松
永
」
と
命
名
し
た
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
重
政
の
こ
の
塩
田
に
対
す
る
愛
着
は
深
く
、

自
ら
の
居
宅

（現
在
の
本
庄
神
社

の
地
）
を
塩
田
の
東
の

丘

の
上

に
移
し
、
そ
の
南
に
は
菩
提
寺
と
し
て
承
天
寺
を

建
立
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
彼
に
よ

っ
て
造
成
さ
れ
た

松
永
村
は
、

い

つ
し
か
“
本
庄
村
”
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
彼
の
子
孫
に
災

い
し
ま
し
た
。
彼
の

こ
の
行
為
は
、
福
山
藩

の
中

に
本
庄
氏
の
別
天
地
を
作
る

こ
と
で
し
た
。
重
政
が
生
き
て
い
る
う
ち
は
彼

の
声
望
を

憚

っ
て
黙
認
し
て
い
た
藩
も
、
彼
が
延
宝
四
年

（
一
六
七

六
）
に
没
す
る
と
さ

っ
そ
く
本
庄
氏
の
追
放
を
画
策
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
喧
嘩
と
い
う
些
細
な
罪
を
取
り
上
げ
て

重
尚
を
領
内
か
ら
追
い
出
し
、
本
庄
氏
の
勢
力
を
松
永
か

ら

一
掃
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

（
田
口
義
之

・
リ
ビ

ン
グ

福
山

「
町
名
を
訪
ね
て
」
よ
り
）
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神

村

町

「
神
村
」
と
書
い
て

「
か
む
ら
」
と
読
み
ま
す
。

『
沼

隈
郡
誌
』
等
に
よ
り
ま
す
と
、
町
名

の
起
源
は

『
倭
姫
世

紀
』
に
見
え
る
吉
備
名
方

の
浜
宮
に
由
来
す
る
と
伝
え
ま

す
。す

な
わ
ち
、
現
在
伊
勢
神
宮
に
お
祭
り
さ
れ
て
い
る
天

照
大
神
は
、
初
め
宮
中
に
奉
斎
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
崇

神
天
皇
の
時
代
に
富
外
に
お
移
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
伊
勢
に
鎮
座
さ
れ
る
前
四
年
間
程
滞
在
さ

れ
た

「
吉
備
名
方

の
浜
宮
」
の
故
地

こ
そ
同
地

の
鏡
山

で
、

神
村

の
地
名
は
こ
の
故
事
に
由
来
す
る
と
言
う
の
で
す
。

神
話
や
伝
説
は
別
と
し
て
、
神
村

の
地
は
古
く
か
ら
開

け
た
地
域

で
す
。
町
内

の
南
東
部

に
あ
た
る
字
松
本

に
は

全
長
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
帆
立
員
式
前
方
後
円
墳

「
松

本
古
墳
」
が
存
在
し
、
中
央
部

の
羽
原
川
流
域

に
は
点

々

と
横
穴
式
石
室
が
分
布
し
、
古
代
豪
族
の
活
躍
を
物
語

っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
地

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
町
内

北
部
に

「
須
江
」
の
地
名
が
残
り
、

「
須
恵
器
」
と
呼
ば

れ
る
古
代

の
土
器
窯

の
跡
が
存
在
す
る
こ
と
で
す
。
須
恵

器
は
西
暦
五
世
紀
頃
、
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
た
新
し
い

土
器

で
、
そ
の
職
人
集
団
が

「
須
恵
部
」
と
呼
ば
れ
た
人

々
で
す
。
須
恵
部
の
活
躍

の
跡
は
全
国
各
地
及
び
ま
す
が
、

こ
こ
神
村

の
須
江
も
彼
ら
の
居
住
に
因
む
地
名

で
あ
る
こ

と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

時
代
が
下
る
と
、
こ
の
付
近
に
も
庄
園
が
設
定
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮

の
記
録
に
よ
り
ま
す

と
、
同
宮

の
庄
園
は
備
後
に
三
カ
所
あ

っ
て
、
そ
の

一
つ

に

「
神
村
庄
」
の
名
が
あ
り
ま
す
。
同
庄
は
、
現
在

『
広

島
県
史
』
等
で
は
御
調
町
の

「
神
」
に
比
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、

こ
こ
福
山
市
の
神
村

一
帯

で
あ
る
可
能
性
も
残

っ

て
い
ま
す
。
ま
ず
、
近
世
の
記
録

に
沼
隈
郡
神
村
庄
の
名

が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
御
調
の
神
は

「
か
み
」
村

で
あ

っ

て
、

「
か
む
ら
」
で
は
な
い
こ
と
で
す
。
中
世

の
神
村
庄

は
、
庄
号
自
身
が
神
村

で
す
か
ら
、

こ
ち
ら
の
ほ
う
に
分

が
あ
る
わ
け
で
す
。
石
清
水

の
分
霊

で
あ
る
八
幡
宮
も
御

調
町
の

「
神
」
に
は
な
く
、
神
村

に
は
あ
り
ま
す
。

神
村
庄
は
、
果
た
し
て
何
処
に
あ

っ
た
の
か
、
興
味

の

尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

（
田
口
義
之

・
リ
ビ

ン
グ
福
山

「
町
名
を
訪
ね
て
」
よ
り
）
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富

』
剛

町

昭
和
四
四
年
、
神
村
町
の

一
部
を
護
い
て
、
新
た
に
設

け
ら
れ
た
町
で
す
。
そ
の
名
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、

神
村

の
鎮
守

「
神
村
八
幡
社
」
に
由
来
し
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
松
永
駅
北
口
に
降
り
立
ち
ま
す
と
、　
一
筋
の
商
店

街
が
北

に
続

い
て
い
ま
す
。
今

で
こ
そ
、
松
永
の
表
玄
関

は
駅

の
南
口
に
移

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
か

つ
て
は
こ

の
通
り
が
松
永
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
し
た
。
私
な
ど

は
子
供

の
こ
ろ
、
松
永
に
来
れ
ば
こ
の
通
り
で
親
に
玩
具

を
ね
だ

っ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
通
り
か
ら
北
を
眺
め
る
と
、

小
さ
な
丘
が
正
面
に
そ
び
え
て
い
ま
す
。
近
づ
い
て
み
ま

す
と
、
麓

に
鳥
居
が
建
ち
、
急
な
坂
道
を
登
り

つ
め
る
と
、

赤

い
社
殿
が
建

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
町
名
の
起

こ
り
と

な

っ
た
神
村

の
八
幡
さ
ん
で
す
。

村

の
鎮
守
と
し
て
続
し
ま
れ
て
い
る
“
八
機
さ
ん
”
で

す
が
、
そ
の
起
源
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
公
式

に
は

応
神
天
皇
と
神
功
皇
后
を
祭
る
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
い

ま
す
が
、
元

々
は
九
州
の
宇
佐
地
方

で
祀
ら
れ
て
い
た
神

様

で
、
大
陸
か
ら
の
渡
来
神
だ
と
言
う
人
も
い
ま
す
。

こ
の
八
幡
信
仰
が
全
国

に
広
ま

っ
た
き

っ
か
け
は
、
東

大
寺

の
大
仏
造
立
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
古
代
最
大

の
事
業

に
、
宇
佐
の
八
幡
神
は
神
託
を
下
し
て
協
力
し
、
中
央
進

出
を
果
た
し
ま
す
。
こ
れ
が
東
大
寺

の
鎮
守
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
手
向
山
八
幡
宮
で
す
。
そ
の
後
朝
廷

の
八
幡
神

に
よ
せ
る
尊
崇
は
厚
く
、
都
が
平
安
京
に
移
さ
れ
る
と
、

正
城
鎮
護
の
神
と
し
て
男
山

に
祀
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
が
石

清
水
八
幡
宮
で
す
。
そ
し
て
、
時
代
が
下
り
武
士
の
世

の

中

に
な
る
と
、
源
氏
の
祖
源
義
家
が
そ
の
神
前
で
元
鱗
し

た
こ
と
か
ら
源
家
の
氏
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
こ
こ
に
有

名
な
鶴
岡
八
幡
宮
の
創
建
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
鎌
倉

に
幕
府
が
難
か
れ
全
国
に
守
護
地
頚
が
派
遣
さ
れ
る
と
、

彼
ら
と
共

に
八
幡
神
も
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

神
村
の
八
幡
さ
ん
は
延
久
元
年

（
一
〇
六
九
）
の
創
建

と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
石
清
水
八
幡
富
の
分
霊

で
し

ょ

う
か
。
町
名
は
新
し
い
と
は
書
え
、
そ
の

「
富
」
に
は
通

れ
だ
け
の
長

い
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

（
躍
口
義
之

・
リ

ビ

ン
グ
福
山

「
町
名
を
訪
ね
て
」
よ
り
）
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Ａ
「
格
倅

賄
明

松
永
市
街
地
の
西
に
位
置
す
る
今
津
町
は
、
今
日
で
こ
そ
海
か

ら
離
れ
た
内
陸
の
町
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
来
は
そ
の

名
の
通
り

「
津
」

（港
）
と
し
て
発
展
し
た
町
で
す
。

か

つ
て
の
海
岸
線
は
、
東
南

の
柳
津
町
か
ら
大
き
く
北

に
入
り

込
み
、
神
村

の
山
沿

い
か
ら
本
郷
川
の
河
口
を
経
て
、
今
津
町
の

北
を
限
る
丘
陵

の
裾
を
洗

っ
て
い
ま
し
た
。

今
津
の
歴
史
は
古
く
、
室
町
時
代

の
文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）

の
記
録
に
は
、
既
に

「
新
庄

の
内
今
津
」
と
し
て
そ
の
名
が
見
え

ま
す

（熊
野
那
智
大
社
文
書
）
。
新
庄
と
は
、
現
在

の
本
郷
町
を

中
心
と
し
た
松
永
北
部
に
存
在
し
た
中
世
の
荘
園
で
、
今
津
は

「
草

戸
千
軒
町
」
と
同
じ
よ
う
に
、
荘
園
の
年
貢
積
み
出
し
港
と
し
て

発
展
し
た
港
町
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
町
の
東
を
流
れ
る
本
郷
川
の
吐
き
出
す
土
砂
は
、
こ

の
町
の
港
と
し
て
の
役
割
を
比
較
的
早
く
終
わ
ら
せ
た
よ
う
で
す
。

近
世
に
入
る
と
、
今
津
は
港
町
と
し
て
で
は
な
く
西
国
街
道

（山

陽
道
）
の
宿
場
町
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
町
が
公
式
に

「
宿
駅
」
に
指
定
さ
れ
た
の
は
慶
長
七
年

（
一

六
〇
二
）
と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
が
、
宿
場
と
し

て
史
料

に
現
れ
る

の
は
、
そ
れ
よ
り
早
く
、
天
正
初
年
に
逆
上
り
ま
す
。
同
三
年

（
一

五
七
五
）
、
織
田
信
長
に
謁
見
す
る
た
め
鹿
児
島
よ
り
上
洛
し
た

島
津
家
久
は
、
四
月

一
日
、
　
天
「
津

の
町
四
郎
左
衛
門
と
い
へ
る

者
」
の
所

に

一
泊
、
翌
日
輌

に
向
け
て
出
発
し
て
い
る
の
で
す

（中

書
家
久
上
京
日
記
）
。

も
と
も
と
神
辺
平
野
の
北
側
を
通

っ
て
府
中
に
抜
け
て
い
た
山

陽
道
が
、

こ
の
頃
に
な

っ
て
神
辺
か
ら
南
下
し
、
今
津
か
ら
尾
道

に
通
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
に
は
、
当
時
の
内
海
水
運
の
発
達
が

大
き
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
内
海

の
要
港
輌

・
尾
道

の
発
展
は
、
街
道
を
も
沿
岸
部

に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
中
継
地
と
し
て
今
津
の
繁
栄
を
見
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

な
お
、
今
津
の

「
今
」
は
、
今
町

・
今
市
の

「
今
」
と
同
じ
く

“
新
し
い
”
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。
で
は

『
古
津
』
は
ど
こ
に

あ

っ
た
の
か
、
今
後
の
課
題

の
ひ
と

つ
で
す
。

（
田
口

義
之

・

リ
ビ

ン
グ
福
山

「
町
名
を
訪
ね
て
」
よ
り
）



ネ申
本寸
ノ`
幡
ネ申
社

松
永
湾

の
史
跡
巡
り

―
―
‐
旧
山
陽
道
を
中
心

に

―

―

松
本
古
墳

松
永
湾
地
域

に
数
基
有
る
大
型
古
墳

の

一
つ
で
、
全
長
約

五
十
メ

ー
ト
ル
で
北
面
が
帆
立
員
型
を
し
た
帆
立
員
式
古
墳

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
墳
頂
部

に
は
竪
穴
式
石
室
が
有
り
石

室
か
ら
は
、
鉄
剣
、
刀
片
、
銅
鏡
が
出
土
し
墳
丘
面
か
ら
は
、

埴
輪
片
、
葺
き
石
が
出
土
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

墳
丘
裾
面
と
思
わ
れ
る
所

に
は
、
現
在

で
も
葺
き
石
又
は
、

積
み
石
と
思
わ
れ
る
物
が
残

っ
て
い
ま
す
。

古
墳
時
代
中
期

（
五
世
紀
代
）
の
築
造
と
言
わ
れ

て
い
ま
す

当
時

の
海
岸
線
部

に
近
く
海
洋
豪
族
、
海
部

（
あ
ま

べ
）
の

首
長
墓
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
神
村
須
恵
地
区
を
中
心

と
し

て
多
く
散
見
す
る
古
代
窯
跡
を
当
時
支
配
し

て
い
た
と

思
わ
れ
る
豪
族

の
首
長
墓
説
も
捨

て
が
た
い
と
思
わ
れ
ま
す

又
は
海
部
、
須
恵
部
両
方
を
勢
力
沿
と
し
て
い
た
首

（
お
さ

で
有

っ
た
可
も
し
れ
ま
せ
ん
。

祭
神

本
殿

向
か

っ
て
右
、
誉
田
別
尊

（応
神
天
皇
）
左
、
姫
大
神

神
橡
は
烏
帽
子
姿
で
笏
を
持
ち
左
右
に

一
対
の
金
幣
を
備
え
高
さ
は

六
十

ｃｍ
、
横
幅
三
十

ｃｍ
だ
そ
う
で
す
。

三
間
社
入
母
屋
造
、
向
拝
、
千
鳥
破
風
付
、
鋼
板
葺

（六
坪
）

現
在
の
神
殿
は
昭
和
三
十
年
代
前
半
に
再
建
さ
れ
も
と
は
、
現
在
の

拝
殿
が
建

っ
て
い
る
位
置
に
本
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と
の
事
で
す
。



付
属
社
殿

摂
末
社

由
　
緒

注

ヽ
…
…

矢
捨
古
墳

幣
殿

（
三
坪
）
、
拝
殿

（十
坪
）
、
神
輿
舎

（八
坪
）
、
手
水
舎

（
二
坪
）
、
社
務
所

（
二
十
五
坪
）
、
参
集
殿

（
四
十
八
坪
）
鳥
居

二
基

稲
荷
神
社
、
熊
野
神
社
、
艮
神
社
、
八
重
垣
神
社
、
天
神
社
、

石
鎚
神
社
、
金
山
神
社

延
久
元
年

（
一
〇
六
九
）
に
山
城
国

（京
都
府
）
男
山
八
幡
宮

（
石
清
水
八
幡
宮
）
よ
り
御
分
霊
を
奉
祀
し

た
の
が
始
め
と
伝
う
、
中
世
に
は
本
郷
大
場
山
城
主
古
志
氏
の
崇
敬
を
受
け
、
又
福
山
藩
主
阿
部
氏
歴
代
の

藩
主
に
も
庇
護
さ
れ
歴
代
の
藩
主
が
奉
納
し
た
絵
馬
が
拾
数
年
前
迄
は
、
二
十
数
枚
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
す
ノ。

神
事
と
し
て
は
、
五
穀
豊
饒
、
害
虫
退
散
を
願
い
六
月
末
に
虫
送
祭
が
行
わ
れ
、
九
月
第
二
日
曜
日

（
旧
例

祭
日
旧
暦
八
月
十
五
日
）
の
例
大
際
前
夜
に
は
火
踊
お
ど
り
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
の
事
で
す
。

本
郷
八
幡
社
に
も
同
じ
く
火
踊
お
ど
り
が
伝
わ
る
と
聞
き
ま
す
。

神
村
町
松
本
地
区
に
在
り
、
古
墳
時
代
後
期

（六

世
紀
～
七
世
紀
前
半
）
の
片
袖
式
で
横
穴
式
石
室

を
有
す
る
、
円
墳
と
思
わ
れ
ま
す
。

現
況
は
民
有
地
に
て
墳
丘
、
石
室
と
も
破
壊
さ
れ

石
室
後
部
天
丼
石
は
、
紛
失
し
て
後
部
上
方
は
開

口
破
壊
さ
れ
、
前
方
部
天
丼
石
も

一
部
紛
失
し
て

開
□
破
壊
さ
れ
て
い
る
。

石
室
上
部
墳
丘
に
わ
ず
か
に
盛
土
の
残
滓
が
有
り

五
輪
塔
の
残
が
い
等
の
墓
石
が
多
数
集
積
し
て
有

石
室
規
模
は
、
内
部
の
高
さ
約
二
傷
五
十
ン
、
横

幅
石
室
中
央
低
部
で
約

一
傷
九
十
ア
、
上
部
は
両

方
よ
り
傾
斜
し
天
丼
部
約

一
傷
二
十
ン
、
奥
行
は

約
五
傷
六
十
打
、
南
面
開
□
部
向
か

っ
て
左
に
約

二
十
絆
袖
が
有
り
、
石
室
中
心
軸
が
正
確
に
南
北

に
通

っ
て
い
る
。

天
丼
石
は
、
現
在
四
枚

で
有
る
が
本
来
は
六
枚

で

有

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
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新
熊
野
山
東
方
院
薬
筆
寺

旧
山
陽
道
の宿
駅
、
今
津
宿

議

墨

鱗

畿

要

勁
尚

六

敗

鮮

摯

勢

露

舞

砒耐
炒

文
明
十
七
年

（
一
甕
八
五
）
の
尾
道
権
現
堂
檀
那
引
注
文
轟
野

嚇串静ぼ機は分っの議雌彎鸞帥峰いⅧ赫は，級は鼈榊」驚帥霧赫師審」断議師」茫̈
嶽嚇疇恭帥道へ九［岬警ゆ嶼

路
線

に
変
わ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
津
宿
と
し

て
整
備
さ
れ
た

の
は
、
福
島
正
則
が
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
芸
備

ニ
カ
国

の
領
主
と
成

っ
て
以
後
と
云
わ
れ

ま
す
。

真
言
宗
仁
和
寺
派
に
属
す
古
刹
で
、
寺
伝
に
由
る
と
弘
法
大
議
が
渡
唐
の
際
に
、
総

を
今
津
の
浦
に
留
め
紀
州
熊
野
三
社
勧
請
し
て
、
新
熊
野
山
と
命
名
し
、
東
方
院
薬

師
寺
、
南
方
院
金
譲
寺
、
西
方
鏡
蓮
華
寺

の
二
寺
を
、
建
立
し
た
の
が
始
ま
り
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
東
方
院
薬
師
寺
、
西
方
院
蓮
華
寺
の
二
か
寺
の
み
が
現
存

じ
繭
方
院
金
剛
寺
は
、
薬
師
寺
に
合
併
さ
れ
た
と
伝
う
。

薬
師
寺
は
薬
師
如
来
を
、
本
尊
と
し
大
師
自
刻
と
も
云
わ
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な

い
、
な
お
轟
地
出
身
の
平
櫛
田
中
の
養
家
は
、
薬
師
寺
の
檀
家
に
て
、
当
寺
に
平
櫛

田
中
氏
作
の
薬
師
難
来
が
、
昭
穆
四
十
年
田
中
氏
に
よ
り
施
入
さ
れ
現
在
本
尊
と
同

様
に
奉
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
堂
は
享
保
四
年

（
一
七

一
九
）
再
建
さ
れ
東
向
き
に
な

っ
て
い
る
。
又
鐘
楼
門
は

宝
暦
十
二
年

（
一
七
六
二
）
建
立
と
伝
え
ら
れ
る
。

本
堂
北
側
の
不
動
堂
は
延
享
三
年

（
一
七
四
六
）
再
建
と
さ
れ
三
体
の
不
動
明
王
を

奉

っ
て
あ
り
、　
一
体
は
古
志
清
左
衛
門
豊
長
の
持
仏
と
伝
え
ら
れ
古
志
氏
の
末
裔
枝

広
家
よ
り
施
入
と
伝
わ
り
又

一
体
は
、
本
荘
重
政
公
自
刻
と
云
わ
れ
潮
崎
神
社

に
伝

わ

っ
て
い
た
物
を
石
井
氏
に
よ
り
施
入
と
伝
う
。

どアク



村
高
　
　
寛
文
十

一
年

（
一
六
七

一
）
　

五
百
七
十
二
石
三
斗
九
升
　
屋
敷
七
十
九
軒

元
禄
十
三
年

（
一
七
〇
〇
）

九
百
三
十
四
石
　
　
　
　
　
屋
敷
百
三
十

一
軒
、
内
、
今
津
町
二
十
八
軒

宝
永
八
年

（
一
七

一
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駅
馬
十
五
頭

文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一月
数
　
一二
百

一
軒

幕
末
に
は
、
商
家
軒
を
連
ね

一
筋
町
を
な
し
、
宿
場
役
人
三
人
、
宿
場
間
屋
に
宿
駕
籠
五

・
六
十
挺
、
駅
馬
五
頭
、
飲
み
屋

が
あ
り
、
　
百

一十
五
文
の
ソ
ワ
カ
」
と
呼
ぶ
前
垂
れ
女
有
り
と
伝
わ
り
、
こ
の
頃
よ
り
現
在
の
町
筋
の
景
観
が
整

っ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

今
津
本
陣
河
本
家

河
本
家
は
、
代
々
今
津
の
庄
屋
職
を
務
め
、
剣
大
明
神

（現
高
諸
神
社
）
の
祠
官

も
勤
め
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
庄
司
田
盛
の
末
裔
と
も
伝
う
旧
家
で
す
。

本
陣
の
建
物
は
、
明
治
初
年
の
百
姓

一
揆
で
焼
き
討
ち
に
逢
い
ほ
と
ん
ど
の
建
物

が
焼
失
し
僅
か
に
、
表
門
、
塀
の

一
部
と
広
い
石
垣
積
み
の
屋
敷
地
、
が
往
時
の

面
影
を
と
ど
め
て
い
る
。

な
お
同
家
に
は
駅
馬
割
出
帖
、
人
夫
く
り
出
し
帖
、
大
名
の
食
事
控
え
な
ど
の
江

戸
時
代
の
文
書
が
伝
わ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。

注

‥
‐
明
治
初
年
の
百
姓

一
揆
に
つ
い
て
は
、
森
本
繁
著

「
福
山
藩
幕
末
維
新
史
」

に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ぐ 少



西
方
院
新
熊
野
山
蓮
華
寺

蓮
華
寺
は
新
熊
野
山
三
か
寺
の

一
つ
で
、
薬
師

寺
と
同
じ
く
弘
法
大
師
所
縁
の
寺
院
で
、
真
言

宗
の
古
刹
で
す
。

本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
仏
に
て
上
品
上
生
と
云
わ

れ
て
い
ま
す
。

菫
屋
職
河
本
家
の
檀
郡
寺
で
脇
本
陣
の
役
目
も

務
め
て
い
た
と
云
わ
れ
ま
す
。
ま
た
江
戸
時
代

理
大
明
神
の
別
当
寺
で
有

っ
た
要
で
す
。

上
段
の
間
付
き
の
書
院
が
有
り
、
縁
無
か
ら
眺

め
る
庭
が
錠
し
い
と
言
わ
れ
ま
す
。

近
年
ま
で
こ
の
寺
院
は
、
近
辺
の
俳
人
達
の
サ

ロ
ン
的
な
寺
で
有

っ
た
様
で
す
。

境
内
に
は
、
先
住
石
井
瓢
水
師
の

一…あ
の
外
は

花
月
雪
を
遊
び
ど
こ
」
や
矢
野
梅
裁
議
の

「
老

僧
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
じ
墓
参
か
な
」
等
の
句
碑

が
立
ち
並
ん
で
藩
る
と
の
事
で
す
。

ま
た
剣
神
社

の
棟
札
が
、
数
枚
伝
わ

っ
て
い
る

と
の
事
で
す
。

嵩
諸
神
社

轟
諸
神
社
は
、
平
安
時
代
の

一‐延
喜
式
神
名
帖
」
に
見
え
る
古
社
で
、
式

内
社
で
す
。

元
は
尾
道
の
高
須
、
今
宮
と
言
う
所
に
所
在
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
五
年
郷
社
に
昇
格
し
、
剣
大
明
神
と
合
祀
さ
れ
現
在
地
に
高
諸
神
社

と
し
て
祭
ら
れ
今
に
至
り
ま
す
。

くノノ>



剣
神
社
も
式
外
社
と
伝
う
、
古
社
と
い
わ
れ
古
代
こ
の
地

に
新
羅
の
王
子

が
漂
着
し
王
子
の
宝
剣
を
御
神
体
と
し
て
祭

っ
た
の
が
始
ま
り
と
云
う
。

現
境
内
の
社
殿
が
建

っ
て
い
る
社
殿
地
は
、
大
き
な
岩
石
が
無
数
折
り
重

な
り
丘
を
成
し
て
お
り
古
代
磐
境
信
仰
の
名
残
り
で
は
、
と
も
思
わ
れ
る
。

神
社
の
神
体
は
、
剣
状
の
岩
を
神
体
と
し
依
代
と
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。

こ
の
神
社
の
祭
礼
時
に
は

‥
お
剣
さ
ん
の
磯
間
の
市

‥
と
し
て
多
く
の
人
々

に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

境
内
に
は
往
時
の
船
溜
り
も
面
影
を
留
め
て
い
ま
す
。

ま
た
境
内
裏
側
に
は
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
樹
齢
数
百

年
に
な
る
と
思
わ
れ
る

「
ハ
ク
」
の
大
木
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
く
こ
の
地
方
に
は
少
な
い
出
雲
式
の
狛
犬
も
有
り
珍
し
い
の
で
は
と

思
い
ま
す
。

共
同
井
戸

松
永
、
神
村
、
今
′津
地
区

に
は
、
近
年
ま

で
共
同

井
戸
が
各
所

に
存
在
し
て
い
た
が
、
最
近
は
水
道

の
普
及
に
よ
り
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
共
同
井
戸

そ
の
も

の
が
消
滅
し

つ
つ
有
り
ま
す
。

井
戸

に
よ

っ
て
は
、
近
年
ま

で
地
域

の
生
活
用
水

元
と
し

て
使
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

中

で
も
松
永
上

ノ
町

の
共
同
井
戸
は
、
現
在

で
も

夏
場

の
散
水
用
水
、
防
火
用
水
と
し
て
地
区
町
内

の
共
有
物
と
し

て
、
清
掃
、
整
備
さ
れ
て
大
事

に

守
ら
れ
て
い
ま
す
。

井
戸

の
形
態
は
、
石
積
み
作
り

で
上
部
は
珍
し
い

一
六
角
形

の
石
組
み
」
の
井
戸
枠

で
出
来

て
お
り

市
指
定

の
文
化
財

に
指
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

ま
た
松
永
地
区
の
井
戸
は
、
。大
部
分
が
強
弱
の
違

い
は
、
有

っ
一Ｃ
も
塩
水

の
よ
う
で
す
。
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