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(5) 文化 庁 月 報 第 111号

文
化
庁
は
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
「
歴
史
の
道
」
事

業
を
始
め
、
由
緒
あ
る
古
道
や
水
路
の
整
備
保
存
に
努

報
め
る
と
い
う
。
こ
れ
は
史
跡
保
存
事
業
と
し
て
画
期
的

な
企
て
で
あ
る
と
思
っ
゜

月

私
は
昭
和
ニ
卜
五
年
十
二
月
文
化
財
保
護
法
の
施
行

庁

に
伴
っ
て
、
専
門
審
議
委
貝
に
任
命
せ
ら
れ
、
史
跡
部

ヒ
会
に
分
属
し
竺
当
時
史
跡
部
会
に
は
、
辻
善
之
助
先

ィ

生
、
原
田
淑
入
先
生
、
芝
葛
盛
氏
、
藤
田
亮
策
氏
ら
の

文

大
先
輩
が
い
て
、
私
は
そ
の
最
末
席
に
列
っ
た
の
で
あ

-
る
]
そ
の
頃
の
史
跡
保
存
の
姿
勢
は
現
状
維
持
王
義
で
あ

一
っ
て
、
指
定
し
た
史
跡
に
は
手
を
つ
け
さ
せ
な
い
c

i早

は
生
え
、
木
は
茂
る
に
ま
か
せ
て
、
史
跡
を
訪
れ
た
人

一
々
に
は
「
夏
草
や
つ
は
者
共
の
夢
の
跡
」
と
い
っ
た
感

号
懐
を
抱
い
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
歴
史

1
1
1
を
顆
み
、
昔
を
な
っ
か
し
む
情
緒
は
養
わ
れ
る
と
し
た

第
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
争
以
前
の
史
蹟
名
勝
天
然
記
念

物
保
存
法
施
行
時
代
か
ら
の
考
え
方
で
、
文
化
財
保
護

一
法
に
な
っ
て
も
、
史
跡
保
存
の
保
守
性
に
変
わ
り
は
な

(4)  

史
的
風
土
の
保
存
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
古
都
保
存

法
は
鎌
倉
の
風
致
や
飛
鳥
の
史
跡
か
宅
地
造
成
の
波

に
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
現
実
を
、
何
と
か
防
ご
う
と
い

う
の
で
、
議
員
立
法
と
し
て
日
の
目
を
見
た
も
の
で
、

そ
の
運
営
に
当
た
っ
た
官
庁
は
、
こ
れ
ま
で
文
化
財
保

護
で
文
化
庁
と
し
ば
し
は
対
立
す
る
立
場
に
あ
っ
た
建

設
省
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
を
実
施
す
る
た
め
の
諮
問
機

関
と
し
て
、
歴
史
的
風
土
審
議
会
が
設
け
ら
れ
、
私
も

委
員
と
し
て
八
年
間
在
任
し
た
か
、
そ
こ
で
論
議
さ
れ

た
こ
と
の
一
っ
に

r

文
化
庁
の
史
跡
指
定
が
狭
い
地
点

に
限
定
せ
ら
れ
、
周
囲
の
環
境
に
ま
で
配
慮
が
及
ば
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時

の
文
化
財
保
護
法
で
は
、
こ
れ
は
如
何
と
も
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
年
七
月
、
文
化
財
保
護
法
を
改
正
し
て
、

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
を
保
存
の
対
象
と
し

r

伝

統
的
建
造
物
群
及
び
こ
れ
と
一
体
を
な
し
て
そ
の
価
値

を
形
成
し
て
い
る
環
境
を
保
存
す
る
た
め
、
市
町
村
が

そ
の
地
区
を
定
め
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
は
、
史
跡
保

存
の
対
象
と
し
て
環
境
を
取
り
入
れ
た
法
的
措
置
で
あ

り
、
史
跡
保
存
の
広
域
化
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

史
跡
の
広
域
化
と
前
後
し
て
f
史
跡
の
活
用
と
い
う

面
に
強
く
目
が
注
が
れ
出
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
も
と
も
と
文
化
財
は
、
こ
れ
を
保
存
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
活
用
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
か
ら

文
化
財
保
護
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

新
法
の
眼
目
の
―
つ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
ば
ら

美
術
品
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
否

「
歴
史
の
道
」

か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
み
ふ
へ
時
代
の
進
む
に
従
っ
て
、
そ
う
し
た
保

守
性
か
自
然
に
守
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
第
一
、
史

跡
に
対
す
る
観
念
か
、
戦
前
戦
後
で
は
激
変
し
た
。
戦

前
に
は
史
跡
に
指
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
土
地
や

物
件
の
所
有
者
の
名
誉
と
考
え
た
こ
と
て
あ
っ
て
、
指

定
を
希
望
す
る
人
か
多
か
っ
た
。
戦
後
は
私
権
に
面
倒

な
制
限
を
加
え
る
も
の
と
し
て

r

こ
れ
を
忌
避
す
る
考

え
が
強
ま
っ
た

C

そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、
道
路
の
建
設

や
宅
地
の
造
成
の
た
め
に
、
史
跡
の
現
状
変
更
を
求
め

る
要
求
か
相
つ
い
で
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
史
跡
部

会
の
審
醗
は
、
そ
う
し
た
現
状
変
更
に
い
か
に
対
処
す

る
か
に
追
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
傾
向
の
積
み
重
な
り
を
基
盤
と
し
て
、
も

っ
と
も
重
要
な
転
機
を
史
跡
保
存
の
上
に
も
た
ら
し
た

も
の
は
、
平
城
宮
跡
保
存
の
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
―
-

十
八
年
ア
メ
リ
カ
粧
留
軍
の
命
に
よ
っ
て
、
平
城
宮
跡

北
辺
の
一
条
大
路
を
拡
幅
す
る
と
い
う
事
業
か
起
こ
り
、

事
前
に
発
棚
調
査
を
し
た
所
、
建
物
遣
構
の
存
在
か
分

め
な
り
美
術
品
を
個
入
の
秘
蔵
と
せ
す
、
広
く
公
開

し
て
、
世
人
の
美
的
教
養
を
高
め
る
と
い
う
所
に
、
そ

の
ね
ら
い
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

史
跡
は
活
用
と
い
っ
て
も
、
性
質
上
私
蔵
で
き
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
人
に
見
て
も
ら
う
こ
と
は
当
然

な
こ
と
で
あ
る
か
、
平
城
宮
跡
の
よ
う
な
広
大
な
土
地

が
、
史
跡
と
い
う
こ
と
で
何
の
手
も
つ
け
ら
れ
ず
、
土

壇
を
作
っ
た
り
、
芝
生
を
張
っ
た
り
す
る
だ
け
で
放
翌

さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
活
用
し
た
ら
よ

か
ろ
う
か
と
い
う
考
え
が
、
誰
の
頭
に
も
浮
か
ぶ
の
で

あ
る
。そ

し
て
、
活
用
と
い
う
機
能
は
一
面
で
は
保
存
と
抵

触
す
る
こ
と
が
多
い
。
地
下
遺
構
な
ど
は
地
中
に
埋
め

て
お
け
ば
、
一
ば
ん
保
存
に
よ
い
の
で
あ
る
か
、
そ
れ

で
は
活
用
と
い
う
機
能
は
全
く
果
た
せ
な
い
。
保
護
法

の
制
定
者
は
実
は
無
理
な
こ
と
を
当
事
者
に
強
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

各
府
県
で
史
跡
の
割
合
多
く
集
ま
っ
て
い
る
地
域
に

「
風
土
記
の
丘
」
と
い
う
も
の
を
作
ら
せ
て
、
古
墳
や

住
居
跡
を
整
備
し
、
遺
跡
博
物
館
な
ど
を
設
け
て
一
挙

に
各
種
の
史
跡
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た

試
み
は
、
そ
の
活
用
の
―
つ
の
方
法
で
あ
り
、
「
風
土
記

の
丘
」
と
い
う
名
に
難
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
史
跡
の

保
存
活
用
を
両
立
さ
せ
た
巧
妙
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ

こ。t
 今

回
文
化
庁
の
企
図
す
る
「
歴
史
の
道
」
の
保
存
整

備
も
、
こ
の
広
域
化
の
一
環
を
担
う
と
と
も
に
、
「
風
十
一

記
の
丘
」
の
構
想
に
連
な
る
活
用
の
面
を
も
も
つ
も
の

想

坂

本

5
 

直

（
束
京
大
学
名
噛
教
授
）

太

か
り
、
そ
の
あ
た
り
に
平
城
宮
宮
殿
の
一
部
が
存
在
し

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。

一
方
、
近
畿
日
本
鉄
道
は
、
平
城
宮
跡
と
し
て
す
で

に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
の
西
南
方
に
当
た
る
水
田
中

に
車
庫
を
建
設
す
る
と
い
う
。
一
条
大
路
の
調
査
で
、

宮
殿
の
広
が
り
の
大
き
さ
が
推
測
さ
れ
て
い
る
以
上
、

当
然
車
麿
の
予
定
地
あ
た
り
に
も
官
術
の
跡
な
ど
か
埋

没
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

C

平
城
宮
跡
は
一
体
と
し
て

調
査
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
見
が
、
学
会

は
も
と
よ
り
杜
会
各
層
の
入
々
の
間
に
高
ま
り
、
当
時

の
文
化
財
保
護
委
員
会
は
、
宮
跡
全
域
を
国
と
し
て
買

上
け
る
と
い
う
決
断
に
踏
み
き
っ
た
。
土
地
が
個
人
の

所
有
で
あ
れ
ば
十
分
な
調
査
は
行
え
ず
‘
近
鉄
の
車
虚

建
設
も
阻
止
す
る
力
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
史
跡
は
国
か
買
上
げ
る
と
い
う
方
針
は
、
史

跡
保
存
の
上
の
両
期
的
な
進
歩
で
あ
る
。
平
城
京
を
中

心
と
し
て
、
束
は
多
賀
城
、
西
は
大
宰
府
を
重
点
的
な

史
跡
保
存
の
拠
点
と
し
、
徹
底
的
な
調
壷
を
し
、
保
存

を
図
る
と
い
う
す
ば
ら
し
い
発
想
は
、
こ
う
し
た
買
上

政
策
の
基
礎
の
上
に
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
予
算
の

関
係
上
、
一
時
の
買
上
げ
は
不
可
能
に
し
て
も
、
何
年

か
の
年
次
計
画
で
、
ま
た
は
臨
時
緊
急
の
と
き
に
は
特

別
に
優
先
的
に
買
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
ど
れ
く
ら
い

重
要
な
史
跡
保
存
の
上
に
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
か
、
は
か

り
知
れ
な
い
。

史
跡
の
買
上
げ
に
続
い
て
見
ら
れ
た
史
跡
保
存
の
削

進
は
、
史
跡
の
広
域
保
存
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
こ
れ

は
昭
和
四
十
一
年
に
発
足
し
た
古
都
保
存
法
に
よ
る
歴

で
あ
り
、
文
化
財
保
護
法
施
行
二
十
六
年
で
到
達
し
た

ふ

L

の

史
跡
保
存
の
方
法
の
大
切
な
節
目
の
―
つ
で
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

道
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
生
活
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
あ
る
所
必
ず
道

は
で
き
た
の
で
あ
る

C

た
だ
そ
れ
か
『
魏
志
倭
人
伝
』

の
い
う
よ
う
に
、
険
山
深
林
の
中
の
禽
鹿
の
径
の
よ
う

な
小
径
で
あ
っ
た
り
、
日
本
書
紀
推
古
天
皇
二
十
一
年

の
条
に
い
う
、
難
波
よ
り
京
に
至
る
ま
で
置
か
れ
た
大

道
で
あ
っ
た
り
と
い
う
別
は
昔
か
ら
あ
り
、
あ
る
意
味

で
文
明
の
発
展
は
道
の
発
展
に
象
徴
さ
れ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
西
洋
人
と
日
本
人
と
は
道
に
対
す
る
考
え

方
が
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
。
西
洋
人
は
道
の
機
能
を

き
わ
め
て
大
切
に
考
え
る
。
都
市
を
作
る
に
し
て
も
ま

ず
道
を
造
る
。
坦
々
た
る
広
野
の
中
に
も
‘
険
峻
な
山

の
中
に
も
、
道
だ
け
は
完
全
に
整
備
さ
れ
た
も
の
が
通

じ
て
い
る
。
見
渡
す
限
り
の
広
野
の
中
の
大
道
を
一
直

線
に
疾
駆
し
て
時
々
部
落
に
出
会
う
。
こ
れ
か
か
つ
て

フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
田
舎
を
旅
し
た
時
の
私
の
印

象
で
あ
る
。

日
本
で
は
人
が
住
み
部
落
が
で
き
て
か
ら
、
隣
に
行

き
、
町
に
行
く
た
め
に

r

道
を
作
る
。
必
要
に
応
じ
て

作
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
計
画
性
が
な
く
、
迂
余
曲
折

と
い
う
形
に
な
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
基
礎
を
固
め
、
準

備
を
整
え
て
か
ら
、
事
を
始
め
る
と
い
う
西
洋
人
の
生

活
態
度
と
、
臨
機
応
変
に
間
に
合
わ
せ
の
生
活
を
す
る

こ
と
に
慣
れ
て
き
た
日
本
人
の
心
情
と
の
差
で
あ
っ
て
、



道
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
国
民
性
と
風
土
と
に
根
ざ

し
た
宿
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

西
洋
の
道
と
い
え
ば
、
す
ぐ
古
代
ロ
ー
マ
の
道
を
思

い
浮
か
べ
る
。
す
べ
て
の
道
は
口
，
i
マ
に
通
す
る
と
言

わ
れ
た
道
は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
(
A
D
二
八

四
ー
・
三

0
五
）
の
時
代
、
ロ
ー
マ
か
ら
二
十
箇
の
道
か

四
方
に
発
し
、
そ
れ
か
ら
次
々
に
支
路
を
出
し
、
計
三

百
七
十
二
箇
の
道
を
支
配
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
総

延
長
五
三
、

0
0
0
マ
イ
ル
に
及
ぶ
交
通
網
が
、
ロ
ー
・

マ
文
明
の
固
い
き
ず
な
で
あ
り
‘
領
土
の
先
端
に
ま
で

達
し
た
生
命
線
で
あ
っ
た
。
・

そ
れ
ら
の
大
道
は
薄
い
層
で
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
巨
大
な
石
を
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
の
形
に
稜
を
切
っ
て

月

平
ら
か
に
し
、
軟
ら
か
な
砂
利
道
の
上
に
象
嵌
の
よ
う

庁

に
は
め
こ
ん
だ
。
従
っ
て
表
面
は
固
・
＼
、
重
量
に
堪
え
、

ヒー
長
期
間
何
の
修
繕
も
せ
ず
に
持
ち
こ
た
え
た
と
い
う
。

文
そ
の
道
は
、
ヴ
ィ
ア
・
ア
ソ
ビ
ア
、
ヴ
ィ
ア
・
フ
ラ

ミ
ニ
ア
な
ど
、
今
日
ま
で
残
っ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
郊
外

の
ヴ
＇
，
ア
・
フ
ラ
ミ
ニ
ア
は
昔
の
敷
石
を
残
し
て
近

代
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
と
並
ん
で
走
t
J
.
'
ナ
ル
ニ
の
近
く
で

チ
ベ
ル
川
に
か
け
ら
れ
た
ヴ
ィ
ア
・
フ
ラ
ミ
ニ
ア
の
ア

ウ
グ
ス
タ
ス
の
石
橋
は
、
残
っ
た
昔
の
ア
ー
チ
の
下
を

今
日
電
車
が
走
っ
て
い
る
。
以
上
は
、
ビ
タ
タ
1
9
.
w

号
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
ゲ
ン
を
団
長
と
し
た
ロ
ー
マ
ン
・
ロ

1
1
1
ド
・
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
成
果
を
拝
借
し
た
も

ー第
の
だ
が
、
古
代
ロ
ー
マ
人
が
道
路
に
よ
せ
た
情
熱
の
並

々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
で
分
か
る
。

一
す
べ
て
西
洋
の
石
造
記
念
物
は
保
存
に
便
利
て
あ
る
。

報一-(6)--

ロ
ー
マ
ン
・
ロ
ー
ド
は
至
る
所
に
遺
跡
が
存
在
す
る
ら

し
い
が
、
こ
れ
を
日
本
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
道
そ
の
も
の
に
対
す
る
観
念
が
ち
が
う
上
に
、
道

の
造
り
方
が
ま
る
で
ち
が
う
の
だ
か
ら
、
古
道
の
保
存

は
難
中
の
難
で
あ
る
。
「
歴
史
の
道
」
と
い
っ
て
も
、
そ

の
保
存
整
備
を
具
体
的
に
ど
う
す
る
か
は
、
衆
知
を
集

め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
も
日
光
杉
並
木
街
道
や
、
一
里
塚
や
、
関

所
跡
な
ど
、
す
で
に
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
日
光
の
杉
並
木
街
道
は
杉
の
枯
損
や
道
路
敷
の

沈
下
で
常
に
問
題
を
起
こ
し
、
一
呈
塚
も
道
路
の
拡
幅

に
よ
っ
て
孤
立
し
て
邪
魔
物
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
感
か

深
い
。
白
河
関
跡
た
け
は
、
交
通
の
余
り
激
し
く
な
い

道
路
に
沿
っ
た
独
立
丘
陵
で
あ
る
だ
け
に
、
割
合
旧
時

の
悌
を
留
め
、
保
存
状
態
も
良
好
で
あ
る
e

げ
巴
蕉
の
奥

の
細
道
に
、

心
も
と
な
き
日
か
ず
重
な
る
ま
f
i
」
、
白
河
の
関
に

か
、

1

り
て
、
旅
心
定
ま
り
ぬ
。
い
か
で
都
へ
と
便
り

求
め
し
も
こ
と
は
り
な
り
。
中
に
も
此
関
は
三
関
の

一
に
し
て
、
風
騒
の
入
、
心
を
と
ど
む
。
秋
風
を
耳

に
残
し
、
紅
葉
を
悌
に
し
て
、
青
葉
の
梢
な
ほ
あ
わ

れ
な
り
。
卯
の
花
の
日
妙
に
茨
の
花
の
咲
そ
ひ
て
、

雪
に
も
こ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
。
古
入
冠
を
正
し
衣
裳

を
改
め
し
事
な
ど
、
清
輔
の
筆
に
も
と
ど
め
を
か
れ

し
と
ぞ
。

卯
の
花
を
か
ざ
し
に
関
の
晴
着
か
な
曽
良

芭
蕉
が
白
河
の
関
を
見
て
、
古
代
に
思
い
を
馳
せ
た

深
い
感
慨
が
察
せ
ら
れ
る
。
今
の
人
た
ち
に
こ
れ
ほ
ど

の
感
興
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
が
、
せ
め
て
古

人
は
ど
う
い
う
気
持
ち
で
こ
の
道
を
越
え
た
で
あ
ろ
う

か
と
、
様
々
な
想
像
を
温
し
く
し
て
、
古
道
を
辿
っ
て

み
る
こ
と
は
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う

C

古
道
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
の
年
輪
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
古
い
並
木
か
残
り
、
江
戸
時
代
の
道
し
る
べ
や
常

夜
燈
で
も
路
傍
に
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
越
す
も
の
は
な
い
。

そ
う
い
う
道
こ
そ
、
自
動
車
を
通
さ
ず
、
近
代
風
の
建

物
を
造
ら
せ
ず
、
広
告
の
類
を
一
切
お
か
ず
、
自
然
の

ま
ま
の
現
状
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
か
ま
ず
癌
手
す
べ
き

仕

事

で

あ

ろ

う

。

．

文
化
庁
で
最
初
に
取
上
け
よ
う
と
考
え
て
い
る
所
は
、

中
山
道
の
妻
籠
・
馬
籠
の
宿
あ
た
り
、
下
諏
訪
か
ら
和

田
峠
に
向
う
道
、
奥
州
街
道
で
鳴
子
町
と
岩
出
山
町
の

あ
た
り
＼
熊
野
参
詣
路
で
中
辺
地
と
い
わ
れ
た
上
富
田

町
か
ら
熊
野
本
宮
を
経
て
那
智
大
社
に
至
る
間
な
ど
と

い
う
が
、
候
補
地
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
で
あ
ろ

、つ
私
の
狭
い
見
聞
か
ら
ぜ
ひ
取
り
上
げ
て
頂
き
た
い
と

思
う
道
は
、
御
坂
峠
を
越
え
る
古
代
東
山
道
の
官
道
で

あ
る
。
こ
れ
は
美
濃
の
中
津
川
か
ら
信
濃
の
阿
知
に
通

じ
た
名
高
い
険
路
で
、
木
曽
路
が
関
か
れ
て
も
、
官
道

の
資
格
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
所
で
あ
る
。
私
の
踏
査

し
た
時
は
昭
和
二
十
七
年
で
、
そ
れ
か
ら
ず
い
分
時
は

た
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
関
発
な
ど
は
及
び
そ
う
も
な

い
所
だ
か
ら
、
沿
道
に
あ
る
幾
多
の
旧
跡
と
と
も
に
、

「
歴
史
の
道
」
の
王
者
に
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
か
と
、

ひ
そ
か
に
考
え
る
。
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0
坂
本
太
郎
先
生
の
「
歴
史
の
道
」
随
想
は
、

従
来
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
古
い
道

や
街
道
の
歴
史
的
、
文
化
的
意
味
を
指
摘
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
文
化
庁
で
も
昭

和
五
十
三
年
度
概
算
要
求
で
歴
史
の
道
整
備
計

画
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
の
予
算
化
が
期
待

さ
れ
る
。

0
昭
和
五
十
二
年
も
今
月
で
終
わ
り
で
あ
る
が
、

十
二
月
に
入
る
と
街
も
職
場
も
せ
わ
し
く
な
る
。

文
化
庁
で
も
予
算
折
衝
の
最
終
段
階
を
迎
え
、

各
課
と
も
一
年
中
で
最
も
忙
し
く
か
つ
活
気
の

あ
る
月
と
な
る
。
「
伝
統
を
生
か
し
、
未
来
を
つ

く
る
文
化
の
振
興
」
が
文
化
庁
の
要
求
の
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
そ
の
実
現
の
た
め
に

は
大
幅
な
予
算
の
増
額
が
前
提
と
な
る
。

(

K

)
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