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表
紙
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
屋
久
島
の
大

図
で
、
縦
７
５
ｃ
ｍ×
横
１
０
０
ｃ
ｍ
で
あ
る
。
海
岸
線
の

四
方
八
方
か
ら
島
の
中
央
部
に
向
か
っ
て
三
重
、
四
重
に
描

か
れ
た
山
容
の
迫
力
が
堪
能
で
き
る
。
大
胆
に
も
島
の
中
央

に
描
か
れ
た
コ
ン
パ
ス
ロ
ー
ズ
が
鮮
や
か
で
あ
る
。
ま
た
屋

久
島
西
側
の
雲
の
上
に
屏
風
の
よ
う
に
そ
び
え
る
権
現
岳
も

印
象
的
で
あ
る
。 

 

伊
能
忠
敬
が
薩
摩
の
山
川
湊
で
十
二
日
間
風
待
ち
し
た
あ

と
、
屋
久
島
東
岸
の
安
房

あ
ん

ぼ
う

村
に
上
陸
し
た
の
は
、
文
化
九

（
一
八
一
二
）
年
三
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
屋
久

島
で
は
島
の
南
北
に
分
か
れ
て
手
分
け
測
量
が
行
わ
れ
た
。

忠
敬
隊
は
安
房
村
か
ら
時
計
の
反
対
回
り
で
屋
久
島
の
北
側

海
岸
線
を
測
量
し
た
。
坂
部
貞
兵
衛
隊
は
時
計
回
り
で
安
房

村
か
ら
南
側
海
岸
線
を
測
量
し
、
全
国
測
量
最
南
端
の
地
で

あ
る
浦
崎
を
経
て
、
四
月
十
一
日
に
ユ
ル
ン
デ
岬
で
忠
敬
隊

と
合
流
し
て
測
量
を
終
え
た
。 

測
量
日
記
の
記
事
と
大
図
に
記
さ
れ
た
☆
印
で
確
認
す
る

と
、
屋
久
島
で
は
四
個
所
で
天
測
し
て
お
り
、
全
国
で
最
南

端
の
天
測
地
点
は
安
房
村
と
な
っ
た
。
『
大
日
本
沿
海
輿
地

全
図
』
と
と
も
に
幕
府
に
上
呈
さ
れ
た
『
輿
地
実
測
録
』
に

は
「
三
十
度
一
十
八
分
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

忠
敬
は
娘
の
妙
薫
と
嫡
男
景
敬
の
妻
リ
テ
宛
て
の
文
化
九

年
五
月
二
十
五
日
付
け
の
書
状
（
国
宝
：
書
状
類
３
）
で
、

屋
久
島
測
量
の
様
子
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
屋
久
島･

種
子

島
測
量
を
終
え
て
鹿
児
島
城
下
で
認
め
、
五
月
二
十
九
日
発

の
薩
摩
藩
定
飛
脚
に
託
し
た
も
の
で
、
七
月
三
日
に
佐
原
に

届
い
た
。
以
下
『
伊
能
忠
敬
書
状 

千
葉
県
史
料
』
か
ら
こ

の
書
状
を
引
用
す
る
が
、
助
詞
は
全
て
平
仮
名
に
改
め
、
句 

点
や
ル
ビ
を
付
し
た
。 

 

種
子
島
渡
海
之
儀
、
三
月
初
に
鹿
児
島
よ
り
文
し
て
申 

進
候
。
鹿
児
島
城
下
は
三
月
十
一
日
に
乗
船
候
へ
と
も
、 

順
風
な
く
舟
に
逗
留
致
し
、
十
四
日
順
風
に
て
城
下
よ
り 

十
三
里
、
薩
摩
第
一
の
湊
山
川
津
と
申
所
へ
罷
越
し
、
夫 

よ
り
順
風
を
相
待
、
同
廿
二
日
屋
久
島
へ
向
出
帆
致
し 

候
所
、
逆
風
に
成
、
渡
り
兼
、
山
川
湊
へ
引
帰
し
、
又
々 

風
待
致
し
、
同
廿
六
日
順
風
に
て
屋
久
島
へ
相
渡
候
。
山 

川
津
よ
り
海
上
三
十
五
里
と
申
伝
候
。
潮
急
流
に
て
、
日 

本
一
、
二
の
大
難
所
に
候
。 

扨さ
て

、
屋
久
島
と
申
は

悉
こ
と
ご
と
く

高
山
に
て
、
二
十
五
、
六
里 

の
島
に
候
え
ど
も
、
二
町
三
丁
に
川
々
流
れ
出
、
悉
く
湿 

地
に
て
海
岸
は
大
岩
石
に
候
間
、
船
に
て
測
量
も
六
ケ
敷

む
ず
か
し
く

、

殊
に
日
々
雨
を
催
し
測
量
に
こ
ま
り
入
候
。

乍

然

し
か
し
な
が
ら

大
岩 

石
を
昇
降

無

滞

と
ど
こ
お
り
な
く

測
量
相
済
し
、
夫そ

れ

よ
り
順
風
を
相
待
、 

四
月
廿
六
日
種
子
島
へ
相
渡
り
候
。 

是
も
同
様
、
潮
流
日
本
一
、
二
の
所
に
て
、
薩
州
鹿
児 

島
の
人
も
往
来
無
之

こ
れ
な
く

候
。
種
子
島
渡
海
の
日
も
、
屋
久
島 

の
近
所
硫
黄
島
辺
に
は
、
大
船
難
船
有
之

こ
れ
あ
り

候
。 

 

表
紙
か
ら
も
険
し
い
山
々
が
海
岸
線
に
迫
り
、
平
地
も
砂
浜

も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
屋
久
島
の
様
子
が
窺
え
る
。

そ
の
た
め
船
測
も
困
難
で
、
大
岩
石
を
昇
り
降
り
し
て
の
測
量

と
な
っ
た
。
書
状
で
雨
が
多
く
て
測
量
に
こ
ま
っ
た
と
あ
る

が
、
『
測
量
日
記
』
に
も
、
午
後
大
雨
大
浪
の
た
め
打
ち
止

め
、
大
雨
で
逗
留
、
浪
高
で
測
量
相
成
ら
ず
逗
留
と
い
っ
た
記

事
が
目
に
つ
く
。 

 

書
状
の
最
後
の
大
船
難
船
に
つ
い
て
は
、
尾
形
謙
二
郎
が
妙

薫
に
宛
て
た
書
状
（
国
宝:

書
状
類
２
７
９
）
に
詳
し
く
、
薩

摩
船
一
艘
は
行
方
知
れ
ず
、
も
う
一
艘
は
帆
柱
を
切
り
倒
し
櫓

は
壊
れ
る
と
い
う
有
り
様
で
、
種
子
島
渡
海
が
少
し
で
も
遅
れ

れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
慨
嘆
し
て
い
る
。 

玉
造 
功 

（
表
紙
題
字
は
伊
能
忠
敬
の
筆
跡
） 

 
 

  

 

 
表
紙
解
説 
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－1－ 

伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
に
つ
い
て
（
３
） 

グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
と
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
用
い
た 

伊
能
図
の
地
球
へ
の
投
影 

吉
田
正
人 

 

一
．
は
じ
め
に 

 

伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
と
い
う
こ
と
に
、
私
が
最
初
に

関
心
を
も
っ
た
の
は
、
千
葉
県
香
取
市
佐
原
の
伊
能
忠
敬

記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
、
伊
能
図
と
現
代
の
地
図
を

重
ね
た
展
示
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
伊
能
図

研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
保
柳
睦
美
で
さ
え
、「
伊
能
図
の

特
色
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
最
も
む
ず
か
し
い
問
題
と
取
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
保
柳
１
９
６
８
，
１
９
７
４
）

と
い
う
文
章
で
書
き
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
経

度
の
ズ
レ
」
と
い
う
難
題
を
ど
う
解
説
し
た
ら
よ
い
か
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
々
が
頭
を
悩
ま
す
の
も
無
理

は
な
い
。
お
お
か
た
の
人
は
、「
２
０
０
年
も
前
に
作
っ
た

地
図
な
の
に
現
代
の
地
図
と
遜
色
が
な
い
」
と
い
う
印
象

を
持
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
が
、「
伊
能
図
は
現
代
の
地
図
と

比
べ
て
ず
れ
て
い
る
」
と
い
う
部
分
だ
け
頭
に
残
っ
て
帰

る
人
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
、
伊
能
忠
敬
研
究
３２
号
、

５１
号
に
「
伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
に
つ
い
て
（
１
）， 

（
２
）
」

と
い
う
論
文
を
投
稿
し
、「
伊
能
図
の
問
題
は
、
海
岸
線
の

ズ
レ
で
は
な
く
、
経
線
の
ズ
レ
の
問
題
だ
」
と
主
張
し
た

の
だ
が
、
説
明
の
仕
方
が
悪
い
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か

ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
こ
と
を
も
ど
か
し
く
思
っ
て
い
た
。

伊
能
忠
敬
研
究
５１
号
に
投
稿
し
て
か
ら
１５
年
も
経
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
こ
の
間
、
伊
能
図
の
う
ち
北
海
道
は
間
宮

林
蔵
の
測
量
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
（
井
口 

２
０
０
５
， 

渡
辺
・
横
溝 

２
０
１
５
）、
伊
能
忠
敬
没
後
２
０
０
年
を

記
念
し
た
い
く
つ
も
の
論
文
（
菱
山 

２
０
１
７
，
２
０
２

０
，
星
埜 

２
０
２
０ 

等
）
が
発
表
さ
れ
る
な
ど
新
た
な

進
展
も
あ
っ
た
。
ま
た
、G

IS

の
普
及
に
よ
っ
て
、
伊
能

図
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
現
代
の
地
図
と
比
較
す
る
研
究

（
岩
井
・
村
山 

２
０
２
１
等
）
も
活
発
に
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
改
め
て
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
新
た
な
知
見

を
も
と
に
続
編
と
な
る
原
稿
を
書
い
て
み
た
。 

 

二
．
伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の

研
究
の
経
緯 

１） 

大
谷
亮
吉
「
伊
能
忠
敬
」
と
保
柳
睦
美
「
伊
能
忠

敬
の
科
学
的
業
績
」 

 

「
伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
」
と
い
う
問
題
を
最
初
に
提

起
し
た
の
は
、
物
理
学
者
の
大
谷
亮
吉
（
１
９
１
７
）
で

あ
る
。
帝
国
学
士
院
が
、
１
９
０
８
年
に
伊
能
忠
敬
に
関

す
る
資
料
を
集
め
、
そ
の
事
績
を
顕
彰
す
る
た
め
の
調
査

が
大
谷
に
委
嘱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
谷
の
師
で
あ
る

長
岡
半
太
郎
は
、
１
９
１
４
年
に
東
京
地
学
協
会
に
お
い

て
、
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
に
関
す
る
講
演
を
行
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
１
９
１
７
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
伊
能

忠
敬
」
で
、
大
谷
は
「
大
失
態
」、
「
姑
息
な
手
段
」
、「
ご

ま
か
し
」
な
ど
厳
し
い
言
葉
を
使
っ
て
、
伊
能
図
の
経
線

の
ズ
レ
を
非
難
し
て
い
る
。
大
谷
は
、
伊
能
図
に
ひ
か
れ

た
経
線
が
、
京
都
を
中
度
（
本
初
子
午
線
）
と
す
る
子
午

線
を
中
心
に
、
京
都
よ
り
東
で
は
北
に
向
か
う
に
つ
れ
左

に
、
京
都
よ
り
西
で
は
北
に
向
か
う
に
つ
れ
右
に
傾
斜
し

た
経
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
斯
の
如
き
経
緯
線

描
出
法
は
欧
州
に
於
い
て
サ
ン
ソ
ン
及
フ
ラ
ム
ス
テ
ッ
ド

投
影
法
と
称
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
１

。「
忠
敬
が
其
製
作

せ
る
地
図
に
採
用
せ
る
経
緯
線
の
描
出
法
は
外
国
よ
り
伝

来
せ
る
形
式
を
模
倣
せ
し
も
の
な
る
や
否
や
明
な
ら
ず
。

又
忠
敬
が
こ
の
形
式
を
採
用
す
る
に
至
り
た
る
経
路
を
明

記
せ
る
も
の
を
見
ず
」
と
し
な
が
ら
も
、
伊
能
図
が
サ
ン

ソ
ン
図
法
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
伊
能
図
の

経
線
か
ら
各
地
の
経
度
を
読
み
取
り
、
陸
軍
水
路
部
が
測

定
し
た
経
度
と
の
差
ま
で
計
算
し
て
い
る
。
大
谷
が
「
伊

能
忠
敬
」
の
中
で
伊
能
図
が
サ
ン
ソ
ン
図
法
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
前
提
で
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
行
っ
た
結
果
、

そ
の
後
大
き
な
誤
解
を
生
む
結
果
と
な
っ
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
地
理
学
者
の
保
柳
睦
美
は
、
１
９
６

８
年
に
伊
能
忠
敬
１
５
０
年
祭
記
念
講
演
に
お
い
て
、
大

谷
の
「
伊
能
忠
敬
」
が
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
成
果
で
あ

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
大
谷
の
独
断
や
誤
解
、
考
察
の

不
十
分
な
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
伊
能
忠
敬
の
科
学

的
業
績
を
再
評
価
す
る
と
い
う
立
場
で
講
演
し
て
い
る
。

そ
の
講
演
録
は
、
１
９
６
８
年
の
「
地
学
雑
誌
」
７７
巻
４

号
に
「
伊
能
図
の
意
義
と
特
色
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
さ

ら
に
１
９
７
４
年
に
古
今
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
伊
能

忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

保
柳
（
１
９
６
８
）
は
、
伊
能
図
に
お
け
る
経
度
の
誤

差
は
、
サ
ン
ソ
ン
式
図
法
を
採
用
し
た
か
ら
で
は
な
く
、

当
時
の
経
度
の
精
度
が
日
本
全
図
を
作
図
す
る
に
必
要
な

レ
ベ
ル
ま
で
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、「
伊
能
日

本
全
図
に
重
複
さ
せ
て
、
こ
れ
と
同
じ
図
法
と
同
じ
経
緯

線
で
現
在
の
海
岸
線
を
描
け
ば
、
ど
う
違
っ
て
く
る
か
を

示
し
た
」
と
し
て
、
伊
能
図
と
現
在
の
海
岸
線
を
重
ね
た

図
を
示
し
て
い
る
（
図
１
）
２

。 

 

１ 

サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
テ
ィ
ー
ド
図
法
で
あ
れ
ば
、
経
線
は
正

弦
曲
線
を
描
く
は
ず
で
あ
る
。
伊
能
図
の
経
線
は
直
線
で
描
か

れ
て
い
る
の
で
む
し
ろ
台
形
図
法
に
似
て
い
る
が
、
大
谷
は
な

ぜ
か
サ
ン
ソ
ン
図
法
の
名
称
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。 

２ 

保
柳
（
１
９
６
８
）
で
は
図
１１
、
保
柳
（
１
９
７
４
）
で
は

第
１４
図
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
図
１
で
統
一
し
た
。 
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そ
し
て
「
こ
れ
で
み
る
と
緯
度3

5
°

N

あ
た

り
を
中
央
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
南
北

1
°

〜

1
.5
°

の
間
で
は
、
そ
ん
な
に
ズ
レ
が
目
立
た

な
い
・
・
・
し
か
し
こ
の
地
帯
よ
り
も
さ
ら

に
外
側
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
、
海
岸
線
の

ズ
レ
３

が
目
立
っ
て
く
る
。
こ
と
に
図
の
北

東
部
と
南
西
部
が
著
し
い
」
と
し
て
、
こ
の

原
因
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、

保
柳
は
当
時
の
磁
角
の
偏
角
が
、
現
在
の
そ

れ
と
違
っ
て
い
た
こ
と
を
一
因
に
挙
げ
る
が
、

「
偏
角
だ
け
を
原
因
と
す
れ
ば
、
こ
ん
な
ひ

ど
い
海
岸
線
の
ズ
レ
３

が
起
こ
る
た
め
に
は
、

た
と
え
ば
東
北
地
方
北
部
で
、
す
で
に1

0
°

近
く
も
西
偏
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

他
に
も
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
否

定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
大
胆
に
も
試
み
に

3
5
°

N

に
お
い
て
、
各
経
度
ご
と
に
垂
線
を

引
い
て
み
る
。
そ
の
結
果
は
、
意
外
な
こ
と

を
発
見
す
る
。
す
な
わ
ち
東
北
地
方
か
ら
北

海
道
に
か
け
て
は
、
文
化
元
年
上
呈
図
（
東

日
本
図
）
の
経
線
に
非
常
に
似
た
も
の
に
な

る
。
の
み
な
ら
ず
、
日
本
全
体
と
し
て3

4
°

〜3
6
°

N
の
地
帯
で
は
、
こ
の
垂
線
の
方
が

経
線
と
し
て
の
誤
差
も
少
な
く
、
正
確
に
近

い
も
の
に
な
る
し
、
中
部
日
本
で
は
、
も
っ

と
高
緯
度
地
方
ま
で
、
こ
の
線
の
方
が
経
線

と
し
て
、
か
え
っ
て
適
当
な
も
の
と
な
る
」

と
し
て
い
る(

図
２)

４

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結
論
と
し
て
保
柳
は
、「
伊
能
図
の
日
本
輿

地
全
図
（
中
図
、
小
図
）
に
お
け
る
陸
地
配
置

の
編
修
に
は
、
理
論
に
合
わ
な
い
部
分
が
あ 

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
図
を
基
盤
と 

し
、
こ
の
上
へ
京
都
を
通
る
経
線
を0

°

と
し
た
諸
経
線 

を
、
独
自
の
計
算
に
よ
っ
て
記
入
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、 

そ
の
北
東
部
や
南
西
部
で
は
誤
差
が
大
き
く
現
れ
、
こ
と 

に
北
海
道
で
は
こ
れ
が
最
も
ひ
ど
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ 

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
伊
能
図
に
お
け
る
経
度
の
ズ
レ
に
、 

最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
原
因
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」 

と
述
べ
て
い
る
。 

保
柳
の
論
文
は
、
伊
能
図
に
対
す
る
大
谷
の
手
厳
し
い

批
判
に
対
し
て
、
地
理
学
の
視
点
か
ら
伊
能
図
を
再
評
価

し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
論
文
に
示
さ
れ
た
図
２
は
、

伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
の
原
因
を
説
明
す
る
た
め
に
重
要

な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
保
柳
の
論
文
が

「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
に
再
録
さ
れ
る
と
、
図
１

が
図
２
と
切
り
離
さ
れ
て
一
人
歩
き
を
は
じ
め
、
保
柳
の

論
文
の
趣
旨
と
は
全
く
逆
方
向
に
、
伊
能
図
の
経
線
の
ズ

レ
を
強
調
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。 

た
と
え
ば
、
１
９
９
８
年
に
開
館
し
た
、
千
葉
県
佐
原

市
（
現
香
取
市
）
の
伊
能
忠
敬
記
念
館
に
は
、
保
柳
の
図

に
も
と
づ
い
た
展
示
が
作
成
さ
れ
た
が
、
伊
能
図
の
海
岸

線
の
正
確
さ
を
説
明
す
る
意
図
と
は
異
な
り
、
伊
能
図
が

現
代
図
に
比
べ
て
東
西
に
ズ
レ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与

え
た
。
ま
た
、
２
０
０
３
年
に
東
京
国
立
博
物
館
が
、
江

戸
開
府
４
０
０
年
を
記
念
し
て
開
催
し
た
展
示
に
も
、
伊  

３
保
柳
（
１
９
６
８
）
は
、
図
１１
の
説
明
の
中
で
、
う
か
つ
に

も
「
経
線
の
ズ
レ
」
で
は
な
く
、「
海
岸
線
の
ズ
レ
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
図
が
一
人
歩
き
す
る
中
で
、「
海

岸
線
の
ズ
レ
」
が
「
伊
能
図
の
ズ
レ
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
う
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。 

４
保
柳
（
１
９
６
８
）
で
は
図
１２
、
保
柳
（
１
９
７
４
）
で
は

第
１５
図
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
図
２
で
統
一
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

図 1. 伊能図の海岸線と現代地図の海岸線（太線）と

のズレ（保柳（1968）の図 11）            

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 2. 伊能図の経線（実線）と 35°N と直交する線(破線）   

（保柳（1968）の図 12）              
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能
小
図
と
現
代
の
地
図
を
重
ね
合
わ
せ
た
保
柳
の
図
が
図

録
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

１
９
７
４
年
の
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
で
保
柳

の
論
文
を
読
ん
だ
私
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
、
長
い
間
抱
い
て

い
た
。
し
か
し
、
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
１
９
６
８

年
の
地
学
雑
誌
７７
巻
４
号
が
、
筑
波
大
学
中
央
図
書
館
の

中
の
東
京
教
育
大
学
時
代
の
書
庫
に
あ
る
の
を
発
見
し
、

ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み
て
長
年
の
謎
が
解
け
た
よ
う
に
思
え

た
。
地
学
雑
誌
７７
巻
４
号
に
掲
載
さ
れ
た
保
柳
論
文
で
は
、

図
１
と
図
２
（
「
地
学
雑
誌
７７
巻
４
号
」
で
は
図
１１
と
１２
）

が
見
開
き
ペ
ー
ジ
に
左
右
対
称
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
左

右
の
図
を
比
べ
て
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
読
者
に
問
い
か

け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
１
９
７

４
年
の
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
に
再
掲
さ
れ
た
保

柳
論
文
で
は
、
図
１
と
図
２
（
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」

で
は
第
１４
図
と
第
１５
図
）
は
全
く
別
の
ペ
ー
ジ
に
独
立

し
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
伊
能
図
の
経
線
の
ズ

レ
を
説
明
す
る
た
め
に
保
柳
の
図
が
一
人
歩
き
す
る
よ
う

に
な
っ
た
原
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

１
９
６
８
年
の
「
地
学
雑
誌
７７
巻
４
号
」
の
保
柳
論
文

と
１
９
７
４
年
の
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
の
保
柳

論
文
の
違
い
に
気
づ
い
た
私
は
、
こ
の
６
年
間
に
保
柳
が

ど
こ
を
書
き
換
え
た
の
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
（
表
１
）。

す
る
と
、
１
９
６
８
年
論
文
で
は
「
多
少
の
誤
解
や
考
察

の
不
十
分
な
点
が
発
見
さ
れ
る
」
だ
っ
た
も
の
が
、
１
９

７
４
年
論
文
で
は
「
独
断
や
誤
解
の
み
な
ら
ず
、
考
察
の

不
十
分
な
点
が
所
々
に
発
見
さ
れ
る
」
と
な
っ
て
い
た
り
、

１
９
６
８
年
に
は
「
し
か
し
大
谷
氏
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に

は
げ
し
く
非
難
す
る
の
か
、
私
に
は
ど
う
も
解
せ
な
い
」

だ
け
だ
っ
た
も
の
が
、
１
９
７
４
年
に
は
そ
の
後
ろ
に
「
む

し
ろ
根
本
は
、
大
谷
氏
自
身
が
、
忠
敬
当
時
の
日
本
の
学 

                                

                                

表１．1968 年の保柳論文と 1974 年保柳論文の相違点 

 1968 年「地学雑誌」77 巻 4 号 1974 年「伊能忠敬の科学的業績」 

前言 多少の誤解や考察の不十分な点が発見さ

れる 

独断や誤解のみならず、考察の不十分な点が所々

に発見される 

IV.伊能図の特色(3)-

--経緯線記入法と経

度のずれ（誤差）--- 

しかし大谷氏がなぜこのようにはげしく

非難するのか、私にはどうも解せない 

しかし大谷氏がなぜこのようにはげしく非難する

のか、私にはどうも解せない。むしろ根本は、大谷

氏自身が、忠敬当時の日本の学者の地図（特に経緯

線の描き方）に関する科学的知識の水準を独断で

決めてかかり、実は全く理解していなかったこと

による 

  ただ、注意しなければならないことは、忠敬はサン

ソン・フラムスチード図法と同じ図法によって地

図を描いたといっては誤りになることである。大

谷氏はどういうわけか、この誤りを犯している 

  この図法を先行させた伊能図に対する議論は、多

くの点において的が外れたものに陥りがちになる

のである 

V.経度の誤差の諸原

因 

伊能図における経度の誤差は、サンソン

式図法を採用したから生まれたものでは

ない 

 

 図 11 は伊能日本全図に重複させて、これ

と同じ図法と同じ経緯線で現在の海岸線

を描けば、どうちがってくるかを示した

ものである 

第 14 図は伊能日本全図に重複させて、これと同じ

縮尺同じ経緯線で現在の海岸線を描けば、どうち

がってくるかを示したものである 

VI.忠敬の科学・技術

的素養 

大谷氏の論理を皮肉にとれば、伊能図に

おける諸欠点も、その責任の大半は上記 3

人が負うべきことになるし、この言葉が、

事実も調べもしないでものをいう人に、

どんな誤解をおこさせているのかもしれ

ないのである 

この言葉が、事実を調べもしないでものをいう人

に、とんでもない誤解、たとえば忠敬は深い学識も

なく、ただ高橋至時や間重富の手先に利用された

にすぎないというような勝手な考えを生ませてい

るのである 
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者
の
地
図
（
特
に
経
緯
線
の
描
き
方
）
に
関
す
る
科
学
的

知
識
の
水
準
を
独
断
で
決
め
て
か
か
り
、
実
は
全
く
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
」
と
い
う
文
章
を
加
え
る

な
ど
、
大
谷
批
判
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
も
大
き
な
書
き
換
え
は
、
伊
能
図
が
サ
ン
ソ

ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
大
谷

の
記
述
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
１
９
６
８
年
論
文
で
は

「
伊
能
図
に
お
け
る
経
度
の
誤
差
は
、
サ
ン
ソ
ン
式
図
法

を
採
用
し
た
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
の
み
書

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
１
９
７
４
年
に
は
「
忠
敬
は

サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
と
同
じ
図
法
に
よ
っ

て
地
図
を
描
い
た
と
い
っ
て
は
誤
り
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

大
谷
氏
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
」

と
は
っ
き
り
と
サ
ン
ソ
ン
図
法
に
基
づ
い
た
議
論
を
否
定

５

し
、
注
釈
に
は
「
こ
の
図
法
を
先
行
さ
せ
た
伊
能
図
に
対

す
る
議
論
は
、
多
く
の
点
に
お
い
て
的
が
外
れ
た
も
の
に

陥
り
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
図
１
（
１
９
６
８
年
論

文
の
図
１１
、
１
９
７
４
年
論
文
の
第
１４
図
）
の
説
明
と
し

て
、
１
９
６
８
年
に
は
「
図
１１
は
伊
能
日
本
全
図
に
重
複

さ
せ
て
、
こ
れ
と
同
じ
図
法
と
同
じ
経
緯
線
で
現
在
の
海

岸
線
を
描
け
ば
、
ど
う
ち
が
っ
て
く
る
か
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
１
９
７
４
年
に
は
「
第
１４

図
は
伊
能
日
本
全
図
に
重
複
さ
せ
て
、
こ
れ
と
同
じ
縮
尺

同
じ
経
緯
線
で
現
在
の
海
岸
線
を
描
け
ば
、
ど
う
ち
が
っ

て
く
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
き
換
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
１
９
６
８
年
の
説
明
で
は
、
図
１
は
伊
能
図

と
現
代
図
を
同
じ
図
法
に
統
一
し
て
重
複
さ
せ
た
と
も
読

め
る
が
、
１
９
７
４
年
の
説
明
で
は
、
同
じ
縮
尺
と
同
じ

経
緯
線
と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
同
じ
図
法
の
地

図
を
重
ね
た
と
い
う
説
明
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

試
み
に
、
伊
能
図
の
海
岸
線
と
現
代
地
図
（
東
京
国
立

博
物
館
の
江
戸
開
府
４
０
０
年
記
念
特
別
展
図
録
に
示
さ

れ
た
１
／
５
０
０
万
「
日
本
と
そ
の
周
辺
」（
正
距
方
位
図

法
））
を
重
ね
て
み
る
と
、
保
柳
の
図
１
と
同
じ
よ
う
に
、

伊
能
図
の
北
海
道
や
九
州
は
現
代
地
図
の
海
岸
線
と
比
べ

て
東
に
ず
れ
る
（
図
３
）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
地
図
投
影
法

の
異
な
る
日
本
地
図
を
重
ね
合
わ
せ
た
結
果
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。 

               

２）
「
伊
能
図
に
学
ぶ
」
と
伊
能
忠
敬
記
念
館
の
開
館 

１
９
７
４
年
の
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
の
出
版

後
、
伊
能
図
の
経
線
の
ズ
レ
の
問
題
に
関
す
る
論
文
は
し

ば
ら
く
な
か
っ
た
が
、
１
９
９
８
年
に
朝
倉
書
店
か
ら
出

版
さ
れ
た
「
伊
能
図
に
学
ぶ
」
の
中
で
、
鶴
見
英
策
、
羽

田
野
正
隆
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 

鶴
見
英
策
は
、「
伊
能
図
の
読
み
方
」
の
中
で
、
保
柳
の

図
１
（
鶴
見
論
文
で
は
図
２
）
を
と
り
あ
げ
、「
一
般
的
に

新
旧
の
地
図
を
対
照
し
て
海
岸
線
の
位
置
の
変
化
を
求
め

よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
D. 

両
図
の
投
影
法
が
同
等
で

あ
る
こ
と
」
が
条
件
だ
が
、「
図
２
は
新
旧
両
図
を
同
一
の

投
影
法
で
重
ね
た
も
の
な
の
で
、
条
件
Ｄ
を
満
た
し
た
状

態
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
１
９

７
４
年
の
論
文
で
、
す
で
に
保
柳
は
、「
同
じ
図
法
と
同
じ

経
緯
線
で
」
と
い
う
説
明
を
、「
同
じ
縮
尺
同
じ
経
緯
線
で
」

と
書
き
換
え
て
お
り
、
図
１
が
同
一
の
投
影
法
の
地
図
を

重
ね
た
も
の
だ
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
鶴

見
論
文
の
図
２
は
、
保
柳
の
図
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
た
も

の
に
な
っ
て
お
り
、
保
柳
の
図
１
を
図
２
か
ら
切
り
離
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
そ
の
後
の
研
究
者
が

鶴
見
の
簡
略
化
し
た
図
を
保
柳
の
図
と
し
て
引
用
す
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
で
も
禍
根
を
残
す
結
果

と
な
っ
た
６

。 

ま
た
羽
田
野
正
隆
は
、「
伊
能
図
の
評
価
と
今
後
の
課
題
」

の
中
で
、「
な
ぜ
サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
が
使

わ
れ
た
の
か
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
解
説
を
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
「
（
忠
敬
の
）
日
本
全
図
は
平
面
図
の
単
な

る
集
合
体
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
な
が
ら
、「
各
緯
線
上

に
緯
線
間
隔
に
相
当
す
る
経
線
弧
長
を
算
出
し
、
そ
れ
ら 

５ 

天
文
学
者
の
広
瀬
秀
雄
も
ま
た
、「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業

績
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
伊
能
忠
敬
の
全
国
測
量
と
経
度
問
題
」

の
中
で
、「S

F

（
サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
）
に
よ
る
見

か
け
の
経
度
値
に
も
と
づ
い
て
伊
能
図
の
経
度
を
論
じ
た
大
谷

氏
の
研
究
方
法
は
全
く
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。 

６ 

金
澤
敬
（
２
０
０
０
）
は
、
伊
能
図
と
現
代
図
を
重
ね
合
わ

せ
た
図
を
紹
介
し
、「
東
京
地
学
協
会
編
『
伊
能
忠
敬
の
科
学
的

業
績
』
古
今
書
院
１
９
７
４ 

Ｐ
２
５
第
２５
図
を
， 

編
者
お
よ

び
出
版
社
の
承
認
の
下
に
転
載
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
Ｐ
２
５
の
第
１４
図
（
第
２５
図
と

い
う
の
は
間
違
い
）
で
は
な
く
、
東
京
地
学
協
会
編
集
「
伊
能
図

に
学
ぶ
」
朝
倉
書
店
Ｐ
８
５
の
鶴
見
（
１
９
９
８
）
の
簡
略
図
を

引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.伊能図の海岸線（海岸を青く着

色）に現代地図（1/500 万「日本とその

周辺」（正距方位図法））を重ねた結果               
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の
値
を
京
都
を
通
る
緯
線
を
中
心
（
中
度
）
と
し
て
東
西

に
プ
ロ
ッ
ト
し
、
最
後
に
対
応
す
る
点
を
結
ん
で
経
線
と

し
た
。
こ
の
よ
う
な
網
目
は
サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー

ド
図
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
同
図
法
を
採
用
し
た
こ
と

に
よ
り
、
中
度
経
線
か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
、
実
際
の
経
度

と
の
ず
れ
が
目
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
し
て
、
サ
ン
ソ

ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
を
採
用
し
た
こ
と
が
伊
能
図

の
ず
れ
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
大
谷
の
立
場
を
支
持
し
て

い
る
７

。 

ま
た
２
０
０
０
年
に
は
、
東
京
カ
ー
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

社
の
金
澤
敬
が
「
地
図
」
３８
巻
１
号
に
「
伊
能
中
図
に
よ

る
伊
能
図
の
ず
れ
に
関
す
る
考
察
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。

金
澤
は
、
１
９
９
３
年
に
武
楊
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
伊

能
中
図
」
８
枚
を
１
図
に
ま
と
め
た
集
成
図
と
２
０
万
分

の
１
地
勢
図
数
値
地
図
情
報
の
海
岸
線
デ
ー
タ
を
重
ね
る

と
い
う
方
法
で
、
伊
能
図
の
ず
れ
を
分
析
し
た
。
金
澤
も

ま
た
、「
中
図
の
経
緯
網
は
、
結
果
と
し
て
サ
ン
ソ
ン
図
法

で
作
図
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
、
サ
ン
ソ

ン
図
法
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
金

澤
が
、
伊
能
中
図
と
重
ね
た
２
０
万
分
の
１
地
勢
図
は
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
横
メ
ル
カ
ト
ル(U

T
M
)

図
法
で
あ
る
た
め
、

サ
ン
ソ
ン
図
法
と
み
な
し
た
伊
能
中
図
と

U
T
M

図
法
の

地
勢
図
を
ど
の
よ
う
に
し
て
重
ね
合
わ
せ
た
の
か
が
、
論

文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。 

 

伊
能
忠
敬
記
念
館
の
「
現
在
の
地
図
と
伊
能
図
の
比
較
」

の
展
示
は
、
金
澤
の
論
文
に
「
現
代
地
図
に
よ
る
陸
地
の

形
状
を
灰
色
べ
た
、
そ
の
上
に
伊
能
図
中
図
の
海
岸
線
を

赤
実
線
で
苗
示
」
と
あ
る
通
り
で
、「
地
図
作
成
：
東
京
カ

ー
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
（
株
）
」
と
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
同

社
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
金
澤
氏
は
す

で
に
故
人
と
な
ら
れ
、
伊
能
中
図
と

U
T
M

の
２
０
万
分

の
１
地
勢
図
を
ど
の
よ
う
に
重
ね
た
か
を
確
か
め
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
当
時
、
伊
能
忠
敬
記
念
館
の

学
芸
員
を
さ
れ
て
い
た
香
取
市
教
育
委
員
会
の
青
木
司
氏

に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
伊
能
忠
敬
記
念
館
の
展
示
は
、

保
柳
（
１
９
７
４
）
の
第
１５
図
を
参
考
に
、
東
京
国
立
博

物
館
所
蔵
の
伊
能
小
図
と
現
代
図
（
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
）

を
、
展
示
会
社
（
ト
ー
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
株
式
会
社
）
に
依

頼
し
て
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
伊
能
図
が
現
代
の
地
図
に
比
べ
て
、

と
く
に
北
海
道
や
九
州
で
東
に
ズ
レ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

地
図
投
影
法
の
異
な
る
地
図
ど
う
し
を
重
ね
た
た
め
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。 

 

３）
「
地
学
雑
誌
：
伊
能
忠
敬
特
集
」
に
お
け
る
菱
山
剛

秀
、
星
埜
由
尚
の
議
論 

伊
能
忠
敬
没
後
２
０
０
年
で
あ
る
２
０
１
８
年
前
後
に

は
、
相
次
い
で
伊
能
図
の
経
線
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た
重

要
な
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。 

２
０
１
７
年
に
菱
山
剛
秀
が
、
地
図
情
報
３７
巻
３
号
に

寄
稿
し
た
「
地
図
投
影
法
か
ら
見
る
伊
能
図
」
の
中
で
、

菱
山
は
、
伊
能
中
図
の
北
緯
３５
度
の
緯
線
に
垂
線
を
引
い

て
み
る
と
、
伊
能
小
図
を
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
に
変
換
し
た

英
国
海
軍
の
海
図
や
地
理
院
地
図
と
よ
く
一
致
す
る
と
述

べ
て
い
る
。 

２
０
０
０
年
に
は
、
地
学
雑
誌
１２９
巻
２
号
が
伊
能
忠
敬

特
集
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
特
集
号
に
は
、
菱
山

が
「
伊
能
図
の
投
影
に
関
す
る
疑
問
」
を
寄
稿
し
、
伊
能

小
図
と
正
距
割
円
筒
図
法
の
地
図
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
み

る
と
、
北
海
道
、
九
州
南
部
を
除
く
、
東
日
本
、
西
日
本

の
九
州
北
部
ま
で
の
海
岸
線
は
伊
能
小
図
の
海
岸
線
と
よ

く
一
致
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、「
伊
能
忠
敬
全
国
測

量
の
諸
問
題
」
を
寄
稿
し
た
星
埜
由
尚
は
、「
伊
能
図
は
、

地
球
が
球
面
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

伊
能
図
の
投
影
法
を
論
じ
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
伊

能
図
の
緯
線
に
直
交
す
る
経
線
を
引
け
ば
、
伊
能
測
量
の

成
果
を
方
格
図
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
菱
山
の

正
距
割
円
筒
図
法
と
い
う
の
は
結
果
論
で
あ
り
、「
伊
能
図

が
正
距
割
円
筒
図
法
に
基
づ
い
て
図
化
さ
れ
た
と
は
い
え

な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
菱
山
と
星
埜
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
次
節
で
私
の
意
見
を
述
べ
た
い
。 

４）
ま
と
め 

以
上
の
伊
能
図
の
経
線
に
関
す
る
議
論
を
ま
と
め
た
の

が
表
２
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
伊
能
図
の
経
線
の
ズ

レ
に
関
し
て
は
、
伊
能
忠
敬
没
後
１
０
０
年
、
１
５
０
年
、

２
０
０
年
と
い
う
節
目
に
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
２
０
世
紀
初
頭
（
没
後
１
０
０
年
）
に
は
、

伊
能
忠
敬
の
業
績
を
科
学
的
に
評
価
し
よ
う
と
い
う
動
き

が
日
本
学
士
院
、
東
京
地
学
協
会
な
ど
か
ら
生
ま
れ
、
長

岡
半
太
郎
に
よ
る
記
念
講
演
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
日
本
学
士
院
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
大
谷
亮
吉
は
伊

能
図
に
関
し
て
、
サ
ン
ソ
ン
図
法
を
採
用
し
た
と
か
、
東

西
に
ず
れ
て
い
る
と
い
う
独
断
に
も
と
づ
い
た
議
論
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
没
後
１
５
０
年
後
に
出  

７
羽
田
野
正
隆
は
、
「
伊
能
図
の
ト
リ
ッ
ク
？
」
と
し
て
、
伊
能

小
図
の
経
線
が
示
す
北
と
地
図
を
接
合
す
る
た
め
の
コ
ン
パ
ス

ロ
ー
ズ
の
北
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
羽

田
野
１
９
６
９
）。
ま
た
、「
伊
能
図
に
学
ぶ
」
の
中
で
も
、「
伊

能
日
本
図
に
お
け
る
経
線
は
い
わ
ば
装
飾
ぐ
ら
い
に
考
え
て
お

い
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
一
方
で

「
大
谷
氏
の
考
察
が
間
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
一
概
に
そ

う
と
も
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、「
な
ぜ

サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
が
使
わ
れ
て
い
る
か
」
と
い

う
見
出
し
に
よ
っ
て
、
大
谷
の
サ
ン
ソ
ン
図
法
説
を
支
持
し
て

い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。 
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版
さ
れ
た
「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
の
中
で
保
柳
睦

美
は
、
大
谷
の
態
度
を
批
判
し
、
サ
ン
ソ
ン
図
法
を
採
用

し
た
た
め
東
西
に
ず
れ
た
と
い
う
主
張
を
否
定
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
残
念
な
こ
と
に
多
く
の
研
究
者
は
、
そ
の
後
も

サ
ン
ソ
ン
図
法
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
保

柳
の
趣
旨
と
は
異
な
り
、
伊
能
図
の
特
色
を
説
明
し
た
２

枚
セ
ッ
ト
の
地
図
の
う
ち
、「
伊
能
図
の
ず
れ
」
を
説
明
し

た
地
図
の
み
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の

後
２
０
年
経
っ
て
出
版
さ
れ
た
「
伊
能
図
に
学
ぶ
」
で
も
、

サ
ン
ソ
ン
図
の
採
用
や
伊
能
図
の
ず
れ
に
関
す
る
言
説
が

掲
載
さ
れ
、
１
９
９
８
年
開
館
の
伊
能
忠
敬
記
念
館
の
展

示
、
２
０
０
３
年
の
江
戸
開
府
４
０
０
年
記
念
伊
能
図
展

の
展
示
に
も
反
映
さ
れ
た
。 

保
柳
（
１
９
６
８
）
が
見
開
き
で
紹
介
し
た
２
枚
セ
ッ

ト
の
地
図
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
と
い

う
視
点
で
整
理
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
保
柳
（
１
９
６

８
）
で
は
見
開
き
で
紹
介
さ
れ
た
２
枚
の
地
図
は
、
保
柳

（
１
９
７
４
）「
伊
能
忠
敬
の
科
学
的
業
績
」
で
は
、
別
々

の
ペ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
鶴
見
（
１
９
９
８
）

が
図
１
の
簡
略
図
を
「
伊
能
図
に
学
ぶ
」
に
紹
介
す
る
と
、

金
澤
（
２
０
０
０
）
ら
は
鶴
見
の
簡
略
図
を
保
柳
の
図
と

し
て
引
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
伊
能
忠
敬
記
念

館
（
１
９
９
８
）、
東
京
国
立
博
物
館
（
２
０
０
３
）
な
ど

で
も
、
伊
能
図
の
ず
れ
を
紹
介
し
た
展
示
・
図
録
が
紹
介

さ
れ
た
。 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
、
伊
能
図
と
現
代
の
地

図
を
重
ね
合
わ
せ
た
事
例
を
抜
き
出
し
、
ど
の
よ
う
な
地 

図
を
用
い
て
伊
能
図
と
重
ね
合
わ
せ
た
の
か
を
表
４
に
示

し
た
。
も
っ
と
も
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
保
柳
（
１
９

６
８
、
１
９
７
４
）
の
論
文
に
は
、
ど
の
よ
う
な
現
代
地

図
を
伊
能
図
と
重
ね
合
わ
せ
た
の
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
も
っ
と
も
多
く
の
人
が
目
に
し
て
い
る
伊
能
忠
敬
記 

 

表 2. 伊能図の経線のズレに関する議論の変遷 

I. 伊能図の完成前後 

1805 文化元年 東日本図完成、江戸を中度とした経緯線がひかれる 

1818 文政元年 伊能忠敬病没 

1821 文政 4 年 大日本沿海與地図完成、京都を中度とした経緯線がひかれる 

1863 文久 3 年 英国海軍水路部、伊能図をもとに日本沿海図作成、伊能図の海岸線を活かし、経線を修正し、

メルカトル図法とする 

II. 伊能忠敬没後 100 年前後 

1908 明治 41 年 帝国学士院、伊能忠敬顕彰のため大谷亮吉に調査を委嘱 

1914 大正 3 年 長岡半太郎、東京地学協会で講演 

1917 大正６年 大谷亮吉編著「伊能忠敬」刊行、伊能図がサンソン図法を用いために経線のズレが生じたと主

張 

III. 伊能忠敬没後 150 年前後 

1968 昭和 43 年 保柳睦美、佐原市の伊能忠敬 150 年祭、東京地学協会で講演。講演録をもとに、地学雑誌 77

巻 4 号に「伊能図の意義と特色」を寄稿 

1974 昭和 49 年 保柳睦美編著「伊能忠敬の科学的業績」刊行、保柳睦美「伊能図の意義と特色」、広瀬秀雄「伊

能忠敬の全国測量と経度問題」の中で、サンソン図法を前提とした大谷の研究を批判 

IV. 伊能忠敬記念館開館（平成 10 年）〜江戸開府 400 年記念展（平成 15 年） 

1998 平成 10 年 東京地学協会編集「伊能図に学ぶ」に、鶴見英策「伊能図の読み方」を寄稿（保柳の図１の簡

略図）、羽田野正隆「伊能図の評価と今後の課題」を寄稿（なぜサンソン・フラムスチード図

が使われたか） 

1998 平成 10 年 佐原市に伊能忠敬記念館開館。伊能図と現代図を重ね合わせた展示 

2000 平成 12 年 金澤敬、「地図」38 巻 1 号に「伊能中図におけるずれに関する考察」を寄稿（サンソン図法を

肯定、保柳の図１の簡略図を再掲） 

2003 平成 15 年 国立科学博物館、江戸開府 400 年を記念して伊能図展（伊能図と 500 万分の 1 日本とその周

辺図を掲載、保柳の図１を紹介） 

V. 伊能忠敬没後 200 年前後 

2017 平成 29 年 菱山剛秀、「地図情報」37 巻３号に「地図投影法から見る伊能図」を寄稿（保柳の図 2 に近い

自説を展開） 

2020 令和 2 年 地学雑誌 129 巻 2 号で伊能忠敬を特集。菱山剛秀、「伊能図の投影に関する疑問」で正距割円

筒図法を提唱。星埜由尚「伊能全国測量の諸問題」で正距割円筒図法を否定、方格図であると

判断 
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表 4. 伊能図と現代の地図を重ね合わせた研究・展示の事例 

年代 著者 論文名・展示名 伊能図 現代の地図 重ね合わせの結果 

1968 

1972 

保柳睦美 「伊能図と意義と特

色」地学雑誌 77 巻 4

号、伊能忠敬の科学的

業績 

不明 不明 伊能図は現代の地図と比べて北海

道、東北、九州が東にずれる。伊能

図の緯線に直交する経線を描くとず

れは少なくなる 

1998 佐原市 伊能忠敬記念館展示

「現代の地図と伊能図

の比較」 

伊能小図

（東京国立

博物館） 

学芸員の記憶によ

ればメルカトル図

法の日本地図 

伊能図は現代の地図と比べて北海

道、東北が東にずれる 

2000 金澤 敬 「伊能中図による伊能

図のずれに関する考

察」地図 38 巻 1 号 

伊能中図

（集成図） 

20 万分の 1 地勢

図（ユニバーサル

横メルカトル図

法） 

伊能図は現代の地図と比べて北海

道、東北が東にずれる 

2003 東京国立

博物館 

「伊能忠敬と日本図:江

戸開府 400 年記念特別

展」図録 

伊能小図

（東京国立

博物館） 

500 万分の 1「日

本とその周辺」

（正距方位図法） 

保柳（1974）の簡易版の地図（鶴

見 1998）を再掲した 

2008 吉田正人 「伊能図の経線のズレ

について(2)グーグルア

ースを用いた伊能図の

地球への投影」伊能忠

敬研究 51 号 

伊能小図

（東京国立

博物館） 

Google Earth (地

球を球体と仮定し

たウェブメルカト

ル) 

伊能図は Google Earth 上の日本の

海岸線とうまく重なる 

2017 菱山剛秀 「地図投影法から見る

伊能図」地図情報 37

巻 3 号 

伊能小図

（英国海事

博物館） 

英国海軍「日本周

辺」の海図、国土

地理院「地理院地

図」 

伊能図の緯線に直交する経線を描く

と英国海軍海図、国土地理院地図と

よく一致 

2020 菱山剛秀 「伊能図の投影に関す

る疑問」地学雑誌 129

巻 2 号 

伊能小図

（英国海事

博物館） 

正距割円筒図法の

海岸線 

全体の歪みは小さく、大きなずれは

みられない 

 

 

表 3. 保柳（1968）の 2 枚セットの図はその後どのように影響を与えたか？ 

西暦 著者 図１の与えた影響 図２の与えた影響 

1968 保柳睦美 地学雑誌 77 巻４号で、図 11、12 として見開きで紹介される 

1974 保柳睦美 「伊能忠敬の科学的業績」の中で、14 図、15 図として別々のページに紹介され、その

後、図１だけが引用されるようになる 

1998 鶴見英策 「伊能図に学ぶ」の中で、図１の簡略

図を紹介 

 

1998 伊能忠敬記念館 図１に基づいた展示だと想像していたが、そうではなくて、 

図２に基づき伊能図と現代図（UTM）とを重ね合わせた展示 

2000 金澤敬 鶴見英策の簡略図を保柳の図として

紹介、忠敬記念館の展示の経緯を紹介 

 

2003 東京国立博物館 伊能図、500 万分の 1 日本とその周辺、

図１を図録に紹介 

 

2008 吉田正人  伊能忠敬研究 51 号で、図２に基づいて、伊能

図と Google Earth を重ね合わせ 

2017 菱山剛秀  地図情報 37 巻３号で、図２に基づいて、伊能

図と英国海軍図、地理院地図を重ね合わせ 
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念
館
の
展
示
に
つ
い
て
も
、
学
芸
員
の
記
憶
で
は
メ
ル
カ

ト
ル
図
法
の
日
本
地
図
、
ま
た
金
澤
（
２
０
０
０
）
に
よ

れ
ば
２
０
万
分
の
１
地
勢
図
（U

T
M

）
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
東
京
国
立
博
物
館
の
展
示
図
録
で
は
、
正
距
方
位
図

法
の
１
／
５
０
０
万
「
日
本
と
そ
の
周
辺
」
が
伊
能
図
と

並
べ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
い
ず
れ
の
方
法
で
も
、

伊
能
図
は
現
代
地
図
と
比
べ
て
、
北
海
道
、
東
北
、
九
州

が
東
に
ず
れ
る
結
果
と
な
る
が
、
こ
れ
は
図
法
の
異
な
る

地
図
を
重
ね
合
わ
せ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
る
。
一
方
、
吉
田
（
２
０
０
８
）、
菱
山
（
２
０
１
７
）

は
、
保
柳
の
図
２
に
注
目
し
、
伊
能
図
の
経
線
を
消
去
し
、

緯
線
に
垂
直
の
経
線
を
引
い
て
、
伊
能
図
と
現
代
の
地
図

と
の
重
ね
合
わ
せ
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
緯
線
に

垂
直
に
引
い
た
経
線
は
国
土
地
理
院
の
経
線
と
一
致
し
、

ま
た
伊
能
図
の
海
岸
線
は
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
の
日
本
地
図

と
重
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。 

 

三
．
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
とGI

S

を
用
い
た
伊
能
図
の

地
球
へ
の
投
影 

 

私
は
、
２
０
０
８
年
に
伊
能
忠
敬
研
究
５１
号
に
「
伊
能

図
の
経
線
の
ズ
レ
に
つ
い
て
(2) 

ク
ー
グ
ル
ア
ー
ス
を

用
い
た
伊
能
図
の
地
球
へ
の
投
影
」
を
寄
稿
し
、
伊
能
図

の3
5
°

N

の
緯
線
お
よ
び
江
戸
、
下
関
、
長
崎
を
通
っ
て

そ
れ
に
直
交
す
る
経
線
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
グ
ー
グ

ル
ア
ー
ス
に
イ
メ
ー
ジ
オ
ー
バ
ー
レ
イ
を
試
み
た
と
こ
ろ
、

伊
能
図
と
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
上
の
日
本
地
図
が
よ
く
重
な

っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
伊
能
忠
敬
研

究
は
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
意
図

が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。 

こ
の
た
び
、
さ
ら
に
「
地
図
太
郎
」、QG

IS

な
ど
のG

IS

を
用
い
て
、
同
様
の
試
み
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
さ
き
の
菱

山
、
星
埜
の
議
論
と
も
関
係
す
る
面
白
い
結
果
が
得
ら
れ

た
の
で
ご
報
告
し
た
い
。 

 

１）
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
を
用
い
た
伊
能
図
の
地
球
へ
の 

投
影 

グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
の
イ
メ
ー
ジ
オ
ー
バ
ー
レ
イ
機
能

を
使
っ
て
、
伊
能
小
図
を
地
球
に
投
影
し
た
結
果
を
図
４

に
示
す
。
伊
能
小
図
の
う
ち
、
東
海
道
を
中
心
に
何
度
も

測
定
を
行
っ
て
い
る

3
5
°

N

と
伊
能
忠
敬
が
天
測
を
行

っ
た
地
点
の
う
ち
最
北
端
で
あ
る
青
森
県
の
三
厩
に
近
い 

4
1
°

N

の
緯
線
８

、
ま
た
文
化
元
年
の
東
日
本
図
で
中
度

と
し
た
江
戸
、
文
政
四
年
の
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
で
中

度
と
し
た
京
都
を
通
り
、3

5
°

N

と
直
交
す
る
経
線
を
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
の
日
本
地
図
に

重
ね
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
本
州
、
四
国
、
九

州
に
つ
い
て
は
か
な
り
よ
く
重
な
り
、
北
海
道
に
つ
い
て

は
知
床
半
島
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
が
現
代
の
地
図
よ
り

伊
能
図
の
ほ
う
が
や
や
西
に
寸
づ
ま
り
と
な
っ
た
。
北
海

道
図
は
、
間
宮
に
よ
る
測
量
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
お
り
（
井
口 

２
０
０
５
，
渡
辺･

横
溝 

２
０
１
５
）、

知
床
半
島
な
ど
が
実
際
よ
り
短
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
等

か
ら
、
測
量
の
困
難
さ
が
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

２）
地
図
太
郎
を
用
い
た
伊
能
図
の
地
球
へ
の
投
影 

 

東
京
カ
ー
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
のG

IS

で
あ
る
「
地
図

太
郎
」
を
用
い
、
地
図
太
郎
に
標
準
装
備
さ
れ
て
い
る
日

本
地
図
（
ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル
：E

P
S

G
3

8
5
7

）
に
伊
能

小
図
を
重
ね
た
結
果
を
図
５
に
示
す
。
重
ね
合
わ
せ
に
あ

た
っ
て
は
、35

°
N

、41
°

N

の
緯
線
と
、
江
戸
、
京
都
、

長
崎
に
近
い

1
4
0
°

E

、1
3
5
°

E

、1
3
0
°

E

の
経
線
を

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
州
は
か
な
り
う

ま
く
重
な
っ
た
が
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
は
、
現
在
の

海
岸
線
と
比
べ
て
伊
能
図
は
南
に
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。
東

西
に
関
し
て
は
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
の
結
果
と
同
様
、
現

在
の
海
岸
線
と
比
べ
て
、
伊
能
図
の
国
後
島
、
知
床
半
島
、

オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
な
ど
は
や
や
西
に
ず
れ
て
い
た
。 

 

３）QGIS

を
用
い
た
伊
能
図
の
地
球
へ
の
投
影 

 
Q

G
IS

は
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
と
し

て
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
て
い
るG

IS

で
あ
り
、
地
図

太
郎
と
の
違
い
は
、
座
標
参
照
系
を
自
由
に
変
更
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
は
、
フ
リ
ー
の
海

岸
線
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
て
い
る
オ
ー
プ
ン
ス
ト
リ
ー
マ

ッ
プ
の
ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル(E

P
S

G
:3

8
5
7
)

の
海
岸
線
と

伊
能
図
を
重
ね
合
わ
せ
た
（
図
６
）
。
結
果
は
、
地
図
太
郎

と
同
様
に
、
本
州
は
う
ま
く
重
な
っ
た
が
、
北
海
道
、
四

国
、
九
州
は
伊
能
図
の
ほ
う
が
南
に
ず
れ
て
し
ま
っ
た
。 

ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル
は
も
と
も
と
グ
ー
グ
ル
社
が
開
発

し
た
も
の
だ
が
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
が
地
球
を
球
体
と
し

て
表
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、Q

G
IS

等
の
ウ
ェ
ブ
メ

ル
カ
ト
ル(E

P
S

G
:3

8
5

7
)

は
地
球
を
回
転
楕
円
体

（G
R

S
8
0

楕
円
体
）
と
し
て
表
示
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。

試
み
に
、
地
図
太
郎
、Q

G
IS

等
の
ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル

の
海
岸
線
を
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
上
に
表
示
さ
せ
る
と
、
北

海
道
や
九
州
な
ど
で
、
伊
能
図
とQ

G
IS

等
で
海
岸
線
の

重
ね
合
わ
せ
を
し
た
時
と
同
じ
方
向
の
ズ
レ
が
生
じ
る

（
図
７
）。
同
じ
ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル
を
使
っ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
とQ

G
IS

等
で
ズ
レ
が
生

じ
る
の
は
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
が
地
球
を
球
体
と
仮
定
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、Q

G
IS

等
が
地
球
を
回
転
楕
円
体

と
仮
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
羽
田
２
０
２
１
）。 

 

８ 2
0

0
8

年
の
投
稿
論
文
で
は
、43

°
N

を
北
側
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
し
た
が
、
渡
辺
・
横
溝
（2

0
1

5

）
ら
の
研
究
で
、
北
海
道
の

緯
度
は
間
宮
林
蔵
の
天
測
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
た
の
で4

3
°

N

は
除
外
し
た
。 
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図 4. 伊能図をグーグルアース上に投影した結果                                

 

図 5. 伊能図を地図太郎の日本地図上に投影した結果              図 6.伊能図を QGIS を使って日本の海岸線（EPSG:3857） 

上に投影した結果                      
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表 5. 伊能小図、Google Earth, 地図太郎、QGIS の関係 

地図投影法 伊能図, 日本の GIS   国際的な GIS 

地球を球体と仮定 伊能小図 ←うまく重なる→ 

（図 4） 
Google Earth 

  ↑ 

 南北にずれてしまう 

↓（図 5） 

↖︎         ↗︎ 

南北にずれてしまう 

↙︎     （図 6, 7） ↘︎ 

↑ 

南北にずれてしまう 

↓ 

地球を回転楕円体

として仮定 

地図太郎 

(EPSG:3857) 
←うまく重なる→ QGIS(EPSG:3857) 

 

 

 

４）
伊
能
図
は
地
球
を
球
体
と
仮
定
し
た
正
方
形
図
法 

伊
能
図
が
、
グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
と
は
う
ま
く
重
な
る
の

に
対
し
て
、
地
図
太
郎
やQ

G
IS

と
は
南
北
に
ズ
レ
が
生

じ
て
し
ま
う
の
は
、
伊
能
図
が
、
地
球
を
回
転
楕
円
体
で 

                            

は
な
く
球
体
と
仮
定
し
、
緯
度

1
°

と
経
度

1
°

を
等
間

隔
と
し
た
方
格
図
で
あ
り
、
あ
え
て
地
図
投
影
法
の
名
称

を
つ
け
る
な
ら
ば
「
正
方
形
図
法
」
で
あ
る
こ
と
の
証
拠

で
も
あ
る
（
表
５
）
。
伊
能
忠
敬
は
、
高
橋
至
時
が
翻
訳
し 

                            

た
「
ラ
ラ
ン
デ
暦
書
管
見
」
か
ら
、
地
球
が
球
体
で
は
な

く
回
転
楕
円
体
で
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
知
っ
て
は
い

た
（
保
柳
１
９
７
４
）
が
、
回
転
楕
円
体
を
想
定
し
た
地

図
投
影
法
に
も
と
づ
い
て
海
岸
線
の
形
状
を
変
形
さ
せ
る

方
法
は
考
え
つ
か
な
か
っ
た
９

。
も
し
考
え
つ
い
た
と
し

て
も
、
回
転
楕
円
体
を
想
定
し
た
地
図
投
影
法
に
合
わ
せ

て
、
日
本
全
体
の
海
岸
線
を
変
形
さ
せ
る
の
は
、
と
て
つ

も
な
く
た
い
へ
ん
な
作
業
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。 

最
後
に
、
地
学
雑
誌
１
２
９
巻
２
号
（
伊
能
忠
敬
特
集

号
）
に
お
け
る
星
埜
と
菱
山
の
意
見
の
違
い
に
つ
い
て
私

見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
上
記
の
実
験
結
果
か
ら

は
、
い
ず
れ
の
主
張
も
正
し
く
、
矛
盾
し
て
い
な
い
と
思

う
。
伊
能
図
が
、
道
線
法
、
交
会
法
を
積
み
重
ね
て
作
ら

れ
た
平
面
図
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
方
格

図
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
正
し
い
１０

。
ま
た
、
正
方
形

図
法
は
、
赤
道
を
標
準
緯
線
と
し
た
正
距
円
筒
図
法
（
政

春
２
０
１
１
、
羽
田
２
０
２
１
）
な
の
で
、
菱
山
の
主
張

も
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、「
伊
能
図
は
正
距
円
筒

図
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
大

谷
が
「
伊
能
図
は
サ
ン
ソ
ン
・
フ
ラ
ム
ス
チ
ー
ド
図
法
を

採
用
し
た
」
と
述
べ
た
と
同
様
の
誤
解
を
生
じ
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、「
伊
能
大
図
は
、
正
確
な
測
量  

９ 

伊
能
忠
敬
は
晩
年
、「
一
里
六
分
図
東
西
之
経
度
并
自
北
極
下

国
直
円
経
差
」
を
著
し
、
一
種
の
新
投
影
法
を
準
備
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
（
大
谷 

１
９
１
７
、
保
柳 

１
９
７
４
）。 

１０ 

星
埜
（
２
０
２
０
）
は
、「
地
図
投
影
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、

「
日
本
分
野
図
」
お
よ
び
「
赤
水
図
」
と
本
質
的
に
変
わ
り
の
な

い
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と

思
う
。
経
緯
線
が
書
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
地
方
図
を
接
合

し
た
「
日
本
分
野
図
」、「
赤
水
図
」
と
、
実
測
に
基
づ
く
「
伊
能

図
」
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。 

図 7.地球を回転楕 

円体として取り扱う 

GIS（地図太郎）の 

海岸線を、地球を球 

体として取り扱う 

GoogleEarth の上に 

表示させた結果 
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と
天
測
を
積
み
重
ね
て
作
成
し
た
平
面
図
で
あ
り
、
伊
能

中
図
、
小
図
は
、
そ
れ
を
縮
小
し
平
面
的
に
つ
な
ぎ
合
わ

せ
た
方
格
図
で
あ
る
。
天
測
に
基
づ
い
た
緯
線
の
上
に
、

地
球
を
球
体
と
仮
定
し
て
計
算
し
た
台
形
図
法
に
似
た
経

線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
装
飾
に
過
ぎ
な
い
。
実

際
の
経
線
は
緯
線
に
直
交
し
て
お
り
、G

IS

上
で
地
球
に

投
影
す
る
際
に
は
、
緯
度

1
°

と
経
度

1
°

を
等
間
隔
と

し
た
正
方
格
子
か
ら
な
る
正
方
形
図
法
の
地
図
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
が
わ
か
り
や
す
い
説

明
で
は
な
い
か
と
思
う
。
諸
兄
姉
の
ご
批
判
を
た
ま
わ
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。 

 四
、
謝
辞 

 

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
千
葉
県
香
取
市
の
伊
能
忠

敬
記
念
館
の
平
野
館
長
、
香
取
市
教
育
委
員
会
の
青
木
様
、

東
京
カ
ー
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
株
式
会
社
の
猪
原
監
査
役
、

同
社
の
森
下
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
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正
方
形
図
法
と
は
、
緯
度
経
度
を
そ
の
ま
ま
地
図
上
の

x
, y

座
標
と
し
て
表
示
し
た
図
法
。
緯
線
と
経
線
の
な
す

形
が
正
方
形
の
格
子
に
な
る
た
め
正
方
形
図
法
と
呼
ば
れ

る
。
も
っ
と
も
単
純
な
図
法
の
一
つ
で
あ
り
、
プ
ト
レ
マ

イ
オ
ス
の
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
。 

 

正
方
形
図
法
で
は
、
北
へ
ゆ
く
ほ
ど
、
経
度

1
°

の
間

隔
が
実
際
の
距
離
よ
り
過
大
に
表
現
さ
れ
る
た
め
、
中
央

子
午
線
の
み
を
緯
線
に
垂
直
と
し
、
そ
の
東
西
の
経
線
は

経
度

1
°

の
距
離
が
正
し
く
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
台
形
状

に
し
た
も
の
が
台
形
図
法
と
呼
ば
れ
る
。
１５~

１６
世
紀
ご

ろ
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

伊
能
図
は
、
正
方
形
図
法
で
描
画
し
た
海
岸
線
の
上
に
、

海
岸
線
の
形
は
そ
の
ま
ま
に
、
台
形
図
法
の
経
線
を
引
い

た
た
め
、
経
線
が
ず
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
と

思
わ
れ
る
。 

正
方
形
図
法
や
台
形
図
法
で
は
、
角
度
が
正
し
く
表
現

さ
れ
ず
航
海
に
用
い
る
の
に
不
都
合
な
た
め
、
１６
世
紀
に

ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
メ
ル
カ
ト
ル
が
、
角
度
が
正
確
に
表
現

さ
れ
る
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
を
発
明
し
た
。
メ
ル
カ
ト
ル
図

法
で
は
、
角
度
を
正
し
く
保
つ
た
め
、
北
に
ゆ
く
ほ
ど
、

経
度
の
間
隔
だ
け
で
は
な
く
、
緯
度
の
間
隔
も
大
き
く
な

る
た
め
、
高
緯
度
が
過
大
に
描
画
さ
れ
る
。
こ
れ
を
解
決

す
る
た
め
、
国
土
地
理
院
の
地
形
図
な
ど
で
は
、
地
球
に

接
す
る
円
筒
が
中
央
子
午
線
で
接
す
る
よ
う
に
し
た
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
横
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
（U

T
M

）
を
用
い
て
い
る
。 

グ
ー
グ
ル
社
が
開
発
し
た
ウ
ェ
ブ
メ
ル
カ
ト
ル
は
、
正

方
形
の
タ
イ
ル
地
図
を
読
み
込
ん
で
地
図
を
作
る
た
め
地

球
を
球
体
と
み
な
し
て
い
る
。
正
方
形
図
法
の
伊
能
図
が
、

グ
ー
グ
ル
ア
ー
ス
と
う
ま
く
重
な
る
の
は
、
こ
の
た
め
と

思
わ
れ
る
。 
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伊
能
忠
敬
測
量
隊
資
料
を 

襖
の
下
張
り
か
ら
発
見
！ 

橋
本
惣
司
（
岡
山
県
津
山
市
） 

一 

は
じ
め
に 

        

筆
者
は
、
五
年
前
に
岡
山
県
高
梁
市
鉄
砲
町
の
民
家
か

ら
貰
っ
た
襖
の
下
張
り
か
ら
、
写
真
の
古
文
書
十
五
枚
を

発
見
し
た
。
高
梁
の
中
心
は
備
中
松
山
と
い
い
、
文
化
年

間
、
譜
代
大
名
板
倉
勝
職

か
つ
つ
ね

（
幕
府
奏
者
番
、
幕
末
の
老
中

首
座
板
倉
勝
静

か
つ
き
よ

の
養
父
）
の
城
下
町
で
あ
っ
た
。
襖
の
下

張
り
に
は
、
松
山
東
村
の
年
貢
割
付
状
、
節
約
令
、
領
内

の
村
が
石
見
の
銅
山
師
堀
藤
十
郎
か
ら
の
借
金
の
質
種
と

し
て
の
土
地
台
帳
な
ど
も
あ
っ
た
。 

 

竪
帳
（
縦
長
に
二
つ
折
り
に
し
て
綴
じ
た
帳
面
）
の
表

紙
に
は
「
文
化
八
年 

 

御
測
量
方
御
通
行 

 

御
伝
馬
人
馬

幷
測
量
人
足
仕
出
し
帳
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
伊
能
忠
敬

に
よ
る
第
七
次
（
九
州
第
一
次
）
測
量
の
帰
路
に
関
わ
る

史
料
で
あ
っ
た
。
表
紙
は
半
折
さ
れ
、
縦
三
八
㎝
、
横
一

四
㎝
を
測
る
。
内
容
か
ら
二
種
類
の
帳
面
を
解
い
て
襖
の

下
張
り
に
し
て
お
り
、
綴
じ
紐
の
間
隔
が
異
な
っ
て
い
た
。

表
紙
を
除
く
五
枚
は
、
備
中
国
北
部
（
現
高
梁

た
か
は
し

、
成な

り

羽わ

、

新
見

に

い

み

、
上

じ
ょ
う

房ぼ
う

地
域
）
の
村
か
ら
駆
り
出
さ
れ
た
人
足
数
と

測
量
隊
の
役
割
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
辺
の
二
十
八

か
村
か
ら
仕
出
し
さ
れ
た
人
足
数
と
梵
天
持
ち
、
縄
引
き
、

先
払
い
、
御
案
内
、
箒
引
き
、
手
廻
り
人
足
、
絵
府
差
読

上
、
数
取
書
役
な
ど
の
役
割
が
書
き
出
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
を
(一)
人
足
帳
と
し
、
今
回
紹
介
す
る
。
他
の
九
枚
は
村

ご
と
に
日
付
、
賃
金
や
庄
屋
た
ち
の
宿
泊
数
と
そ
の
賃
金

を
書
き
出
し
て
い
る
別
帳
で
、
こ
れ
は
(二)
賃
金
帳
と
し
、

次
回
報
告
し
た
い
。 

二 

人
足
帳 

人
足
帳
の
村
は
、
筆
者
作
成
の
測
量
隊
ル
ー
ト
図
を
み

る
と
、
伊
能
本
隊
が
東
城
か
ら
新
見
ま
で
の
測
量
に
携
わ

っ
た
村
、
坂
部
支
隊
の
測
量
に
携
わ
っ
た
村
、
両
方
の
測

量
に
携
わ
っ
た
村
に
分
か
れ
る
。
た
だ
、
伊
能
本
隊
が
新

見
か
ら
上
熊
谷
ま
で
の
測
量
に
携
わ
っ
た
村
や
、
坂
部
支

隊
が
東
城
か
ら
油
木
東―

高
山
市―

地
頭―

成
羽
、
中
津

井―

小
坂
部
上
熊
谷―

新
見
ま
で
の
測
量
に
関
わ
っ
た
村

の
古
文
書
が
な
い
。
閏
二
月
二
十
二
日
、
伊
能
本
隊
は
新

見
を
出
発
し
て
井
倉
村
ま
で
測
り
、
そ
こ
か
ら
高
瀬
舟
に

乗
っ
て
松
山
ま
で
無
測
で
あ
り
、
坂
部
支
隊
が
井
倉―

法

曽―

飯
部
村―

川
面―

今
津―

松
山
を
測
っ
て
い
る
。 

下
張
り
で
あ
っ
た
こ
と
や
村
に
番
号
が
つ
か
な
い
た
め

古
文
書
の
順
序
は
不
明
で
あ
る
。
必
ず
し
も
測
量
ル
ー
ト

の
順
序
で
は
な
く
、
綴
じ
紐
が
右
端
に
あ
る
こ
と
か
ら
右

か
ら
左
へ
村
が
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

村
の
人
数
、
役
割
か
ら
見
て
、
閏
二
月
二
十
二
日
、
新
見

か
ら
高
梁
川
を
下
っ
て
松
山
へ
の
測
量
に
関
わ
る
文
書
か

ら
の
順
序
と
し
た
。
村
別
一
覧
表
の
村
の
順
序
で
も
あ
る
。 

古
文
書
①―

１
は
、
本
隊
・
支
隊
が
新
見
に
宿
泊
し
た

翌
日
の
閏
二
月
二
十
二
日
、
正

田

し
ょ
う
で
ん

村
か
ら
の
測
量
に
出
発

す
る
人
足
数
と
そ
の
役
割
が
書
か
れ
て
い
る
。 

則
安
村
は
、
十
人
が
正
田
村
か
ら
飯
部
村
ま
で
の
高
梁

川
沿
い
に
、
約
二
十
キ
ロ
の
繩
引
き
な
ど
の
役
を
務
め
て

い
る
。 

金
谷

か

な

や

村
は
関
氏
の
城
下
新
見
の
対
岸
に
あ
る
小
さ
な

村
で
（
江
戸
中
期
に
は
石
高
二
二
〇
石
）、
六
十
九
人
も
人 

【
橋
本
家
文
書
の
翻
刻
】 

○
翻
刻
に
あ
た
り
、
村
名
の
上
に
あ
る
朱
点
「
・
」
は
そ

の
ま
ま
記
し
、
村
名
の
下
に
便
宜
的
に
（
現
市
町
名
）

を
記
し
た
。
人
数
の
説
明
文
（
小
字
二
～
三
行
）
の
上

に
付
け
ら
れ
た
（ 

は
省
略
し
た
。
文
中
の
二
行
割
は

（ 

）
で
括
っ
た
。
欠
損
に
よ
る
不
明
文
字
や
解
読
で

き
な
い
文
字
は
□
で
表
し
、
推
定
で
き
れ
ば
、
右
傍
に

小
さ
く
〔 

〕
で
示
し
た
。
誤
字
・
当
て
字
の
訂
正
も
、

右
傍
に
小
さ
く
〔 

〕
で
示
し
た
。
読
点
（
、）
と
並
列

点
（
・
）
を
施
し
読
み
や
す
く
し
た
。 

 

（
表
紙
） 

「 
 

文
化
八
年 

 

御
測
量
方
御
通
行 

 
 

御
伝
馬
人
馬
幷
測
量
人
足
仕
出
し
帳
」 

 

古
文
書
①―

１ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
則
安
村
（
新
見
市
） 

一
、
拾
人 

 
 

正
田
村
ゟ
飯
部
村
迄
、
縄
引 

 
 

 
 

 
 

 

三
人
、
間

〔
馬
〕

夫
共
、
弐
人
半
立
、 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

・
金
谷
村
（
新
見
市
） 

一
、
三
人 

 
 

正
田
村
境
ゟ
井
倉
村
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

凡
転
・
縄
引
人
足
三
人
分
、 

一
、
弐
拾
弐
人
五
歩 

 
 

 
 

 
 

 

同
村
ゟ
飯
部
村
迄
（
廿
一
日
夜
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

廿
三
日
夜
迄
）、
凡
転
・
な
わ
引
・ 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
十
三
人
分
、
泊
り
共
、 

一
、
四
拾
四
人 

近
藤
郷
蔵
松
山
出
勤
中
幷 

 
 

 
 

 
 

 

畑
木
・
正
田
行
召
連
共
、 

〆
六
拾
九
人
五
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

表紙      
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・
正
田
村
（
新
見
市
） 

一
、
拾
四
人 

 

正
田
村
ゟ
井
倉
村
迄
、
凡
転
持
・
縄
引
、 

一
、
壱
人
弐
歩 

村
切
、
箒
引
・
先
拂
・
御
案
内
六
人
分
、 

 

一
、
壱
人 

 
 

長
屋
村
迄
、
御
茶
・
弁
当
持
弐
人
、 

一
、
七
人
五
歩 

正
田
村
ゟ
飯
部
村
迄
、
凡
転
持
・
縄
引
・ 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
三
人
分
、 

〆
弐
拾
三
人
七
歩 

  

古
文
書
①―

２ 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

・
石
賀
村
（
新
見
市
） 

一
、
三
拾
人 

 

正
田
村
ゟ
飯
部
村
迄
、
御
手
廻
り 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
十
弐
人
、
弐
人
半
立
、 

一
、
四
人 

 
 

同
所
ゟ
井
倉
村
迄
、
同
断
、
四
人
分
、 

一
、
壱
人
五
歩 

村
限
、
ほ
う
き
引
・
先
拂
・ 

 
 

 
 

 
 

 

御
案
内
人
五
人
分
、 

〆
三
拾
五
人
五
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
上
唐
松

か
ら
ま
つ

村
（
新
見
市
） 

一
、
四
人 

 
 

 

正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
人
足
才
料
茂
十
郎
、 

一
、
五
人 

 
 

正
田
村
ゟ
井
倉
村
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

な
わ
引
・
御
手
廻
り
人
足
、 

一
、
拾
人 

 
 

正
田
村
ゟ
飯
部
村
迄
、
御
手
廻
り 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
四
人
、 

〆
拾
九
人 

    

第 7次伊能忠敬測量隊ルート         

文化八年閏二月十七日から閏二月二十五日   

※実線は伊能本隊、点線は坂部支隊      
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足
が
出
て
い
る
。
凡
転
（
梵
天
の
こ
と
）、
縄
引
き
、
御
手

廻
り
荷
物
の
人
足
を
し
て
い
る
。
同
日
新
見
よ
り
高
梁
川

沿
い
の
本
隊
の
測
量
を
正
田
村
の
人
足
と
一
緒
に
手
伝
っ

て
い
る
。
ま
た
、
金
谷
村
庄
屋
の
近
藤
郷
蔵
は
閏
二
月
十

七
日
に
本
隊
が
宿
泊
し
た
畑
木
村
へ
出
か
け
、
遠
く
松
山

ま
で
出
勤
し
て
い
る
。 

正
田
村
か
ら
は
本
隊
の
測
量
で
井
倉
村
ま
で
凡
転
、
縄

引
き
に
十
四
人
、
正
田
村
の
範
囲
の
み
先
払
い
、
御
案
内
、

ほ
う
き
引
き
を
一
人
、
長
屋
村
ま
で
御
茶
弁
当
持
ち
が
一

人
、
支
隊
の
測
量
で
飯
部
村
ま
で
凡
転
持
ち
、
縄
引
き
、

御
手
廻
り
人
足
が
七
人
で
合
計
二
十
三
人
が
出
て
い
る
。 

約
三
キ
ロ
南
の
上
唐
松
村
か
ら
十
人
が
飯
部
村
ま
で

の
手
廻
り
人
足
の
た
め
に
集
ま
っ
て
い
る
。
古
文
書
①―

１
・
２
の
人
足
だ
け
で
も
約
百
五
十
人
に
も
な
り
、
閏
二

月
二
十
二
日
朝
、
正
田
村
に
集
合
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

古
文
書
①―

２
（
①
の
裏
側
）
は
、
正
田
村
の
南
隣
の

石
賀
村
か
ら
は
支
隊
の
測
量
で
正
田
村
か
ら
飯
部
村
ま
で

の
御
手
廻
り
人
足
に
三
十
人
、
村
限
り
の
ほ
う
き
引
、
先

払
い
、
御
案
内
に
一
人
五
歩
（
五
人
分
）
と
、
本
隊
の
測

量
で
正
田
村
か
ら
井
倉
村
ま
で
の
御
手
廻
り
人
足
の
四
人

の
合
計
三
十
五
人
五
歩
が
出
て
い
る
。 

ま
た
、
石
賀
村
よ
り
三
キ
ロ
ほ
ど
南
の
上
唐
松
村
か
ら

は
、
拾
九
人
が
正
田
村
に
集
ま
り
、
四
人
は
才
料
（
才
領
、

宰
領
）
の
茂
十
郎
と
松
山
ま
で
、
五
人
は
本
隊
の
測
量
で

井
倉
村
ま
で
ほ
う
き
引
と
御
手
廻
り
人
足
を
し
、
十
人
は

支
隊
の
測
量
で
飯
部
村
ま
で
御
手
廻
り
人
足
四
人
と
そ
の

他
の
役
割
に
出
て
い
る
。 

古
文
書
②―

１
は
、
上
唐
松
村
の
南
に
あ
る
下
唐
松
村

も
十
八
人
が
正
田
村
に
集
ま
り
、
八
人
が
本
隊
の
測
量
で

井
倉
村
ま
で
縄
引
き
、
御
手
廻
り
人
足
に
、
十
人
が
支
隊

の
測
量
で
御
手
廻
り
人
足
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
。 

下
唐
松
村
の
南
に
あ
る
長
屋
村
も
八
人
が
正
田
村
に

集
ま
り
、
四
人
は
才
料
の
庄
屋
と
松
山
ま
で
、
四
人
は
本

隊
の
測
量
で
井
倉
村
ま
で
手
廻
り
人
足
を
し
、
残
る
一
人

八
歩
（
六
人
分
）
は
長
屋
村
内
の
先
払
い
、
御
案
内
、
ほ

う
き
引
き
を
担
当
し
て
い
る
。 

新
見
か
ら
井
倉
村
ま
で
は
高
梁
川
沿
い
の
村
で
、
本
隊

は
井
倉
村
ま
で
の
約
九
キ
ロ
の
道
を
測
量
し
た
あ
と
高
瀬

舟
に
乗
っ
て
松
山
の
宿
舎
へ
行
き
、
支
隊
は
井
倉
村
か
ら

は
高
梁
川
沿
い
の
道
を
離
れ
て
法
曽
村
か
ら
飯
部
村
ま
で

測
量
を
開
始
し
た
。
金
谷
村
、
正
田
村
、
石
賀
村
、
上
唐

松
村
、
下
唐
松
村
、
長
屋
村
か
ら
の
人
足
が
い
る
た
め
か
、

法
曽
村
か
ら
は
村
限
り
の
御
案
内
、
先
払
い
、
箒
引
き
に

一
人
八
歩
し
か
出
て
い
な
い
。 

古
文
書
②―

２
、
飯
部
村
は
高
梁
川
沿
い
の
村
で
、
支

隊
が
井
倉
村
か
ら
山
沿
い
の
道
を
法
曽
村
ま
で
測
り
、
三

人
が
飯
部
村
内
の
御
案
内
と
先
払
い
、
箒
引
き
を
二
日
分

と
藤
井
鎮
右
衛
門
の
松
山
出
勤
の
人
足
と
し
て
三
十
五
人

が
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
。
測
量
日
記
に
よ
れ
ば
、
飯
部
村

は
支
隊
が
藤
井
鎮
右
衛
門
宅
に
宿
泊
し
て
い
る
。
忠
敬
本

隊
は
新
見
城
下
、
正
田
村
、
石
賀
村
、
長
屋
村
と
測
量
、

同
村
庄
屋
太
左
衛
門
宅
で
昼
食
後
、
井
倉
村
ま
で
測
っ
た

後
、
舟
に
乗
っ
て
高
梁
川
を
下
り
松
山
城
下
本
町
で
下
船

し
、
大
坂
屋
で
宿
泊
す
る
。 

宮
瀬
村
は
、
支
隊
ル
ー
ト
沿
い
の
村
で
、
高
梁
川
の
支 

流
有
漢
川
に
沿
っ
て
約
八
キ
ロ
上
流
に
あ
る
。
閏
二
月
十

八
日
、
坂
部
支
隊
が
八
川
村
、
片
岡
村
を
測
量
す
る
と
き

と
、
閏
二
月
二
十
三
日
、
坂
部
支
隊
が
川
面
村
を
測
量
す

る
と
き
の
、
二
度
に
わ
た
っ
て
庄
屋
太
治
右
衛
門
の
召
連

れ
に
三
十
人
が
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
。 

今
津
村
は
有
漢
川
が
高
梁
川
に
合
流
す
る
地
点
の
村

で
、
閏
二
月
十
七
日
、
有
漢
川
を
遡
る
坂
部
支
隊
が
松
山

城
下
か
ら
今
津
村
経
由
八
川
村
ま
で
測
る
時
一
人
五
歩

（
三
人
分
）
と
、
閏
二
月
二
十
三
日
、
支
隊
が
飯
部
村
か 

古
文
書
②―

１ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
下
唐
松
村
（
新
見
市
） 

一
、
八
人 

 
 

正
田
村
ゟ
井
倉
村
迄
、
縄
引
・ 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
、 

一
、
拾
人 

 
 

正
田
村
ゟ
飯
部
村
迄
、
御
手
廻
り 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
四
人
、
弐
人
半
立
、 

〆
拾
八
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
長
屋
村
（
新
見
市
） 

一
、
四
人 

 
 

正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
人
足
才
料 

 
 

 
 

 
 

 

庄
屋
召
連
、 

一
、
四
人 

 
 

正
田
村
ゟ
井
倉
村
迄
、
御
手
廻
り
人
足
、 

一
、
壱
人
八
歩 

村
切
、
御
先
拂
・
御
案
内
・
ほ
う
き 

 
 

 
 

 
 

 

引
六
人
分
、 

〆
九
人
八
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
法
曽
村
（
新
見
市
） 

一
、
壱
人
八
歩 

村
限
り
、
御
案
内
・
先
拂
・
箒
引
、 

 

古
文
書
②―

２ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
飯
部
村
（
高
梁
市
） 

一
、
三
人 

 
 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・ 

 
 

 
 

 
 

 

箒
引
、
両
日
分
、 

一
、
三
拾
五
人 

藤
井
鎮
右
衛
門
松
山
出
勤
中 

 
 

 
 

 
 

 

召
連
人
足
、 

〆
三
拾
八
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
宮
瀬
村
（
吉
備
中
央
町
） 

一
、
三
拾
人 

 

太
治
右
衛
門
松
山
出
勤
幷
八
川
・ 

 
 

 
 

 
 

 

片
岡
・
川
面
村
ま
て
召
連
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
今
津
村
（
高
梁
市
） 

一
、
壱
人
五
歩 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・
箒
引
、 

 
 

 
 

 
 

 

原
村
境
ゟ
八
川
村
境
迄
、
三
人
分
、 

一
、
壱
人
五
歩 

右
同
断
、
川
面
村
境
ゟ
北
久
小
川
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

三
人
分
、 

〆
三
人 
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ら
川
面
村
、
今
津
村
ま
で
の
測
量
に
一
人
五
歩
（
三
人
分
）

駆
り
出
さ
れ
て
い
る
。
支
隊
は
今
津
村
か
ら
高
瀬
舟
に
乗

り
松
山
宿
舎
へ
着
く
。 

古
文
書
③―

１
は
、
田
井
村
、
川
面
村
も
飯
部
村
の
下

流
に
あ
る
。
坂
部
支
隊
に
よ
る
飯
部
村
か
ら
松
山
ま
で
の

測
量
の
凡
転
持
ち
、
縄
引
き
、
御
手
廻
り
人
足
に
あ
わ
せ

て
十
七
人
と
、
田
井
村
の
先
払
い
、
御
案
内
、
箒
引
き
の

役
を
務
め
て
い
る
。
田
井
村
の
庄
屋
は
、
坂
部
支
隊
の
読

上
げ
、
エ
ブ
サ
シ
役
の
た
め
に
、
八
キ
ロ
南
の
阿
部
村
か

ら
中
津
井
村
ま
で
約
二
十
キ
ロ
の
道
を
測
量
に
携
わ
っ
た

こ
と
に
な
る
。 

川
面
村
は
、
支
隊
が
飯
部
村
の
藤
井
鎮
右
衛
門
宅
に
宿

泊
し
た
翌
日
、
村
限
り
の
御
案
内
、
先
払
い
、
箒
引
き
に

壱
人
五
分
と
、
松
山
ま
で
の
凡
転
持
ち
、
縄
引
き
、
手
廻

り
人
足
に
才
料
引
率
で
四
十
四
人
が
出
て
い
る
。 

片
岡
村
の
上
部
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
古
文
書
③―
２

に
続
い
て
お
り
七
十
二
人
の
人
足
が
出
て
い
る
。
こ
の
村

は
有
漢
川
の
上
流
に
あ
り
、
支
隊
が
成
羽
か
ら
松
山
ま
で

測
り
宿
泊
し
た
翌
日
の
閏
二
月
十
七
日
、
川
沿
い
を
下
っ

て
、
約
十
キ
ロ
以
上
も
南
の
松
山
か
ら
中
津
井
ま
で
の
測

量
に
、
馬
六
匹
と
馬
添
え
を
三
日
懸
り
出
し
て
い
る
。
片

岡
村
か
ら
中
津
井
村
へ
は
急
な
多
和
山
峠
を
越
え
る
た
め

馬
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

古
文
書
③―

２
、
片
岡
村
の
続
き
は
、
支
隊
が
松
山
へ

着
く
十
六
日
昼
か
ら
八
川
村
庄
屋
に
宿
泊
し
、
多
和
山
峠

を
越
え
て
中
津
井
村
へ
着
く
十
八
日
ま
で
四
十
八
人
の
人

足
を
出
し
て
い
る
。 

有
納
村
は
、
松
山
の
北
東
約
十
六
キ
ロ
の
山
間
地
に
あ

る
。
坂
部
支
隊
が
成
羽
か
ら
阿
部
村
に
着
い
た
閏
二
月
十

六
日
に
阿
部
村
境
か
ら
成
羽
川
を
渡
り
、
松
山
城
下
、
今

津
、
八
川
泊
、
片
岡
、
多
和
山
峠
を
越
え
て
中
津
井
ま
で

実
に
二
十
キ
ロ
を
超
え
る
道
を
数
取
り
書
き
役
の
庄
屋
と 

                                

古
文
書
③―

１ 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

・
田
井
村
（
高
梁
市
） 

□
〔
一
、〕

九
歩 

 
 

 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・
箒
引
、 

 
 

 
 

 
 

 

三
人
分
、 

□
〔
一
、〕

拾
七
人 

 
 

飯
部
村
ゟ
松
山
迄
、
凡
転
持
幷 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
共
、 

□
〔
一
、〕

五
人 

 
 

 

阿
部
村
ゟ
中
津
井
境
迄
、
読
上
ケ 

 
 

 
 

 
 

 

エ
ブ
サ
シ
庄
屋
召
連
、 

〆
弐
拾
弐
人
九
歩 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

・
川
面
村
（
高
梁
市
） 

□
〔
一
、〕

壱
人
五
歩 

 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・
箒
引
、 

□
〔
一
、〕

四
拾
四
人 

 

飯
部
村
ゟ
松
山
迄
、
凡
転
持
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

縄
引
・
御
手
廻
り
人
足
才
料
、 

〆
四
拾
五
人
五
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

・
片
岡
村
（
高
梁
市
） 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

松
山
ゟ
八
川
村
、
夫
ゟ
中
津
井
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

人
馬
才
料
差
宛
、
三
日
懸
り
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

八
川
村
ゟ
中
津
井
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
拾
人
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

同
村
ゟ
中
津
井
村
迄
、
馬
添 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
八
人
分
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

同
村
ゟ
中
村
境
迄
、
人
足
小
才
料
、 

 
古文書③―1                      
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五
人
が
携
わ
っ
て
い
る
。 

八
川
村
は
、
支
隊
が
庄
屋
代
吾
宅
に
宿
泊
し
た
村
。
村

限
り
の
御
案
内
、
先
払
い
、
箒
引
き
に
柳
分
村
人
と
担
当

し
、
六
人
は
中
津
井
村
か
ら
馬
方
が
来
て
い
る
。
中
津
井

境
ま
で
凡
転
持
ち
、
縄
引
き
、
御
手
廻
り
人
足
、
才
料
あ

わ
せ
て
二
十
八
人
が
出
て
い
る
。 

古
文
書
④―
１
、
川

乱

か
わ
み
だ
れ

村
は
五
人
が
「
成
羽
境
よ
り
中

津
井
境
迄
、
御
手
廻
り
人
足
、
才
料
庄
屋
召
連
」
と
あ
り
、

五
人
は
閏
二
月
十
五
日
、
約
一
里
の
坂
道
を
下
っ
て
、
坂

部
支
隊
が
山
崎
氏
の
陣
屋
が
あ
る
下
原
村
を
出
発
す
る
と

き
御
手
廻
り
人
足
と
し
て
、
上
房
郡
下
中
津
井
村
ま
で
の

約
二
十
四
キ
ロ
（
六
里
）
の
道
を
歩
く
こ
と
に
な
る
。 

割
出

わ

り

で

村
は
五
人
が
「
新
見
御
本
陣
御
伺
並
正
田
村
よ
り

松
山
迄
、
数
取
書
役
、
庄
屋
召
連
れ
」、
と
あ
り
、
庄
屋
は

新
見
関
氏
に
挨
拶
し
た
後
正
田
村
へ
向
か
っ
て
い
る
。 

春
木
村
は
人
数
不
明
だ
が
、
閏
二
月
二
十
二
日
「
正
田

村
よ
り
松
山
迄
、
絵
府
差
読
上
、
庄
屋
召
連
」、
閏
二
月
十

五
日
「
成
羽
御
本
陣
御
伺
並
中
津
井
境
迄
、
数
取
り
書
き

役
庄
屋
召
連
ま
で
、」
人
足
を
出
し
て
い
る
。 

矢
戸
村
は
「
正
田
村
よ
り
松
山
迄
、
人
足
才
料
庄
屋
召

連
れ
四
日
懸
り
」
と
「
右
同
断
、
下
役
斧
右
衛
門
四
日
懸

り
」
と
「
正
田
村
よ
り
松
山
迄
、
数
取
書
役
、
広
役
、
四

日
懸
り
」
と
あ
り
、
計
十
二
人
が
出
て
い
る
。 

割
出
村
、
春
木
村
か
ら
正
田
村
ま
で
約
二
十
キ
ロ
以 

上
、
矢
戸
村
は
正
田
村
か
ら
は
八
キ
ロ
以
上
も
離
れ
て
お

り
、
朝
六
時
の
出
発
に
間
に
合
わ
せ
る
の
は
大
変
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
正
田
村
か
ら
松
山
ま
で
は
二
十
五
キ
ロ
以
上

も
あ
り
、
四
日
間
も
測
量
に
携
わ
っ
て
い
る
。 

川
乱
村
、
春
木
村
は
、
伊
能
測
量
隊
の
坂
部
・
永
井
支 

隊
が
東
城
町
を
出
て
南
の
東
油
木
村
か
ら
東
の
備
中
国
川 

上
郡
、
山
崎
氏
の
成
羽
本
陣
経
由
板
倉
勝
静
の
松
山
城
下
、 

上
房
郡
の
石
川
氏
陣
屋
の
あ
る
中
津
井
村
ま
で
の
測
量
ル 

                                

古
文
書
③―

２ 

一
、
壱
人 

 
 

柳
分
村
境
ゟ
中
村
境
迄
、 

 
 
 
 

 
 
 

村
限
、
案
内
肝
煎
弐
人
、 

一
、
五
歩 

 
 

同
断
、
箒
引
壱
人
、 

一
、
九
歩 

 
 

用
意
駕
籠
人
足
三
人
、 

一
、
四
拾
八
人 

松
山
ゟ
八
川
村
、
夫
ゟ
中
津
井
迄 

 
 
 
 

 
 
 

通
し
、
馬
六
疋
、
馬
士
共
、
十
六
日 

 
 
 
 

 
 
 

昼
ゟ
十
八
日
迄
、
一
日
三
人
立
、 

〆
七
拾
弐
人
四
歩 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

・
有
納
村
（
吉
備
中
央
町
） 

一
、
五
人 

 
 

阿
部
村
境
ゟ
中
津
井
境
迄
、 

 
 
 
 

 
 
 

数
取
書
役
庄
屋
召
連
、 

〆 

 

 

・
八
川
村
（
高
梁
市
） 

一
、
弐
人
四
歩 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・
箒
引 

 
 
 
 

 
 
 

三
人
、
両
日
分
、 

一
、
壱
人
五
歩 

右
同
断
、
柳
分
村
方
、 

一
、
六
人 

 
 

中
津
井
村
馬
間
夫
、 

一
、
弐
拾
九
人 

中
津
井
境
迄
、
凡
転
・
縄
引
・ 

 
 
 
 

 
 
 

御
手
廻
り
人
足
小
才
料
共
、 

〆
三
拾
八
人
九
歩 

 

古
文
書
④―

１ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
川
乱
村
（
高
梁
市
） 

□
〔
一
、〕

五
人 

 
 
 

成
羽
境
ゟ
中
津
井
境
迄
、
御
手 

 
 
 
 

 
 
 

廻
り
人
足
才
料
庄
屋
召
連
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
割
出
村
（
高
梁
市
） 

□
〔
一
、〕

五
人 

 
 
 

新
見
御
本
陣
御
伺
幷
正
田
村
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 

松
山
迄
、
数
取
書
役
庄
屋
召
連
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
春
木
村
（
高
梁
市
） 

古文書③―２                             
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ー
ト
へ
も
関
わ
っ
て
い
る
。 

古
文
書
④―

２
八
鳥

は
っ
と
り

村
か
ら
は
「
畑
木
村
よ
り
下
神 

代
村
迄
、
送
り
人
足
、
拾
人
」、
大
野
部
村
か
ら
は
「
畑
木

村
よ
り
下
神
代
村
迄
、
送
り
人
足
、
三
拾
壱
人
」
、「
畑
木

村
よ
り
下
神
代
村
迄
、
人
足
小
才
領
肝
煎
、
壱
人
」
計
三

十
二
人
の
人
足
を
出
し
て
い
る
。 

大
野
部
村
も
畑
木
村
に
近
く
、
下
神
代
村
ま
で
三
十
一

人
が
送
り
人
足
に
出
て
い
る
。 

上
神
代
村
か
ら
は
「
下
神
代
村
か
ら
新
見
迄
、
人
足
、

五
拾
五
人
」「
右
同
断
、
馬
四
疋
、
壱
日
弐
つ
半
立
、
拾
人
」

「
東
城
町
へ
御
伺
に
罷
り
出
、
畑
木
村
よ
り
新
見
境
迄
、

絵
府
差
読
上
げ
清
七
、
数
取
書
役
丈
右
衛
門
、
先
案
内
安

右
衛
門
十
六
日
よ
り
十
九
日
ま
で
四
日
立
と
し
て
拾
弐
人
」

「
右
同
断
、
御
通
筋
村
々
御
案
内
庄
屋
召
連
四
日
分
」
と
、

計
八
十
一
人
が
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

人
足
帳
の
う
ち
東
城
か
ら
新
見
ま
で
の
役
割
を
書
い
た

文
書
は
こ
の
三
か
村
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
は
備
後

国
東
城
町
に
近
い
。
八
鳥
村
か
ら
は
、
本
隊
が
宿
泊
し
た

畑
木
村
か
ら
下
神
代
村
ま
で
送
り
人
足
十
人
が
出
て
い
る
。 

上
神
代
村
の
絵
府
差
読
上
げ
役
や
数
取
書
役
の
こ
と

は
伊
能
忠
敬
測
量
日
記
に
も
「
案
内
役
の
庄
屋
卯
三
郎
、

数
取
書
役
丈
右
衛
門
、
読
上
エ
フ
指
清
七
来
る
」
と
あ
る
。

清
七
も
丈
右
衛
門
も
上
神
代
村
の
庄
屋
役
で
あ
る
。「
絵
府

差
読
上
げ
役
」
、
「
数
取
書
役
」
の
具
体
的
な
動
き
は
わ
か

ら
な
い
が
、
な
ん
ら
か
の
数
値
を
書
き
取
る
な
ど
、
読
み

書
き
が
十
分
で
き
る
庄
屋
役
ク
ラ
ス
の
役
割
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
測
量
日
記
に
よ
る
と
雪
の
中
を
出
た
と
あ
り
、

伊
能
本
隊
が
閏
二
月
十
八
日
雪
の
中
、
下
神
代
村
か
ら
五

十
五
人
が
人
足
に
出
て
い
る
。 

閏
二
月
十
七
日
畑
木
村
の
大
庄
屋
杉
三
郎
右
衛
門
宅

に
宿
泊
し
、
翌
日
朝
六
時
ご
ろ
大
庄
屋
宅
前
に
は
、
八
鳥

村
の
十
人
、
大
野
部
村
の
三
十
二
人
、
上
神
代
村
の
五
十

五
人
、
馬
四
疋
と
そ
の
掛
か
り
、
絵
附
差
し
の
清
七
、
数

取
書
役
の
丈
右
衛
門
、
御
案
内
役
の
安
左
衛
門
ら
総
勢
約

百
人
が
勢
揃
い
し
て
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
能
忠

敬
以
下
八
人
の
天
文
方
を
加
え
て
百
八
人
の
測
量
隊
が
出

発
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
宿
泊
地
の
畑
木
村
、
近

く
の
大
竹
村
か
ら
の
人
足
も
出
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、

そ
の
人
数
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

古
文
書
⑤―

１
は
、
原
両
村
か
ら
の
百
六
十
四
人
の
人

足
の
役
割
が
書
か
れ
て
い
る
。
松
山
城
下
の
村
と
思
わ
れ

る
。 閏

二
月
十
六
日
、
坂
部
支
隊
が
成
羽
下
原
を
出
て
、
松

山
城
下
の
南
町
、
下
町
、
本
町
、
大
手
町
ま
で
測
り
、
藤

井
鎮
右
衛
門
経
営
の
藤
屋
へ
止
宿
、
翌
十
七
日
城
下
を
測

り
、
今
津
村
か
ら
有
漢
川
を
遡
っ
て
八
川
村
ま
で
の
人
足

の
役
割
を
書
い
て
い
る
。
阿
部
村
境
よ
り
南
町
ま
で
箒
引

き
、
先
払
い
御
案
内
三
人
分
、
成
羽
境
よ
り
松
山
境
迄
凡

転
縄
引
き
手
廻
り
人
足
弐
拾
壱
人
、
本
町
境
よ
り
今
津
村

境
迄
と
八
川
村
境
迄
同
様
の
役
割
二
十
人
以
上
、
松
山
か

ら
八
川
村
ま
で
の
送
り
人
足
が
二
十
六
人
の
合
計
六
十
三

人
を
数
え
る
。 

坂
部
支
隊
は
、
飯
部
村
か
ら
川
面
村
、
今
津
村
ま
で
測

り
、
川
舟
で
松
山
城
下
の
藤
屋
へ
止
宿
し
た
後
、
閏
二
月

二
十
五
日
、
合
同
測
量
隊
は
、
高
梁
川
沿
い
に
宿
泊
地
宍
粟

し

そ

う

村
に
向
け
て
の
測
量
に
出
発
す
る
。 

南
町
境
よ
り
備
前
国
種
井
村
境
ま
で
箒
引
き
、
先
払
い

御
案
内
、
美
袋

み

な

ぎ

村
休
場
ま
で
凡
転
持
ち
、
縄
引
き
手
廻
り

人
足
三
十
三
人
、
ま
た
、
エ
ブ
サ
シ
読
上
げ
の
八
十
助
ら

の
他
に
十
四
人
は
、
坂
部
支
隊
に
付
き
添
っ
て
、
□
次
・

地
頭
・
成
羽
・
阿
部
・
片
岡
村
、
さ
ら
に
美
袋
村
や
畑
木

村
ま
で
行
っ
て
い
る
。「
郷
会
所
御
用
懸
り
」
の
三
十
九
人

の
動
き
は
不
明
。 

 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
絵
府
差 

 
 

 
 

 
 

 
 

読
上
庄
屋
召
連
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

成
羽
御
本
陣
御
伺
幷
中
津
井 

 
 

 
 

 
 

 
 

境
迄
、
数
取
書
役
庄
屋
召
連
、 

□
〔
〆
〕

□
□
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
矢
戸
村
（
新
見
市
） 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
人
足
才
料 

 
 

 
 

 
 

  

庄
屋
召
連
、
四
日
懸
り
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

右
同
断
、
下
役
斧
右
衛
門
、
四
日
懸
り
、 

□
〔
一
、〕

□
人 

 
 

 

正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
数
取 

 
 

 
 

 
 

 
 

書
役
・
広

役

（
マ 

マ
）

、
四
日
懸
り
、 

□
〔
〆
〕

拾
弐
人 

 

古
文
書
④―

２ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
八
鳥
村
（
新
見
市
） 

一
、
拾
人 

 
 

畑
木
村
ゟ
下
神
代
村
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

送
り
人
足
、 

〆 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
大
野
部
村
（
新
見
市
） 

一
、
三
拾
壱
人 

畑
木
村
ゟ
下
神
代
村
迄
、
送
り
人
足
、 

一
、
壱
人 

 
 

畑
木
村
ゟ
下
神
代
村
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
小
才
料
肝
煎
壱
人
、 

〆
三
拾
弐
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
上
神
代
村
（
新
見
市
） 

一
、
五
拾
五
人 

下
神
代
村
ゟ
新
見
迄
、
人
足
、 

一
、
拾
人 

 
 

右
同
断
、
馬
四
疋
、
壱
日
弐
つ
半
立
、 

一
、
拾
弐
人 

 

東
城
町
江
御
伺
ニ
罷
出
、
畑
木
村
ゟ 

 
 

 
 

 
 

 

新
見
境
迄
、
絵
府
差
読
上
ケ
清
七
、 

 
 

 
 

 
 

 

数
取
書
役
丈
右
衛
門
、
先
案
内
安
右 

衛
門
、
十
六
日
ゟ
十
九
日
迄
四
日
立
、 

一
、
四
人 

 
 

右
同
断
、
御
通
筋
村
々 

 
 

 
 

 
 

 

御
案
内
庄
屋
召
連
、
四
日
分
、 

〆
八
拾
壱
人 
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古
文
書
⑤―

２
、
阿
部
村
は
、
高
梁
川
を
挟
ん
で
松
山
の

西
隣
の
村
で
八
十
九
人
の
人
足
が
出
て
い
る
。
坂
部
支
隊

が
下
原
か
ら
松
山
へ
向
か
う
と
き
、
阿
部
村
の
御
案
内
、

先
払
い
、
箒
引
き
に
一
人
五
歩
（
三
人
分
）
、
松
山
ま
で
の

御
手
廻
り
人
足
、
と
馬
夫
と
も
に
二
十
五
人
が
出
て
い
る
。

松
山
ま
で
と
備
前
国
宍
栗
村
ま
で
の
人
足
才
料
を
要
兵
衛

が
務
め
、
松
山
か
ら
美
袋
村
ま
で
の
人
足
才
料
を
太
治
兵

衛
が
務
め
て
い
る
。
本
隊
と
支
隊
が
合
流
し
て
、
新
見
で

高
梁
川
沿
い
に
今
津
村
ま
で
測
っ
た
翌
日
の
二
十
五
日
松

山
東
村
段
か
ら
総
社
へ
向
か
っ
て
測
量
が
始
ま
る
時
、
高

梁
川
下
流
の
美
袋
村
ま
で
阿
部
村
の
平
兵
衛
は
数
取
書
役

を
務
め
て
い
る
。 

備
前
国
種
井
村
は
、
原
両
村
、
阿
部
村
か
ら
大
勢
の
人

足
が
出
て
い
る
た
め
村
限
り
の
御
案
内
、
先
払
い
、
箒
引

き
に
一
人
五
歩
（
三
人
分
）
が
出
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

三 

人
足
帳
の
ま
と
め 

人
足
帳
を
読
ん
で
気
に
な
る
こ
と
を
列
記
し
て
ま
と

め
と
し
た
い
。 

〇 

人
足
の
数
え
方 

人
足
帳
に
掲
載
さ
れ
た
村
は
二
十

七
か
村
、
人
足
数
の
合
計
が
八
百
四
十
人
余
り
で
あ
る
。

た
だ
「
九
歩
」
と
し
て
「
三
人
分
」
、「
壱
人
二
歩
」
と
し

て
「
六
人
分
」、
な
ど
と
書
か
れ
た
例
、「
三
日
懸
り
」
、「
四

日
懸
り
」
は
同
一
人
物
が
継
続
し
て
務
め
た
も
の
で
八
百

四
十
人
余
り
は
延
べ
人
数
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
村
名
に
は
赤
い
印
が
あ
り
、
内
容
が
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
伊
能
本
隊
が
東
城
を
出
発
す
る
閏
二

月
十
六
日
か
ら
閏
二
月
二
十
六
日
、
備
前
国
宍
粟
村
ま
で

の
十
日
間
の
備
中
北
部
の
測
量
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
足
は
、

千
人
を
遥
か
に
超
え
る
人
数
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
備

後
と
の
国
境
に
近
い
大
竹
村
、
畑
木
村
か
ら
も
人
足
が
出

た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。 

今
回
の
報
告
の
た
め
に
「
人
足
帳
」「
賃
金
帳
」
に
書
か

れ
た
村
を
地
図
①
に
落
と
し
て
み
る
と
五
十
か
村
を
越
え

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
備
中
国
哲
多
郡
・
阿
賀
郡
・
川

上
郡
・
上
房
・
都つ

窪く
ぼ

郡
の
村
々
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
ま

た
、
測
量
ル
ー
ト
か
ら
は
る
か
離
れ
た
村
か
ら
も
人
足
が

出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
っ
た
十
数
枚
の
古
文
書
か

ら
測
量
隊
は
地
域
を
挙
げ
て
実
施
さ
れ
た
大
事
業
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

〇 

人
足
の
役
割 

役
割
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
字
が 

  

あ
り
、
筆
者
は
「
箒
引
」
と
読
ん
だ
。
次
は
ひ
ら
が
な
で

「
ほ
う
き
引
、
」
と
読
ん
だ
。 

 

 

こ
の
役
割
は
そ
の
村
限
り
の
先
払
い
、
御
案
内
に
伴
う

役
に
限
ら
れ
て
い
る
。
道
に
落
ち
て
い
る
馬
糞
、
牛
糞
な

ど
を
箒
で
掃
く
役
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

た
と
え
ば
文
化
十
年
閏
十
二
月
に
伊
能
測
量
隊
が
岡

山
県
津
山
城
下
を
測
量
し
た
際
「
・
・
人
馬
問
屋
へ
申
し

付
け
る
、
年
寄
一
人
ず
つ
付
き
添
っ
て
入
念
に
掃
除
を
す

る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
測
量
が
済
む
ま
で
牛
馬
を
繋
ぐ
間
敷

き
事
・
・
」
と
「
大
年
寄
月
番
日
記
」
（『
津
山
郷
土
館
報 

第
６
集
』）
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
測
量
す

る
道
を
入
念
に
掃
除
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

数
人
の
人
足
が
測
量
隊
の
先
頭
を
歩
き
な
が
ら
村
の

説
明
（
古
城
、
寺
院
、
藩
主
な
ど
）
な
ど
し
な
が
ら
案
内

し
、
数
人
は
道
を
箒
で
掃
除
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
こ

の
役
割
は
測
量
ル
ー
ト
の
村
の
み
で
あ
る
。 

さ
ら
に
二
つ
の
役
割
は
「
数
取
書
役
」
と
「
絵
府
差
読

上
」（「
読
上
ヶ
エ
ブ
サ
シ
」
）
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
書
き

役
、
読
上
げ
の
行
為
は
測
量
時
に
書
い
た
り
読
上
げ
る
役 

古
文
書
⑤―

１ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
原
両
村
（
高
梁
市
） 

一
、
九
歩 

 
 

阿
部
村
境
ゟ
南
町
境
迄
、 

  
 

 
 

 
 

 

箒
引
・
先
拂
・
御
案
内
三
人
分
、 

一
、
弐
拾
壱
人 

成
羽
境
ゟ
松
山
迄
、
凡
転
・
縄
引
・ 

 
 

 
 

 
 

 

御
手
廻
り
人
足
共
、 

一
、
九
歩 

 
 

本
町
境
ゟ
今
津
村
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

箒
引
・
先
拂
・
御
案
内
三
人
分
、 

一
、
弐
拾
人 

 

本
町
境
ゟ
八
川
村
迄
、
凡
転
・ 

 
 

 
 

 
 

 

縄
引
・
御
手
廻
り
人
足
共
、 

一
、
弐
拾
六
人 

松
山
ゟ
八
川
村
迄
、
送
り
人
足
、 

一
、
壱
人
五
歩 

南
町
境
ゟ
種
井
村
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

箒
引
・
先
拂
・
御
案
内
三
人
分
、 

一
、
三
拾
三
人 

原
村
ゟ
美
袋
村
御
休
場
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

凡
転
・
縄
引
・
御
手
廻
り
人
足
、 

一
、
三
人 

 
 

美
袋
村
ゟ
宍
栗
村
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

凡
転
・
縄
引
弐
人
分
、 

一
、
弐
人 

 
 

原
村
ゟ
美
袋
村
御
休
場
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

ヱ
ブ
サ
シ
読
上
ケ
八
十
助
召
連
共
、 

一
、
三
人 

 
 

湛
井
迄
、
御
荷
物
、
才
料 

 
 

 
 

 
 

 

下
役
差
七
召
連
共
、 

一
、
拾
四
人 

 

□
次
・
地
頭
・
成
羽
・
阿
部
・
片
岡
・ 

 
 

 
 

 
 

 

美
袋
・
畑
木
行
召
連
、 

一
、
三
拾
九
人 

郷
会
所
御
用
懸
り
庄
屋
詰
中 

 
 

 
 

 
 

 

に
遣
人
足
、 

〆
百
六
拾
四
人
三
歩 

 

古
文
書
⑤―

２ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

・
阿
部
村
（
高
梁
市
） 

一
、
壱
人
五
歩 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・ 

箒
引
三
人
分
、 
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で
あ
ろ
う
。
次
の
五
例
は
文
字
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
①
（
古
文
書
④―

１
） 

   

「
正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
絵
府
差
読
上
庄
屋
召
連
、」 

②
（
古
文
書
③―

２
） 

 

 

「
数
取
書
役
」 

③
（
古
文
書
⑤―

２
） 

  

 

「
松
山
ゟ
美
袋
村
迄
、
数
取
書
役
平
兵
衛
召
連
共
」 

④
（
古
文
書
④―

１
） 

  

 

「
正
田
村
ゟ
松
山
迄
、
数
取
書
役
、
広
役
、
四
日
懸
り
」 

⑤
（
古
文
書
③―

１
） 

  

 「
阿
部
村
ゟ
中
津
井
境
迄
、
読
上
ヶ
エ
ブ
サ
シ
庄
屋
召
連
」 

 

絵
府
差
読
上
げ
役
、
数
取
書
役
を
務
め
た
の
は
、
割
出

村
、
春
木
村
、
矢
戸
村
、
田
井
村
、
有
納
村
、
上
神
代
村
、

原
両
村
、
阿
部
村
か
ら
出
て
お
り
、
伊
能
本
隊
の
閏
二
月

十
七
日
の
東
城
か
ら
畑
木
村
ま
で
の
測
量
に
、
上
神
代
村

か
ら
両
方
の
役
を
清
七
、
丈
右
衛
門
が
務
め
て
い
る
。 

坂
部
支
隊
の
閏
二
月
十
七
日
の
東
城
か
ら
成
羽
ま
で

の
測
量
の
文
書
は
な
い
が
、
成
羽
か
ら
中
津
井
ま
で
の
数

取
書
役
を
春
木
村
の
庄
屋
が
、
阿
部
村
か
ら
中
津
井
境
ま

で
の
数
取
り
書
き
役
を
有
納
村
庄
屋
が
務
め
て
い
る
。 

阿
部
村
か
ら
中
津
井
村
境
ま
で
読
上
げ
エ
ブ
サ
シ
を
田

井
村
の
庄
屋
が
務
め
て
い
る
。 

伊
能
本
隊
と
坂
部
支
隊
が
新
見
に
宿
泊
し
た
翌
日
の
閏

月
二
十
二
日
、
正
田
村
か
ら
松
山
ま
で
の
数
取
り
書
役
を

割
出
村
庄
屋
と
矢
戸
村
庄
屋
が
務
め
、
絵
府
差
読
上
げ
役

を
春
木
村
庄
屋
が
務
め
て
い
る
。 

松
山
に
宿
泊
し
た
測
量
隊
は
備
前
国
宍
粟
村
へ
向
か
う

閏
二
月
二
十
五
日
、
原
村
か
ら
美
袋
村
ま
で
エ
ブ
サ
シ
読

上
げ
役
を
原
村
八
十
助
が
、
数
取
り
書
き
役
を
平
兵
衛
が

務
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
役
を
務
め
た
の
は
そ
の
村
の
庄

屋
役
で
あ
る
こ
と
か
ら
数
字
や
文
字
を
書
け
る
こ
と
が
条

件
で
あ
ろ
う
。 

史
料
中
の
「
エ
ブ
」
「
絵
府
」
「
絵
附
」
は
「
絵
符
、

会
符
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
大
辞
泉
に
よ
る
と
、
輸
送
の

際
公
家
や
武
士
の
荷
物
に
つ
け
た
札
と
あ
り
、
測
量
に
必

要
な
数
字
な
ど
を
書
い
た
札
を
読
み
上
げ
る
役
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

こ
れ
ら
の
役
を
ど
の
よ
う
に
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

か
？
割
出
村
、
春
木
村
、
矢
戸
村
、
有
納
村
は
測
量
ル
ー

ト
か
ら
離
れ
て
お
り
、
測
量
隊
が
到
着
す
る
か
な
り
前
に

選
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
新
し
い
資
料
の
発
見

が
待
た
れ
る
。 

〇 

当
日
の
測
量
の
人
数 

す
で
に
測
量
隊
が
畑
木
村
を 

出
る
時
や
正
田
村
を
出
る
時
、
そ
の
人
数
が
百
人
を
超
え 

る
こ
と
を
想
定
し
た
。
古
文
書
を
読
ん
で
み
る
限
り
、
現 

在
よ
り
狭
く
、
曲
折
し
て
い
た
道
を
百
人
以
上
の
人
足
が 

先
払
い
、
御
案
内
、
箒
引
き
を
先
頭
に
、
手
廻
り
荷
物
を 

持
つ
者
、
測
量
道
具
を
持
つ
者
、
梵
天
と
間
縄
を
持
つ
者
、 

一
、
弐
拾
五
人 

境
関
ゟ
松
山
迄
、
御
手
廻
り 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
、
間

〔
馬
〕

ノ
夫
と
も
、 

一
、
弐
人 

 
 

右
同
断
、
人
足
才
領
要
兵
衛
召
連
共
、 

一
、
四
人 

 
 

松
山
ゟ
中
村
境
迄
、
人
足 

 
 

 
 

 
 

 

才
料
要
兵
衛
召
連
共
、 

一
、
三
人 

 
 

松
山
ゟ
宍
栗
境
迄
、 

 
 

 
 

 
 

 

人
足
才
料
要
兵
衛
召
連
、 

一
、
弐
人 

 
 

松
山
ゟ
美
袋
村
迄
、
人
足 

 
 

 
 

 
 

 

才
料
太
次
兵
衛
召
連
と
も
、 

一
、
弐
人 

 
 

松
山
ゟ
美
袋
村
迄
、
数
取 

 
 

 
 

 
 

 

書
役
平
兵
衛
召
連
共
、 

一
、
五
拾
人 

 

太
次
兵
衛
松
山
出
勤
中 

 
 

 
 

 
 

 

幷
同
通
行
共
召
連
、 

〆
八
拾
九
人
五
歩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
種
井
村
（
総
社
市
） 

一
、
壱
人
五
歩 

村
限
、
御
案
内
・
先
拂
・ 

 
 

 
 

 
 

 

箒
引
三
人
分
、 

〆 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
翻
刻
了
） 

 
 

 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

数
取
書
役
、
絵
府
差
し
読
上
げ
役
た
ち
が
、
天
文
方
の
指 

示
で
長
い
行
列
を
な
し
て
、
昼
食
を
と
り
な
が
ら
一
日
数 

里
も
測
量
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

測
量
の
よ
う
す
が
広
島
県
呉
市
宮
尾
氏
所
蔵
の
絵
巻
物
に

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
海
岸
線
を
測
量
す
る
様
子
を
描
い

た
『
浦
島
測
量
之
図
』
に
は
、
梵
天
と
梵
天
の
間
に
数
十

人
の
人
足
が
縄
を
引
い
て
い
る
様
子
、
ま
た
伊
能
忠
敬
が

視
準
器
を
覗
い
て
お
り
、
天
文
方
が
弯
窠
羅
針
盤
を
使
っ

て
い
る
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。 
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〇 

そ
の
ほ
か
の
疑
問
点 

・
天
文
方
の
弁
当
は
、
宿
舎
で
用
意
さ
れ
、「
茶
弁
当
持
ち

弐
人
」
と
あ
る
が
人
足
た
ち
は
手
弁
当
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
？ 

・
各
村
の
人
足
数
は
、
い
つ
決
め
ら
れ
た
の
か
？
原
則
的

に
測
量
ル
ー
ト
沿
い
の
村
の
人
足
数
は
多
い
が
長
屋

村
、
法
曽
村
、
今
津
村
な
ど
少
な
い
村
が
あ
る
。 

・
絵
府
差
読
上
げ
役
・
数
取
書
役
の
人
選
は
い
つ
だ
れ
が

決
め
た
の
か
？
ま
た
、
役
割
の
内
容
に
説
明
や
方
法
は

ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
？
上
神
代
村
の
清
七
や

丈
右
衛
門
は
東
城
の
宿
舎
で
伊
能
忠
敬
と
会
い
、
そ
の

方
法
な
ど
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

人
足
帳
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
。
独
り
よ
が
り
の
部

分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
叱
正
い
た
だ
き
た
い
。 

 

【
参
考
文
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・
『
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刊
朝
日
ム
ッ
ク
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史
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Vol

21
伊
能
忠
敬
と
江
戸
を

行
く
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
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二
二
年
五
月 

・
佐
久
間
達
夫
校
訂
『
伊
能
忠
敬
測
量
日
記
』
第
三
巻 

 
 

大
空
社
、
一
九
八
九
年 

・
下
山
練
「
伊
能
勘
解
由
の
津
山
測
量
行
に
関
す
る
記
録

ー
文
化
９~

⒑
年
の
大
年
寄
の
月
番
日
記
か
ら
ー
」

『
津
山
郷
土
館
報 

第
６
集
』
一
九
七
四
年
三
月 

 

        

    

                            

                                

  文化八年 御測量方御通行 人足仕出し帳 村別一覧  

 村 名 人数 役 割、人 数 など  村 役 

１ 則安 １０ 縄引き 正田~飯部 10人（枝隊）  

２ 金谷 ６９ 凡転持ち、縄引き  正田～井倉 3人（本隊） 

凡転持ち、縄引き、手廻り人足  金谷～井倉 ２２人（本隊） 

近藤郷蔵松山、畑木、正田行召連れ ４４人 

近藤郷蔵 

３ 正田 ２３ 凡転持ち、縄引き 正田~井倉 １４人（本隊） 

先払い御案内 正田村限り １人（本隊） 

御茶弁当持ち 長屋村まで ２人（本隊） 

凡転持ち、縄引き、手廻り人足 正田～飯部 ７人（支隊） 

 

４ 石賀 ３５ 手廻り人足 正田～井倉 ３０人（本隊） 

箒引き、先払い御案内 石賀村限り １人五歩（５人分（本隊）） 

杉丹左衛門 

５ 上唐松 １９ 縄引き、手廻り人足 正田～井倉 ５人（本隊） 

手廻り人足 正田～飯部 １０人（支隊） 

人足才料茂十郎 正田～飯部 ４人（支隊） 

茂十郎 

６ 下唐松 １８ 縄引き、手廻り人足 正田～井倉 ８人（本隊） 

手廻り人足 正田～飯部 １０人（支隊） 

 

７ 長屋 ９ 人足才料 正田～松山 ４人 （支隊） 

手廻り人足 正田～井倉 ４人（本隊） 

先払い御案内、ほうき引き 長屋村限１人八歩（6人分）（本隊） 

太左衛門 

８ 法曾 １ 先払い御案内、ほうき引き 法曾村限り １人（支隊） 鎮太 

９ 飯部 ３８ 先払い御案内、ほうき引き 飯部村限り ３人（支隊） 

藤井鎮右衛門松山出勤召連れ ３５人 

藤井鎮右衛門 

10 宮瀬 ３０ 太治右衛門松山、八川、片岡、川面行召連れ ３０人（支隊） 太治右衛門 

11 今津 ３ 先払い御案内、ほうき引き 今津村限１人五歩（3人分）（支隊） 

先払い御案内、ほうき引き 川面～小川１人五歩（3 人分）（支隊） 

 

12 田井 

 

 

２２ 

 

 

先払い、ほうき引き 田井村限り ９歩（３人分）（支隊） 

凡転持ち、手廻り人足 飯部～松山 １７人（支隊） 

庄屋 読上げ、エブサシ 阿部村^中津井境 5 人（支隊） 

太市 
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 村 名 人 数 役 割、人 数 など 村 役 

13 川面 ４５ 先払い御案内、ほうき引き 川面村限り 1 人五歩（支隊） 

凡転持ち、縄引き、手廻り人足、才料 飯部～松山 44 人（支隊） 

要左衛門 

14 片岡 ７２ 人馬才料 3 日懸り 松山～八川 ？人（支隊）  

手廻り人足 八川～中津井境 10 人 （支隊） 

馬添い人足 片岡～中津井 8 人 御案内柳分村～中村 1 人  

箒引き、1 人 馬６疋 松山～八川～中津井 ４８人 （支隊） 

庄屋代 

平蔵 

15 有納 ５ 庄屋数取り書き役 阿部村～中津井境 ５人 志津太 

16 

 

 

八川 

 

３８ 

 

 

先払御案内、箒引き八川村限り弐拾四歩（３人両日分）（支隊） 

中津井村馬夫 6 人 凡転持ち、縄引き、手廻り人足、才料  

八川～中津井境 ２９人 

要兵衛 

 

 

17 川乱 ５ 手廻り人足、才料成羽~中津井 5 人（支隊）  

18 割出 ５ 庄屋新見本陣伺、数取り書役 正田～松山 5 人 善蔵 

19 春木 ？ 庄屋絵府差し読上げ庄屋召連れ 正田～松山？人（支隊） 

成羽本陣伺～中津井境迄数取り書き役庄屋召連れ？人（支隊） 

良左衛門 

20 矢戸 １２ 庄屋人足才料 正田～松山 4 日懸り ？人（支隊） 

同断 下役七右衛門 4 日懸り  ？人（支隊） 

数取り書役 正田～松山 4 日懸り ？人（支隊） 

柳助 

21 八鳥 １０ 送り人足 畑木～下神代 １０人（本隊） 要兵衛 

22 大野部 ３２ 送り人足 畑木～下神代 31 人（本隊） 

肝煎人足才料 畑木～下神代 １人（本隊） 

 

23 上神代 ８１ 人足 下神代～新見 ５５人（本隊） 

馬４疋 下神代～新見１日 ２人半立 １０人（本隊） 

東城へ伺、絵府差読上げ清七、数取り書役丈右衛門、先払い案内 

安右衛門 16 日～19 日 畑木～新見境 12 人（本隊）  

村々御案内庄屋召連れ 4 人（本隊） 

卯三郎 

24 

 

原両村 １６４ 箒引き、先払い御案内 阿部～南町 ９歩（3 人分）（支隊） 

凡転持ち、縄引き、手廻り人足 成羽境～松山 ２１人（支隊） 

先払い御案内、箒引き 本町～今津境 九歩（３人分）（支隊）  

凡転持ち、縄引き、手廻り人足本町境～八川 ２０人 （支隊） 

送り人足松山～八川 ２６人 先払い御案内、箒引き 南町境～種

井境 １人五歩（3 人分） （本隊） 

凡転持ち、縄引き、手廻り人足 原村～美袋休場３３人（支隊）  

凡転持ち、縄引き、美袋～宍粟境 3 人 （支隊） 

八十助エブサシ読上げ 原村～美袋休場 2 人（本隊） 

地頭・成羽阿部・片岡・美袋・畑木へ召連れ 14 人 

庄屋郷舎所御用懸り人足 39 人 

益治 

25 阿部 ８９ 先払い御案内、箒引き阿部村限り 1 人五歩（3 人分）（支隊） 

手廻り人足、馬夫共 境□～松山 ２５人（支隊） 

同断 人足才料要兵衛 ２人（支隊） 

要兵衛人足才料召連れ 松山～中村境４人（支隊） 

要兵衛人足才料召連れ 松山～宍粟境３人（支隊） 

太次郎人足才料召連れ 松山～美袋２人（本隊） 

平兵衛数取り書き役召連れ 松山～美袋２人（本隊） 

太次兵衛松山出勤、通行召連れ ５０人（本隊） 

要兵衛 

26 種井 1 人五歩 御案内、先払、箒引き 種井村限り （3 人分）（本隊）  

  841＋α   
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伊
能
忠
敬
記
念
館
所
蔵
の
下
図
を
閲
覧 

星
埜
由
尚
・
鈴
木
純
子
・
玉
造 

功
・ 

菱
山
剛
秀
・
前
田
幸
子  

伊
能
忠
敬
記
念
館
（
以
後
、
記
念
館
と
略
称
す
る
。
）

に
は
、
伊
能
図
の
原
稿
図
と
な
っ
た
下
図
が
多
数
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
平
成
17
年
に
発
行
さ
れ
た
伊
能
忠
敬
記

念
館
編
『
伊
能
忠
敬
関
係
資
料
目
録
下
図
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
下
図
は
、｢

広
域
下
図
」
１
５
１
枚
、「
小
区

域
下
図｣

９
３
枚
、｢

江
戸
府
内
下
図｣

６
２
枚
、｢

断
簡｣

１
４
０
枚
合
計
４
４
６
枚
と
な
っ
て
い
る
。
『
伊
能
忠

敬
関
係
資
料
目
録
下
図
』
に
お
け
る
下
図
の
分
類
の
定

義
に
よ
る
と
、｢

広
域
下
図｣

は
小
区
域
下
図
よ
り
広
域

の
部
分
を
描
画
し
て
い
る
下
図
、｢

小
区
域
下
図｣
は
一

日
程
度
の
測
量
部
分
を
下
図
に
起
こ
し
た
地
図
、｢
江

戸
府
内
下
図｣

は
江
戸
府
内
図
の
下
図
と
先
行
し
て
行

わ
れ
た
江
戸
周
辺
の
下
図
も
含
む
、｢

断
簡｣

は
下
図
の

切
れ
端
や
白
紙
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、｢

断
簡｣

に
は
白
径
の
み
引
か
れ
た｢

白

紙｣

が
６
枚
あ
り
、
白
径
の
な
い
単
な
る｢

白
紙｣

が
５

枚
あ
る
。
こ
れ
ら
４
４
６
枚
の
下
図
の
う
ち
、
３
９
９

枚
の
下
図
が
平
成
22
年
６
月
29
日
に
国
宝
に
指
定
さ

れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
記
念
館
に
寄
贈
さ
れ
た
１
４
枚
の

下
図
が
あ
り
、
現
在
で
は
、
合
計
４
６
０
枚
の
下
図
が

記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
下
図
の
う
ち

国
宝
の
２
５
枚
及
び
寄
贈
さ
れ
た
１
４
枚
の
下
図
の

う
ち
１
３
枚
に
つ
い
て
こ
の
た
び
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
た
。 

閲
覧
は
、
令
和
５
年
７
月
22
日
と
９
月
26
日
の
２

回
に
分
け
て
記
念
館
に
お
い
て
石
井
七
海
学
芸
員
の

立
ち
会
い
の
下
に
行
っ
た
。
国
宝
指
定
の
文
化
財
で
あ

る
た
め
、
閲
覧
に
は
細
心
の
注
意
で
臨
み
、
写
真
撮
影

も
許
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
撮
影
が
で
き
な
い
た
め
、

良
質
の
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
報
告
に

は
、
残
念
な
が
ら
写
真
を
掲
載
で
き
な
い
。 

閲
覧
し
た
下
図
の
概
要 

閲
覧
し
た
下
図
は
、
国
宝
「
伊
能
忠
敬
関
係
文
書
」

の
中
の
縮
尺
３
６
０
０
０
分
１
の
大
図
縮
尺
の
下
図

と
、「
及
川
家
文
書
」（
伊
能
忠
敬
記
念
館
所
蔵
で
は
あ

る
が
、
伊
能
家
伝
来
の
資
料
で
は
な
い
た
め
国
宝
指
定

は
受
け
て
い
な
い
）
の
中
に
あ
る
縮
尺
４
３
２
０
０
０

分
１
の
小
図
縮
尺
の
下
図
と
で
あ
る
。
大
図
縮
尺
の
下

図
は
、
国
宝
番
号
１
７
９｢

自
甲
斐
国
巨
摩
郡
布
施
村

至
甲
斐
国
八
代
郡
黒
沢
村
下
図｣

の
下
図
を
除
き
、
す

べ
て
一
週
間
程
度
の
期
間
の
測
量
成
果
を
ま
と
め
た

｢

寄
図｣

と
さ
れ
る
下
図
で
あ
る
。
国
宝
番
号
１
７
９
の

下
図
は
、
１
日
の
測
量
成
果
を
展
開
し
た
下
図
で
、
測

量
後
最
初
に
作
製
さ
れ
る
下
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
伊
能
測
量
隊
は
、
ほ
ぼ
毎
日
の
測
量
結
果
を
図
化

し
て
下
図
を
作
製
し
、
そ
れ
ら
一
週
間
程
度
の
期
間
に

作
製
さ
れ
た
下
図
を
接
合
し
て｢

寄
図｣

を
作
製
し
た
。

今
回
閲
覧
し
た
大
図
縮
尺
の
下
図
は
、｢

寄
図｣

と
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。 

｢

及
川
家
文
書｣
の
中
の
縮
尺
４
３
２
０
０
０
分
１

の
小
図
縮
尺
の
下
図
は
、
上
記
の
四
分
類
に
は
当
て
は

ま
ら
ず
、
伊
能
図
最
終
成
果
の
大
図
の
図
郭
単
位
で
作

製
さ
れ
た
小
図
縮
尺
の
下
図
で
あ
り
、
東
京
大
学
総
合

図
書
館
及
び
三
康
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
小
図
縮
尺

の
下
図
と
一
連
の
下
図
で
あ
る
。 

閲
覧
し
た
下
図
の
内
容 

閲
覧
し
た
大
図
縮
尺
の
下
図
は
、
寄
図
、
一
日
の
測

量
範
囲
の
下
図
と
も
に
導
線
法
に
よ
り
測
量
し
た
測

点
が
針
突
法
に
よ
り
打
点
さ
れ
、
そ
れ
を
結
ん
だ
墨
線

す
な
わ
ち
測
線
と
測
点
か
ら
派
出
す
る
ケ
バ
状
の
短

線
が
描
か
れ
て
い
る
。
測
線
に
沿
っ
て
、
町
村
名
、
字

名
な
ど
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
町
村
の
界
が
示
さ
れ
、

両
側
に
町
村
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
天
文
観
測
を
行
っ
た
測
処
、
一
日
の
測
量
の
始
終

点
と
な
っ
た
制
札
・
止
宿
と
の
記
述
も
あ
る
。
三
本
爪

上
の
記
号
で
示
さ
れ
る
山
頂
も
記
さ
れ
山
名
の
注
記

が
あ
る
。
山
頂
に
は
交
会
法
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
方

位
線
が
朱
で
引
か
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
始
終
点
と

な
る
測
点
間
の
東
西･

南
北
成
分
線
が
引
か
れ
、
そ
の

間
の
図
上
寸
法
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
図
上
寸
法
に
つ

い
て
は
、
単
に
数
値
の
み
記
載
し
て
い
る
も
の
が
圧
倒

的
に
多
い
が
、
数
値
に
推
算
、
推
歩
、
整
な
ど
と
そ
の

数
値
を
得
る
方
法
と
思
わ
れ
る
記
述
を
つ
け
て
い
る

場
合
が
あ
る
。
図
紙
の
端
に
始
終
点
の
地
点
名
を
表
記

し
て
そ
の
間
の
図
上
寸
法
を
記
述
し
て
い
る
例
も
あ

る
。
図
化
の
際
の
基
準
と
な
る
東
西
又
は
南
北
の
基
準

線
の
白
径
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
認
識
は
困
難
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。
図
の
裏
面
に
は
、
図
の
範
囲
を
示

す
始
終
点
の
地
名
が
表
記
さ
れ
、｢

寄
済｣

、｢

詰
済｣

と

書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。 

閲
覧
し
た
下
図
の
う
ち
寄
図
の
図
化
範
囲
は
、
東
京

大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
の｢

測
地
原
圖｣

と
三
康
図
書

館
所
蔵
の｢

伊
能
忠
敬
實
測
原
圖｣

の
う
ち
中
図
縮
尺

の
下
図
の
図
化
範
囲
と
同
じ
で
対
応
し
て
い
る
。 

伊
能
忠
敬
記
念
館
発
行
の｢

伊
能
忠
敬
関
係
資
料
目

録
下
図｣

に
よ
る
と
、
今
回
閲
覧
し
な
か
っ
た
が
、
上
記

の
中
図
縮
尺
の
下
図
と
図
化
範
囲
が
同
じ
と
考
え
ら

れ
る
寄
図
が
４
点
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
現
在
は
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
が
、
寄
図
と
中
図
縮
尺
の
下
図
と
は
図
化

範
囲
が
対
応
し
て
お
り
、
寄
図
か
ら
縮
図
さ
れ
て
中
図

縮
尺
の
下
図
が
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
寄
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図
は
、
測
量
次
ご
と
に
作
製
さ
れ
、
複
数
の
測
量
次
の

測
線
を
含
む
寄
図
で
は
、
墨
線
と
朱
線
で
測
量
次
を
分

け
て
お
り
、
寄
図
が
作
製
さ
れ
る
た
び
に
中
図
縮
尺
の

下
図
も
作
製
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

伊
能
図
作
製
過
程
に
つ
い
て
の
今
後
の
課
題 

閲
覧
し
た
下
図
に
つ
い
て
の
個
別
の
説
明
に
つ
い

て
は
、
日
本
地
図
学
会
発
行
の｢

地
図
」
号
に
投
稿
中
の

報
告
に
記
述
し
た
の
で
、
参
考
に
さ
れ
た
い
。
閲
覧
し

た
下
図
と
中
図
縮
尺
の
下
図
と
の
対
応
関
係
に
つ
い

て
は
、
表
に
ま
と
め
た
。
今
回
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
下

図
と
対
応
す
る
中
図
縮
尺
の
下
図
も
含
め
て
い
る
。 

伊
能
図
の
作
製
過
程
、
特
に
測
量
成
果
の
図
化
と
編

集
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
愼
の
『
伊
能
東
河
先
生

流
量
地
傳
習
録
』
に
基
づ
く
大
谷
亮
吉(
１
９
１
７)

の

解
説
が
半
ば
定
説
化
し
、
そ
の
後
の
発
展
は
余
り
見
受

け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
、
野
上
道
男
に

よ
る
座
標
値
展
開
説
が
提
出
さ
れ
、
今
後
検
討
す
べ
き

課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
井
松
午
を
中

心
と
す
る
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ

り
、
伊
能
忠
敬
記
念
館
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
な
ど

が
所
蔵
す
る
各
種
の
下
図
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
下
図
を
今
回
閲
覧
で
き
た
こ
と
は
大

き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
東
京
大
学
総
合
図

書
館
及
び
三
康
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
中
図
縮

尺
及
び
小
図
縮
尺
の
下
図
と
僅
か
な
一
部
で
は
あ
る

が
伊
能
忠
敬
記
念
館
の
大
図
縮
尺
の
下
図
を
比
較
検

討
で
き
た
こ
と
は
、
伊
能
図
の
作
製
過
程
の
検
討
を
行

う
上
で
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
。
今
後
、
そ
の
成
果
は
、

地
理･

地
図
関
係
の
学
術
誌
な
ど
に
発
表
し
、
関
係
研

究
者
の
評
価
を
受
け
た
上
で
本
『
伊
能
忠
敬
研
究
』
に

お
い
て
解
説
し
て
い
き
た
い
。 
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番
号

大
図
下
図
図
名

対
応
中
図
下
図

測
量
次

測
量
期
間

１
７
９

自
甲
斐
国
巨
摩
郡
布
施
村
至
甲
斐
国
八
代
郡
黒
沢
村
下
図

７

文
化
８(

１
８
１
１)

年
１
２
月
１
１
日

１
８
０

自
甲
斐
国
巨
摩
郡
身
延
町
至
甲
斐
国
巨
摩
郡
福
士
村
下
図

甲
州
巨
摩
郡 

自 

身
延
山
山
門
之
石 

至 

福
士
村
人
家
前
　
三
分
一
里
之
元
図

８

文
化
８(

１
８
１
１)

年
１
２
月
１
３
日
～
１
４
日

２
６
３

自
信
濃
国
佐
久
郡
塩
名
田
宿
至
信
濃
国
筑
摩
郡
贄
川
宿
下
図

中
山
道
六
分
之
原
図
四

７

文
化
６(

１
８
０
９)

年
９
月
２
０
日
～
１
０
月
１
日

２
６
５

自
武
蔵
国
入
間
郡
大
仙
波
新
田
至
武
蔵
国
大
里
郡
熊
谷
宿
下
図

従 

武
州
大
里
郡
熊
谷
宿
歴
川
越 

至 

入
間
郡
大
仙
波
新
田
大
印
　
六
分
一
里
之
圖

８

文
化
１
１(

１
８
１
４)

年
５
月
１
２
日
～
１
９
日

２
６
６

自
信
濃
国
佐
久
郡
借
宿
村
至
武
蔵
国
児
玉
郡
本
庄
宿
下
図

従 

信
州
佐
久
郡
借
宿
村
下
仁
田
通
リ 

至 

武
州
児
玉
郡
本
庄
宿
制
札 

多
胡
碑

８

文
化
１
１
（
１
８
１
４
）
年
５
月
８
日
～
１
１
日

２
６
９

自
信
濃
国
諏
訪
郡
下
蔦
木
村
至
甲
斐
国
巨
摩
郡
身
延
町
下
図

岡
崎
ヨ
リ
甲
州
街
道
ニ
趣 

五

７

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
４
月
２
０
日
～
４
月
２
９
日

２
７
０

自
信
濃
国
伊
奈(

那)
郡
石
曾
根
村
至
信
濃
国
諏
訪
郡
駒
沢
村
下
図

従
岡
嵜
趣
甲
州
街
道
四

７

文
可
８
（
１
８
１
１
）
年
４
月
１
４
日
～
２
０
日

２
７
１

自
芝
高
輪
大
木
戸
至
相
模
国
淘
綾
郡
山
西
村
下
図

一
部
　
自
辻
堂
村
東
海
道
追
分
　
至
大
山
歴
テ
田
原
村
制
札

２
・
５
・

６
・
８

２
７
９

自
信
濃
国
水
内
郡
飯
山
町
至
信
濃
国
埴
科
郡
屋
代
宿
下
図

従
信
州
水
内
郡
長
野
村
内
善
光
寺
宿
善
光
寺
門
前 

飯
山
須
坂
松
代
ヲ
歴
テ 

至
高
井
郡
屋
代
宿
旧
測
印

８

文
化
１
１
（
１
８
１
４
）
年
５
月
１
日
～
５
日

２
８
０

自
信
濃
国
筑
摩
郡
洗
馬
宿
至
信
濃
国
更
級
郡
塩
崎
村
下
図

自
信
州
筑
摩
郡
洗
馬
宿
大
門
村
歴
松
本 

至
更
級
郡
川
中
嶋
塩
崎
江
戸
善
光
寺
道
追
分
并
姨
捨
山

８

文
化
１
１
（
１
８
１
４
）
年
４
月
２
４
日
～
２
９
日

２
８
１

自
信
濃
国
筑
摩
郡
贄
川
宿
至
信
濃
国
筑
摩
郡
三
冨(
留)

野
宿
下
図

中
山
道
六
分
原
図
五

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
０
月
１
日
～
７
日

２
８
３

自
信
濃
国
筑
摩
郡
三
冨(

留)

野
駅
至
美
濃
国
可
児
郡
本
郷
村
下
図

中
仙
道
六
分
元
図
第
六

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
０
月
７
日
～
１
５
日

２
８
６

自
信
濃
国
伊
奈(

那)

郡
根
羽
宿
追
分
至
信
濃
国
伊
那
郡
飯
嶌
町
下
図

自
岡
崎
趣
甲
州
街
道
三

７

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
４
月
８
日
～
１
３
日

２
９
０

自
飛
騨
国
吉
城
郡
古
川
町
方
村
至
信
濃
国
筑
摩
郡
藪
原
宿
下
図

従 

飛
刕
大
野
郡
無
數
河
村
ム
印
高
山
町
ヲ
歴
　
至
信
刕
筑
摩
郡
藪
原
宿
制
札

８

文
化
１
１
（
１
８
１
４
）
年
４
月
１
６
日
～
２
３
日

２
９
３

自
美
濃
国
厚
見
郡
岐
阜
町
至
美
濃
国
不
破
郡
赤
坂
宿
下
図

自
美
濃
国
不
破
郡
赤
坂
宿
谷
汲
山
ヲ
歴
テ 

至
山
県
郡
岐
阜
町
及
厚
見
郡
東
鏡
嶋
鏡
嶋
村
境

８

文
化
１
１
（
１
８
１
４
）
年
３
月
２
７
日
～
４
月
１
日

２
９
４

自
三
河
国
額
田
郡
桑
原
村
至
三
河
国
設
楽
郡
大
海
村
下
図

自 

中
山
道
歴
名
古
屋 

至 

岡
崎
趣
甲
州
街
道
二

７

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
４
月
２
日
～
９
日

３
０
２

自
山
城
国
久
世
郡
淀
町 

至
摂
津
国
八
部
郡
神
戸
村
下
図

西
国
街
道
一 

 
山
城
淀
測
処 

播
磨
神
戸
村

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
１
月
６
日
～
１
０
日

３
０
３

自
摂
津
国
八
部
郡
神
戸
村
至
播
磨
国
揖
西
郡
正
条
村
下
図

西
国
街
道
二 

自
摂
州
八
部
郡
神
戸
村 

至
攝
州
楫
西
郡
正
条
止
宿

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
１
月
１
１
日
～
１
７
日

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
３
月
３
～
４
日

３
２
０

自
播
磨
国
加
西
郡
坂
本
村
至
摂
津
国
豊
嶋
郡
半
町
村
下
図

従 

摂
州
豊
嶌
郡
半
町
止
宿 
至 
播
州
加
西
郡
坂
本
村
測
処

７

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
３
月
５
日
～
１
３
日

３
３
０

自
備
後
国
安
那
郡
川
北
村
至
安
芸
国
豊
田
郡
本
郷
村
下
図

西
国
街
道
五 

自
備
後
安
那
郡
川
北
村
神
辺
至 

安
藝
豊
田
郡
夲
郷
村
測
処
又
福
山
測
所

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
１
月
２
８
～
１
２
月
１
日

３
３
１

自
周
防
国
玖
珂
郡
関
戸
宿
至
安
芸
国
安
芸
郡
上
瀬
野
村
下
図

西
国
街
道
七
　
自
藝
州
安
藝
郡
上
瀬
村
一
貫
田
測
処
　
至
防
州
玖
珂
郡
関
戸
宿

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
２
月
５
日
～
１
２
月
１
０
日

３
３
２

自
周
防
国
吉
敷
郡
鋳
銭
司
村
至
周
防
国
岩
国
下
図

西
國
街
道
八 

周
防
玖
珂
郡
関
戸
本
陣
前
ゟ
吉
敷
郡
小
俣
鑄
錢
司
村
界
ニ
至
ル

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
２
月
１
０
日
～
１
２
月
１
８
日

３
３
３

自
周
防
国
吉
敷
郡
山
口
道
場
門
前
町
至
安
芸
国
佐
伯
郡
浅
原
村
下
図

従 

周
防
国
吉
敷
郡
山
口
道
場
門
前
町 

至 

佐
波
郡
東
佐
波
令
制
札
　
長
門
阿
武
郡
地
福
村
字
掛

周
防
吉
敷
郡
宮
野
村
枝
七
房
　
防
藝
州
界
亀
尾
川
峠

８

文
化
１
０
（
１
８
１
３
）
年
１
０
月
２
１
日
～
１
１
月
３
日

３
３
４

自
長
門
国
豊
浦
郡
小
月
村
至
長
門
国
萩
市
中
入
口
下
図

従 

長
門
豊
浦
郡
小
月
宿
制
札 

至 

阿
武
郡
萩
市
中
入
口

８

文
化
１
０
（
１
８
１
３
）
年
１
０
月
１
５
日
～
１
９
日

３
３
７

自
備
中
国
上
房
郡
片
岡
村
至
伯
耆
国
日
野
郡
二
部
宿
下
図

従
作
州
大
庭
郡
下
長
田
村
字
犬
挟
峠
至
長
印 

至
伯
州
日
野
郡
二
部
村
字
間
地 

備
中
阿
賀
郡
小
坂
部
村
未

年
閏
二
月
残
印 

同
上
房
群
片
岡
村
字
塩
坪
前
同
年
残
印 

作
州
大
庭
郡
久
世
村
原
方
中
嶋
村
中
印

８

文
化
１
０
（
１
８
１
３
）
年
閏
１
１
月
１
１
日
～
２
８
日

３
３
８

自
備
前
国
御
野
郡
岡
山
下
ノ
町
至
備
後
国
芦
田
郡
行
騰
村
下
図

西
国
街
道 

四 

従 

岡
山
下
町 

至 

神
辺
又
油
木 

八
川
ニ
至
ル

７

本
隊
文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
１
月
２
３
日
～
２
７
日
（
岡
山
～
神
戸
） 

文
化
８
（
１
８

１
１
）
年
閏
２
月
１
０
日
～
１
５
日
（
行
縢
村
～
東
油
木
）
２
５
日
～
２
９
日
（
松
山
～
岡

山
） 

支
隊
文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
閏
２
月
１
１
日
～
１
７
日
（
東
幸
村
～
８
河
村
）

３
４
８

自
石
見
国
鹿
足
郡
青
原
村
至
石
見
国
那
賀
郡
浜
田
市
中
下
図

従
石
州
鹿
足
郡
青
原
村
至
同
那
賀
郡
濱
田
城
下

７

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
２
月
１
１
日
～
１
５
日

３
５
３

自
周
防
国
吉
敷
郡
鋳
銭
司
村
至
長
門
国
豊
浦
郡
小
月
村
下
図

西
国
街
道
九
従
長
州
吉
田
宿
四
郎
ケ
原
通
・
防
州
小
郡
宿
山
口
通
明
木
村
二
至
ル

７

文
化
６
（
１
８
０
９
）
年
１
２
月
１
８
日
～
２
２
日

文
化
８
（
１
８
１
１
）
年
１
月
２
４
日
～
２
８
日
　
支
隊
１
月
２
３
日
～
２
８
日

３
７
７

自
日
向
国
諸
県
郡
本
庄
村
至
日
向
国
臼
杵
郡
加
草
村
下
図

日
向
本
庄
村
佐
土
原 

幸
脇
ヲ
歴
恒
冨
村
ニ
至
ル
　
附
米
良
道
南
方
村
　
椎
葉
道
神
門
村

８

文
化
９
（
１
８
１
２
）
年
６
月
６
日
～
１
３
日
（
本
隊
）
１
３
日
～
１
７
日
（
支
隊
）

大
図
下
図
の
図
名
（
太
字
は
小
区
域
下
図
、
他
は
広
域
下
図(

寄
図) 
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江
戸
府
内
第
一
次
測
量
の
記
録
（
十
一
） 

文
化
十
二
年
二
月
十
七
日
の
『
日
記
』 玉

造 

功 

 

図
１
に
朱
線
で
加
筆
し
た
よ
う
に
、
十
七
日
は
佃
島
に

渡
り
、
○ツ
印
か
ら
佃
島
と
隣
接
す
る
石
川
島
の
人
足
寄
場

の
周
囲
を
一
周
し
て
測
量
し
た
。
続
い
て
、
○松
印
に
戻
っ

て
鉄
砲
洲
の
海
岸
線
を
北
上
し
、
霊
岸
（
厳
）
島
か
ら
日

本
橋
川
を
渡
り
、
永
代
橋
広
小
路
の

○ア
印
ま
で
測
線
を
繋

い
だ
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

佃
島
に
つ
い
て
は
、『
日
記
』
で
は

○ツ
印
か
ら
左
廻
り 

で
島
の
七
割
方
を
廻
り
、
板
橋
を
渡
っ
て
舟
中
で
昼
休
を 

と
っ
た
と
い
う
、
い
た
っ
て
簡
単
な
記
載
で
あ
る
。 

  

 

   

   

  
 
 

 

      

                                

             

・
佃
島 

…
 

十
方
庵
敬
順
は
『
遊
歴
雑
記
』
に
「
此
嶋
の

風
土
更
に
他
国
か
と
思
は
れ
、

恰
あ
た
か

も
別
世
界
の
如
し
。 

…
 

多
く
は
漁
家
に
し
て
、
家
居
皆
藁
葺

わ
ら
ぶ
き

な
れ
ば
棟
低
く 

軒
長
く
、
家
財
調
度
に
至
る
迄
、
一
風
あ
り
て
最
め
づ

ら
し
」
と
記
す
。
こ
こ
は
徳
川
家
康
か
ら
摂
津
国
佃
村

の
漁
師
が
拝
領
し
た
地
で
あ
り
、
白
魚
漁
が
名
物
で
あ

っ
た
。『
江
戸
名
所
図
会
』
の
本
文
に
「
冬
月
の
間
、
毎

夜
漁
舟
に

篝
か
が
り

火び

を
焼た

き
、
四
手
網
を
以
て
是
を

漁
す
な
ど

れ

り
。
都
下
お
し
な
べ
て
是
を
賞
せ
り
」
と
あ
る
。
図
３

は
巨
大
な
廻
船
と
白
魚
漁
舟
を
対
比
さ
せ
て
描
く
。 

         

二
月
十
七
日 

曇
晴 

 

武

州

豊

嶋

郡 

（
町
奉
行

支

配 
佃

島

（
昨
日
打
止
め

ツ

印

始

め
左
廻
り

（
板
橋
渡
長 

四
間
ば
か
り
舟
中
昼
休 

佃
嶋 

七
分
周
六
町
二
十
六
間 

寄
場
所
嶋
一
周 

一
十
一
町
〇
七
間
二
尺 

 
 

寄

場 

元
〆
役 

野
口
十
郎
右
衛
門 

 

下
役 

 

寺
嶋
佐
五
郎 

 
 

 

案
内
に
出
る 

此
附
屋
鋪
と
い
う
分 

元
石
川
大
隅
守
上
ヶ
地 

石
川
島
と
い
う 

                                      

大
隅
守
上
ヶ
地 

石
川
島
と
い
う 

 

    図    ４    

図２『江戸実測図（南）』の佃島部分に加筆      

図１『大日本沿海輿地図』第 90 図部分に加筆      

図３ 二世広重『佃しま漁舟』   

       東都三十六景              
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夏
の
終
わ
り
に
砲
術
家
が
稽
古
と
し
て
行
う
狼
煙

の

ろ

し

打

上
も
江
戸
の
遊
客
を
集
め
た
。
図
５
で
打
ち
上
げ
て
い

る
の
は
花
火
で
は
な
く
狼
煙
で
あ
る
。 

        

忠
敬
の
嫡
孫
忠
誨
の
文
政
四
年
七
月
三
日
の
日
記
に

よ
る
と
、
高
橋
景
保
の
妻
、
足
立
左
内
夫
婦
等
と
乗
船

し
、
途
中
で
伯
母
の
妙
薫
（
忠
敬
の
長
女
）
と
合
流
し

て
「
平
清
エ
行
キ
狼
煙
ヲ
見
物
」
を
し
て
い
る
。
平
清

は
深
川
土
橋
の
高
級
料
亭
と
し
て
名
高
い
。
同
月
十
八

日
の
日
記
に
も
妙
薫
や
箱
田
良
助
ら
と
「
船
ニ
て
ツ
ク

田
嶋
沖
エ
、
狼
煙
見
物
ニ
行
ク
」
と
あ
る
。 

図
６
の
中
央
下
部
に
は
佃
の
渡
し
船
が
描
か
れ
、
右

側
の
海
岸
に
は
網
が
干
さ
れ
て
い
る
。
図
の
中
央
が
船

置
き
場
の
入
り
江
で
、
入
口
に
は
波
除
と
思
わ
れ
る
岩

が
並
び
釣
り
人
も
い
る
。
入
り
江
の
奥
に
橋
が
あ
り
、

『
日
記
』
の
「
板
橋
渡
長
四
間
ば
か
り
」
で
あ
ろ
う
。

左
側
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
図
２
に
も
記
さ
れ
た
佃
島

の
鎮
守
住
吉
社
で
あ
る
。 

・
寄
場
、
元
石
川
大
隅
守
上
ヶ
地
、
石
川
島 

…
 

寛
永
年

間
に
船
手
頭
の
石
川
大
隅
守
政
次
が
隅
田
川
河
口
の
洲

を
拝
領
し
て
屋
敷
を
築
立
て
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
石

川
島
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）、
松
平
定
信
が
火
付
盗
賊
改

長
谷
川
平
蔵
の
建
議
を
容
れ
て
、
無
宿
者
な
ど
を
収
容

し
て
授
産
す
る
人
足
寄
場
を
石
川
島
と
佃
島
の
間
を
埋

め
立
て
て
設
置
し
た
。
更
に
寛
政
四
年
に
は
石
川
大
隅 

守
正
勲

ま
さ
よ
し

は
永
田
町
に
屋
敷
替
え
と
な
り
、
石
川
島
の
屋

敷
地
は
上
ヶ
地
さ
れ
て
人
足
寄
場
に
附
属
さ
せ
た
。 

 

       

 

 
 

                 

             

図 4 『日記』を拡大                 

図６ 佃島遠景  『江戸名所図会』巻一 第二冊から                  

図５ 広重『佃島夏之景』  

       東都名所              
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又
地
方
鉄
砲
洲 

 

字 

船
松
町
一
丁
目

二
丁
目
の
界
木
戸
（
昨
日
打
止
め

松

印

始

め

（
右
家
後
は

直
に
海
岸 

 
 

船
松
町
一
丁
目 

左
横
町 

又

左

横

町 

小
橋
（
渡
巾

六
間 

 

本
湊
町
左 

（
松
平
阿
波
守

屋
鋪 

 
 

 

（
左
横
町
川
添
片
町 

 
 
 
 
 
 

左
横
町
三
十
間
行
当
に
後
町
あ
り

（
右
正
一
位
稲
荷

明

神

の

社 
 
 

南
八
町
堀 

 目町一 

     

稲
荷
橋 

渡
巾
二
十
三
間

（
川
中
央
界 

 
 
 

本
八
町
堀
五
町
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

高

橋 

渡
長 

 

二
十
八
間 

 

川
中
界 

 
 
 
 
 

 
 

霊
岸
島
東
湊
町
一
町
目 

 

      

 

 

 

図９    

図７『江戸実測図（南）』（部分）に加筆      

図８ 高橋・稲荷橋・湊稲荷社  『江戸名所図会』巻一 第二冊から                 
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佃
島
と
人
足
寄
場
を
一
周
し
た
測
量
隊
は
船
松
町
一
町

目
の
渡
場
の

○松
印
に
戻
り
、
本
湊
町
の
海
岸
沿
い
を
北
上

し
、
稲
荷
橋
と
高
橋
を
渡
っ
て
霊
岸
島
の
東
湊
町
へ
と
向

か
っ
た
。
こ
の
一
帯
は
船
松
町
、
本
湊
町
、
東
湊
町
と
い

う
町
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
江
戸
湊
の
心
臓
部
に
あ
た

り
、
廻
船
問
屋
や
荷
役
関
係
者
、
さ
ら
に
材
木
、
薪
炭
、

干
鰯

ほ

し

か

な
ど
の
諸
問
屋
が
集
ま
っ
て
い
た
。 

・
木
戸 

…
 

江
戸
の
各
町
に
は
原
則
と
し
て
、
町
の
始
ま

り
と
終
わ
り
に
木
戸
が
設
け
ら
れ
た
。
木
戸
番
屋
が
お

か
れ
木
戸
番
が
常
駐
し
、
夜
四
ッ
時
に
木
戸
を
閉
め
た
。 

・
本
湊
町 

…
 

『
江
戸
名
所
図
会
』
の
本
文
で
は
「
今
は

薪
、
炭
、
石
な
ど
の
問
屋
多
く
住
せ
り
」
と
記
す
。
中

で
も
栖
原

す

は

ら

屋
角
兵
衛
の
薪
炭
問
屋
と
材
木
問
屋
が
本
湊

町
に
店
を
構
え
て
い
た
。
栖
原
屋
角
兵
衛
家
は
現
在
の

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
町
栖
原
の
出
身
で
、
房
総
半
島

の
漁
場
の
開
拓
に
始
ま
り
、
材
木
問
屋
、
蝦
夷
地
の
漁

業
や
交
易
と
活
動
を
広
げ
て
き
た
。
寛
政
十
一
年
に
幕

府
が
東
蝦
夷
地
を
直
轄
地
に
す
る
と
、
第
六
代
栖
原
屋

角
兵
衛
茂
則
は
幕
府
の
蝦
夷
地
御
用
達
と
な
っ
た
。 

第
一
次
測
量
を
め
ぐ
っ
て
、
忠
敬
は
蝦
夷
地
取
締
御 

用
掛
の
松
平
信
濃
守
忠
明
の
居
宅
で
の
寄
合
に
呼
ば
れ 

         

  
 た

。
寛
政
十
二
（
一
八
〇
〇
）
年
四
月
七
日
の
『
測
量

日
記
』
に
は
控
え
の
部
屋
で
「
柄
原
屋
角
兵
衛
と
落
合
、

知
る
人
と
な
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
蝦
夷
地
に

渡
り
、
松
前
に
出
店
を
設
け
た
栖
原
屋
角
兵
衛
か
ら
は

様
々
な
情
報
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
忠

敬
の
『
測
量
日
記
』
で
は
、「
栖
原
」
に
つ
い
て
は
人
名

で
あ
れ
地
名
で
あ
れ
全
て
「
柄
原
」
と
誤
記
し
て
い
る

の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

・
松
平
阿
波
守
屋
鋪 

…
 

徳
島
藩
蜂
須
賀
家
の
中
屋
敷
。 

・
正
一
位
稲
荷
明
神
の
社 

…
 

現
在
の
鐵
砲
洲
稲
荷
神
社

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
鎮
守
で
あ
る
と
と
も
に
、

江
戸
湊
に
集
ま
る
諸
国
廻
船
の
海
上
守
護
神
と
し
て

尊
崇
さ
れ
た
。『
江
戸
名
所
図
会
』
で
は
湊
稲
荷
社
と
表

記
し
、
そ
の
本
文
で
は
「
此
地
ハ
廻
船
入
津
の
湊
に
し

て
、
諸
国
の
商
船
普
く
こ
こ
に
運
び
、
碇
を
下
し
て
、

此
社
の
前
に
て
積
所
の
品
を
悉
く
問
屋
へ
運
送
す
」
と

そ
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
図
８
の
右
側
が
湊
稲
荷
社

で
あ
る
。
そ
の
境
内
の
海
側
に
「
冨
士
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
に
富
士
講
の
人
々
が

富
士
山
の
溶
岩
で
高
さ
六
十
尺
の
富
士
塚
（
鉄
砲
洲
富

士
）
を
築
き
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 

           ・
八
町
堀 

…
 

図
７
の
稲
荷
橋
か
ら
西
に
続
く
堀
川
が
八 

丁
堀
で
、
そ
の
北
側
沿
い
の
町
人
地
が
本
八
丁
堀
、
南

側
沿
い
が
南
八
丁
堀
と
い
う
町
名
で
あ
る
。
八
丁
堀
と

い
う
と
町
奉
行
所
の
与
力
や
同
心
の
組
屋
敷
が
あ
る
場

所
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
通
船
用
に
造
ら
れ
た
長
さ

八
町
の
堀
川
が
そ
の
名
の
由
来
で
あ
る
。 

図
１０
は
刊
行
さ
れ
た
最
古
の
江
戸
図
を
忠
敬
が
模

写
し
た
も
の
で
、
明
暦
の
大
火
（
一
六
五
七
年
）
以
前

の
江
戸
の
様
子
が
窺
え
る
。
地
図
下
側
か
ら
「
八
丁
堀

舟
入
」
に
入
っ
た
舟
は
、
地
図
上
部
の
京
橋
川
の
北
側

に
並
ぶ
船
入
堀
（
後
に
埋
め
立
て
ら
れ
る
）
で
荷
を
下

ろ
す
。
地
図
南
側
の
築
地
側
は
防
波
堤
的
な
部
分
が
突

き
出
し
て
い
る
だ
け
で
、「
八
丁
堀
舟
入
」
の
北
側
の
八

丁
堀
地
域
一
帯
は
こ
の
段
階
で
は
寺
町
で
あ
る
。 

 

・
南
八
町
堀
一
町
目 

…

『
日
記
』
の
南
八
丁
堀
一
町
目
は

誤
記
で
あ
り
、
図
７
の
南
八
町
堀
五
町
目
が
正
し
い
。 

 

・
稲
荷
橋 

…
 

図
９
に
「
落
合
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う 

に
、
八
丁
堀
が
亀
島
川
と
合
流
す
る
地
点
で
あ
る
。 

・
高
橋 

…
 

図
８
の
左
端
が
高
橋
で
亀
島
川
に
架
か
っ
て

お
り
対
岸
は
霊
岸
島
で
あ
る
。
忠
敬
の
住
む
八
丁
堀
亀

島
の
地
図
御
用
所
は
図
７
の
亀
島
橋
の
先
に
な
る
。 

図９ 『日記』を拡大                 

図 10 『武州豊嶋郡江戸庄図』（部分）に

加筆 国宝:地図･絵図類 601              

京
橋 

 
 

 

北
 
 
 



 

－30－ 

      
 

     
 

         
 

            

                                

                

東
湊
町
か
ら
は
霊
岸
島
の
海
岸
線
に
沿
っ
て
測
量
し
た
。

霊
岸
島
は
埋
立
地
の
軟
弱
地
盤
か
ら
蒟

蒻

こ
ん
に
ゃ
く

島
と
俗
称
さ

れ
た
。
亀
島
川
が
隅
田
川
に
合
流
す
る
地
点
に
は
御
船
手

組
の
役
所
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
測
量
隊
は
隅
田
川
沿
い
に

北
上
し
た
。
三
之
橋
で
新
川
を
渡
り
、
豊
海
橋
で
日
本
橋

川
を
渡
っ
て
永
代
橋
西
詰
広
小
路
に
入
り
、
十
一
日
に
残

し
た

○ア
印
に
測
線
を
繋
い
だ
。 

・
御
船
手
向
井
将
監
組 

…
 

向
井
家
は
代
々
将
監
を
名
乗

り
船
手
頭
を
世
襲
し
て
き
た
二
四
〇
〇
石
の
旗
本
で
、

八
十
四
人
の
水
主
同
心
を
率
い
、
霊
岸
島
に
屋
敷
と
番

所
が
あ
っ
た
。
忠
敬
の
蝦
夷
測
量
の
要
望
に
つ
い
て
最

初
に
接
触
し
て
来
た
の
は
向
井
将
監
の
部
下
で
あ
っ
た
。

寛
政
十
二
年
二
月
二
十
二
日
に
、
向
井
将
監
配
下
の
露

木
元
右
衛
門
が
黒
江
町
の
忠
敬
宅
を
訪
れ
た
。
用
件
は

蝦
夷
地
に
持
参
す
る
測
量
道
具
の
船
積
み
に
つ
い
て
面

談
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
幕
府
側
は
船
で
の
蝦

夷
地
派
遣
を
想
定
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

（
左
横
町
東
湊
町

壱
町
目
本
通
り 

（
御
船
手
向
井
将
監

組
屋
鋪
内
を
行 

 

（
組
頭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
山
忠
左
衛
門
出
る

（
右

舟

見

役

所 
 
 
 

左
御
舟
道
具
入
所 

川
尻
を
渡
巾
十
五
間 

甚 、    

（
左
松
平
越
前
守

屋

鋪

 

水

門 
 
 
 

 
 

 

南
銀
町
二
町
目 

（
新
川
三
之
橋

渡
巾 

八
間 

 

真
直
の
通
は
（
左

四

日

市

町 
 
 
 
 
 

右
北
新
堀
大
川
端
町 

左

横

町 
 
 
 

川
筋
四
日
市 

町
と
い
う 

 

（
右
へ
曲
て
行
先

川
添 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

北
新
堀
大
川
端
町 

 

左
横
町 

 
又
左
横
町
也
（
右
南
新
堀
二
町
目 

左
北
新
堀
大
川
端
町 

 
 

南
新
堀
二
町
目 

 

豊
海
橋
巾 

二
十
三
間 

（
永

代

広

小

路 
 
 

当
月
十
一
日
残
し 

 

○ア
印
に
繋
ぐ 

一
十
七
町
〇
八
間 

 
 

横

物

共 

惣

測

〆 

三
十
四
町
五
十
九

間
二
尺 

 

八
ッ
時
頃
帰
宿 

図 11 『江戸実測図（南）』（部分）に加筆       
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・
松
平
越
前
守
屋
鋪 

…
 

福
井
藩
松
平
家
三
十
万
石
の
中

屋
敷
で
二
万
九
千
坪
余
あ
っ
た
。
中
屋
敷
の
三
方
を
囲

む
堀
は
越
前
堀
と
呼
ば
れ
た
。 

・
新
川
・
南
銀
町
・
四
日
市
町 

…
 

新
川
の
北
岸
が
四
日

市
町
、
南
岸
が
南

銀
し
ろ
が
ね

町
で
両
町
と
も
に
明
暦
大
火
の

後
に
代
地
と
し
て
日
本
橋
周
辺
か
ら
移
っ
て
き
た
。 

灘
や
伊
丹
な
ど
上
方
で
作
ら
れ
、
樽
廻
船
で
江
戸
に

送
ら
れ
た
酒
を
「
下
り
酒
」
と
呼
ん
だ
が
、
江
戸
の
下

り
酒
問
屋
の
大
半
が
四
日
市
町
と
南
銀
町
に
集
ま
っ
て

い
た
。
雑
俳
撰
集
で
あ
る
『
武
玉
川
』
十
五
編
に
「
新

川
は
上
戸
の
建
て
た
蔵
ば
か
り
」
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に

新
川
の
両
側
に
は
酒
問
屋
の
蔵
が
建
ち
並
び
、
品
川
沖

に
到
着
し
た
樽
廻
船
か
ら

艀
は
し
け

に
酒
樽
を
積
み
か
え
蔵

の
荷
上
場
に
運
び
上
げ
た
。 

 

 
 

図
１２
で
は
新
酒
番
船
を
描
い
て
い
る
。
新
酒
番
船
と

は
新
酒
を
積
ん
だ
樽
廻
船
が
摂
津
西
宮
沖
を
一
斉
に
出

帆
し
て
品
川
沖
に
つ
く
ま
で
の
順
位
を
競
う
も
の
で
、

人
気
の
年
中
行
事
と
な
っ
て
い
た
。
最
初
に
到
着
し
た

も
の
は
「
惣
一
番
」
と
し
て
厚
遇
さ
れ
、
最
高
値
で
取

引
さ
れ
た
。
図
中
で
赤
い
半
纏
を
着
て
「
惣
一
番
」
の

幟
を
立
て
、
太
鼓
を
た
た
い
て
練
り
歩
い
て
い
る
の
が

一
番
で
着
い
た
船
の
水
主
た
ち
で
あ
る
。 

・
北
新
堀
大
川
端
町 

…
 

新
堀
川
は
日
本
橋
川
の
最
下
流

部
に
あ
た
る
。
箱
崎
と
霊
岸
島
の
間
に
埋
め
残
さ
れ
た

水
路
で
、
南
側
に
南
新
堀
町
、
北
側
に
北
新
堀
町
が
立

地
す
る
。『
日
記
』
で
は
幕
府
編
纂
の
『
御
府
内
備
考
』

と
同
様
に
北
新
堀
大
川
端
町
と
記
し
て
い
る
が
、
図
１１

で
は
大
川
端
町
と
略
記
さ
れ
、
新
堀
川
の
南
側
に
描
か

れ
て
い
る
が
誤
記
で
は
な
い
。
元
来
は
新
堀
川
の
北
に

位
置
し
て
い
た
が
、
御
船
手
組
屋
敷
と
し
て
上
地
さ
れ
、

代
地
を
新
堀
川
の
南
側
に
与
え
ら
れ
た
。
町
名
は
そ
の

ま
ま
残
し
た
た
め
、
南
北
が
逆
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

                                

【
図
版
の
出
典
】 

･

『
日
記
』
の
図
版
は
伊
能
忠
敬
記
念
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
写

真
帳
に
よ
る
。
無
断
流
用
禁
止
。 

･

図
１０
、
図
13
～
18
は
伊
能
忠
敬
記
念
館
蔵
。
無
断
流
用
禁
止
。 

･

図
２
、
７
、
11
の
『
江
戸
実
測
図
（
南
）
』
は
国
土
地
理
院
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
の
古
地
図
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
。 

･

図
１
、
３
、
５
、
６
、
８
は
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
よ
る
。 

･

図
１２
は
兵
庫
県
西
宮
市
Ｈ
Ｐ
の
「
に
し
の
み
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
」
に
よ
る
。 

 

【
参
考
史
料
】 

 

･

『
遊
歴
雑
記
』
初
編
之
中 

拾
五 

（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
） 

･

『
江
戸
名
所
図
会
』
（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
） 

･

『
休
明
光
記
』 

函
館
市
中
央
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料
館 

･

『
俳
諧 

武
玉
川
』
岩
波
文
庫
（
一
九
八
四
） 

･

『
御
府
内
往
還
其
外
沿
革
図
書
』
七 

（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
） 

 

【
参
考
文
献
】 

･

『
中
央
区
史 

上
』
東
京
都
中
央
区
（
一
九
五
八
） 

･

『
京
橋
区
史 

上
』
東
京
市
京
橋
区
役
所
（
一
九
三
七
） 

･

『
江
戸･

町
づ
く
し
稿 

上
巻
』
岸
井
良
衛 

青
蛙
房
（
一
九
七
五
） 

･

『
佃
島
の
今
昔
』
佐
原
六
郎 

雪
華
社
（
一
九
七
二
） 

･

『
江
戸
の
町
か
ど
』
伊
藤
好
一 

平
凡
社
（
一
九
八
七
） 

･

『
新
撰
北
海
道
史 

第
5
巻
』
北
海
道
庁
（
一
九
三
六
） 

･

「
東
蝦
夷
地
の
会
所
」
堀
江
敏
夫
『
会
報
』
第
３８
号 

･

「
江
戸
藩
邸
沿
革
」『
東
京
市
史
稿 

市
街
編
四
九
』(

一
九
六
〇) 

･

鈴
木
理
生
「
江
戸
湊
の
成
り
立
ち
」『
京
橋
図
書
館 

郷
土
室
だ

よ
り
』
第
５７
号
（
一
九
七
五
） 

･

『
江
戸
名
所
図
会
を
読
む
』
川
田
壽 

東
京
堂
出
版
（
一
九
九
〇
）

図 12 落合芳幾『新酒番船入津繁栄図』（部分）                  
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補
足 

二
月
十
七
日
測
量
分
の
下
図
に
つ
い
て 

  
こ
の
日
の
測
量
成
果
を
下
図
に
し
た
も
の
が
伊
能
忠
敬

記
念
館
所
蔵
の
『
元
石
川
島
下
図
』
と
『
自
南
新
堀
二
町

目
至
浜
御
殿
下
図
』
の
二
鋪
で
あ
る
。
両
方
と
も
縮
尺
は

六
千
分
の
一
、
測
線
は
墨
書
、
交
会
線
は
朱
書
さ
れ
て
い

る
。
縮
尺
な
ど
は
『
伊
能
忠
敬
関
係
史
料
目
録
｜
下
図
』

（
伊
能
忠
敬
記
念
館 
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
。 

 

『
元
石
川
島
下
図
』
（
図
13
、
14 

無
断
流
用
禁
止
） 

国
宝
：
地
図･

絵
図
類
四
九
四 

 

法
量
：
４
６･

６
ｃ
ｍ×
５
１･

５
ｃ
ｍ 

こ
の
下
図
に
は
表
題
な
ど
の
記
載
が
無
い
。
文
化
庁
に 

よ
る
国
宝
の
資
料
名
と
し
て
は
『
元
石
川
島
下
図
』
と
さ

れ
て
い
る
が
、
図
１４
で
明
ら
か
な
よ
う
に
佃
島
も
描
か
れ

て
お
り
『
元
石
川
島
・
佃
島
下
図
』
で
あ
る
。
な
お
、
同

じ
十
七
日
に
測
量
し
た
鉄
砲
洲
や
霊
岸
島
な
ど
の
陸
地
の

測
線
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
図
２
の『
江
戸
実
測
図
（
南
）』

と
図
１４
の
下
図
は
同
じ
縮
尺
六
千
分
の
一
で
あ
る
が
、
情

報
量
は
下
図
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

墨
書
さ
れ
た
測
線
の
屈
曲
点
に
は
短
線
が
引
か
れ
、
針

穴
の
あ
る
測
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
朱
書
さ
れ

た
交
会
線
は
陸
地
の
火
の
見
櫓
な
ど
四
個
所
と
海
上
の
杭

二
個
所
の
交
会
点
に
向
け
て
延
び
て
い
る
。
図
１３
は
図

１４
の
「
鎮
守
住
吉
社
」
の
部
分
を
拡
大
し
た
も
の
で
三
本

の
朱
の
交
会
線
が
収
束 

し
て
い
る
。
三
本
の
墨 

の
短
線
は
そ
の
頂
点
が 

針
穴
の
あ
る
交
会
点
で 

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い 

る
。
こ
の
下
図
は
修
正 

個
所
が
な
く
、
完
成
度 

が
高
い
。 

 
 

                               

                                

図 14 『元石川島下図』の周辺部をトリミング                    

図 13                   
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『
自
南
新
堀
二
町
目
至
浜
御
殿
下
図
』 

（
図
15
、
16
、
17
、
18 

無
断
流
用
禁
止
） 

国
宝
：
地
図･

絵
図
類
四
六
九 

 
 
 

 
法
量
：
４
７･

５×

６
４･

５
ｃ
ｍ 

こ
の
下
図
は
二
月
十
六
日
の
宇
田
川
町
裏

○セ
印
か
ら

浜
御
殿
、
築
地
の
海
岸
線
を
へ
て
佃
島
の
渡
口
の

○松
印
ま

で
と
、
十
七
日
の
元
石
川
島
と
佃
島
、
○松
印
か
ら
永
代
橋

広
小
路
の

○ア
印
ま
で
の
二
日
分
の
測
量
範
囲
を
下
図
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
図
15
は
十
七
日
に
測
量
し
た
範

囲
で
こ
の
下
図
の
北
半
分
に
あ
た
る
。 

 

                      

『
元
石
川
島
下
図
』
と
較
べ
る
と
元
石
川
島
と
佃
島
の

記
載
事
項
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
図
15
で
は
「
住
吉
社
屋

根
角
」
と
交
会
法
の
目
標
物
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
の

が
、
図
14
で
は
「
鎮
守
住
吉
社
」
と
一
般
的
な
表
記
に
変

わ
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。 

陸
地
の
部
分
で
は
記
載
方
法
や
内
容
が
大
分
異
な
る
点

が
あ
る
。
十
七
日
の
測
量
の
始
点
の

○松
印
と
終
点
の

○ア

印
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
東
西
方
向
と
南
北
方
向
の
地
図
上
の

長
さ
が
、
図
15
の
上
部
左
側
に
東
西
・
南
北
方
向
に
引
か

れ
た
朱
線
に
沿
っ
て
、
大
き
く
朱
書
さ
れ
て
い
る
点
が
際 

      
 

                

立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
図
16
に
左
側
の
朱
枠
部
分
を
拡
大 

               

し
た
。
記
載
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

図
盈エ

イ

三
リ厘

〇
四
五
八 

 
 

推
歩
五
寸
五
分
二
リ
四
五
四
二 

正
北
五
寸
五
分
五
リ
五
毛 

 

正
東
三
寸
〇
五
リ
五
毛 

推
歩
□
寸
〇
六
リ
〇
七
三
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図
編
五
リ
七
□
八 

 
 

南
北
方
向
に
つ
い
て
は
、「
五
寸
五
分
五
厘
五
毛
」
と
い

う
作
図
結
果
で
あ
っ
た
が
、
事
前
の
「
推
歩
」（
計
算
）
結

果
の
「
五
寸
五
分
二
厘
四
五
四
二
」
よ
り
も
、「
盈
（
多
い
）

三
厘
〇
五
四
八
」
と
記
し
て
い
る
。 

東
西
方
向
に
つ
い
て
は
皺
の
た
め
、
最
初
の
□
は
一
、

二
、
三
の
い
ず
れ
か
判
断
し
が
た
い
。
あ
と
の
□
も
同
様

に
七
と
八
の
間
に
数
字
が
あ
る
の
か
判
断
で
き
な
い
。「
編
」

も
不
詳
で
あ
る
。 

図 15 『自南新堀二町目至浜御殿下図』の上半分に加筆         

                  

図 16  図 15 の上部左側部分を拡大                  

○ア 印

し 

○松 印

し 

図 16 該当部分    

図 17 該当部分    
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前
日
の
十
六
日
に
測
量
し
た
こ
の
下
図
の
下
半
分
の
画

像
は
掲
載
し
な
か
っ
た
が
、

○セ
印
と

○松
印
間
の
南
北
方

向
と
東
西
方
向
の
地
図
上
の
長
さ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。 

 

正
北 

六
寸
三
分
九

リ
（
厘
）

九
八
二
〇 

推
歩

図

合 

正
東
一
尺
〇
〇
三
厘
〇 

推
歩
一
尺
〇
〇
六
リ
八
六
八
四 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図
縮
三
リ
八
六
八
四 

南
北
方
向
は
事
前
の
「
推
歩
」
の
結
果
と
作
図
作
業
の

結
果
が
「
合
」（
一
致
）
し
た
と
記
し
て
い
る
。
東
西
方
向

に
つ
い
て
は
、
計
算
値
よ
り
も
作
図
作
業
の
結
果
が
「
図

縮(

短
い)

三
厘
八
六
八
四
」
と
な
っ
た
。 

墨
書
さ
れ
た
地
理
情
報
に
朱
字
で
さ
ら
に
追
加
や
修
正

を
加
え
て
い
る
点
も
『
元
石
川
島
下
図
』
と
異
な
る
点
で

あ
る
。
図
17
は
上
部
右
側
の
朱
枠
部
分
を
拡
大
し
た
も
の

で
あ
る
。
朱
枠
の
新
川
三
之
橋
の
部
分
で
は
、
新
川
の
両

側
に
「
四
日
市
町
通
リ
」「
南
銀
町
通
リ
」
と
朱
書
し
、「
本

銀
町
二
町
目
」
の
「
本
」
の
上
か
ら
「
南
」
と
朱
書
し
て

訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
「
豊
海
橋
」
を
「
豊
渡
橋
」
と
誤

記
し
た
個
所
で
も
「
海
」
と
朱
書
訂
正
し
、「
俗
御
留
橋
」

と
俗
称
を
書
き
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
完
成
図
で
あ
る
図

11
に
「
俗
曰
御
留
橋
」
と
反
映
さ
れ
た
。 

な
お
、
隅
田
川
対
岸
の
「
深
川
熊
井
町
火
之
見
」
に
向

か
っ
て
、
元
石
川
島
か
ら
四
本
、
陸
地
側
か
ら
五
本
の
交

会
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
一
点
に
収
束
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。 

 

図
１８
は
こ
の
下
図
の
裏
面
に
表
面
の
描
画
範
囲
を
記

載
し
た
部
分
で
あ
る
。
文
化
庁
に
よ
る
国
宝
の
資
料
名
『
自

南
新
堀
二
町
目
至
浜
御
殿
下
図
』
は
正
確
さ
に
欠
け
る
。 

 

  

 
 

          

               

     

           

        

図 18                   

図 17  図 15 の上部右側部分を拡大、加筆                   
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「
伊
能
忠
敬
測
量
隊
の
足
跡
を
た
ど
る
」
連
載
第
三
十
五
回 

 
 
 
 

伊
能
忠
敬
銅
像
報
告
書
「
伊
能
忠
敬
の
足
跡
」
の
改
訂
増
補
版 

 
 
 
 

監
修 

渡
辺
一
郎  

 
 
 

編
著 

井
上
辰
男 

【
第
九
次
測
量
】 

（
伊
豆
七
島
） 

 

江
戸
～
下
田
～
八
丈
島
～
三
宅
島 

 
 

自  

文
化
１
２
年
４
月
２
７
日   

至 

文
化
１
２
年
７
月
２
１
日 

 

宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

文
化
１
２
年
４
月 

（
１
８
１
５
）

中
飯
　

品
川
駅

東
京
都
品
川
区

池
田
屋
文
左
衛
門

九
〇

（
６
．
　
４
）

神
奈
川
宿

神
奈
川
県
横
浜
市

　
　
　
　
神
奈
川
区

角
蔦
屋
善
左
衛
門

九
三

２
８

 

（
　
　
　
５
）

藤
沢
宿

　
同
　
　
藤
沢
市

吉
田
屋
仁
兵
衛

神
奈
川
駅
出
立
。
程
ヶ
谷
（
小
休
）
、
相
州
戸
塚
駅

（
中
飯
）
、
藤
沢
駅
着
。

九
三

２
９

 

（
　
　
　
６
）

小
田
原
城
下

　
同
　
　
小
田
原
市

本
陣
清
水
彦
十
郎

藤
沢
駅
出
立
。
馬
入
川
（
舟
渡
）
、
平
塚
駅
（
小

休
）
、
大
磯
宿
（
中
食
）
、
酒
匂
川
（
歩
行
渡
）
、
小

田
原
城
下
小
田
原
駅
着
。

九
九

中
食
　

箱
根
駅

　
同
　
　
箱
根
町

笹
屋
三
右
衛
門

九
九

 

（
　
　
　
７
）

三
島
宿

静
岡
県
三
島
市

勢
子
（
世
古
）
六
太
夫

一
〇
一

文
化
１
２
年
５
月

　
１

（
６
．
　
８
）

三
島
宿

静
岡
県
三
島
市

勢
子
（
世
古
）
六
太
夫

天
気
相
不
宣
、
同
所
滞
留
。

一
〇
一

　
　
　
２-

１

 

（
　
　
　
９
）

四
日
町
村

同
　
伊
豆
の
国
市

百
姓
善
兵
衛

百
姓
吉
右
衛
門

今
日
よ
り
測
量
御
用
始
。
三
嶋
宿
出
立
。
東
海
道
三
島

宿
制
札
始
め
、
下
田
街
道
測
量
。
東
街
道
丑
年
と
重

測
、
三
島
明
神
鳥
居
繋
。
そ
れ
よ
り
神
前
迄
打
込
、
豆

州
一
ノ
宮
、
式
内
伊
豆
三
島
神
社
、
俗
称
三
島
大
明

神
。
従
夫
往
還
に
戻
り
て
三
島
明
神
鳥
居
左
柱
よ
り
、

天
城
通
下
田
道
測
量
、
ヤ
印
迄
測
。
従
是
式
内
神
社
へ

打
上
げ
、
式
内
楊
原
神
社
。
ヤ
印
始
め
、
三
島
宿
内
二

日
町
、
右
畑
中
マ
ド
ロ
ミ
稲
荷
社
、
左
引
込
見
え
掛

り
、
谷
田
村
内
式
内
石
床
神
社
、
中
村
字
向
原
、
左
手

無
地
蔵
堂
、
中
島
村
、
大
場
川
、
大
場
村
、
根
府
川
道

追
分
石
碑
繋
迄
測
る
。
間
宮
村
、
肥
田
村
、
八
ッ
橋

川
、
左
引
込
、
仁
田
村
内
に
仁
田
四
郎
子
孫
有
。

一
〇
一

２
７

江
戸
出
立
。
伊
豆
国
附
島
々
、
並
地
方
海
辺
街
道
為
測

量
御
用
。
従
江
都
三
嶋
駅
迄
無
測
量
。
品
川
駅
中
飯
、

浅
草
御
役
所
・
亀
嶋
御
用
所
と
も
見
送
衆
中
送
別
後
、

六
郷
川
（
舟
渡
）
、
川
崎
宿
、
神
奈
川
宿
着
。

３
０

小
田
原
宿
出
立
。
湯
本
畑
宿
（
立
場
）
、
箱
根
峠
御
関

所
、
箱
根
駅
（
中
食
）
、
峠
界
伊
豆
国
、
山
中
、
笹

原
、
三
ッ
屋
、
塚
原
、
今
並
坂
、
一
ノ
山
、
右
三
島
大

明
神
社
、
三
嶋
宿
着
。
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

　
　
　
２-

２

 

（
　
　
　
９
）

四
日
町
村

同
　
伊
豆
の
国
市

百
姓
善
兵
衛

百
姓
吉
右
衛
門

肥
田
村
地
内
日
守
新
田
（
是
は
狩
野
川
の
向
、
駿
河
国

駿
東
郡
日
守
村
よ
り
出
作
）
、
原
木
村
、
左
引
込
式
内

荒
木
神
社
、
三
給
四
日
町
村
（
四
日
町
村
、
寺
家
村
、

中
条
村
、
三
村
を
世
に
北
条
と
い
う
）
、
三
給
四
日
町

村
内
韮
山
道
追
分
に
て
街
道
打
止
め
終
る
。
是
よ
り
韮

山
道
陣
屋
元
迄
打
込
。
右
畑
中
、
四
日
町
村
内
蛭
ヶ
小

島
旧
跡
碑
有
、
遠
測
。
土
手
和
田
村
、
山
木
村
、
右
引

込
韮
山
古
城
（
麗
に
陣
屋
有
。
韮
山
と
い
う
）
、
金
谷

村
、
即
、
韮
山
陣
屋
門
前
に
至
打
止
め
終
る
。
そ
れ
よ

り
無
測
、
四
日
町
村
へ
帰
着
。

一
〇
一

昼
休
　

大
人
村

同
　
伊
豆
の
国
市

庄
屋
六
左
衛
門

一
〇
一

 

（
　
　
１
０
）

本
立
野
村

同
　
　
　
伊
豆
市

川
口
屋
長
右
衛
門

一
〇
一

昼
休
　

青
羽
根
村
字
出
口

同
　
　
　
伊
豆
市

名
主
弥
右
衛
門

一
〇
一

 

（
　
　
１
１
）

門
野
原
村

同
　
　
　
伊
豆
市

名
主
善
右
衛
門

一
〇
一

　
４

本
立
野
村
出
立
。
同
所
止
宿
前
始
め
、
大
平
村
、
松
ヶ

瀬
村
、
深
沢
川
（
石
橋
）
、
多
津
川
（
土
橋
）
、
本
柿

木
村
、
青
羽
根
村
、
樋
之
沢
川
、
字
樋
之
沢
、
字
出
口

（
昼
休
）
、
下
船
原
村
字
堂
之
前
、
船
原
川
（
仮

橋
）
、
月
ヶ
瀬
村
字
宿
、
小
戸
川
、
門
野
原
村
、
本
村

測
処
打
止
め
終
る
。
恒
星
測
定

　
３

四
日
町
村
出
立
。
同
処
止
宿
前
よ
り
、
右
横
町
引
込
旧

跡
（
古
城
跡
）
、
又
同
所
千
貫
石
（
高
八
尺
周
二
十
間

斗
）
、
又
同
所
七
ッ
石
（
昔
時
北
条
時
政
居
所
と
い

う
）
、
又
従
是
引
込
江
間
村
内
に
北
条
寺
と
い
う
有

（
狩
野
川
向
な
り
）
、
寺
家
村
、
右
引
込
旧
跡
（
御
所

跡
並
御
産
井
有
。
政
子
御
前
御
産
所
と
い
う
）
、
右
引

込
天
守
山
頂
北
条
郷
の
鎮
守
八
幡
宮
有
、
中
条
村
、
右

見
渡
小
山
裾
に
古
奈
村
に
陣
屋
在
、
同
所
字
古
奈
湯
と

い
う
温
泉
あ
り
、
南
条
村
、
左
伊
東
道
追
分
有
、
右
狩

野
川
渡
舟
場
（
三
津
村
行
追
分
也
）
、
左
稲
荷
社
、
字

横
山
坂
、
守
木
村
、
左
地
蔵
堂
、
守
木
村
、
左
谷
間
引

込
田
京
村
内
下
総
野
府
台
総
寧
寺
末
禅
宗
長
谷
山
蔵
雲

寺
在
、
白
山
堂
村
、
御
門
村
、
田
京
村
、
（
宗
光
寺
村

よ
り
田
京
村
迄
五
ヶ
村
を
田
中
郷
と
い
う
）
、
字
大

庭
、
字
西
川
戸
、
右
式
内
楊
原
神
社
（
深
沢
大
明
神
と

称
。
社
後
に
楠
の
大
木
有
り
。
三
福
村
、
深
沢
川
（
板

橋
）
、
吉
田
村
、
大
人
村
（
昼
休
）
、
左
大
見
街
道
追

分
、
左
名
所
水
昌
山
、
狩
野
川
（
舟
渡
。
川
中
央

界
）
、
瓜
生
野
村
、
下
修
善
寺
村
、
左
狩
野
川
（
中
に

島
有
）
、
修
善
寺
川
、
小
立
野
村
、
本
立
野
村
、
左
狩

野
川
舟
場
有
（
字
遠
藤
渡
と
い
う
）
、
止
宿
前
測
処
修

善
寺
道
追
分
に
立
印
を
残
す
。
是
よ
り
修
善
寺
村
温
泉

へ
打
上
。
越
路
坂
峠
、
君
津
郡
修
善
寺
村
（
字
南
、
字

湯
場
、
左
湯
台
有
）
、
右
修
善
寺
門
前
打
止
終
る
。
遠

州
石
雲
院
末
曹
洞
宗
福
地
山
修
善
寺
。
左
引
込
、
頼
家

卿
の
御
廟
在
。
本
立
野
村
へ
帰
着
。
恒
星
測
定
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

　
５

 

（
　
　
１
２
）

字
茅
野
新
田

同
　
　
　
伊
豆
市

百
姓
三
郎
左
衛
門

百
姓
利
兵
衛

門
野
原
村
出
立
。
同
所
測
所
始
め
、
沢
尻
川
（
板

橋
）
、
此
内
坂
沢
橋
（
長
五
間
半
、
其
余
は
飛
石
渡

り
。
川
中
央
界
）
、
市
山
村
、
根
木
沢
川
、
字
イ
カ

畑
、
字
ス
ノ
コ
橋
、
字
宿
（
駅
場
）
、
左
八
幡
宮
在
、

字
大
滝
（
右
道
下
へ
落
滝
あ
り
）
、
左
御
用
炭
を
集
会

所
、
字
車
場
坂
、
猿
橋
川
、
字
滝
之
尻
、
木
戸
際
（
飛

石
渡
り
）
、
字
茅
野
新
田
止
宿
測
処
迄
測
る
。
是
よ
り

仕
越
。
天
城
山
中
字
出
水
打
止
め
出
印
終
る
。
そ
れ
よ

り
戻
り
字
茅
野
新
田
へ
着
。
恒
星
測
定

一
〇
一

　
６

 

（
　
　
１
３
）

梨
本
村
馬
次
場

同
　
　
　
河
津
町

本
陣
善
左
衛
門

名
主
仙
蔵

同
村
内
天
城
山
中
字
出
水
、
昨
日
打
止
め
出
印
始
め
、

樹
木
茂
屈
曲
坂
道
、
左
御
用
炭
焼
場
（
字
大
川
端
）
、

狩
野
川
（
土
橋
）
、
瀬
戸
沢
川
（
仮
橋
）
、
又
同
川
を

渡
る
。
又
同
川
本
橋
を
渡
る
。
又
同
川
飛
石
渡
り
、
小

川
両
度
渡
る
。
唐
沢
川
（
小
流
三
度
渡
）
、
是
よ
り
天

城
峠
に
至
る
。
則
、
頂
上
郡
界
。
加
茂
郡
梨
本
村
（
郡

界
迄
測
）
、
樹
木
繁
茂
雲
霧
深
し
、
峠
に
至
り
中
飯
。

唐
沢
川
（
小
流
五
度
渡
）
、
天
城
川
（
河
津
川
上

流
）
、
字
水
垂
沢
、
右
庖
瘡
神
小
社
、
字
大
畑
、
小
流

を
渡
、
奥
原
川
（
ス
ノ
コ
橋
）
、
左
河
津
川
筋
、
河
津

川
道
追
分
、
御
用
杭
建
置
迄
測
る
。
河
津
川
大
渡
場
橋

手
前
、
大
鍋
村
界
打
止
め
止
印
終
る
。

一
〇
二

昼
休
　

北
野
沢
村
馬
次
場

同
　
　
　
下
田
市

百
姓
惣
兵
衛

一
〇
二

 

（
　
　
１
４
）

箕
作
村

同
　
　
　
下
田
市

曹
洞
宗
稲
沢
山
竜
巣
院

一
〇
二

　
８-

１

昼
休
　

蓮
台
寺
村

同
　
　
　
下
田
市

名
主
儀
右
衛
門

箕
作
村
出
立
。
同
所
止
宿
前
よ
り
始
め
、
右
山
中
腹
稲

生
沢
川
向
関
戸
播
摩
守
墓
所
あ
り
、
右
同
川
向
古
城

跡
、
字
数
沢
、
左
小
山
頂
米
山
薬
師
堂
（
日
本
三
所
の

薬
師
と
い
う
）
、
落
合
村
、
落
合
川
（
土
橋
）
、
字
長

瀬
、
河
内
村
、
稲
生
沢
川
、
字
満
昌
、
字
志
戸
、
字
松

王
、
字
入
沢
（
左
川
向
也
）
、
字
数
栗
、
字
湯
原
、
立

野
村
立
印
迄
測
る
。
従
是
蓮
台
寺
村
温
泉
へ
打
上
。
大

沢
川
（
二
度
渡
）
、
蓮
台
寺
村
字
藤
原
、
右
山
際
に
陣

屋
有
、
当
村
内
湯
壷
二
ヶ
所
、
右
曹
洞
宗
曹
洞
院
末
湯

谷
山
広
台
寺
門
前
に
打
止
め
終
る
。
昼
休
。
又
立
野
村

立
印
始
め
、
稲
生
沢
川
（
此
辺
よ
り
下
田
町
迄
小
舟
の

通
舟
あ
り
）
、
左
右
町
並
家
続
、
同
村
内
字
中
野
瀬
、

本
郷
村
字
高
馬
、
右
引
込
式
内
高
麻
神
社
（
別
当
修
検

竜
蔵
院
）

一
〇
二

　
７

梨
本
村
出
立
。
大
鍋
村
、
河
津
川
大
渡
場
橋
前
、
昨
日

打
止
め
止
印
始
、
大
渡
場
橋
、
大
鍋
川
（
小
渡
橋
）
、

小
鍋
村
（
小
鍋
橋
）
、
字
小
鍋
坂
、
茅
チ
原
野
村
、
新

須
郷
村
、
本
須
郷
村
枝
坂
戸
分
、
八
木
山
川
、
字
八
木

山
、
北
野
沢
村
、
馬
次
場
（
昼
休
）
、
箕
作
村
測
所
打

止
め
終
る
。
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

　
８-

２

 
（
　
　
１
５
）

下
田
町
字
大
工
町

同
　
　
　
下
田
市

浦
役
森
屋
七
右
衛
門

道
家
八
郎
左
衛
門

字
街
道
、
字
門
脇
、
左
田
中
に
波
布
大
明
神
社
有
（
式

内
）
、
右
曹
洞
宗
福
泉
寺
、
鋪
根
川
（
石
橋
）
、
岡
方

村
、
下
田
町
字
新
田
町
、
右
引
込
稲
田
寺
、
字
殿
小

路
、
右
引
込
浄
土
宗
海
善
寺
、
三
印
を
残
す
。
是
従
八

幡
宮
打
上
げ
、
社
前
迄
測
る
。
又
三
印
始
、
左
連
尺

町
、
右
町
店
町
、
片
側
持
、
柿
崎
道
追
分
五
印
を
残

す
。
字
長
屋
町
、
左
制
札
、
字
中
原
町
・
字
原
町
四
辻

四
印
を
残
す
。
従
是
旧
測
処
打
上
げ
。
右
側
伊
勢
町
、

左
側
弥
次
田
町
、
片
持
、
曲
辻
大
加
茂
道
追
分
加
印
を

残
す
。
弥
次
田
町
旧
年
の
止
宿
、
長
野
長
左
衛
門
宅
測

所
に
繋
ぐ
（
此
家
其
後
度
々
火
災
あ
り
。
依
之
小
家
と

成
る
。
測
処
跡
井
戸
也
）
。
又
原
町
四
印
始
め
、
大
工

町
、
此
度
の
止
宿
測
処
前
迄
測
る
、
坂
下
川
、
坂
下
橋

向
て
右
欄
干
に
繋
ぎ
サ
印
打
止
め
終
る
。
此
川
筋
引

込
、
川
向
山
下
に
法
華
宗
法
順
山
了
仙
寺
有
り
。
是
よ

り
八
丈
島
渡
海
風
待
中
測
量
す
。

一
〇
二

昼
休
　

吉
佐
見
村
字
入
田

同
　
　
　
下
田
市

名
主
十
右
衛
門

一
〇
二

 

（
　
　
１
６
）

下
田
町
字
大
工
町

同
　
　
　
下
田
市

浦
役
森
屋
七
右
衛
門

道
家
八
郎
左
衛
門

一
〇
二

１
０

 

中
飯
共

（
　
　
１
７
）

同

同

同

乗
船
出
宅
。
同
所
滞
留
測
。
吉
佐
美
村
、
昨
日
打
止
め

キ
印
始
め
、
沿
海
測
量
。
岡
方
村
、
枝
鍋
田
、
下
田
町

地
内
字
大
浦
に
大
印
を
残
す
。
従
是
下
田
下
町
へ
山
越

横
切
、
八
日
打
止
め
坂
下
橋
欄
干
サ
印
に
繋
ぐ
。
是
よ

り
止
宿
に
至
中
飯
後
又
始
。
字
大
浦
大
印
始
め
、
赤
根

島
渡
口
至
ア
印
を
残
す
。
従
是
赤
根
鳥
へ
渡
。
赤
根
島

一
周
測
。
従
是
犬
走
島
へ
渡
。
町
見
梵
天
よ
り
始
め
、

犬
走
島
一
周
測
。
従
夫
乗
舟
、
又
地
方
残
ア
印
始
め
、

同
所
金
島
遠
測
。
カ
印
を
残
す
迄
測
る
。
従
是
坂
下
川

尻
打
上
げ
測
量
。
左
山
添
に
浦
賀
出
張
御
番
所
あ
り
。

坂
下
川
尻
板
橋
、
坂
下
橋
欄
干
に
繋
ぐ
。
又
坂
下
川
尻

カ
印
始
め
、
稲
生
沢
川
尻
渡
、
沿
海
打
止
め
イ
印
を
残

し
終
る
。
そ
れ
よ
り
帰
宿
。
恒
星
測
定

一
〇
二

　
９

同
所
滞
留
之
測
。
昨
日
打
止
め
残
し
加
印
始
め
、
大
加

茂
道
測
量
。
岡
方
村
、
右
真
言
宗
宝
光
院
、
右
制
札
、

坂
下
川
を
渡
る
。
字
折
戸
坂
、
字
鍋
田
坂
、
此
辺
道
筋

左
右
岩
石
の
切
通
し
也
、
字
白
坂
、
吉
佐
見
村
、
枝
多

田
戸
、
多
田
戸
坂
、
亀
石
川
渡
る
、
字
入
田
、
海
辺
近

き
故
キ
印
を
残
す
（
昼
休
）
。
大
加
茂
川
、
左
引
込
大

加
茂
村
内
に
式
内
林
之
神
社
、
字
入
条
、
右
鎮
守
八
幡

宮
、
大
加
茂
川
尻
海
辺
砂
浜
に
出
る
。
字
キ
サ
美
浜
。

従
是
下
田
の
方
へ
向
、
左
山
沿
海
測
量
。
（
右
三
町
計

離
）
鶴
島
、
右
木
所
崎
一
周
（
見
切
り
）
、
字
入
田

浜
、
左
横
物
前
に
残
置
、
街
道
に
至
て
キ
印
に
繋
、
字

名
古
崎
、
字
多
田
戸
浦
、
大
雨
故
同
所
打
止
め
、
ヤ
印

建
置
終
る
。
そ
れ
よ
り
乗
船
下
田
町
へ
帰
宿
。
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

昼
休
　

白
浜
村
字
上
之
山

同
　
　
　
下
田
市

名
主
平
右
衛
門

一
〇
二

 

（
　
　
１
８
）

下
田
町
字
大
工
町

同
　
　
　
下
田
市

浦
役
森
屋
七
右
衛
門

道
家
八
郎
左
衛
門

一
〇
二

１
２

 

（
　
　
１
９
）

同

同

同

同
所
滞
留
測
。
洲
崎
村
昨
日
打
止
赤
印
始
（
柿
崎
よ
り

洲
崎
迄
惣
名
広
浦
と
い
う
）
、
字
洲
崎
、
恵
比
須
島
渡

口
迄
測
る
。
恵
比
須
島
（
十
文
字
引
）
一
周
測
（
此
処

豆
州
第
一
の
出
鼻
）
。
そ
れ
よ
り
洲
崎
村
人
家
前
打
止

め
、
御
用
杭
を
建
置
く
。
舟
掛
湊
、
同
所
中
飯
後
乗

舟
、
帰
宿
。

一
〇
二

１
３

 

（
　
　
２
０
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。
此
日
同
所
相
ノ
山
頂
に
至
、
此
峯
遠

測
在
。
島
々
測
遠
す
。
帰
宿
。

一
〇
二

１
４

 

（
　
　
２
１
）

同

同

同

晴
曇
南
風
。
同
所
風
待
滞
留
。

一
〇
二

１
５

 

（
　
　
２
２
）

同

同

同

曇
天
南
風
。
同
所
風
待
滞
留
。

一
〇
二

１
６

 

（
　
　
２
３
）

同

同

同

晴
天
東
南
風
。
同
所
風
待
滞
留
。

一
〇
二

１
７

 

（
　
　
２
４
）

同

同

同

晴
天
東
南
風
。
同
所
風
待
滞
留
。

一
〇
二

１
８

 

（
　
　
２
５
）

三
宅
島

東
京
都
三
宅
村

船
中
泊

昨
夜
よ
り
北
風
強
今
朝
北
風
烈
。
同
所
出
帆
。
中
開
き

帆
三
百
石
積
観
音
丸
。
舟
頭
楫
取
水
主
六
人
（
増
水
主

共
）
。
藺
灘
波
島
へ
向
て
走
、
上
下
九
人
乗
船
（
坂
部

僕
江
戸
へ
戻
す
）
。
舟
路
大
島
左
に
離
れ
、
そ
れ
よ
り

利
島
を
左
り
、
新
島
を
左
、
地
内
島
、
式
根
島
を
右
、

そ
れ
よ
り
神
津
島
、
恩
馳
島
沖
よ
り
右
に
三
宅
島
、
三

本
竹
島
よ
り
御
倉
島
沖
、
終
夜
走
、
藺
灘
波
沖
に
至
、

翌
十
九
日
未
明
逆
風
に
成
、
そ
れ
よ
り
引
返
、
三
宅
島

へ
着
船
。
四
ッ
時
頃
上
陸
す
。
大
洋
中
東
方
へ
汐
行

強
。
但
、
八
丈
島
へ
不
屈
。

一
〇
四

１
１

同
所
滞
留
之
測
。
下
田
町
内
当
月
八
日
残
五
印
始
め
、

白
山
道
測
量
。
稲
生
沢
川
渡
り
川
印
を
残
す
。
従
是
白

浜
道
を
行
、
左
側
斗
柿
崎
村
、
左
引
込
石
尊
之
社
、
右

左 

柿
崎
村
、
海
辺
字
武
之
浜
出
て
武
印
を
残
す
。
又

下
田
町
地
内
川
印
に
帰
り
て
始
め
、
稲
生
沢
川
筋
を

行
、
左
舟
を
造
る
小
屋
在
、
字
鵜
島
と
い
う
。
川
尻
に

至
て
昨
日
引
渡
し
置
く
海
辺
打
止
め
梵
天
イ
印
に
繋

ぐ
。
従
是
沿
海
測
量
。
波
戸
鼻
町
見
幟
に
繋
ぐ
。
柿
崎

村
字
武
之
浜
、
先
に
残
す
武
印
に
繋
ぐ
。
従
是
海
辺
と

道
と
両
用
。
字
間
戸
浜
白
浜
道
追
分
マ
印
を
残
す
。
従

是
白
浜
道
を
横
切
測
量
。
字
西
久
保
坂
、
字
上
之
山

（
昼
休
）
、
白
浜
村
字
坂
ノ
波
海
辺
白
浜
に
出
て
打
止

め
。
白
浜
横
切
終
る
。
測
量
御
用
抗
を
残
す
。
又
柿
崎

村
字
間
戸
浜
間
印
に
帰
り
始
め
、
沿
海
測
量
。
ピ
シ
ャ

コ
島
一
周
測
（
遠
測
）
、
渡
口
迄
沿
海
測
。
十
文
字
に

引
ロ
印
を
残
置
く
。
鷺
島
一
周
測
。
同
島
内
弁
天
社
あ

り
。
字
浜
之
庄
、
字
腰
掛
、
（
右
三
十
間
斗
離
）
一
本

松
島
（
一
周
測
。
遠
測
）
、
洲
崎
村
字
赤
崎
沿
海
打
止

め
赤
印
に
終
る
。
そ
れ
よ
り
乗
舟
帰
宿
。
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
９

 

（
　
　
２
６
）

同 
 
 

伊
ケ
谷
村
内
前
浜

同

村
会
所

笹
本
新
兵
衛
姉
宅

逆
風
。
乗
舟
中
。
朝
迄
順
風
走
る
所
、
後
逆
と
成
、
藺

灘
波
島
沖
よ
り
引
返
、
七
島
の
内
三
宅
島
伊
ヶ
谷
村
前

浜
へ
着
岸
。
上
陸
同
村
に
止
宿
。
但
乗
船
は
陸
へ
引
上

げ
置
。
湊
無
し
。
当
島
迄
下
田
湊
よ
り
海
路
二
十
六
里

と
い
い
伝
。

一
〇
四

２
０

 

（
　
　
２
７
）

同

同

同

同
所
滞
留
之
測
（
今
日
よ
り
島
測
量
御
用
始
）
。
三
宅

島
伊
ヶ
谷
村
内
村
会
所
止
宿
測
所
前
、
谷
印
よ
り
始

め
、
沿
海
右
山
周
測
量
。
右
止
宿
会
所
。
当
島
に
て
字

陣
屋
元
と
唱
、
同
所
舟
置
場
。
右
小
入
江
有
、
字
無

し
。
字
小
ナ
ブ
、
右
山
の
中
腹
后
大
明
神
社
、
同
所
此

度
の
御
用
舟
引
上
げ
置
岡
あ
り
）
、
字
大
舟
戸
浜
、
字

伊
戸
之
尻
、
字
鎌
ツ
ブ
レ
、
字
平
山
沢
、
す
べ
て
大
険

岨
巌
石
尖
然
た
り
。
伊
豆
村
（
当
村
内
、
古
き
薬
師
堂

有
）
、
字
元
ジ
メ
之
浜
、
字
ケ
ン
ガ
落
、
字
松
ヶ
下
、

字
和
泉
崎
、
字
釜
ノ
庭
、
字
倉
沢
、
小
流
川
尻
渡
、
伊

豆
川
尻
、
字
ハ
シ
ヤ
崎
、
字
赤
ゲ
ン
崎
（
同
所
小
舟
大

舟
置
場
。
小
石
原
）
。
山
上
の
字
赤
返
し
沢
、
字
ダ
イ

ボ
之
浜
、
字
小
鳥
之
鼻
、
字
取
鳥
出
鼻
、
字
姉
ヶ
潟
浦

（
同
所
野
中
飯
）
、
字
ハ
ン
ベ
之
浜
、
字
若
鼻
、
字
大

久
保
浜
（
大
舟
小
舟
引
上
げ
置
砂
利
浜
あ
り
）
、
右
岡

上
柿
之
宮
、
字
白
滝
沢
、
字
サ
ト
コ
鼻
、
字
ナ
コ
浜
、

字
坂
田
、
字
横
浜
、
神
着
村
字
大
崎
沢
（
海
岸
焼

岩
）
、
字
マ
ナ
ド
リ
鼻
、
沿
海
打
止
め
マ
印
を
残
し
終

る
。
そ
れ
よ
り
無
測
、
大
崎
沢
を
打
越
、
伊
豆
村
通
り

伊
ヶ
谷
村
止
宿
に
着
す
。
恒
星
測
定

一
〇
四

２
１

 

（
　
　
２
８
）

藺
灘
波
島

同
　
　
御
蔵
島
村

船
中
泊

順
風
出
、
三
宅
島
伊
ヶ
谷
村
内
前
浜
出
帆
（
八
丈
島
へ

渡
海
）
。
大
洋
海
路
三
倉
島
左
、
藺
灘
波
島
右
に
し
て

凡
大
灘
三
十
里
計
、
此
大
洋
東
汐
之
急
流
如
山
、
七
八

里
流
。
所
謂
黒
瀬
川
の
急
流
筋
二
ヶ
所
乗
抜
、
終
夜
大

洋
順
風
走
る
事
又
三
十
里
計
。

一
〇
四

２
２

 

（
　
　
２
９
）

八
丈
島 

大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

北
風
。
前
日
よ
り
乗
舟
中
霧
晴
、
遥
に
八
丈
島
を
見

掛
。
又
五
里
計
走
煙
を
上
げ
、
貝
を
吹
き
島
人
に
告

之
、
迎
舟
来
引
舟
し
て
湊
に
入
る
。
都
て
岩
石
多
し
。

八
丈
島
内
三
ッ
根
村
湊
字
神
浦
よ
り
上
陸
（
一
同
安

着
）
。
当
島
浦
舟
掛
無
、
す
べ
て
大
巌
石
。
依
之
平
岩

上
よ
り
舟
を
陸
へ
引
上
げ
置
く
。
可
恐
お
そ
る
べ
き
絶

海
之
孤
島
也
。
そ
れ
よ
り
村
役
人
案
内
同
村
へ
十
町
計

行
て
、
中
飯
後
陸
地
平
道
一
里
計
行
、
大
賀
郷
陣
屋
に

至
り
一
同
止
宿
。

一
〇
五

２
３

 

（
　
　
３
０
）

同

同

同

雨
天
に
付
滞
留
。

一
〇
五

２
４

（
７
． 

 

１
）

同

同

同

終
日
風
雨
。
同
所
滞
留
。
当
陣
屋
御
用
八
丈
島
織
染
屋

等
あ
り
。

一
〇
五

２
５

（
　
　 

 

２
）

同

同

同

終
日
雨
天
。
折
々
雷
鳴
。
同
所
滞
留
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

同
所
滞
留
之
測
。
伊
豆
国
付
加
茂
郡
八
丈
島
内
大
賀
郷

陣
屋
元
止
宿
測
処
よ
り
始
め
、
海
辺
打
下
げ
測
量
。
大

賀
郷
家
数
二
百
三
十
九
軒
、
外
、
浮
田
流
人
小
屋
七

軒
、
寺
院
二
軒
、
流
罪
人
家
十
六
軒
。
右
三
ッ
根
、
左

海
辺
道
追
分
に
至
大
印
を
残
置
。
従
是
海
辺
へ
向
、
道

筋
打
下
測
量
。
右
浄
土
宗
隷
下
田
海
善
寺
海
雲
山
長
楽

寺
、
当
島
寺
院
宗
門
に
拘
わ
ら
ず
肉
食
妻
体
（
帯
）

也
。
字
ケ
ゲ
ン
坂
、
字
前
崎
、
左
御
舟
置
場
、
御
舟
六

百
石
積
二
艘
。
右
岡
上
大
神
宮
社
、
右
松
林
の
内
御
舟

庫
（
遠
測
）
、
字
前
崎
浜
至
前
印
を
建
置
（
海
岸
打
下

げ
終
る
。
但
、
是
は
当
島
一
周
の
印
）
。
従
是
沿
海
右

山
周
測
量
。
石
浜
を
行
。
同
所
御
舟
下
ろ
し
場
、
字
ヲ

エ
ン
崎
、
字
ヤ
イ
ネ
ツ
ロ
（
同
所
入
江
奥
迄
五
十
間

計
、
巾
十
五
間
計
岩
石
よ
り
舟
出
入
引
上
場
有
。
島
中

両
湊
の
内
当
村
の
湊
字
ヤ
イ
ネ
と
い
う
）
、
す
べ
て
当

島
小
字
、
和
漢
蘭
語
之
混
乱
に
異
す
。

字
ヤ
ゲ
ン
ヶ
原
、
字
ヤ
ゲ
ン
ヶ
鼻
（
此
辺
尖
巌
焼
岩
多

し
。
慶
長
年
中
西
山
燃
出
、
海
岸
へ
焼
崩
る
と
土
人
の

伝
説
在
り
）
、
字
ミ
ナ
ギ
ネ
浦
、
左
沖
に
大
ワ
タ
ド
ヶ

根
（
遠
測
周
三
十
間
斗
。
尖
岩
也
）
。
（
当
島
の
方

言
、
石
の
事
を
カ
ナ
と
い
い
瀬
の
こ
と
を
根
と
い
う
。

平
磯
を
カ
タ
と
い
う
。
岩
の
悪
し
き
上
り
下
り
の
と
こ

ろ
を
ヤ
セ
と
い
う
）
。
字
長
崎
鼻
、
字
大
平
、
字
シ
ユ

シ
ヨ
ケ
鼻
（
此
辺
海
底
遠
浅
焼
転
音
。
大
浪
に
連
れ
其

響
あ
た
か
も
繋
雷
の
如
し
）
、
字
大
潟
浦
、
字
舟
戸
ヶ

崎
、
字
ナ
ン
バ
ラ
、
字
マ
チ
ビ
ネ
鼻
、
字
ツ
ガ
イ
ヶ

浦
、
字
ス
ス
ソ
ヤ
ツ
、
字
牛
喰
ガ
タ
、
字
ヤ
セ
、
字
大

田
ヶ
ヤ
セ
（
同
所
野
中
飯
）
、
字
舟
着
ヶ
鼻
、
字
鮫
入

鼻
、
字
ミ
ハ
ラ
鼻
、
字
中
之
江
字
ヲ
ソ
ミ
ヶ
ヤ
セ
、
此

辺
西
山
裾
（
大
賀
郷
両
村
の
一
峯
也
。
其
形
駿
河
の
富

士
に
に
た
る
を
以
て
八
丈
富
士
と
い
う
。
又
甑
峯
と
も

称
す
）
、
字
ホ
ネ
ヶ
鼻
、
字
三
ッ
石
鼻
、
字
日
ノ
カ
タ

に
至
日
印
を
残
し
打
止
め
終
る
。
そ
れ
よ
り
海
辺
添
道

筋
無
測
。
大
賀
郷
陣
屋
帰
宿
。
恒
星
測
定

（
　
　 

 

４
）

同
　
　
大
賀
郷

同

陣
屋

同
所
滞
留
。
来
る
朔
日
日
食
に
付
無
測
。
種
々
御
用

調
。
太
陽
午
中
測
垂
揺
球
等
出
す
。
但
、
当
所
茂
木
多

東
方
見
晴
無
之
。

一
〇
五

　
【
支
隊
】

同
　
　
中
之
郷

同

永
井
、
箱
田
、
外
村
へ
場
所
見
立
に
行
。

一
〇
五

２
６

（
　
　 

 

３
）

八
丈
島 
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

一
〇
五

　
　
２
７
　
＊
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

昼
休
　

同
　
　
中
之
郷

同
　
　
八
丈
町

山
下
宗
十
郎

一
〇
五

（
　
　 

 

５
）

同
　 

 

末
吉
村

同
　
　
八
丈
町

庄
屋
市
十
郎

百
姓
岡
之
助

一
〇
五

２
９

（
　
　 

 

６
）

同
　 

 

末
吉
村

同
　
　
八
丈
町

庄
屋
市
十
郎

百
姓
岡
之
助

午
中
測
。
垂
球
有
。
末
吉
村
滞
留
。
測
所
東
方
見
晴
、

海
中
よ
り
日
光
見
渡
有
、
海
岸
出
鼻
山
頂
に
て
甚
吉
。

只
明
朔
の
天
晴
を
願
巳
。
恒
星
測
定

一
〇
五

文
化
１
２
年
６
月

　
１

（
７
．
　
７
）

八
丈
島 

大
賀
郷

東
京
都
八
丈
町

陣
屋

暁
よ
り
村
雲
。
日
光
に
雲
覆
。
同
処
滞
留
。
今
五
ッ
半

時
前
日
蝕
に
付
、
暁
天
一
同
測
所
出
勤
。
測
器
望
遠

鏡
、
象
限
儀
、
半
円
、
垂
球
等
出
之
。
未
明
よ
り
東
山

よ
り
村
雲
起
、
朝
五
ッ
時
頃
よ
り
日
光
不
見
、
四
ッ
時

迄
雲
覆
日
蝕
雲
中
に
止
む
。
依
之
同
所
午
時
迄
見
合
、

後
出
立
。
即
日
街
道
を
経
て
大
賀
郷
陣
屋
へ
一
同
帰

着
。

一
〇
五

　
２

（
　
　 

 

８
）

同
　 

三
根
村
字
外
道

同

百
姓
伝
之
助

百
姓
新
助

大
賀
郷
滞
留
之
測
。
岡
道
二
里
程
無
測
。
大
賀
郷
内
字

日
ノ
カ
タ
、
日
印
始
め
、
右
山
周
沿
海
測
量
。
難
所

（
大
絶
壁
黒
巌
）
浪
立
舟
不
寄
。
字
ナ
ヅ
マ
ダ
、
字
ク

ソ
カ
ネ
、
字
ク
ソ
カ
ネ
鼻
（
同
所
小
島
よ
り
測
遠
の
島

ク
印
を
建
置
く
）
、
字
大
越
鼻
、
左
沖
ヒ
ラ
エ
と
い
う

根
有
。
村
界
、
三
ッ
根
村
、
字
ヤ
シ
ョ
ウ
ケ
ヤ
セ
、
字

カ
ン
ヌ
シ
マ
、
字
メ
ツ
リ
カ
タ
、
字
ヨ
リ
キ
バ
メ
、
字

ヨ
コ
マ
ワ
、
字
コ
ウ
ラ
ケ
ヤ
セ
、
左
沖
コ
ウ
ラ
ヶ

根
、
、
字
シ
ョ
ウ
ヶ
ヤ
セ
、
字
高
石
ヶ
ヤ
セ
、
字
ツ
ク

ツ
子
、
字
中
根
、
字
シ
ヤ
ナ
之
浦
（
此
辺
総
て
大
険

阻
）
、
従
大
賀
郷
至
三
ッ
根
村
、
惣
名
永
郷
と
い
う
、

字
小
地
根
ヶ
浦
出
鼻
（
従
小
島
測
遠
の
為
、
此
所
に
小

印
を
建
置
く
）
、
字
ヲ
ヨ
ギ
ド
、
字
サ
イ
マ
ノ
キ
浦
、

字
赤
崎
、
字
藤
八
ヶ
ヤ
セ
、
字
大
潟
、
字
ヲ
ア
サ
ネ
、

字
ヲ
ク
ン
ジ
、
字
ヲ
レ
ク
ヒ
カ
ヤ
セ
、
左
沖
に
ヲ
レ
ク

ヒ
根
、
左
沖
に
ミ
ツ
カ
根
、
字
ミ
ツ
ガ
内
、
字
サ
メ
マ

マ
ヶ
上
、
沿
海
打
止
め
サ
印
に
終
る
。
そ
れ
よ
り
村
道

一
里
余
無
測
し
て
行
。
三
ッ
根
村
居
村
字
外
道
着
。

恒
星
測
定

一
〇
五

２
８

無
測
大
賀
郷
陣
屋
出
立
。
永
井
、
箱
田
、
末
吉
村
日
食

測
量
場
有
之
に
付
行
。
坂
部
、
門
谷
、
保
木
、
即
日

行
。
道
筋
街
道
山
坂
難
所
。
樫
立
村
小
休
。
中
之
郷
中

飯
。
そ
れ
よ
り
末
吉
村
に
至
る
。
東
方
見
晴
日
食
測
量

場
、
庄
屋
市
十
郎
前
。
垂
球
場
等
有
り
。
恒
星
測
定
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

　
３

（
　
　 

 

９
）

同
　 

三
根
村
字
外
道

同

百
姓
伝
之
助

百
姓
新
助

字
外
道
滞
留
之
測
。
村
道
一
里
余
無
測
行
。
三
ッ
根
村

内
字
サ
メ
マ
マ
ヶ
上
、
サ
印
始
、
右
山
沿
海
測
量
。
字

シ
ゴ
ロ
ウ
ガ
石
、
字
釜
之
尻
、
字
エ
イ
ガ
イ
リ
、
字
ト

ヲ
レ
カ
ナ
ド
、
字
ア
フ
ラ
ハ
ド
、
左
沖
に
ア
ブ
ラ
ハ
ド

ノ
根
（
汐
冠
）
、
字
ヲ
ヲ
サ
ク
、
字
ヒ
ラ
イ
ガ
バ
ン
、

字
長
根
ヶ
潟
、
左
沖
に
長
根
、
左
沖
に
立
根
、
字
立

根
ヶ
浦
、
字
長
根
ガ
マ
マ
、
字
ナ
ガ
ヤ
セ
、
字
出
サ
リ

ガ
鼻
、
字
中
ノ
マ
マ
、
字
シ
シ
ヨ
ウ
潟
、
字
カ
レ
ド
ガ

マ
マ
、
字
長
石
。
字
ミ
ヅ
グ
サ
リ
、
字
タ
レ
ド
浜
（
同

所
塩
釜
有
）
、
字
和
田
塩
釜
（
一
軒
）
、
字
ハ
ト
ヲ

レ
、
字
神
湊
（
入
江
あ
り
）
、
当
湊
先
日
着
舟
の
処
、

右
御
用
船
置
場
。
同
所
右
大
賀
道
追
分
に
分
印
を
残

す
。
同
所
観
音
丸
に
乗
、
中
飯
。
字
鯨
浜
、
字
横
石
。

字
ヒ
ラ
ト
マ
、
字
デ
マ
ワ
リ
、
左
一
町
斗
離
れ
久
太
郎

根
、
字
横
曽
根
、
字
ハ
ン
ゾ
ウ
根
、
字
ハ
ン
ゾ
ウ
、
沿

海
打
止
め
ハ
印
を
残
す
。
従
是
測
所
打
上
げ
。
字
ハ
コ

ネ
ダ
、
三
ッ
根
村
本
村
字
外
道
至
、
止
宿
前
測
処
象
限

儀
に
繋
ぎ
終
る
。

　
４

（
　 

 

１
０
）

同
　 

三
根
村
字
外
道

同

百
姓
伝
之
助

百
姓
新
助

同
所
滞
留
測
。
三
ッ
根
村
出
立
。
字
神
湊
よ
り
乗
船
一

里
行
、
末
吉
村
内
字
セ
ツ
ナ
ガ
浦
セ
印
始
め
、
左
山
沿

海
逆
測
。
（
海
岸
大
絶
壁
、
舟
木
崎
碆
よ
り
ハ
へ
へ
引

渡
す
）
。
字
大
ナ
ギ
ガ
下
、
字
黒
崎
、
字
カ
ジ
カ
ワ

浦
、
字
沖
ノ
潟
、
右
沖
に
字
首
差
根
、
字
大
根
（
絶

壁
、
離
れ
根
。
大
浪
舟
測
）
、
字
モ
ト
ガ
タ
浦
、
右
沖

に
瀬
ノ
根
（
汐
冠
）
、
右
沖
に
コ
ウ
ガ
イ
根
、
字
ハ
ラ

ブ
ト
、
字
ハ
ラ
ブ
ト
ガ
ヤ
セ
、
字
モ
ト
細
根
、
元
細
根

ガ
ヤ
セ
、
字
御
正
体
、
字
平
根
、
字
サ
ボ
ウ
根
、
字
リ

ヤ
ウ
根
、
字
高
根
、
字
高
根
ヶ
内
、
字
大
ナ
ガ
ヶ
鼻
、

右
沖
に
字
カ
ナ
ヒ
ア
シ
、
字
ミ
ミ
ジ
ネ
ガ
ヤ
セ
、
村

界
、
三
ッ
根
村
、
右
に
ミ
ミ
ジ
ガ
根
、
字
小
ナ
ガ
浦
、

字
小
長
鼻
、
字
水
溜
ガ
ヤ
セ
、
右
大
巌
石
、
水
溜
り

根
、
字
ヨ
カ
キ
根
、
字
亀
上
り
、
字
ク
レ
ト
ヤ
セ
、
左

大
絶
壁
、
字
底
戸
ヶ
越
（
此
所
流
人
の
料
罪
を
犯
し
た

る
者
を
突
落
し
殺
す
と
い
う
）
、
ソ
コ
ド
川
尻
、
右
沖

に
ム
ラ
ツ
カ
根
、
字
フ
ナ
へ
崎
、
字
コ
ロ
ウ
ゼ
ウ
ガ

鼻
、
字
フ
ク
根
ヶ
内
、
右
に
内
フ
ク
根
、
右
沖
に
沖
フ

グ
根
、
字
ハ
ン
ゾ
ウ
、
昨
日
打
止
ハ
印
に
繋
ぎ
終
る
。

同
所
に
帰
宿
。
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

　
５

（
　 

 

１
１
）

八
丈
島 

末
吉
村

東
京
都
八
丈
町

名
主
市
十
郎

百
姓
岡
之
助

三
ッ
根
村
出
立
。
無
測
、
村
街
道
難
所
字
登
龍
坂
峠
、

そ
れ
よ
り
末
吉
村
と
成
る
。
切
通
し
坂
窟
曲
を
経
て

行
、
海
岸
字
セ
ツ
ナ
カ
浦
へ
下
る
。
海
岸
字
セ
ツ
ナ
ガ

浦
、
セ
印
始
め
、
右
山
沿
海
順
測
。
字
シ
ヅ
マ
マ
、
右

絶
壁
滝
あ
り
、
字
小
縄
ヶ
鼻
、
字
小
ナ
ガ
浦
、
左
に
サ

ン
コ
ウ
ダ
（
汐
冠
り
）
、
字
ヲ
ン
ラ
ガ
浦
、
左
に
水
溜

り
根
、
左
に
字
コ
シ
キ
石
。
字
今
根
（
右
岩
窟
中
、
中

飯
）
、
左
沖
に
高
石
、
左
沖
に
へ
ド
ノ
潟
、
左
沖
に
伊

三
郎
石
、
字
横
潟
、
左
沖
に
横
長
根
、
同
所
に
細
長

根
、
字
巻
縄
浦
、
字
甚
太
ヶ
浦
、
右
絶
壁
滝
有
、
高
二

十
間
斗
、
字
甚
太
ガ
マ
マ
、
左
沖
に
黒
ガ
タ
、
字
折

戸
、
左
沖
に
字
ト
ノ
リ
ヶ
池
根
、
右
折
立
石
、
字
テ
シ

ヤ
ウ
ナ
ワ
浦
、
字
大
石
、
字
カ
ワ
ダ
ノ
シ
ン
ブ
、
左
沖

に
大
浅
根
、
字
大
池
端
至
、
ヲ
印
に
打
止
め
終
る
。
従

是
測
処
打
上
げ
、
止
宿
名
主
市
十
郎
方
測
処
に
繋
ぐ
。

一
〇
五

　
６

（
　 

 

１
２
）

同
　  

中
之
郷

同
　
　
八
丈
町

御
船
掛
地
役
人
兼
帯

　
　
　
　
山
下
宗
十
郎

末
吉
村
出
立
。
同
村
字
大
池
端
、
昨
日
打
止
め
ヲ
印
始

め
、
左
山
沿
海
測
量
。
字
高
根
ヶ
浦
、
左
沖
に
字
高
根

ガ
タ
（
汐
冠
）
、
左
岩
字
ア
シ
カ
ワ
ガ
ツ
ブ
リ
、
左
に

立
根
、
右
塩
釜
一
軒
、
字
石
山
灰
ヶ
沢
、
谷
川
尻
、
左

出
張
根
、
字
川
尻
潟
、
字
土
潟
ヶ
原
、
字
中
磯
ヶ
原
、

左
沖
に
ダ
ン
ス
ヶ
石
、
字
御
子
崎
、
是
よ
り
出
鼻
、
左

沖
に
ユ
ル
カ
根
、
字
セ
バ
ウ
ダ
浦
、
字
中
越
浦
、
字
ハ

ン
ツ
ミ
沢
、
字
ツ
ノ
シ
リ
出
鼻
、
字
カ
ツ
ギ
ヤ
ワ
、
字

水
ノ
沢
、
右
名
子
滝
二
筋
（
高
三
十
間
斗
）
、
字
ボ
ラ

沢
（
舟
納
屋
一
軒
舟
揚
場
）
、
字
ヒ
ノ
ロ
鼻
（
大
切

立
）
、
字
汐
ヶ
浦
、
字
イ
ネ
井
沢
、
左
沖
膝
に
切
根

（
汐
冠
）
、
字
大
浦
ヶ
沢
、
村
界
、
中
之
郷
、
字
大

浦
ヶ
沢
、
左
沖
に
ウ
ル
ヲ
根
、
字
蓑
川
（
絶
壁
よ
り
滝

二
筋
落
る
）
、
字
ヲ
ヲ
ラ
ヶ
ガ
浦
（
漁
舟
置
場
）
、
字

松
木
下
（
出
鼻
切
立
ヲ
ヨ
ギ
引
）
、
字
ア
キ
ノ
カ
ワ

浦
、
字
黒
根
、
左
沖
に
黒
根
ヶ
ボ
ウ
キ
、
字
ハ
サ
ミ
ガ

潟
、
字
橋
ヶ
下
出
鼻
、
大
絶
壁
字
名
子
、
左
沖
に
力
カ

ナ
カ
根
、
左
沖
に
一
ノ
根
（
此
出
鼻
早
汐
）
、
字
ナ
ゴ

ノ
メ
カ
タ
、
字
鵜
ノ
糞
ヶ
下
、
字
草
虫
ヶ
浦
、
左
藤
七

郎
石
、
字
コ
ヤ
ト
出
鼻
、
字
コ
ヤ
ド
ガ
江
（
小
入

江
）
、
左
出
張
出
鼻
字
タ
ガ
（
魚
釣
場
）
、
字
小
ヤ
ド

崎
、
字
小
江
戸
ヶ
鼻
、
字
コ
ト
ウ
ガ
潟
、
字
平
根
ヶ

浦
、
沿
海
打
止
め
平
印
終
る
。
従
是
無
測
、
半
里
程
岩

石
上
を
行
、
中
之
郷
着
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

　
７

（
　 

 

１
３
）

同
　  

中
之
郷

同
　
　
八
丈
町

御
船
掛
地
役
人
兼
帯

　
　
　
　
山
下
宗
十
郎

中
之
郷
滞
留
之
測
。
中
之
郷
測
処
始
め
、
海
辺
打
下
げ

測
量
。
人
家
間
を
下
る
、
左
弁
天
之
小
社
、
字
火
立

場
、
字
川
田
ヶ
洞
（
此
川
上
為
朝
水
と
い
う
）
、
海
岸

絶
壁
に
ア
印
を
残
す
。
従
是
乗
舟
昨
日
の
打
留
に
至

る
。
中
之
郷
内
字
平
磯
ヶ
浦
、
平
印
始
、
右
山
沿
海
測

量
。
左
ジ
ヤ
ウ
ダ
ン
石
、
字
高
石
ヶ
浦
、
字
高
石
、
字

汐
手
ヶ
潟
、
宇
滝
有
、
字
カ
メ
ト
ド
、
字
フ
ク
ユ
キ
、

字
大
瀬
ヶ
浦
（
漁
舟
揚
場
）
、
右
塩
釜
一
軒
前
に
残
す

ア
印
に
繋
ぐ
。
同
所
昼
休
。
字
相
ヶ
江
、
左
沖
に
横
瀬

（
汐
冠
）
、
字
内
ノ
マ
マ
、
左
出
鼻
字
ブ
ラ
ツ
シ
ロ
、

字
ミ
ジ
リ
ヶ
江
（
川
田
ヶ
洞
川
下
し
）
、
字
草
崎
、
字

ヤ
ヤ
ガ
ワ
ノ
石
（
右
絶
壁
清
水
を
字
ヤ
ヤ
川
と
い

う
）
、
字
ア
シ
ク
ガ
下
、
左
沖
に
ハ
ラ
ブ
ト
リ
（
汐
冠

り
根
）
、
字
瀬
海
苔
ヶ
浦
、
左
汐
冠
根
セ
ノ
リ
、
左
に

才
見
沢
石
、
字
タ
カ
ト
ブ
、
字
三
日
月
ヶ
江
、
字
ナ
カ

ジ
ヨ
ヶ
鼻
、
字
ナ
ヅ
チ
ヨ
ヶ
江
、
字
才
潟
、
沿
海
打
止

め
才
印
に
終
る
。
そ
れ
よ
り
小
道
を
登
り
中
之
郷
へ
帰

宿
。

一
〇
五

　
８

（
　 

 

１
４
）

同

同

同

終
日
雨
天
。
同
処
滞
留
。

一
〇
五

　
９

（
　 

 

１
５
）

同

同

同

終
日
大
雨
雷
鳴
。
同
所
滞
留
。

一
〇
五

１
０

（
　 

 

１
６
）

同
　
　
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

中
之
郷
出
立
。
（
永
井
、
青
ヶ
島
測
遠
之
為
末
吉
村
へ

行
）
。
中
之
郷
内
字
才
潟
才
印
始
、
右
山
沿
海
順
測
。

字
湯
浜
（
干
汐
之
時
温
泉
出
る
）
、
字
十
郎
石
、
村

界
、
樫
立
村
、
左
釣
三
郎
石
、
左
沖
に
ス
力
根
、
字
ク

ラ
ワ
、
字
ヲ
チ
ヨ
カ
潟
、
字
行
抜
（
大
穴
あ
り
）
、
左

沖
に
之
ツ
シ
ロ
、
左
モ
ウ
ド
リ
、
字
ミ
ラ
グ
ラ
鼻
、
字

ヨ
シ
イ
カ
浦
、
字
大
石
力
浦
、
左
沖
に
大
石
（
周
三
十

間
斗
）
、
字
小
潟
ヶ
浦
、
左
沖
に
小
潟
ヶ
石
、
字
サ
ワ

潟
、
字
南
ヶ
鼻
（
左
に
出
張
）
、
左
沖
に
ヨ
カ
キ
根
、

右
岩
上
塩
釜
一
軒
（
同
処
中
飯
）
、
字
駒
ヶ
浦
、
字
モ

ト
カ
タ
、
字
ミ
コ
サ
キ
ノ
内
、
字
名
子
鼻
、
右
沖
に
横

塚
根
、
左
沖
に
サ
タ
ノ
ロ
、
左
ヲ
レ
ク
イ
根
、
右
小
ミ

コ
モ
ト
（
立
岩
、
高
三
十
間
）
、
左
沖
に
大
ミ
コ
根
、

左
立
岩
（
高
一
町
斗
、
周
一
町
斗
）
、
左
沖
に
ユ
ル
カ

根
（
塩
冠
）
、
字
横
瀬
（
出
張
）
、
字
ゲ
ジ
ョ
、
字
下

ノ
浦
、
字
チ
ラ
カ
タ
、
村
界
、
大
賀
郷
、
字
ツ
チ
イ

シ
、
字
ヨ
コ
マ
ガ
脇
、
字
横
間
ヶ
浦
、
左
沖
に
ス
ミ
ツ

ボ
石
、
左
沖
に
丸
石
、
字
外
之
浜
、
左
沖
に
平
石
、
右

為
朝
古
城
、
字
前
崎
浦
、
前
印
繋
ぎ
八
丈
島
一
周
沿
海

終
る
。
止
宿
大
賀
郷
陣
屋
に
帰
着
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
１

（
　 

 

１
７
）

八
丈
島
属
小
島 

鳥
打
村

同
　
　
八
丈
町

名
主
小
左
衛
門

年
寄
五
郎
七

大
賀
郷
陣
屋
出
立
。
同
所
ヤ
イ
根
よ
り
乗
船
舟
路
三
里

汐
行
悪
し
、
小
島
宇
津
木
村
へ
着
船
。
字
宮
ノ
タ
イ
ロ

大
岩
上
に
丸
木
橋
二
段
に
掛
る
。
八
丈
島
属
小
島
内
宇

津
木
村
人
家
下
（
舟
揚
場
字
宮
之
タ
イ
ロ
）
、
八
丈
島

よ
り
町
見
幟
始
め
一
支
打
上
げ
宮
印
を
残
、
左
山
沿
海

測
量
。
左
弁
天
小
鳥
居
、
字
象
之
鼻
、
左
大
絶
壁
屏
風

の
如
し
。
字
川
舟
川
、
字
江
鼻
ヶ
浦
、
右
沖
に
黒
根
、

字
狐
ケ
浦
、
右
沖
に
今
石
、
字
ト
キ
ナ
ワ
ガ
浦
、
右
沖

に
ム
ラ
ツ
カ
、
字
小
池
ヶ
浦
、
右
沖
に
小
池
根
（
遠

測
）
、
字
ト
リ
ト
ド
ガ
浦
、
村
界
、
鳥
打
村
、
字
コ
ウ

ト
ウ
ガ
浦
（
左
絶
壁
に
小
滝
あ
り
。
コ
ウ
ト
ウ
川
尻
と

い
う
）
、
字
シ
ヤ
カ
ダ
、
字
ク
ロ
マ
マ
、
字
黒
崎
、
沿

海
打
止
め
終
る
。
そ
れ
よ
り
無
測
絶
壁
上
を
行
、
或
者

一
本
橋
を
登
り
段
々
山
上
に
至
り
、
山
越
窟
曲
坂
を
経

て
鳥
打
村
に
着
。
当
島
水
薪
払
底
鰹
魚
を
釣
る
。
水
は

天
水
を
取
り
、
薪
は
本
島
よ
り
買
う
。

一
〇
五

１
２

（
　 

 

１
８
）

同

同

同

同
所
滞
留
之
測
。
難
所
道
を
海
辺
に
下
り
、
同
村
字
黒

崎
始
（
左
山
周
絶
壁
）
、
字
オ
オ
マ
ワ
、
字
豊
岡
鼻
、

字
人
浦
、
字
フ
ノ
池
湊
、
フ
印
を
残
す
。
従
是
測
処
打

上
げ
山
上
へ
引
揚
る
。
字
上
浦
人
家
、
字
下
村
止
宿
測

処
迄
測
る
。
又
フ
印
始
、
沿
海
を
行
く
、
右
太
神
宮
小

社
、
字
シ
ヨ
カ
シ
ラ
、
右
沖
に
下
立
根
、
右
沖
に
幸
立

根
、
字
幸
立
ヶ
浦
（
半
円
形
入
江
、
東
北
風
小
舟
掛
よ

し
）
、
右
カ
プ
リ
根
字
カ
ブ
リ
ヶ
マ
マ
、
右
二
十
間
斗

沖
ト
マ
サ
根
、
字
水
根
、
右
十
間
斗
沖
ト
オ
リ
ゴ
エ
、

右
十
五
間
斗
沖
ミ
ナ
根
、
字
通
り
ガ
川
（
此
処
よ
り
水

の
し
た
れ
落
る
。
島
中
競
て
呑
水
の
足
し
と
す
。
誠
水

不
足
）
。
字
ミ
ナ
ネ
ノ
内
、
字
カ
テ
イ
根
ガ
浦
、
字
大

殿
石
、
右
一
町
斗
離
カ
テ
イ
根
、
字
大
浦
浜
至
打
止
め

大
印
に
終
る
。
そ
れ
よ
り
無
測
、
難
処
経
て
本
村
止
宿

に
帰
宿
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
３

（
　 

 

１
９
）

同
　
　
三
根
村
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

小
島
同
村
出
立
。
里
程
多
海
岸
難
所
に
付
小
手
分
す
。

【
後
手
】
無
測
後
、
小
島
内
鳥
打
村
字
大
浦
浜
昨
日
打

止
め
大
印
始
、
左
山
周
沿
海
順
測
。
村
界
、
宇
津
木

村
、
右
沖
中
根
、
右
沖
オ
リ
カ
根
、
右
沖
カ
ン
ナ
ギ

根
、
右
沖
オ
ラ
ワ
根
、
右
沖
ト
ダ
ン
ノ
根
、
同
所
平

根
、
右
沖
カ
ニ
ノ
イ
根
（
都
町
見
あ
り
）
、
字
ツ
タ
テ

ヤ
ワ
、
字
大
賀
之
潟
巌
石
出
鼻
に
至
て
カ
印
を
残
し
置

終
る
（
但
此
鼻
通
行
も
不
成
舟
も
不
寄
）
。
従
是
山
越

難
処
を
経
て
フ
ノ
イ
ガ
湊
よ
り
乗
舟
海
路
壱
里
斗
に
し

て
宮
ノ
タ
イ
ロ
沖
に
至
、
そ
れ
よ
り
八
丈
島
大
賀
郷
帰

着
。
【
先
手
】
鳥
打
村
出
立
。
字
フ
ノ
池
湊
よ
り
乗

舟
、
同
島
之
内
宇
津
木
村
内
字
和
田
湊
に
着
舟
。
同
村

人
家
下
字
宮
ノ
タ
イ
ロ
一
昨
十
一
日
残
宮
印
始
、
右
山

周
沿
海
逆
測
量
。
左
下
の
湊
字
サ
ス
ギ
リ
（
左
岸
下
絶

壁
に
穴
あ
り
。
字
川
ノ
ヤ
ワ
と
い
う
小
水
し
ず
く
露

る
。
当
村
の
呑
水
に
用
。
至
て
水
不
足
）
、
左
出
鼻

岩
、
字
ゼ
イ
ス
川
、
左
出
鼻
、
字
鍋
ガ
ク
ヨ
リ
、
字
縄

方
浦
、
右
山
上
字
坪
沢
（
為
朝
公
御
墓
小
社
あ
り
）
、

字
ア
ワ
リ
カ
浦
、
右
沖
一
ノ
根
、
字
大
賀
之
潟
出
鼻

至
、
後
手
の
残
カ
印
に
繋
ぎ
、
小
島
全
周
終
る
。
そ
れ

よ
り
元
の
巌
石
道
を
戻
り
八
郎
宮
へ
打
上
げ
測
量
。
宇

津
木
村
字
宮
ノ
タ
イ
ロ
、
宮
印
始
、
左
右
同
村
人
家
続

き
、
八
郎
宮
社
前
迄
測
る
。
社
前
に
至
り
鳥
居
石
段
あ

り
。
正
一
位
八
郎
大
明
神
為
朝
公
を
祭
崇
す
。
宝
物
あ

り
。
一
見
終
、
和
田
湊
よ
り
乗
船
。
八
丈
島
大
賀
郷
字

ヤ
イ
ネ
よ
り
上
陸
。
同
所
止
宿
に
帰
着
す
。

一
〇
五

１
４

（
　 

 

２
０
）

同

同

同

大
賀
郷
陣
屋
滞
留
之
測
。 

同
村
止
宿
下
大
印
始
め
、

三
ッ
根
道
測
量
。
ウ
印
迄
測
。
是
よ
り
打
上
げ
式
内
姥

婆
大
明
神
社
前
迄
測
る
。
八
丈
島
惣
鎮
守
本
社
、
宝
物

あ
り
。
又
ウ
印
始
め
、
字
カ
ミ
エ
ゾ
、
左
下
海
善
寺
未

浄
土
宗
甑
峯
山
宗
福
寺
門
前
（
昔
時
香
炉
山
弥
陀
寺
と

言
し
旧
跡
）
、
字
向
里
、
字
川
口
、
左
字
揚
梅
ガ
原
人

家
、
字
東
里
、
左
側
字
外
イ
ナ
バ
、
右
側
字
内
イ
ナ

バ
、
左
浮
田
流
人
屋
敷
、
字
中
道
、
村
界
、
三
ッ
根

村
、
左
富
土
山
道
追
分
三
印
を
建
置
く
。
字
川
之
平
、

字
荒
島
、
是
よ
り
海
辺
の
方
字
イ
ナ
バ
、
字
苅
米
、
字

外
道
と
い
う
。
人
家
続
、
右
外
道
追
分
あ
り
、
右
小
松

中
に
太
神
宮
社
、
字
ヤ
ウ
ガ
マ
オ
バ
タ
（
火
立
場

也
）
、
字
鞍
之
坂
、
字
神
之
湊
に
出
て
当
月
三
日
残
し

分
印
に
繋
ぎ
終
る
。 

そ
れ
よ
り
御
用
船
、
中
飯
す
。

無
測
大
賀
郷
に
帰
着
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

（
　 

 

２
１
）

同
　
　
三
根
村
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

大
賀
郷
陣
屋
（
坂
部
、
門
谷
、
同
所
居
残
）
。

一
〇
五

小
休

八
丈
島
樫
立
村
字
安
間
里

同
　
　
八
丈
町

名
主
小
次
郎

大
賀
郷
出
立
。
同
所
陣
屋
門
前
中
印
始
、 

坂
上
道
測

量
。 

字
赤
前
里
、 

右
小
山
為
朝
古
城
跡
、 

字
血
石

街
道 

（
又
血
石
坂
共
、
左
為
朝
卿
腰
石
）
、
字
大
坂

（
誠
屈
曲
の
切
立
坂
）
、
字
横
負
浦
（
左
に
温
泉
あ

り
）
、
字
大
坂
峠
（
切
通
道
）
、
村
界
、
樫
立
村
字
出

口
、
左
伊
郷
名
道
追
分
、
（
従
是
山
手
枝
伊
郷
名
を
経

て
大
沢
山
裾
温
泉
一
ヶ
所
）
、
字
川
口
（
細
流
無

水
）
、
左
道
測
当
村
井
戸
あ
り
（
村
中
の
呑
水
に

用
）
、
字
玉
井
々
坂
、
右
道
下
他
屋
二
軒
（
但
当
島
の

婦
人
月
穢
及
喪
中
其
外
不
浄
の
節
の
別
家
也
、
最
も
村

ご
と
に
一
両
家
ず
つ
あ
る
）
、
字
地
蔵
堂
坂
、
字
妻

里
、
字
気
長
坂
、
字
安
間
里
、
小
休

一
〇
五

（
　 

 

２
１
）

八
丈
島 
中
之
郷

同
　
　
八
丈
町

御
用
船
預
地
役
兼
帯

 
 
 
 
 
 
 

山
下
宗
十
郎

,

中
之
川
（
細
流
、
仮
橋
）
、
字
平
際
小
骨
ヶ
洞
（
細

流
）
、
中
之
郷
、
右
引
込
字
向
里
（
人
家
三
拾
軒
群

居
）
、
左
鉄
砲
芸
古
場
、
字
乙
ヶ
沢
ヲ
印
迄
測
る
（
泊

宿
庭
内
、
打
始
梵
天
に
繋
ぎ
終
る
）
。
又
ヲ
印
始
め
、

末
吉
道
測
量
。
軽
川
（
土
橋
、
川
上
に
滝
あ
り
。
字
滝

之
下
と
い
う
）
、
字
大
飛
坂
、
字
ア
コ
ウ
坂
、
安
川
、

字
休
戸
坂
、
字
札
之
坂
峠
、
未
吉
村
地
内
打
止
め
札
印

を
建
置
終
る
。
従
夫
前
道
無
測
、
中
之
郷
着
。

一
〇
五

１
６

（
　 

 

２
２
）

同

同

同

中
之
郷
出
宅
。
前
日
の
道
無
測
至
末
吉
村
、
人
家
前
よ

り
逆
測
。
末
吉
村
止
宿
庭
前
測
処
前
よ
り
中
之
郷
へ
向

て
行
、 

右
小
道
引
込 

字
庵
沢
人
家
あ
り
、
但
此
人
家

前
、
字
登
竜
坂
道
筋
山
越
屈
曲
大
難
所
三
ッ
根
街
道

也
、
従
同
所
、
三
ッ
根
村
迄
行
程
、
但
此
道
険
阻
に
て

竜
の
雲
に
昇
る
如
き
坂
屈
曲
故
登
竜
坂
の
名
有
と
い

う
。
字
芦
川
ヶ
坂
、
綿
地
ヶ
沢
川
（
細
流
）
、
字
ミ
コ

ノ
尾
、
字
ミ
コ
ノ
坂
、
字
チ
ヨ
カ
ウ
、
字
ヒ
ヘ
シ
ヨ
ノ

坂
、
字
ク
ダ
ノ
坂
、
字
札
ノ
坂
、
昨
日
打
止
残
札
印
に

繋
終
る
。
そ
れ
よ
り
無
測
、
至
中
之
郷
帰
宿
。

一
〇
五

１
７

（
　 

 

２
３
）

同
　
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

中
之
郷
出
立
。
無
測
行
程
、
至
大
賀
郷
陣
屋
引
取
一
同

会
合
。
中
飯
後
天
清
明
に
付
、
永
井
、
保
木
同
所
字
ヤ

イ
根
湊
よ
り
小
島
へ
渡
海
。
海
路
一
里
余
。
汐
干
早

く
、
漁
船
こ
き
渡
り
艮
刻
、
小
島
宇
津
木
村
字
和
田
湊

着
岸
。
上
陸
兼
て
残
梵
天
に
至
り
三
宅
島
、
三
倉
島
、

青
ヶ
島
等
測
遠
。
余
島
は
濛
気
覆
不
見
、
当
島
数
ヶ
所

在
鉄
気
不
正
終
る
。
艮
刻
帰
舟
、
大
賀
郷
へ
帰
宿
す
。

大
貿
郷
、
坂
部
、
門
谷
西
岳
へ
登
山
。
終
日
彼
山
頂
に

言
伺
居
、
当
山
は
常
雲
霧
隠
々
、
且
近
山
も
不
見
。
黄

昏
に
及
て
空
大
賀
郷
帰
宿
す
。

一
〇
五

１
５
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
８

（
　 

 

２
４
）

同
　
大
賀
郷

同
　
　
八
丈
町

陣
屋

同
所
滞
留
。
此
日
御
用
船
江
戸
表
へ
出
帆
。
御
舟
御
反

物
並
御
年
貢
反
物
積
入
、
三
ッ
根
村
神
湊
出
帆
に
付
、

先
側
、
御
船
出
帆
の
節
見
送
の
由
。
依
之
三
ッ
根
村
に

到
り
残
印
字
火
立
場
に
て
諸
島
測
遠
後
、
於
神
湊
御
舟

出
帆
送
別
。
夜
大
賀
郷
へ
帰
宿
。
但
御
舟
湊
出
、
島
中

之
民
集
、
海
中
へ
押
下
す
故
、
人
数
少
に
付
、
此
日
西

山
登
見
合
。
山
下
宗
十
郎
へ
御
用
状
相
頼
。

一
〇
五

１
９

（
　 

 

２
５
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
此
日
西
山
頂
終
日
雲
。
不
晴
故
不
出
在

宿
、
調
物
御
用
及
地
図
。
恒
星
測
定

一
〇
五

２
０

（
　 

 
２
６
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
未
明
、
永
井
、
保
木
、
此
日
到
西
岳
、
山

頂
計
終
日
雲
起
折
々
雨
遠
望
不
成
。
夜
大
賀
郷
帰
宿
。

恒
星
測
定

一
〇
五

２
１

（
　 

 

２
７
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
此
日
御
舟
御
反
物
貢
上
織
物
、
世
本
平
三

郎
、
大
賀
郷
ヤ
イ
ネ
湊
出
帆
。
諸
事
如
前
舟
之
。
西
山

登
延
引
。
永
井
、
箱
田
見
送
に
行
く
。
恒
星
測
定

一
〇
五

２
２

（
　 

 

２
８
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
此
日
当
島
の
売
舟
太
神
丸
神
湊
出
帆
、
村

中
繁
多
に
付
、
依
之
西
山
登
延
引
。

一
〇
五

２
３

（
　 

 

２
９
）

同
　
三
根
村
字
因
幡

同
　
　
八
丈
町

百
姓
左
一
郎

百
姓
万
四
郎

同
所
出
立
。
西
山
へ
行
き
都
合
不
宜
、
一
同
三
ッ
根
村

へ
宿
替
。
同
日
西
岳
へ
測
量
。
水
井
、
門
谷
、
保
木
、

要
吉
、
出
立
。
無
測
行
。
（
但
、
坂
部
、
箱
田
先
へ
三

根
村
へ
引
移
）
。
三
ッ
根
村
内
富
士
山
追
分
（
一
名
西

岳
）
三
印
始
、
富
士
山
へ
打
上
げ
測
量
。
字
乎
水
平

（
ま
た
休
戸
共
）
、
同
所
青
ヶ
島
等
遠
測
。
す
べ
て
焼

山
鉄
気
多
し
（
此
ニ
ケ
村
の
牛
牧
場
也
）
。
富
士
山
頂

上
山
測
所
に
至
打
捨
終
る
。
（
山
頂
窪
中
富
土
浅
間
小

社
有
。
山
内
女
人
禁
制
）
。
測
終
中
飯
後
同
山
内
に
遠

測
の
為
、
永
井
、
門
谷
居
残
り
、
終
日
雲
覆
不
得
測
引

取
。

一
〇
五

２
４

（
　 

 

３
０
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
昼
後
よ
り
手
分
。
【
後
手
】
末
吉
村
・

三
ッ
根
村
両
村
御
正
体
山
迄
行
、
三
倉
島
、
三
宅
島
、

藺
灘
波
等
両
所
に
て
遠
測
。
但
イ
ナ
ン
ハ
は
既
望
稀
也

（
御
正
体
八
合
目
測
）
。
遠
測
終
て
黄
昏
帰
宿
。
【
先

手
】
西
岳
へ
登
。
雲
覆
終
日
如
闇
、
夜
帰
宿
。
但
此
後

西
山
は
登
山
相
止
む
。

一
〇
五

２
５

（
　 

 

３
１
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
手
分
。
【
後
手
】
御
正
体
上
昨
日
残
置
梵

天
、
町
見
其
外
諸
島
及
測
処
等
を
測
、
至
諸
所
、
帰

宿
。
【
先
手
】
小
島
鳥
打
村
へ
渡
海
、
於
所
々
遠
測
。

青
ヶ
島
、
三
倉
島
、
三
宅
島
等
遠
望
。
帰
宿
。

一
〇
五

２
６

（
８
． 

 

１
）

同

同

同

同
所
滞
留
。
八
丈
島
皆
済
風
待
。
八
丈
島
一
周
。

一
〇
五

２
７

 

（
　
　
　
２
）

同

同

同

同
所
滞
留
風
待
。

一
〇
五

２
８

 

（
　
　
　
３
）

同

同

同

同
所
滞
留
風
待
。

一
〇
五
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

２
９

 

（
　
　
　
４
）

三
宅
島
沖

東
京
都
三
宅
島

船
中
泊

未
明
よ
り
御
用
船
浜
下
し
諸
荷
物
積
入
、
八
ッ
時
頃
、

八
丈
島
三
ッ
根
村
字
神
湊
よ
り
乗
船
。
八
丈
島
地
役
其

外
名
主
始
役
人
共
同
見
送
に
出
る
。
無
程
出
帆
、
三
宅

島
へ
帰
舟
、
大
洋
汐
行
之
急
流
、
藺
灘
波
沖
に
至
、
及

黄
昏
終
夜
走
り
、
大
浪
逆
立
益
追
手
風
順
十
分
帆
を
上

げ
行
く
。

一
〇
四

文
化
１
２
年
７
月

　
１

（
８
． 

 

５
）

三
倉
島
沖

東
京
都
御
蔵
島
村

船
中
泊

三
倉
島
沖
に
至
る
。
比
行
舟
海
路
六
七
十
里
、
次
第
風

止
み
東
方
二
十
里
計
急
潮
に
引
か
れ
、
三
宅
島
を
取
逃

し
、
そ
れ
よ
り
漂
流
。

一
〇
四

　
２

 

（
　
　
　
６
）

漂
流

 

同

流
舟
中
、
或
は
順
風
、
或
は
凪
。
東
潮
の
急
流
に
誘
始

難
渋
大
洋
之
波
濤
漂
流
。
此
夜
も
舟
中
滞
宿

　
３

 

（
　
　
　
７
）

三
崎
浦
東
町

神
奈
川
県
三
浦
市

伝
法
屋
弥
右
衛
門

仙
台
屋
利
兵
衛

 

房
州
沖
合
十
里
許
間
近
に
至
、 

従
夫
上
総
国
沖
合

追
々
順
風
。
相
州
三
浦
郡
浦
賀
奉
行
支
配
三
崎
湊
に
着

岸
。
艮
刻
上
陸
。
都
合
四
日
三
夜
洋
海
に
漂
流
す
。
可

恐
急
潮
の
舟
行
也
。

九
三

　
４

 

（
　
　
　
８
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。
当
浦
所
々
、
相
津
白
川
鰹
揚
あ
り
。

九
三

　
５

 

（
　
　
　
９
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。
江
戸
状
認
、
地
図
書
物
調
。

九
三

　
６

 

（
　
　
　
１
０
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。

九
三

　
７

 

（
　
　
　
１
１
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。

九
三

　
８

 

（
　
　
　
１
２
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。

九
三

　
９

 

（
　
　
１
３
）

同

同

同

同
所
風
待
滞
留
。

九
三

１
０

 

（
　
　
１
４
）

三
崎
湊
内

同

船
中
泊

此
日
同
所
日
和
山
に
至
り
大
島
、
富
士
山
、
天
城
山
、

江
之
島
、
城
ヶ
島
等
遠
測
。 

此
夜
六
ッ
頃
北
風
雨
交

り
、 

さ
り
な
が
ら
順
風
故
同
所
出
立
。 

乗
舟
、 

湊

内
滞
舟
見
合
窺
。
終
夜
晴
間
。

九
三

１
１

 

（
　
　
１
５
）

三
宅
島
伊
ヶ
谷
村

同
　
三
宅
村

村
会
所

地
役
人
笹
本
新
兵
衛
姉
宅

三
崎
浦
湊
出
帆
、
大
鳥
沖
合
至
、
此
海
路
十
八
里
、
従

夫
微
雨
北
風
弥
烈
、
天
浪
を
押
切
走
帆
す
。
三
宅
島
へ

着
岸
。
従
大
島
是
迄
十
八
里
。 

三
浦
三
崎
海
路
合
三

十
六
里
須
臾
着
。
同
島
内
伊
ヶ
谷
村
に
上
陸
。
一
同
無

事
祝
着
す
。

一
〇
四
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
２

 

（
　
　
１
６
）

三
倉
島

同
　
御
蔵
島
村

浄
土
宗
万
倉
寺

百
姓
助
左
衛
門

三
倉
島
へ
渡
海
。
順
風
に
付
三
宅
島
乗
舟
、
漁
舟
四
艘

内
二
艘
荷
物
積
、
其
外
粮
米
帆
舟
の
上
槽
渡
、
三
宅
島

地
役
兼
帯
壬
見
伊
賀
、
其
外
村
役
人
附
添
舟
頭
、
並
水

主
一
人
御
用
舟
よ
り
付
添
舟
手
人
足
共
、
合
七
十
人
余

乗
舟
。
折
々
大
浪
を
打
込
海
路
五
里
、
三
倉
島
字
前
之

浜
着
岸
。
但
荒
浜
に
て
少
も
風
の
時
は
上
陸
不
叶
、
空

本
島
へ
引
返
す
事
多
し
。
今
節
も
風
浪
少
有
。
島
中
の

老
少
男
女
大
勢
出
来
、
俄
丸
石
浜
を
平
陸
に
繕
弥
時
を

移
、
そ
れ
よ
り
乗
舟
に
大
縄
を
付
け
、
陸
地
へ
波
間
を

伺
乗
人
諸
共
引
上
終
る
。
誠
絶
海
の
孤
島
旦
的
海
浜
石

塁
折
崩
、
総
舟
出
入
毎
に
浜
を
繕
、
男
女
大
勢
に
て
出

入
の
助
を
な
す
。
い
わ
ん
や
廻
舟
出
入
一
島
の
大
造
事

也
。
従
是
三
町
計
屈
曲
坂
を
登
。
人
家
山
の
中
腹
に
散

在
。
但
荷
物
宰
領
は
本
島
に
残
置
。

一
〇
四

１
３

 

（
　
　
１
７
）

同

同

同

波
高
故
無
測
量
。
終
日
御
用
調
。

一
〇
四

１
４

 

（
　
　
１
８
）

同

同

同

海
面
凪
の
由
申
出
、
従
午
後
測
量
に
出
る
。
伊
豆
国
加

茂
郡
御
蔵
島
、
居
村
人
家
中
よ
り
始
め
、
海
岸
へ
向
打

下
げ
測
量
。
右
上
浄
土
宗
万
蔵
寺
、
左
上
当
島
鎮
守
富

賀
明
神
社
、
左
制
札
、
字
道
ノ
段
、
居
村
人
口
木
戸
、

字
花
田
（
火
立
場
）
、
従
是
絶
壁
屈
曲
坂
を
下
る
。
此

所
に
て
富
土
山
、
藺
灘
波
、
神
津
島
、
新
島
三
本
岳
、

三
宅
島
等
遠
測
す
。
海
辺
丸
石
浜
に
下
る
。
字
前
之
浜

（
舟
着
場
）
、
同
所
石
印
を
建
置
（
当
島
一
周
の
繋

印
）
。
三
倉
島
沿
海
右
山
周
測
量
。
左
沖
に
笠
根
（
汐

冠
り
）
、
字
松
之
下
、
左
沖
に
松
根
、
（
同
）
恵
比
須

根
、
字
小
ブ
キ
、
字
垂
り
坊
之
浜
、
字
赤
名
子
ヶ
崎
、

字
ユ
ル
カ
浜
、
左
沖
に
ユ
ル
ガ
根
、
字
オ
バ
ツ
コ
ガ

浜
、
左
沖
に
オ
バ
ツ
コ
ヶ
根
（
高
二
十
間
斗
。
立

根
）
、
左
岩
之
字
カ
メ
ヅ
シ
ロ
、
字
荒
井
根
ガ
潟
、
字

鳥
帽
子
根
ガ
浜
、
左
鳥
帽
子
根
（
立
石
）
、
字
樟
子
之

浜
、
左
障
子
岩
（
立
石
）
、
字
薄
名
子
浜
、
字
新
崎

浜
、
字
板
ド
リ
浜
、
字
白
ナ
ン
ネ
、
右
絶
壁
に
板
取
ヶ

滝
（
高
十
五
間
斗
）
、
字
ヨ
シ
ガ
浦
、
字
ヨ
シ
ガ
鼻

（
大
切
立
也
）
、
オ
ヨ
ギ
引
し
て
尖
岩
に
繋
置
打
止
終

る
。
（
但
行
先
大
難
処
、
舟
不
寄
手
掛
足
掛
無
之
、
無

拠
、
こ
こ
に
打
止
め
置
処
也
。
従
夫
元
の
海
岸
難
所
を

伝
て
本
村
へ
帰
宿
。

一
〇
四
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
５

 
（
　
　
１
９
）

三
倉
島
南
之
郷

東
京
都
御
蔵
島
村

作
小
屋

同
所
出
宅
。
山
越
難
所
。
一
里
計
行
、
絶
壁
の
海
岸
に

必
死
成
て
下
る
。 

誠
に
言
語
に
絶
た
る
難
所
也
。 

字

ヨ
シ
ガ
浦
昨
日
打
止
め
尖
石
よ
り
始
め 

（
但
絶
壁
故

梯
子
、
或
下
げ
縄
等
に
取
付
難
所
を
下
る
）
、
字
小
川

尻
（
此
辺
の
絶
壁
滝
多
し
）
、
左
沖
に
小
川
尻
根
、
字

小
島
脇
之
沢
、
字
大
島
脇
之
沢
（
右
大
盤
石
よ
り
滝
あ

り
。
高
二
十
間
斗
）
、
字
ウ
シ
ロ
ザ
ザ
ラ
、
字
弥
次
郎

ガ
浜
、
右
弥
次
郎
川
と
い
う
滝
あ
り
、
字
北
越
浜
、
字

コ
ギ
割
潟
ヶ
浜
、
字
カ
イ
ガ
タ
ヶ
潟
、
オ
ヨ
ギ
引
縄
し

て
出
鼻
の
離
瀬
字
ス
バ
リ
根
と
い
う
に
引
付
打
止
め
置

ス
印
に
終
る
。
従
是
海
岸
よ
り
高
山
の
本
道
迄
茅
或
生

木
に
取
付
、
猿
猴
の
ご
と
く
に
よ
じ
登
漸
本
道
に
出
、

山
坂
の
難
所
六
里
計
行
。
当
島
出
家
南
之
郷
に
着
す
。

但
作
小
屋
故
四
畳
鋪
斗
の
内
大
イ
ロ
リ
あ
り
。
里
人
春

秋
此
所
に
出
張
作
業
、
或
鰹
鳥
を
捕
糧
の
助
と
す
。
南

之
郷
止
宿
悪
虫
疾
気
深
し
。

一
〇
四

１
６
ー
１

 

（
　
　
２
０
）

三
倉
島

同
　
御
蔵
島
村

浄
土
宗
万
倉
寺

百
姓
助
左
衛
門

南
之
郷
出
立
。 

同
処
山
測
場
よ
り
海
辺
打
下
げ
測

量
。 

八
丈
島
山
々
小
島
等
遠
測
。
但
両
島
の
眺
望
稀

成
事
也
。
此
日
最
天
晴
明
故
に
依
也
。
従
夫
南
之
郷
人

家
間
を
海
岸
へ
向
て
下
る
事
七
八
町
。
大
難
処
、
樹
木

に
取
付
或
は
草
株
に
釣
下
り
石
角
に
取
付
行
先
の
梵
天

を
足
下
に
見
下
し
、
八
九
十
度
の
小
間
、
片
手
は
草
木

に
取
付
な
ど
し
て
漸
く
高
山
を
海
岸
に
下
り
終
る
。
誠

に
珍
鋪
険
阻
の
測
道
也
。
則
海
辺
字
次
郎
蔵
浜
に
下
り

冶
印
を
残
置
。
従
是
昨
日
の
打
止
め
へ
向
て
海
岸
岩
石

の
中
を
無
測
し
て
行
く
。
字
ス
バ
リ
と
い
う
離
岩
昨
日

打
止
ス
印
始
め
（
右
山
沿
海
測
量
初
よ
り
縄
方
は
大
浪

を
お
よ
ぎ
引
）
、
字
鍛
冶
穴
鼻
、
字
鍛
冶
穴
浜
（
右
大

盤
石
下
に
穴
あ
り
。
鍛
冶
穴
と
い
う
）
、
字
マ
ネ
キ
の

浜
、
字
ス
ダ
リ
の
浜
、
字
次
郎
蔵
浜
前
打
下
げ
置
冶
印

に
繋
迄
測
る
（
於
海
辺
度
々
八
丈
遠
測
す
）
。

字
影
松
浜
、
字
中
之
里
ヶ
沢
、
字
シ
ロ
ウ
ソ
ウ
、
字
カ

ラ
ス
リ
沢
浜
、
字
ヨ
イ
ガ
川
尻
、
字
森
山
平
ヶ
尻
、
字

榊
山
ヶ
浜
、
（
中
飯
岩
石
上
）
、
字
ボ
ラ
沢
尻
、
字
笠

根
ヶ
浜
、
字
力
イ
ノ
タ
ケ
、
字
長
石
、
字
ネ
ギ
ダ
イ
、

字
タ
テ
ン
ボ
ウ
、
左
沖
に
汐
冠
り
岩
大
ブ
サ
、
字
又
ノ

江
、
左
満
切
瀬
戸
巾
十
間
斗
に
元
根
と
島
あ
り 

（
大

立
岩
） 

、 

字
大
田
ヶ
沢
、 

左
沖
に
上
ノ
大
ブ
サ

（
立
岩
） 

、
字
横
山
浜
、
右
切
立
上
白
髪
ヶ
滝
（
高

四
十
間
計
）
、
字
大
田
浦
浜
、
字
川
内
浜
、
右
引
込
平

清
水
ヶ
滝
（
巾
二
間
斗
、
高
二
十
間
斗
、
大
絶
壁
よ
り

落
水
勢
強
し
）
、
字
横
桁
之
浦
、
字
川
津
之
段
、
字
御

前
浜
（
右
切
立
上
に
稲
荷
之
社
あ
り
。
故
に
御
前
浜
と

い
う
）

一
〇
四
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宿
泊
日
・
旧
暦

（
西
暦
）

宿
泊
地

現
・
市
町
村
名

宿
泊
宅

特
記
・
天
体
観
測

大
図
番
号

１
６
ー
２

 

（
　
　
２
０
）

三
倉
島

同
　
御
蔵
島
村

浄
土
宗
万
倉
寺

百
姓
助
左
衛
門

左
沖
に
ミ
ナ
根
（
汐
冠
）
、
左
沖
に
平
根
、
左
沖
に
横

塚
根
、
左
沖
に
丸
根
、
右
屏
風
の
如
出
張
岩
（
字
御
所

の
橋
）
、
字
黒
崎
浜
、
字
黒
崎
、
左
沖
に
黒
崎
根
、
字

コ
ザ
ク
ハ
浜
、
字
イ
モ
ン
ダ
に
打
止
め
イ
印
に
終
る
。

従
是
又
大
難
処
の
山
越
十
五
町
斗
村
道
に
出
る
迄
は
、

木
根
岩
角
に
取
付
一
直
に
高
山
を
登
。
依
之
村
役
入
及

人
足
等
是
を
恐
れ
多
く
海
岸
に
在
、
随
海
中
を
一
里
半

計
お
よ
ぎ
、
或
は
岩
石
を
伝
て
本
村
へ
引
取
る
。
但
測

量
方
は
山
越
本
道
に
出
、
難
所
山
坂
凡
二
里
本
村
前
宿

夜
着
す
。
当
島
高
波
故
測
量
の
刻
一
日
も
舟
不
出
、
毎

に
海
岸
舟
付
無
き
故
、
以
の
外
難
渋
す
。
誠
前
代
未
聞

の
難
島
也
。

一
〇
四

１
７

 

（
　
　
２
１
）

同

同

同

海
岸
波
高
故
、
同
所
本
村
前
宿
に
昨
日
の
休
足
。

一
〇
四

１
８

 

（
　
　
２
２
）

同

同

同

南
風
波
高
故
不
測
。
御
用
調
。
同
所
滞
留
。

一
〇
四

１
９

 

（
　
　
２
３
）

同

同

同

南
風
波
高
不
測
。
御
用
調
、
滞
留
。

一
〇
四

２
０

 

（
　
　
２
４
）

同

同

同

海
面
凪
。
同
所
滞
留
測
。
此
日
三
宅
島
送
り
舟
内
二
艘

は
風
待
し
て
至
今
日
漁
舟
水
主
共
半
は
漸
々
海
上
凪
に

な
る
に
依
て
、
本
島
へ
帰
舟
す
。
最
も
不
成
交
易
海
路

也
。
此
日
島
舟
に
無
測
乗
船
至
測
処
。
字
イ
モ
ン
ダ
浦

当
月
十
六
日
打
止
め
残
イ
印
始
、
右
山
沿
海
測
量
。

（
従
始
難
処
舟
測
お
よ
ぎ
引
縄
）
、
字
細
水
根
（
右
切

立
に
細
水
の
滝
三
筋
あ
り
、
高
四
十
間
斗
）
、
字
ヌ
ム

リ
鼻
、
字
オ
オ
エ
ノ
イ
の
浜
（
駿
之
富
土
山
遠
測
）
、

字
赤
沢
根
（
左
沖
、
汐
冠
り
也
）
、
字
赤
沢
鼻
、
字
白

崎
（
伊
豆
国
網
代
山
遠
測
）
、
字
大
白
潟
鼻
、
字
小
白

潟
、
（
岩
上
中
飯
所
）
、
左
沖
に
浦
根
（
周
十
間
斗
大

丸
岩
）
、
字
白
滝
浜
、
右
切
立
に
白
滝
、
高
五
十
間
斗

よ
り
落
る
、
字
大
滝
浜
（
右
に
大
滝
あ
り
。
当
時
水

枯
）
、
字
ス
サ
キ
鼻
、
字
ボ
ラ
沢
字
オ
ン
バ
ノ
浦
、
字

三
ッ
穴
鼻
（
右
三
ッ
穴
あ
り
）
、
字
土
石
、
字
水
岩

屋
、
字
猫
岩
屋
、
字
根
ノ
上
浦
、
字
小
熊
浦
、
字
大
根

浜
（
舟
揚
場
）
、
字
前
の
浜
当
月
十
四
日
当
始
梵
天
の

石
印
に
繋
。
御
蔵
鳥
一
周
測
り
終
わ
る
。
従
是
十
町
許

無
測
本
村
へ
帰
宿
。

一
〇
四

２
１

 

（
　
　
２
５
）

三
宅
島
伊
ヶ
谷
村

同
　
三
宅
村

村
会
所

地
役
人
笹
本
新
兵
衛
姉
宅

御
蔵
島
人
家
下
前
の
浜
乗
船
（
男
女
競
人
舟
共
海
面
へ

押
下
す
）
。
海
面
凪
、
送
舟
共
四
艘
漕
渡
、
五
里
三
宅

島
に
着
舟
上
陸
す
。

一
〇
四



 

— 54 — 

 

「五月六日 朝微雨、午後大雨。 … 是より天城峠に至る。 … 樹木繁茂、雲霧深し。峠に至り中飯。」                        

『自豆州賀茂郡吉佐美村至相州足柄下郡小田原宿沿海地図』（国宝：地図･絵図類 15）         

  伊能忠敬記念館所蔵 無断流用禁止                     



伊能忠敬研究 第 102 号 2024 

－55－ 

「
は
か
る
」
人
た
ち 

ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
の
場
合 

ツ
ィ
ー
マ
ー
宮
田
侑
季 

 

「
は
か
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
の
対
象
に
よ
っ
て

異
な
る
漢
字
が
充
て
ら
れ
る
。
長
さ
や
面
積
を
測
る
、
重

さ
や
容
積
を
量
る
、
数
や
時
間
を
計
る
な
ど
で
あ
る
。
筆

者
は
そ
の
ど
れ
に
も
興
味
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
い
た
２５
年

間
は
時
計
に
関
係
す
る
仕
事
に
携
わ
り
、
グ
ラ
ス
ヒ
ュ
ッ

テ
時
計
博
物
館
や
ド
レ
ス
デ
ン
国
立
博
物
館
に
属
す
る
数

学
物
理
サ
ロ
ン
博
物
館
で
案
内
を
し
て
い
た
。
日
本
に
帰

国
し
て
か
ら
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
歴
史
的
人
物
や
そ

の
は
か
り
方
を
知
る
中
で
、
ド
イ
ツ
と
日
本
で
の
相
違
や

合
致
を
見
出
し
、
よ
り
好
奇
心
が
刺
激
さ
れ
て
い
る
。
今

回
、
会
誌
に
原
稿
を
寄
稿
す
る
に
あ
た
り
、
過
去
に
ド
イ

ツ
で
「
は
か
る
」
こ
と
に
使
用
し
た
機
器
と
、
そ
こ
に
携

わ
っ
た
人
々
の
熱
意
や
努
力
を
知
っ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

伊
能
忠
敬
の
よ
う
に
、
日
本
で
歴
史
的
に
活
躍
し
た
人
々

と
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

国
や
文
化
は
違
え
ど
目
標
に
か
け
る
「
熱
意
」
は
人
間
と

し
て
同
じ
な
の
だ
、
と
い
う
共
感
を
も
っ
て
も
ら
え
る
は

ず
だ
。
こ
こ
で
伊
能
忠
敬
を
例
に
挙
げ
る
と
、
平
ら
な
土

地
が
多
い
ド
イ
ツ
で
は
、
馬
車
に
乗
り
コ
ン
パ
ス
や
走
行

距
離
計
を
使
っ
て
計
測
し
、
難
し
い
場
合
に
は
足
に
機
械

式
の
万
歩
計
を
付
け
て
距
離
を
測
っ
た
。
山
が
多
い
日
本

で
は
、
伊
能
忠
敬
は
馬
車
よ
り
も
小
回
り
が
利
く
足
で
歩

き
、
鉄
鎖
な
ど
を
使
用
し
た
り
弯
窠
羅
鍼
で
方
位
を
測
っ

た
こ
と
が
断
然
多
か
っ
た
は
ず
だ
。
地
図
製
作
に
大
事
な

用
具
に
は
、
精
密
に
作
ら
れ
た
尺
（
定
規
）
や
地
図
用
具

の
点
線
儀
や
鳥
口
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
も

日
本
で
も
同
じ
よ
う
に
職
人
が
丁
寧
に
作
り
上
げ
て
い
た
。 

ザ
ク
セ
ン
王
国
と
首
都
ド
レ
ス
デ
ン 

 

ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
か
ら
車
で
約
２
時
間
の
街
ド

レ
ス
デ
ン
。
こ
こ
は
人
口
約
55
万
人
の
中
都
市
で
ザ
ク
セ

ン
州
の
州
都
で
あ
る
。
そ
の
昔
は
ザ
ク
セ
ン
王
国
と
い
い
、

９
２
９
年
に
今
で
は
磁
器
生
産
で
有
名
な
町
、
マ
イ
セ
ン

に
城
を
建
て
た
こ
と
か
ら
国
の
歴
史
は
始
ま
っ
て
い
る
。

１
４
８
５
年
に
は
、
防
衛
的
に
も
便
利
な
場
所
へ
と
、
マ

イ
セ
ン
か
ら
25
ｋ
ｍ
離
れ
た
街
へ
都
を
移
し
て
か
ら
発

展
し
た
の
が
こ
の
ド
レ
ス
デ
ン
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
12

世
紀
に
は
国
家
に
多
大
な
富
を
も
た
ら
す
銀
鉱
山
が
ザ
ク

セ
ン
内
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
で
発
見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
豊
か
に 

発
展
し
18
世
紀
に
は
、
か
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
次
に
欧

州
で
は
裕
福
な
国
と
謳
わ
れ
た
。
美
し
い
バ
ロ
ッ
ク
様
式

の
建
物
が
並
ぶ
エ
ル
ベ
川
の
街
並
み
は
、
エ
ル
ベ
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
と
も
言
わ
れ
、
19
世
紀
に
は
、
か
の
文
豪
ゲ
ー

テ
が
ド
レ
ス
デ
ン
を
訪
問
し
た
際
に
は
「
こ
こ
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
バ
ル
コ
ニ
ー
だ
」
と
賞
賛
し
た
美
し
い
景
色
が

未
だ
に
広
が
る
場
所
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
レ
ス
デ
ン

に
は
華
や
か
な
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
悲
し
い
歴
史
も
刻

ん
だ
街
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
終
戦

に
な
る
年
の
１
９
４
５
年
2
月
13
日
～
14
日
夜
中
の
英 

           

米
空
軍
か
ら
の
爆
撃
で
、
街
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
聖
母

教
会
を
含
め
、
街
は
壊
滅
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、

筆
者
の
舅
が
ド
レ
ス
デ
ン
か
ら
15
ｋ
ｍ
離
れ
た
街
に
住

ん
で
い
た
の
だ
が
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
上
空
が
夜
中
に
真
っ

赤
に
燃
え
て
お
り
大
変
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
恐
怖

を
感
じ
た
そ
う
だ
。
こ
の
発
言
か
ら
、
そ
の
空
爆
被
害
も

想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
軍
事
施
設
の
な
い
街
で
、
安
全

だ
か
ら
と
他
の
大
都
市
か
ら
疎
開
し
て
い
た
人
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
も
被
害
は
大
き
く
、
ド
レ
ス
デ
ン
市
民
は
大

変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
5
月
終
戦

と
な
る
と
す
ぐ
に
、
市
民
は
町
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
バ
ロ 

ッ
ク
様
式
の
建
物
を
必
死
で
建
て
直
し
た
と
い
う
か
ら
、

そ
の
愛
着
と
強
さ
と
誇
り
に
は
驚
く
も
の
が
あ
る
。 

 

数
学
物
理
サ
ロ
ン
と
は 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
博
物
館
や
美
術
館
で
の
展
示
品
は
、
例

外
な
く
王
侯
貴
族
が
集
め
た
も
の
だ
。
こ
こ
ザ
ク
セ
ン
選

帝
侯
領
の
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
代
の
君
主
の
趣
味

に
合
わ
せ
て
、
絵
画
、
彫
刻
、
陶
磁
器
、
時
計
、
宝
飾
品
、

珍
し
い
工
芸
品
、
そ
れ
に
天
体
観
測
や
地
図
を
作
る
た
め

に
使
用
す
る
機
器
を
集
め
た
り
と
、
ジ
ャ
ン
ル
も
多
数
で

あ
る
。
現
在
そ
う
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
博
物
館
美
術
館

別
に
見
学
で
き
る
よ
う
し
た
の
が
、
現
在
の
ド
レ
ス
デ
ン

国
立
博
物
館
美
術
館
（S

t
a
a
t
li
c
h
e 
K
un
s
ts
a
mm
l
un
g
 
 

D
r
e
sd
e
n

）
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
な
ん
と
も
不
思
議
な
名
前
で
あ
る
博
物
館
、
数
学

物
理
サ
ロ
ン
（M

a
t
h
e
m
a
ti

s
ch
-P
h
y
si
k
al
i
sc
h
er
 S
a
lo

n

）

と
は
、
１
５
６
０
年
に
選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
が
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
し
た
も
の
を
保
管
す
る
部
屋
と
し
て
「
美
術
蒐
集
室
」

（K
u
n
s
tk
a
mm
e
r

）
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
権
力
や

富
そ
し
て
経
済
的
発
展
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
は
、
一

足
先
に
始
め
た
１
５
５
２
年
ウ
ィ
ー
ン
に
次
い
で
欧
州
で 
図 1 バロック様式の建物の街並み   
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                   は
二
番
目
に
古
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
１
５
８ 

７
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
在
庫
目
録
に
は
、
約
一
万
点
あ
り
、

そ
の
う
ち
７
５
０
０
点
が
道
具
類
、
５
０
０
点
が
科
学
機

器
で
あ
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
鑑
賞
用
の
芸
術
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
実
用
的 

な
観
測
機
器
も
多
く
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
初
代

コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
が
個
人
的
に
天

文
観
測
や
測
量
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
自
ら
観
測
や
測
定

も
行
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
初
め
は
ド
レ
ス
デ
ン
城
内

７
つ
の
部
屋
に
分
散
し
て
展
示
保
管
し
て
い
た
が
、
後
に

現
在
の
ツ
ヴ
イ
ン
ガ
ー
と
呼
ば
れ
る
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
建

物
へ
移
設
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
数
学
的
物
理
的
機
器
が

集
め
ら
れ
て
い
る
場
所
と
い
う
こ
と
か
ら
、
１
７
４
６
年

に
は
現
在
と
同
じ
「
数
学
物
理
サ
ロ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
博
物
館
で
は
現
在
約
３
０
０
０
点
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
持
ち
、
現
在
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
５

０
０
点
あ
ま
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
展
示
は
、
４
部
門
に 

                   大
き
く
分
け
て
あ
り
、
時
計
、
望
遠
鏡
、
燃
焼
用
レ
ン
ズ
、

子
午
儀
、
計
算
機
械
、
真
空
ポ
ン
プ
、
顕
微
鏡
、
コ
ン
パ

ス
、
天
文
時
計
、
馬
車
用
走
行
距
離
計
、
大
砲
用
の
望
遠

照
準
器
、
天
球
儀
、
地
球
儀
、
温
度
計
等
々
が
展
示
さ
れ 

て
い
る
。
こ
こ
サ
ロ
ン
で
は
、
常
に
歴
代
の
管
理
者
で
あ

る
学
者
や
時
計
職
人
が
決
め
ら
れ
、
機
器
の
日
々
の
管
理

保
存
や
、
後
の
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
と
な
る
技
術
機
関

学
校
の
学
生
の
実
験
に
使
う
展
示
品
を
貸
し
出
す
こ
と
も

し
て
い
た
。
ま
た
、
天
文
台
と
し
て
の
観
測
、
そ
れ
を
利

用
し
、
後
に
鉄
道
運
行
に
も
使
わ
れ
た
時
刻
設
定
業
務
、

気
象
観
測
な
ど
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
、
通
常
の
博
物
館

と
は
違
い
一
風
変
わ
っ
た
歴
史
を
も
つ
場
所
で
も
あ
る
。 

                    

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
先
祖
で
あ
る
選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト 

 

こ
の
博
物
館
の
展
示
品
を
集
め
た
人
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン

選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
（K

u
r
f
ü
rs
t
 
A
ug
u
st
 
15
2
6
-
1
58
6

） 

は
、
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ン
王
家
の
次
男
と
し
て
１
５
２
６
年
に
、

銀
鉱
山
が
多
く
あ
る
フ
ラ
イ
ベ
ル
ク
で
生
ま
れ
た
。
５
歳

上
の
兄
モ
ー
リ
ッ
ツ
が
ザ
ク
セ
ン
国
の
王
位
を
継
い
で
い

た
の
だ
が
、
１
５
５
３
年
に
シ
ー
フ
ェ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
の

戦
い
で
戦
死
し
、
彼
に
は
娘
が
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
こ 

図３ 部門別に作品が展示されている         

図２ 数学物理サロン博物館                 

図４ 天球儀と地球儀展示室           
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と
も
あ
り
、
王
位
は
急
遽
弟
の
ア
ウ
グ
ス
ト
が
引
き
継
ぐ 

こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
ト
の
知
的
好
奇
心
旺
盛
な
性 

格
を
表
現
し
て
い
る
の
は
、
居
住
城
内
に
自
ら
が
旋
盤
を

使
い
作
業
が
出
来
る
作
業
工
房
を
構
え
た
こ
と
だ
。
ま
た
、

耕
作
、
畜
産
、
林
業
、
鉱
山
に
興
味
が
あ
り
、
自
ら
の
知

識
を
国
の
発
展
に
利
用
し
た
こ
と
か
ら
「（
祖
国
の
）
父
な

る
ア
ウ
グ
ス
ト
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
以
外
に
は
、
天

文
学
、
占
星
術
、
数
学
、
測
量
、
製
図
に
大
き
な
関
心
が

あ
り
、
計
測
も
出
来
る
よ
う
な
機
器
の
購
入
や
そ
れ
を
作

る
職
人
を
ド
レ
ス
デ
ン
へ
積
極
的
に
誘
致
し
た
。
ア
ウ
グ

ス
ト
は
、
美
術
蒐
集
室
を
設
置
す
る
ほ
ど
な
の
で
、
今
で

い
う
オ
タ
ク
な
趣
味
も
あ
り
、
１
５
８
７
年
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
在
庫
管
理
資
料
に
よ
る
と
、
地
図
を
製
作
す
る
た
め

に
も
使
う
製
図
用
具
は
４
０
０
点
以
上
も
あ
っ
た
。
直
定

規
だ
け
で
も
37
本
、
ま
た
、
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
パ
ス
は
な 

ん
と
２
１
８
本
も
集
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
に
も

分
度
器
や
三
角
定
規
、
そ
れ
に
消
し
ゴ
ム
な
ら
ぬ
イ
レ
ー

ザ
ー
ナ
イ
フ
な
ど
も
多
数
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
確
か
に
美
し
い
文
房
具
で
は
あ
る
が
、
単
な
る

芸
術
品
で
愛
で
る
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
に
地
図
作
り
の

作
業
で
ア
ウ
グ
ス
ト
は
自
分
で
使
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

実
用
的
な
も
の
に
重
き
を
置
く
、
質
実
剛
健
な
ド
イ
ツ
人 

ら
し
さ
も
感
じ
さ
せ
る
。 

  
 

           

正
確
な
地
図
へ
の
研
究
熱 

 

選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
が
測
量
や
地
図
製
作
に
興
味
を
も

っ
た
の
は
、
領
地
を
治
め
る
主
と
し
て
は
当
然
に
思
わ
れ

る
。
広
大
な
国
を
治
め
る
中
、
国
境
と
い
う
壁
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、
数
々
の
戦
で
そ
の
領
地
を
広
げ
た
り
縮
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
16
世
紀
に
は
度
々
起
こ
っ
て
い
た

の
だ
。
君
主
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
が
、
領
土
を
把
握
す
る

の
は
行
政
的
に
も
、
政
治
的
な
意
味
合
い
か
ら
も
大
切
な

こ
と
で
あ
っ
た
。
１
５
８
７
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
在
庫
管 

          

             

理
目
録
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
が
手
掛
け
た
森
で
の
狩
猟
の

地
図
や
長
距
離
で
の
ル
ー
ト
地
図
な
ど
が
多
く
記
録
さ
れ

て
い
る
。
実
際
の
大
掛
か
り
な
測
量
に
よ
る
ザ
ク
セ
ン
選

帝
侯
領
の
地
図
製
作
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
死
去
後
に
、
そ

の
君
主
の
後
継
者
た
ち
が
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
き
っ
か
け
を
自
ら
作
り
上
げ
た
君
主
と
し

て
の
ア
ウ
グ
ス
ト
の
功
績
は
大
き
い
。 

 

ま
ず
、
観
る
者
を
引
き
付
け
る
の
が
、
旅
の
ル
ー
ト
絵

巻
物
で
あ
る
（
図
６
・
７
参
照 

旅
の
絵
巻
物
）
。
こ
れ
は
、

１
５
７
５
年
に
ア
ウ
グ
ス
ト
が
ミ
ュ
ー
ル
ベ
ル
ク
（
現
ブ

ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
）
か
ら
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（
現
バ

イ
エ
ル
ン
州
）
へ
、
選
帝
侯
会
議
に
出
席
す
る
の
に
旅
し

た
ル
ー
ト
を
長
さ
約
１
３
．
４
メ
ー
ト
ル
、
平
均
縮
尺
は

1
:
3
55
00

で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
に
は
方
位
、

道
中
に
あ
る
街
の
城
、
川
、
教
会
や
森
な
ど
目
印
に
な
る

も
の
が
直
線
上
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

数
学
物
理
サ
ロ
ン
博
物
館
の
シ
ニ
ア
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で

あ
り
、
地
図
、
地
球
儀
を
専
門
と
す
る
学
者
ウ
ォ
ル
フ
ラ

ム
・
ド
ル
ツ
に
よ
る
と(

２
０
１
７)

、
こ
の
絵
巻
物
の
総 図７ 図６の絵巻物を拡大し記載事項を加筆      

図５ ザクセン選帝侯アウグスト      
ルーカス･クラナハ(子)作       
1572 年                
オーストリア･アムブラス城所蔵   
                      

図６ ミュールベルクから        

レーゲンスブルクへの絵巻物(複製)    

アウスィッヒ村   

 
小川 別名なし   

 

ミュールべルクから     
デーベルンへの位置関係        

   

 

ミュールベルク 城     

ヒ村   

 

船走に十分な  
エルベ川      

  

 

OR      
Orient 東        

ME 
Meridies 南         



 

－58－ 

距
離
は
５
４
．
５
マ
イ
ル
と
１
６
２
ロ
ッ
ド
と
な
る
。
選

帝
侯
は
こ
れ
に
丸
12
日
間
を
要
し
て
旅
を
し
た
。
ド
レ
ス

デ
ン
ロ
ッ
ド
は
４
．
５
４
メ
ー
ト
ル
で
、
1
マ
イ
ル
は
６
．

８
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
。
上
記
の
値
か
ら
、
1
日

の
平
均
速
度
は
約
４
．
５
マ
イ
ル
（
１
日
約
３０
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
、
総
距
離
は
約
３
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
同

距
離
を
現
代
的
に
、
自
動
車
で
旧
道
で
は
な
い
道
を
使
い
、

途
中
で
は
高
速
道
路
を
使
う
と
、
３
６
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
３
時
間
40
分
の
道
の
り
に
な
る
。
そ
の
距
離
の
差
が
や

や
大
き
く
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
伊
能

忠
敬
が
い
た
今
か
ら
２
０
０
年
以
上
前
の
話
で
は
な
く
、 

                     

そ
れ
よ
り
も
前
の
４
０
０
年
以
上
昔
の
話
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
た
い
。 

 

ア
ウ
グ
ス
ト
は
、
移
動
す
る
場
所
へ
の
方
位
角
や
距
離

を
記
録
し
、
そ
の
後
で
こ
の
よ
う
な
巻
物
式
に
し
た
よ
う

だ
。
現
在
で
も
ザ
ク
セ
ン
州
立
大
学
図
書
館
に
、
６
点
も

の
巻
物
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
図
８
の
よ
う
に
馬
車
に
乗

っ
て
移
動
し
な
が
ら
方
位
角
を
測
る
に
は
、
振
動
に
は
左

右
さ
れ
な
い
ジ
ン
バ
ル
付
き
の
コ
ン
パ
ス
が
使
わ
れ
た
。

だ
か
ら
な
の
か
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
在
庫
目
録
（
１
５
８
７ 

 
 

                      

年
）
に
は
コ
ン
パ
ス
類
だ
け
で
約
１
５
０
点
が
記
録
さ
れ

て
い
る
。
図
９
は
ア
ウ
グ
ス
ト
が
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ジ
ン
バ
ル
付
き
コ
ン
パ
ス
（
方
位
角
測
定
コ
ン
パ
ス
）
や

測
定
用
鎖
（
鉄
鎖
）
を
使
用
し
て
の
測
量
は
、
限
ら
れ
た

場
所
で
あ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
具
合
は
悪
く
な
い
が
、
長
距
離

の
旅
と
な
る
と
手
間
や
時
間
的
に
困
難
と
な
る
。
ア
ウ
グ

ス
ト
は
、
こ
う
し
た
距
離
を
機
械
的
に
そ
し
て
正
確
に
記

録
す
る
器
具
が
な
い
か
想
定
し
て
い
た
中
、
１
５
６
４
年

に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
在
住
の
数
学
者
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ン
・
タ

ウ
（1

5
3
1
―
1
5
75

）
か
ら
助
言
を
受
け
、
馬
車
に
使
用
す

る
走
行
距
離
計
を
自
分
の
希
望
を
伝
え
て
職
人
達
に
作
ら

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
在
庫
目
録
（
１
５

８
７
年
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
走
行
距
離
計
が
１２
点
も
記

録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
美
し
く
機
能
的
な
走

行
距
離
計
と
い
え
ば
、
ト
レ
ク
ス
ラ
ー
作
の
も
の
で
あ
ろ

う
。（
図
１０
参
照 

走
行
距
離
計
） 

                

図 10 1584 年作の馬車用走行距離計      

図８ 馬車にのり、コンパスを手に持つ男性とメモをとる男性     
パウル・フィンツッヒ著 1598 年『幾何学の方法』の挿絵から     

図
９ 

ア
ウ
グ
ス
ト
が
使
っ
た
ジ
ン
バ
ル
付
き
コ
ン
パ
ス 

図
７
の
絵
巻
物
の
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
コ
ン
パ
ス
ロ
ー
ズ

と
同
じ
も
の
。
ア
ウ
グ
ス
ト
は
色
々
な
コ
ン
パ
ス
を
使
用
し
た

が
、
中
心
部
の
分
割
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
ジ
ン

バ
ル
付
き
コ
ン
パ
ス
を
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

デ
ン
マ
ー
ク
製
か
、1

5
60

年
作
、
真
鍮
製
金
メ
ッ
キ
及
び 

銀
メ
ッ
キ
加
工
、
数
学
物
理
サ
ロ
ン
博
物
館
提
供
。 
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ト
レ
ク
ス
ラ
ー
の
馬
車
用
走
行
距
離
計 

１
５
８
４
年
作 

 

黄
金
色
に
輝
く
真
鍮
製
の
機
械
式
走
行
距
離
計
は
、
今

で
い
う
自
動
車
の
オ
ド
メ
ー
タ
ー
に
値
す
る
。
ド
レ
ス
デ

ン
の
鉄
砲
職
人
で
あ
り
、
１
５
７
５
年
に
は
そ
の
才
能
か 

ら
選
帝
侯
の
お
抱
え
鉄
砲
鍛
冶
職
人
に
な
っ
た
ク
リ
ス
ト 

フ
・
ト
レ
ク
ス
ラ
ー
（C

h
r
i
s
to
p
h T

re
c
hs
l
e
r 15

46

年

～1
6
2
4

年/ 27
？
）が
１
５
８
４
年
に
製
作
し
た
も
の
だ
。

ス
タ
ン
ド
で
あ
る
円
筒
は
、
旅
行
用
馬
車
の
木
製
ペ
グ
に

取
り
付
け
る
。
馬
車
が
走
行
す
る
距
離
を
チ
ェ
ー
ン
と
レ 

バ
ー
の
機
械
式
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
、
車
輪
と
カ
ウ
ン
タ

ー
の
伝
達
機
構
に
よ
っ
て
読
み
取
る
仕
組
み
だ
。
ダ
イ
ヤ

ル
に
は
３
本
の
ポ
イ
ン
タ
ー
針
が
あ
り
、
外
側
が
０
～
１

０
０
の
ロ
ッ
ド
、
真
ん
中
が
１
０
０
～
２
０
０
０
ロ
ッ
ド
、 

内
側
が
マ
イ
ル
表
示
と
な
っ
て
い
る
。
２
０
０
０
ロ
ッ
ド 

は
１
マ
イ
ル
に
相
当
す
る
の
で
、
1
マ
イ
ル
進
ん
だ
と
す

る
と
、
一
番
内
側
の
マ
イ
ル
目
盛
り
の
ポ
イ
ン
タ
ー
針
は

さ
ら
に
１
単
位
進
む
し
く
み
だ
。
手
前
に
は
小
さ
な
マ
ッ

ピ
ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
ボ
ー
ド
が
あ
り
、
３
本
脚
の

フ
ォ
ー
ク
の
よ
う
な
針
で
目
的
地
を
マ
ー
キ
ン
グ
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
使
え
ば
、
馬
車
に
乗
り
な
が

ら
走
行
距
離
計
で
そ
の
距
離
を
測
り
、
手
に
は
コ
ン
パ
ス

を
持
っ
て
方
位
角
を
測
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
測
量
後

に
城
の
一
室
で
計
算
を
し
て
地
図
を
作
り
や
す
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
作
業
で
、
き
っ
と
ア
ウ
グ
ス
ト
は
自
ら
集
め

た
製
図
用
道
具
を
嬉
々
と
し
て
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

お
わ
り
に 

 

日
本
で
は
ベ
ル
リ
ン
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
よ
う
な
有
名
都

市
と
は
違
い
、
ド
レ
ス
デ
ン
の
興
味
深
い
歴
史
や
自
然
科

の
発
展
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
優
美
な
食
器
と
さ
れ
る
マ
イ
セ
ン
磁
器
で
さ
え
、
18

世
紀
初
め
に
こ
の
ド
レ
ス
デ
ン
の
地
で
科
学
実
験
か
ら
生

ま
れ
た
産
物
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
18
世
紀
終
わ
り

頃
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
博
物
学
学
者
で
探
検
家
で
あ
っ
た

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
が
、
南
米
大

陸
へ
調
査
旅
行
に
行
く
前
に
測
定
器
具
の
使
い
方
を
学
び

に
、
こ
の
数
学
物
理
サ
ロ
ン
へ
出
向
い
て
く
る
な
ど
、 

既
に
自
然
科
学
が
発
展
し
て
い
る
場
所
と
し
て
定
評
が
あ

っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
を
早
い
時
期
に
作
っ
た
の
は
、
今

回
の
選
帝
侯
ア
ウ
グ
ス
ト
で
あ
る
の
だ
が
、
ど
こ
と
な
く
、

八
代
将
軍
吉
宗
に
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
好
感
を
持

つ
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
も
ド
イ
ツ
の
歴
史

人
物
と
共
に
「
は
か
る
」
話
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
願
っ
て
い
る
。 

 

☆ 

今
回
の
原
稿
に
寄
せ
て
、
ド
レ
ス
デ
ン
で
筆
者
に
博 

物
館
案
内
の
資
格
試
験
を
し
て
く
れ
た
学
者
（
地
図
、

地
球
儀
の
専
門
家
）
の
ウ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
ド
ル
ツ
氏
か

ら
は
、
よ
り
詳
し
い
論
文
を
頂
い
た
。
ド
ル
ツ
氏
に
心

か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
日
本
の
伊
能
忠
敬

に
つ
い
て
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
大
変
興
味
を
持
っ
て
い

た
だ
き
『
素
晴
ら
し
い
文
化
と
歴
史
を
知
り
た
く
、
い

つ
か
日
本
へ
旅
し
よ
う
と
目
標
に
し
て
い
る
が
、
伊
能

忠
敬
の
よ
う
な
人
が
い
た
と
知
り
、
よ
り
日
本
に
興
味

が
湧
き
ま
し
た
。』
と
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。 

 

図
版
に
つ
い
て 

図
５
は
公
開
画
像
、
図
８
と
９
の
画
像
は
ド
レ
ス
デ
ン

国
立
博
物
館
美
術
館
（S

K
D

）
か
ら
の
提
供
、
他
は
筆
者
が

掲
載
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
画
像
で
あ
る
。 
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ち
ょ
こ
っ
と
伊
能
旅 

中
山
道
馬
籠
宿
を
歩
く 

 
 

 
 

 
 
 

 

石
川
県
金
沢
市 

河
崎
倫
代 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
。」
余
り
に
も
有
名

な
島
崎
藤
村
『
夜
明
け
前
』
の
冒
頭
書
き
出
し
部
分
。
恥

ず
か
し
な
が
ら
こ
の
一
文
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
な 

            

の
に
、
テ
レ
ビ
や
旅
雑
誌
で
見
る
馬
籠
・
妻
籠
宿
に
長
年

あ
こ
が
れ
て
来
た
。
一
度
は
行
っ
て
み
た
い
。
し
か
し
、 

【
金
沢→

糸
魚
川→

松
本→

塩
尻→

妻
籠
・
馬
籠
】
ル
ー

ト
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
頭
で
は
、「
馬
籠
」
は
余
り
に
遠

か
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
思
い
が
け
ず
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
馬
籠

を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
２
０
２
３
年
２
月
、
名
古
屋

へ
行
っ
た
帰
り
道
の
事
で
あ
る
。
滞
在
時
間
わ
ず
か
３
時

間
。
観
光
客
の
ほ
と
ん
ど
い
な
い
馬
籠
宿
を
し
ば
し
楽
し

む
こ
と
が
で
き
た
。 

き
っ
か
け
は
「
馬
籠
は
平
成
の
大
合
併
で
岐
阜
県
中
津

川
市
に
編
入
し
た
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
に
驚
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
地
図
を
見
る
と
、
名
古
屋
か

ら
馬
籠
は
意
外
に
近
か
っ
た
の
だ
。
【
名
古
屋→

小
牧→

（
中
央
自
動
車
道
）→

中
津
川→

馬
籠
】
ル
ー
ト
。
約
１

０
０
㎞
、
車
で
１
時
間
半
と
い
う
数
字
に
驚
い
た
。 

 

帰
宅
後
、「
青
空
文
庫
」
で
『
夜
明
け
前
』
を
読
む
。
冒

頭
部
分
か
ら
少
し
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
藤
村
は
自
ら
が
生 

 

ま
れ
育
っ
た
馬
籠
宿
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

東
山
道
と
も
言
い
、
木
曾
街
道
六
十
九
次
※
と
も
言 

っ
た
駅
路
の
一
部
が
こ
こ
だ
。
こ
の
道
は
東
は
板
橋 

を
経
て
江
戸
に
続
き
、
西
は
大
津
を
経
て
京
都
に
ま 

で
続
い
て
行
っ
て
い
る
。
東
海
道
方
面
を
回
ら
な
い 

ほ
ど
の
旅
人
は
、
否
で
も
応
で
も
こ
の
道
を
踏
ま
ね 

                   

ば
な
ら
ぬ
。
一
里
ご
と
に
塚
を
築
き
、
榎
を
植
え
て
、
里

程
を
知
る
た
よ
り
と
し
た
昔
は
、
旅
人
は
い
ず
れ
も
道
中

記
を
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
、
宿
場
か
ら
宿
場
へ
と
か
か
り
な

が
ら
、
こ
の
街
道
筋
を
往
来
し
た
。 

 

馬
籠
は
木
曾
十
一
宿
の
一
つ
で
、
こ
の
長
い
谿
谷
の
尽 

き
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
西
よ
り
す
る
木
曾
路
の
最
初
の
入 

り
口
に
あ
た
る
。
そ
こ
は
美
濃
境
に
も
近
い
。
美
濃
方
面 

か
ら
十
曲
峠
に
添
う
て
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
山
坂
を
よ
じ 

登
っ
て
来
る
も
の
は
、
高
い
峠
の
上
の
位
置
に
こ
の
宿
を 

見
つ
け
る
。
街
道
の
両
側
に
は
一
段
ず
つ
石
垣
を
築
い
て 

そ
の
上
に
民
家
を
建
て
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
風
雪
を
し 

の
ぐ
た
め
の
石
を
載
せ
た
板
屋
根
が
そ
の
左
右
に
並
ん
で 

い
る
。
宿
場
ら
し
い
高
札
の
立
つ
と
こ
ろ
を
中
心
に
、
本 

陣
、
問
屋
、
年
寄
、
伝
馬
役
、
定
歩
行
役
、
水
役
、
七
里 

                  
「アメリカ大図 108・109」部分を接続加工       

 

藤村記念館（馬籠宿本陣跡地）          

 



伊能忠敬研究 第 102号 2024 

－61－ 

役
（
飛
脚
）
な
ど
よ
り
成
る
百
軒
ば
か
り
の
家
々
が
主
な 

部
分
で
、
ま
だ
そ
の
ほ
か
に
宿
内
の
控
え
と
な
っ
て
い
る 

小
名
の
家
数
を
加
え
る
と
六
十
軒
ば
か
り
の
民
家
を
数
え

る
。 

※
「
中
山
道
六
十
九
次
」
で
あ
ろ
う
。
木
曽
街
道
は
そ
の
中
の
十

一
宿
で
あ
る
。 

  

島
崎
藤
村
は
明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
馬
籠
宿
本
陣 

最
後
の
当
主
島
崎
正
樹
の
四
男
に
生
ま
れ
た
。
島
崎
家
は 

馬
籠
宿
で
本
陣
を
代
々
勤
め
た
家
柄
で
、
伊
能
測
量
隊
は 

第
７
次
測
量
（
九
州
第
１
次
）
の
往
路
、
文
化
６
年
（
１ 

８
０
９
）
に
中
山
道
を
進
み
、
10
月
７
日
妻
籠
宿
（
長
野 

県
南
木
曽
町 

標
高
４
３
０
ｍ
）
本
陣
島
崎
与
治
右
衛
門 

宅
で
小
休
を
取
っ
た
。
こ
こ
は
藤
村
の
母
の
生
家
で
あ
り
、 

平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
、
島
崎
家
所
蔵
の
江
戸
後
期
の
絵 

図
を
も
と
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。 

伊
能
測
量
隊
は
そ
の
後
、
下
谷
立
場
茶
屋
で
中
食
。
男 

滝
・
女
滝
を
通
り
過
ぎ
、
馬
籠
峠
（
標
高
７
９
０
ｍ
）
を

越
え
た
。
恵
那
ケ
岳
（
恵
那
山
２
１
９
１
ｍ
）
を
望
み
つ

つ
馬
籠
宿
（
標
高
６
０
０
ｍ
）
に
入
り
、
本
陣
島
崎
吉
左

衛
門
宅
に
止
宿
。
中
山
道
六
十
九
次
中
の
43
番
目
の
宿
場 

           

で
あ
る
。
夜
は
「
中
晴
測
量
」
と
『
測
量
日
記
』
に
記
さ

れ
て
い
て
、
伊
能
図
に
は
☆
印
が
あ
る
。 

明
治
維
新
の
激
動
期
、
時
代
の
波
に
翻
弄
さ
れ
た
島
崎

家
は
、
旧
本
陣
を
隣
家
に
売
却
し
て
、
明
治
25
年
（
１
８

９
２
）
に
東
京
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
の
後
、
明
治
28
年
（
１

８
９
５
）
と
大
正
４
年
（
１
９
１
５
）
の
二
度
の
火
災
に

よ
り
、
馬
籠
の
古
い
町
並
み
は
石
畳
と
枡
形
以
外
は
す
べ

て
焼
失
し
た
。
藤
村
の
生
家
も
類
焼
し
た
が
、
昭
和
22
年 

（
１
９
４
７
）
に
有
志
に
よ
り
藤
村
記
念
館
が
開
館
し
た
。

敷
地
内
に
は
唯
一
焼
け
残
っ
た
旧
本
陣
隠
居
所
が
残
さ
れ

て
い
る
。 

馬
籠
宿
は
馬
籠
峠
を
越
え
た
長
野
県
側
の
妻
籠
宿
、
奈

良
井
宿
（
塩
尻
市
）
と
と
も
に
中
山
道
の
風
情
を
残
す
観

光
地
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
国
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
が

訪
れ
る
。
火
災
の
後
に
復
興
さ
せ
た
町
並
み
は
道
幅
も
変

わ
ら
ず
、
全
長
約
６
０
０
ｍ
の
石
畳
の
両
側
に
宿
場
の
趣

を
残
す
家
々
が
続
く
。
資
料
館
・
民
宿
・
土
産
物
店
・
飲

食
店
は
も
ち
ろ
ん
、
商
い
を
し
て
い
な
い
一
般
の
家
で
も

当
時
の
屋
号
を
表
札
の
横
に
掲
げ
る
な
ど
、
歴
史
の
保
存

と
現
在
の
生
活
と
を
共
存
さ
せ
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

          

 

私
が
訪
れ
た
日
は
折
悪
し
く
藤
村
記
念
館
は
休
館
日
で
、

藤
村
も
幼
少
時
に
出
入
り
し
た
と
い
う
隠
居
所
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
妻
籠
宿
か
ら
馬
籠
峠
を
越
え
て
き

た
と
思
わ
れ
る
子
供
た
ち
を
含
む
ハ
イ
カ
ー
一
行
と
す
れ

違
う
な
ど
、
か
つ
て
伊
能
隊
が
測
量
し
た
木
曽
街
道
、
皇

女
和
宮
が
江
戸
へ
と
降
嫁
し
た
中
山
道
の
雰
囲
気
を
そ
こ

は
か
と
な
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
勿
論
、
大
好
き
な

野
沢
菜
の
お
や
き
も
美
味
し
か
っ
た
。
突
然
の
思
い
付
き

に
付
き
合
っ
て
、
馬
籠
宿
ま
で
車
を
走
ら
せ
て
く
れ
た
人

に
感
謝
、
感
謝
。 

 

【
参
考
】 

・
馬
籠
は
長
野
県
木
曽
郡
山
口
村
に
属
し
て
い
た
が
、
平
成
17

年
（
２
０
０
５
）
２
月
の
山
口
村
の
越
県
合
併
に
よ
り
岐
阜
県

中
津
川
市
に
編
入
さ
れ
た
。 

・「
青
空
文
庫
」
は
、
著
作
権
が
消
滅
し
た
作
品
や
著
者
が
許
諾

し
た
作
品
の
テ
キ
ス
ト
を
公
開
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
の
電
子
図
書
館
で
あ
る
（
ウ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）。 

・『
長
野
県
の
歴
史
散
歩
』
山
川
出
版
社 

２
０
０
６
年 

・
南
木
曽
町
観
光
協 

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

・「
中
山
道
馬
籠
宿 

案
内
略
図
」
馬
籠 

観
光
案
内
所 

 

英泉画「木曽街道馬籠駅 峠ヨリ望遠之図」    

国立国会図書館デジタルコレクション     

“中山道馬籠宿”道標      

 

水車小屋のある枡形       
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二
本
松
で
ち
ょ
こ
っ
と
伊
能
探
訪 

石
川
県
金
沢
市 

室
山 

孝 

 

福
島
県
二
本
松
市
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
奥
州
街
道
沿

い
に
あ
り
、
江
戸
時
代
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以

来
、
丹
羽
家
一
〇
万
石
余
の
城
下
町
で
、
維
新
期
、
戊
辰

戦
争
で
官
軍
と
戦
い
落
城
し
た
歴
史
を
持
つ
。
伊
能
忠
敬

は
二
本
松
を
二
度
通
過
し
、
一
泊
し
て
い
る
。 

 
 

第
一
次
測
量
（
蝦
夷
地
測
量
）
、
寛
政
十
二
年
閏
四
月

十
九
日
（
一
八
○
○
年
六
月
十
一
日
）
、
忠
敬
は
門
倉
隼

太
ら
内
弟
子
三
人
・
下
僕
二
人
と
、
蝦
夷
地
を
目
指
し
て

江
戸
を
出
立
、
歩
測
し
な
が
ら
奥
州
街
道
を
ひ
た
す
ら
北

上
。
同
月
二
十
五
日
、
大
雨
の
中
、
本
宮
宿
を
出
立
し
、

「
一
里
十
八
町
杉
田
宿
（
温
石
町
当
駅
）
、
一
里
十
町
二

本
松
城
下
、
二
里
八
町
八
丁
目
宿
、
一
里
七
町
若
宮
宿
、

二
里
福
嶋
城
下
、
」
と
通
過
、
さ
ら
に
二
里
八
丁
進
み
、

七
ツ
半
頃
、
瀬
上
宿
に
到
着
と
、
い
か
に
も
先
を
急
ぐ
慌

た
だ
し
い
日
程
で
あ
っ
た
。 

 

蝦
夷
地
測
量
を
終
え
た
帰
路
は
、
同
じ
ル
ー
ト
を
南
下
、

同
年
十
月
十
二
日
（
十
一
月
二
十
八
日
）
は
朝
か
ら
晴
天

で
、
朝
七
ツ
半
後
福
嶋
城
下
（
板
倉
内
膳
正
、
三
万
石
）

を
出
立
、「
一
里
廿
五
丁
清
水
町
、
一
里
十
八
丁
八
丁
目
、

一
里
六
丁
油
井
町
、
一
里
二
町
二
本
松
城
下
（
丹
羽
左
京

太
夫
、
十
万
七
百
石
、
）
八
ツ
前
着
、
止
宿
す
、
夜
測
量
、
」

と
あ
っ
て
、
往
路
よ
り
や
や
ゆ
と
り
あ
る
日
程
で
、
二
本

松
城
下
に
宿
泊
（
宿
所
は
不
記
載
）
、
天
文
測
量
も
行
っ

て
い
る
。 

 

三
度
目
は
、
第
二
次
測
量
（
相
模
・
伊
豆
と
本
州
東
海

岸
測
量
）
で
、
享
和
元
年
四
月
二
日
（
一
八
○
一
年
五
月

十
四
日
）
、
忠
敬
は
内
弟
子
四
人
と
下
僕
一
人
の
六
人
で 

                                

                                

「二本松御城郭全図」（にほんまつ城報館寄託）に加筆              

 

「アメリカ大図」第５６号から二本松                     
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江
戸
を
出
立
。
奥
州
東
海
岸
を
北
上
し
下
北
半
島
の
測
量

を
終
え
て
、
帰
路
、
奥
州
街
道
を
南
下
。
同
年
十
一
月
二

十
七
日
（
一
八
○
二
年
一
月
一
日
）
、
福
嶋
城
下
か
ら
本

宮
宿
ま
で
の
途
中
、
二
本
松
城
下
を
通
過
し
た
。
雪
が
降

り
続
く
中
で
の
測
量
行
で
あ
っ
た
。 

 

筆
者
が
職
場
同
僚
ら
と
二
本
松
を
訪
れ
た
の
は
昨
年

九
月
、
二
本
松
市
立
「
に
ほ
ん
ま
つ
城
報
館
」
に
寄
託
さ

れ
て
い
る
、
加
賀
国
ゆ
か
り
の
大
名
丹
羽
長
重
の
史
料
調

査
が
目
的
で
あ
っ
た
。
金
沢
か
ら
北
陸
新
幹
線
、
大
宮
か

ら
東
北
新
幹
線
に
乗
り
継
ぎ
、
郡
山
か
ら
東
北
本
線
に
乗

り
換
え
約
四
時
間
半
の
旅
で
あ
っ
た
。 

  

二
本
松
城
主
丹
羽
家
の
祖
は
、
織
田
信
長
の
重
臣
で
越

前
・
若
狭
を
領
し
た
丹
羽
長
秀
で
あ
る
。
そ
の
嫡
男
丹
羽

長
重
は
、
家
臣
統
制
等
の
失
態
で
豊
臣
秀
吉
に
処
分
さ

れ
、
若
狭
か
ら
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
加
賀
国
松

任
城
主
に
移
封
。
や
が
て
加
増
さ
れ
、
慶
長
三
年
（
一
五

九
八
）
同
国
小
松
城
主
と
な
っ
た
。
し
か
し
慶
長
五
年
（
一

六
〇
〇
）
九
月
、
同
国
金
沢
城
主
前
田
利
長
と
小
松
近
郊

浅
井
畷
で
合
戦
と
な
り
、
和
議
を
結
ん
だ
が
、
関
ヶ
原
合

戦
後
、
徳
川
家
康
か
ら
改
易
処
分
を
受
け
、
江
戸
に
蟄
居
。

し
か
し
三
年
後
、
常
陸
国
古
渡
で
一
万
石
大
名
に
復
活
、

さ
ら
に
同
国
江
戸
崎
で
一
万
石
加
増
。
そ
の
後
陸
奥
国
棚

倉
で
五
万
石
、
ま
た
同
国
白
河
で
一
○
万
石
余
の
大
名
と

な
っ
た
が
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
白
河
で
没
し
た
。 

 

長
重
の
三
男
光
重
が
跡
を
継
ぎ
、
寛
永
二
十
年
、
同
国

二
本
松
城
主
と
な
っ
た
。
光
重
の
入
部
当
初
、
城
郭
は
中

世
以
来
の
山
城
を
整
備
し
た
も
の
で
、
そ
の
ふ
も
と
を
奥

州
街
道
が
通
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
町
屋
が
混
在
し
、

武
家
地
は
狭
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
城
下
町
の
整
備
に
着
手

し
、
武
家
屋
敷
を
城
の
直
下
地
域
に
集
め
る
た
め
、
奥
州

街
道
を
観
音
丘
陵
の
南
側
に
移
し
換
え
、
町
屋
を
す
べ
て

新
街
道
側
に
移
転
さ
せ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
二
本
松
市
街

地
の
原
型
と
な
っ
た
。 

展
示
さ
れ
て
い
た
幕
末
頃
の
「
二
本
松
御
城
郭
全
図
」

を
見
る
と
、
城
の
直
下
と
そ
の
東
側
に
細
長
く
武
家
屋
敷

地
（
こ
の
盆
地
状
区
域
を
「
郭
内
」
と
い
う
）
が
続
き
、

観
音
丘
陵
と
隔
て
ら
れ
た
南
側
は
奥
州
街
道
沿
い
に
町

屋
や
寺
院
が
並
ん
で
お
り
、
城
下
町
全
体
は
「
郭
内
」
と

「
郭
外
」
と
い
う
二
重
構
造
と
な
る
。 

こ
の
御
城
郭
全
図
（
街
道
を
黄
線
で
加
筆
）
と
伊
能
大

図
（
赤
の
測
線
）
を
比
べ
る
と
、
奥
州
街
道
が
わ
か
る
。

な
お
「
郭
外
」
の
城
下
町
か
ら
は
観
音
丘
陵
に
遮
ら
れ
て

城
は
見
え
な
い
。
大
手
門
を
入
り
、
久
保
丁
坂
を
上
り
観

音
丘
陵
切
通
し
の
峠
を
越
え
る
と
、
よ
う
や
く
二
本
松
城

が
見
え
る
の
で
あ
る
。 

図
を
よ
く
見
る
と
、
街
道
に
面
し
た
大
手
門
入
口
広
場

前
の
左
右
に
「
上
御
本
陣
」
「
下
御
本
陣
」
が
あ
る
。
忠

敬
の
宿
所
は
こ
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ま
た
天
文
測
量
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
大
図
に
☆
マ
ー

ク
が
な
い
（
中
図
に
も
な
い
）
。
し
か
し
天
測
場
所
は
、

大
手
門
前
の
広
場
を
避
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
左
手
、
街

道
に
面
し
て
南
に
大
き
く
開
け
た
空
間
を
持
つ
「
御
両

社
」
（
二
本
松
藩
総
鎮
守
。
現
在
の
二
本
松
神
社
）
の
石

段
前
広
場
と
推
察
で
き
る
。 

  

筆
者
ら
が
二
本
松
に
到
着
し
た
昼
前
、
晴
れ
て
気
温
も

三
〇
度
を
越
え
て
い
た
が
、
昼
食
後
、
徒
歩
で
大
手
門
跡

か
ら
久
保
丁
坂
を
五
○
○
㍍
程
も
上
り
、
観
音
丘
陵
切
通

し
の
峠
を
越
え
「
に
ほ
ん
ま
つ
城
報
館
」
（
二
本
松
歴
史

館
と
に
ほ
ん
ま
つ
観
光
情
報
館
の
複
合
施
設
）
に
た
ど
り 

着
い
た
。
こ
の
場
所
は
発
掘
さ
れ
た
重
臣
の
館
跡
で
、
床 

の
一
部
は
発
掘
遺
構
の
一
部
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
遺
構
の
図
や
出
土
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
二
階 

か
ら
は
城
山
の
上

に
天
守
台
（
天
守
は

造
営
さ
れ
な
か
っ

た
）
の
高
い
石
垣
、

ま
た
三
の
丸
入
口

の
箕
輪
門
が
よ
く

見
え
た
。 

筆
者
は
車
や
人

通
り
の
少
な
い
翌

日
早
朝
、
旧
奥
州
街

道
の
本
町
通
り
を

一
人
で
歩
い
た
が
、

道
は
拡
幅
・
舗
装
さ

れ
、
往
時
の
面
影
は

も
ち
ろ
ん
残
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
街

道
に
面
し
て
立
つ

二
本
松
神
社
（
熊

野
・
八
幡
の
両
社
）

は
、
当
時
か
ら
変
わ

ら
ぬ
位
置
に
あ
り
、

測
量
隊
も
目
に
し
、

天
測
を
行
っ
た
で

あ
ろ
う
様
子
を
想

像
す
る
の
み
で
あ

っ
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

・
『
新
修
小
松
市
史
資
料
編
１ 

小
松
城
』
一
九
九
九
年 

・
『
二
本
松
市
史
第
１
巻 

通
史
編
１
』
一
九
九
九
年 

 

本陣跡付近（右手）と奥州街道の現在    現在の二本松神社       
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京
大
伊
能
図
と
詳
細
画
像
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
造 

功 
表
紙
で
使
用
し
た
屋
久
島
の
大
図
は
京
都
大
学
附
属
図

書
館
の
所
蔵
で
あ
る
。
京
大
伊
能
図
は
従
来
か
ら
京
都
大

学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
地
名
の
確
認
が
困
難
な
レ
ベ
ル

の
画
像
で
あ
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
「
コ
ン
テ
ン
ツ
の
二
次
利
用
に
つ
い
て
」

に
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
一
文
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付

い
た
。
「
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
画
像
は
、
最
大
辺
が2

0
0
0

ピ
ク
セ
ル
のJ

P
E
G

フ
ァ
イ
ル
に
変
換
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ

リ
ジ
ナ
ル
サ
イ
ズ
の
画
像
デ
ー
タ
を
入
手
し
た
い
場
合

は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
」
と
あ
る
。
早
速
メ
ー
ル
で
申
し
込
ん
で
み
る
と
、

３
時
間
後
に
は
伊
能
図
全
９
枚T

I
F
F

フ
ァ
イ
ル
２
．
４
６

Ｇ
Ｂ
を
グ
ー
グ
ル
ド
ラ
イ
ブ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
よ

う
に
と
の
案
内
が
き
た
。
９
枚
ま
と
め
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
私
の
ポ
ン
コ
ツ
Ｐ
Ｃ
は
た
ち
ま
ち

フ
リ
ー
ズ
。
ま
さ
か
ギ
ガ
バ
イ
ト
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

表
紙
の
屋
久
島
の
大
図
は
１
３
９
Ｍ
Ｂ
、
九
州
の
中
図
に

い
た
っ
て
は
４
９
０
Ｍ
Ｂ
と
い
う
代
物
で
、
パ
ソ
コ
ン
の

性
能
が
試
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
画
像
の
二
次
利
用
に

あ
た
っ
て
は
、
資
料
名
と
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
な

ど
と
明
記
す
る
こ
と
で
、
手
続
き
無
し
で
掲
載
で
き
る
。 

 

屋
久
島
の
南
端
を
拡
大
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。
屋
久

島
で
は
坂
部
貞
兵
衛
隊
が
南
半
分
を
時
計
回
り
に
測
量
し

た
。
坂
部
、
永
井
、
箱
田
、
保
木
ら
は
文
化
九
（
一
八
一

二
）
年
四
月
五
日
に
、
尾
ノ
間
村
よ
り
始
め
て
小
島
村
に

至
っ
た
。
『
測
量
日
記
』
に
は
「
浦
崎
岬
、
当
島
の
極
南
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
全
国
測
量
の
最
南
端
地
点
で
あ
る
。 

                                

                                

図 1「大隅国馭謨
ご む

郡屋久嶋沿海全圖」部分（京都大学附属図書館所蔵）                  
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京
大
伊
能
図
に
つ
い
て 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
は
伊
能
中
図
２
枚
、
大
図
７
枚

を
所
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
図
２
の
京

大
伊
能
図
の
包
紙
に
、
伊
能
家
の
親
戚
筋
で
あ
る
茨
城
県

土
浦
の
内
田
家
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
由
緒
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
会
報
１２
号
、
６５
号
及
び

『
〈
稿
本･

大
名
家
本
〉
伊
能
図
研
究
図
録
』
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
９
枚
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
各
地
図
名

は
京
都
大
学k

u
l
i
ne

の
原
資
料
の
書
誌
に
よ
る
。 

・
「
四
國
淡
州
六
分
下
図
」
：
四
国
と
淡
路
島
の
中
図
。 

縦
１３３

ｃｍ×

横
１７１

ｃｍ
。 

・
「
九
州
六
箇
国
之
沿
海
図
」
：
第
七
次
（
第
一
次
九
州
）

測
量
の
範
囲
の
中
図
。
縦
１８５

ｃｍ×
横
１４１

ｃｍ
。 

・
「
對
州
全
圖
」
：
対
馬
の
大
図
。 

縦
１０２

ｃｍ×

横
２２９

ｃｍ
。 

・
「
壹
岐
」
：
壱
岐
島
の
大
図
。
縦
８１

ｃｍ×

横
８８

ｃｍ
。 

・
「
大
隅
国
馭
謨
郡
屋
久
嶋
沿
海
全
圖
」
：
屋
久
島
の
大

図
。
縦
７５

ｃｍ×

横
１００

ｃｍ
。 

・
「
大
隅
國
熊
毛
郡
種
子
嶋
沿
海
圖
」
：
種
子
島
の
大
図
。 

縦
１５７

ｃｍ×

横
７８

ｃｍ
。 

・
「
肥
前
国
松
浦
郡
平
戸
領
」
：
北
松
浦
半
島
、
平
戸
島
、

生
月
島
な
ど
の
大
図
。
縦
１７２

ｃｍ×

横
１１９

ｃｍ
。 

・
「
肥
前
五
島
之
上(

五
島
上)

」
：
五
島
列
島
北
部
の
大

図
。
縦
１７５

ｃｍ×

横
９５

ｃｍ
。 

・
「
肥
前
五
島
之
二(

五
島
下)

」
：
五
島
列
島
南
部
の
大

図
。
縦
１１８

ｃｍ×

横
１６５

ｃｍ
。 

 

 

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
京
大
伊
能
図
の
大
図
の
特
色

が
数
点
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
図
１
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

墨
書
の
細
字
で
下
図
並
み
の
情
報
が
記
載
さ
れ
、
朱
書
の

大
字
に
取
捨
選
択
さ
れ
た
も
の
が
最
終
版
の
大
図
に
反
映

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
や
、「
界
○
○
村
・

□
□
村
」
と
い
っ
た
最
終
版
大
図
と
は
異
な
る
村
名
表
記

の
仕
方
も
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
最
終
版
と
は
描
写
範
囲
が

異
な
っ
て
お
り
、
完
成
図
作
成
の
中
間
段
階
で
の
作
業
用

地
図
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

同
様
な
特
色
を
有
す
る
第
８
次
測
量
の
成
果
の
大
図
が

他
機
関
に
二
点
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一
点
は
図
３
の
伊
能

忠
敬
記
念
館
所
蔵
の
『
自
肥
後
国
球
磨
郡
七
地
村
至
日
向

国
宮
崎
郡
南
方
村
図
』（
国
宝
：
地
図･

絵
図
類
１
２
３
）

で
、最
終
大
図
の
１
８
５
号(

宮
崎)

、１
９
７
号
（
小
林
）
、

２
０
０
号(

人
吉)

の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
と
重
な
る
範
囲
で

あ
る
。
ま
た
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
の
『
伊
能
忠
敬
実
測 

筑
前
豊
前
両
国
中
心
地
之
図
』
は
最
終
大
図
の
１
７
８
号

(

小
倉)

、
１
８
０
号(

日
田)

の
一
部
と
重
な
る
範
囲
を
描

き
、
同
様
の
特
色
を
有
す
る
。 

以
上
の
大
図
群
は
第
８
次
測
量
の
成
果
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
が
、
第
６
次
測
量
の
成
果
図
に
も
同
様
な
大
図
が

あ
る
。
図
４
の
『
河
州
若
井
郡
自
西
郡
村
和
州
式
上
郡
吉

陰
村 

首
』
（
国
宝
：
地
図･

絵
図
類
８
６
）
で
あ
る
。 

 

ま
た
伊
能
忠
敬
記
念
館
所
蔵
の
下
図
に
は
、
そ
の
描
写

範
囲
か
ら
み
て
、
最
終
大
図
で
は
な
く
上
記
の
特
色
を
持

つ
京
大
、
神
戸
市
立
博
物
館
、
伊
能
忠
敬
記
念
館
の
大
図

の
下
図
と
思
わ
れ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

       

                          

図 2 地図包紙（京都大学附属図書館所

蔵）                  

図 3「自肥後国球磨郡七地村至日向国宮崎郡南方村図」部分      

           伊能忠敬記念館所蔵 無断流用禁止                  

図 4「河州若井郡自西郡村和州式上郡吉陰村 首」部分                     

         伊能忠敬記念館所蔵 無断流用禁止                  



 

－66－ 

緯
度
の
測
定 

菱
山 

剛
秀  

最
初
に
、
前
号
４
ペ
ー
ジ
で
掲
載
し
た
図
に
つ
い
て
、

会
員
の
方
か
ら
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
左
の
よ
う
に
訂

正
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

              

訂
正
し
た
の
は
、
図
の
上
方
に
あ
っ
た
☆
記
号
の
削
除

と
緯
度
差
（
ϕ
）
を
求
め
る
数
式
で
あ
る
。
☆
記
号
は
、

地
軸
の
方
向
を
北
極
星
で
示
す
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
北
極

星
（P

o
l
ar
i
s

）
は
周
極
星
で
あ
り
、
厳
密
に
は
北
極
を
示

さ
な
い
。
緯
度
差
の
式
は
、
正
負
に
関
わ
ら
ず
ϕ2
と
ϕ1
の

差
が
求
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で
、
絶
対
値
記
号
を
付
し
た
。 

地
軸
に
平
行
な
点
線
矢
印
は
、
北
極
の
方
位
を
示
し
、

地
平
線
と
の
交
角
が
そ
の
地
点
の
緯
度
（
ϕ1
と
ϕ2
）
に
な

る
。
南
北
に
離
れ
た
２
地
点
の
緯
度
差
（
ϕ
）
と
そ
の
地

点
間
の
南
北
距
離
（
Ｓ
）
か
ら
、
地
球
を
球
体
と
し
た
と

き
の
地
球
の
大
き
さ
（
円
周
）
が
計
算
で
き
る
。 

上
図
の
訂
正
に
関
連
し
て
、
前
号
で
は
紙
面
の
都
合
で

説
明
を
省
略
し
た
緯
度
の
測
定
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。 

会
田
安
明
の
『
天
文
簡
要
論
』「
地
球
測
量
の
論
」
の
冒

頭
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
解
い
て
い
わ
く
、
地
球
の
大
小
を
測
る
に
は
、
先
地

の
一
度
は
何
十
里
に
あ
た
る
と
量
る
こ
と
な
り
。
」 

地
球
の
大
き
さ
を
測
る
に
は
、
左
図
の
よ
う
に
、
緯
度

一
度
の
距
離
を
測
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

          

一
見
容
易
そ
う
に
見
え
る
が
、
重
要
な
の
が
緯
度
の
測

定
で
あ
る
。
緯
度
の
測
定
に
は
正
確
な
北
極
高
度
が
必
要

で
あ
る
が
、
北
極
星
が
正
確
な
北
極
を
示
さ
な
い
た
め
、

ど
の
よ
う
に
し
て
北
極
高
度
を
求
め
る
か
が
課
題
に
な
る
。 

 

北
極
高
度
の
測
定 

天
文
簡
要
論
で
は
、
北
極
高
度
の
測
定
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

「
尋
常
の
理
学
家
の
天
文
者
あ
る
い
は
算
学
者
、
町
間

者
な
ど
の
測
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
こ
と
な
り
。
実
測
家
の

天
文
者
に
し
て
町
間
術
に
通
達
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易

に
得
べ
か
ら
ず
。
そ
の
得
易
か
ら
ざ
る
と
い
う
は
、
第
一

に
北
極
を
測
る
こ
と
容
易
な
ら
ず
。
そ
も
そ
も
北
極
と
名

づ
く
る
も
の
は
星
あ
る
に
は
あ
ら
ず
。
北
辰
に
近
き
星
を

も
っ
て
目
当
と
し
て
測
る
こ
と
な
り
。
す
な
わ
ち
古
え
の

極
星
、
今
の
匂
陣
大
星
こ
れ
な
り
。
往
古
は
こ
の
星
北
辰

に
あ
り
て
周
旋
す
る
こ
と
無
き
と
思
へ
り
。
中
華
に
て
は

周
漢
魏
晋
の
時
分
（
BC
１
０
５
０
年
頃
～
AC
４
２
０
年
）

ま
で
も
な
お
し
か
り
。
劉
宋
の
時
祖
冲
之
（
４
２
９
～
５

０
０
年
）
と
云
も
の
初
め
て
測
量
し
て
北
辰
を
去
る
こ
と

一
度
余
り
な
り
と
す
。
そ
の
後
、
唐
の
一
行
（
６
７
３
～

７
２
７
年
）
測
る
と
こ
ろ
は
一
度
半
、
南
宋
の
皇
祐
中
（
１

０
４
９
～
１
０
５
４
年
）
も
ま
た
一
度
半
と
す
。
沈
括
（
１

０
３
１
～ 

１
０
９
５
年
）
は
三
度
余
と
す
。
元
の
郭
若
思

（
１
２
３
１
～
１
３
１
６
年
）
測
る
と
こ
ろ
は
三
度
と
す
。

我
が
日
本
に
て
は
渋
川
春
海
（
１
６
３
９
〜
１
７
１
５
年
）

初
め
て
測
量
す
る
と
こ
ろ
、
北
辰
を
去
る
こ
と
二
度
半
な

り
と
す
。
す
な
わ
ち
天
文
成
象
の
方
図
に
載
す
る
と
こ
ろ

に
二
度
半
こ
れ
な
り
。
右
の
諸
家
い
か
な
る
器
を
用
い
、

い
か
な
る
術
に
て
測
量
す
る
や
明
ら
か
な
ら
ず
。
古
え
は

器
も
粗
に
し
て
術
も
ま
た
粗
略
な
り
。
故
に
明
証
と
し
が

た
し
。
そ
の
実
測
明
証
の
術
左
の
ご
と
し
」
と
し
て
、
周

極
星
の
方
中
高
度
を
使
用
す
る
方
法
を
紹
介
し
て
い
る
。 

※
人
物
の
生
没
年
代
は
著
者
が
追
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

中
国
で
は
５
世
紀
に
は
、
北
極
星
（
勾
陳
）
が
周
極
星

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
正
確
な
北
極
高
度
を
知

る
た
め
、北
極
と
北
極
星
の
隔
た
り
の
角
度
（
北
辰
距
度
）

も
測
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

忠
敬
が
江
戸
の
隠
宅
で
測
量
し
た
記
録
は
残
っ
て
い
な

い
が
、
会
田
安
明
が
忠
敬
の
測
量
機
器
を
使
っ
て
北
辰
距

度
を
測
っ
た
値
は
、『
天
文
簡
要
論
』
に
記
録
が
あ
り
、
最

高
37
度
25
分
42
秒
、
最
卑
33
度
53
分
33
秒
、
こ
の
差

は
3
度
33
分
9
秒
、
北
辰
距
度
は
、
1
度
46
分
34
秒

半
と
な
っ
て
い
る
。
忠
敬
も
全
国
の
測
量
の
基
準
で
あ
る

江
戸
の
正
確
な
緯
度
を
知
る
た
め
、
同
様
の
方
法
で
、
北

辰
距
度
を
測
定
し
、
北
極
高
度
を
求
め
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

天頂

地平線

1

1

☆ ☆

赤道

地
軸

☆

2

2

天頂

地平線

＝ １－ 2

S

円周＝S×

ϕ＝❘ϕ2－ϕ1❘ 

ϕ1，ϕ2：観測地点緯度 

ϕ：緯度差 

S：緯度間距離 

N

S

１°

D

地球の大きさ＝D×360

D：緯度 1度の距離 
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伊
能
忠
敬
の
緯
度
測
定 

忠
敬
の
天
文
観
測
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
忠
敬
自
身
や

弟
子
た
ち
も
記
録
を
残
し
て
い
な
い
。
前
述
し
た
忠
敬
の

友
人
で
和
算
家
の
会
田
安
明
が
唯
一
『
天
文
簡
要
論
』
と

い
う
記
録
を
残
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
大
谷
亮
吉
は
、

著
書
『
伊
能
忠
敬
』
の
中
で
、
残
さ
れ
た
機
器
や
観
測
結

果
を
基
に
忠
敬
の
天
文
観
測
の
方
法
を
推
測
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
伊
能
忠
敬
の
緯
度
測
定
の
方

法
は
次
の
３
種
類
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

赤
緯
を
使
用
す
る
方
法 

大
谷
は
、
こ
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
、
説
明
し

て
い
る
。 

「
象
限
儀
の
観
測
に
よ
り
て
原
点
の
緯
度
決
定
の
参
考

に
資
し
た
る
も
の
は
相
近
接
せ
る
時
刻
に
於
い
て
ほ
と
ん

ど
同
高
度
を
も
っ
て
天
頂
の
南
方
及
北
方
に
方
中
す
る
一

対
あ
る
い
は
数
対
の
恒
星
を
選
定
し
て
そ
の
方
中
視
高
度 

を
測
定
し
清
濛

せ
い
も
う

気
差

き

さ

の
補
正
を
施
し
た
る
恒
星
表
に
よ
り 

て
算
定
せ
る
赤
緯
を
利
用
し
て
南
北
両
星
に
つ
き
て
そ
れ

ぞ
れ
緯
度
を
算
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
平
均
を
取
り
た
る
値

な
り
と
す
。
こ
の
方
法
は
い
わ
ゆ
る
タ
ル
コ
ッ
ト
法
の
一

種
と
も
目
す
べ
き
も
の
に
し
て
望
遠
鏡
の
平
行
差
は
も
と

よ
り
度
盛
の
不
整
、
象
限
盤
の
歪
曲
、
清
濛
気
差
に
対
す

る
補
正
数
の
不
精
密
等
よ
り
誘
起
す
る
誤
差
は
ほ
と
ん
ど

全
部
消
却
せ
ら
れ
最
後
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
こ
ろ

無
き
を
も
っ
て
寛
政
暦
書
に
お
い
て
も
緯
度
測
定
法
中
好

良
な
る
も
の
の
一
つ
に
算
し
た
り
。
し
か
れ
ど
も
い
か
ん

せ
ん
当
時
正
確
詳
密
な
る
星
表
無
く
、
儀
象
考
成
の
恒
星

表
よ
り
推
定
せ
る
恒
星
赤
緯
は
す
で
に
記
し
た
る
が
ご
と

く
忠
敬
等
が
深
く
信
用
す
る
あ
た
わ
ざ
り
し
と
こ
ろ
な
る

を
も
っ
て
こ
の
方
法
に
よ
り
て
得
た
る
数
値
は
原
点
の
緯

度
決
定
上
重
視
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
り
し
な
り
。
」 

こ
の
方
法
の
特
徴
は
、
正
確
な
赤
緯
が
分
か
っ
て
い
れ

ば
、
測
量
で
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
誤
差
を
消
去
で
き
る
こ

と
で
あ
り
、
寛
政
暦
書
で
も
優
れ
た
緯
度
測
定
法
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
正
し
い
赤
緯
の

値
が
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
歳
差
を
単
比
例
で
補
正
し
た

程
度
の
も
の
な
の
で
、
忠
敬
は
こ
の
方
法
で
得
た
値
に
疑

問
を
持
ち
、
各
地
の
緯
度
測
定
に
は
、
赤
緯
を
使
う
方
法

は
採
用
せ
ず
、
第
二
次
測
量
以
後
は
、
原
点
を
基
準
に
し

た
相
対
的
な
測
定
方
法
（
比
較
測
定
法
）
に
切
り
替
え
た

よ
う
で
あ
る
。 

              周
極
星
の
方
中
高
度
を
使
用
す
る
方
法 

「
各
周
極
星
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
好
時
期
の
来
る
を
待
ち

普
通
の
恒
星
の
方
中
高
度
を
測
定
す
る
と
同
様
な
る
方
法

に
よ
り
て
連
日
朝
夕
に
そ
の
上
下
の
方
中
高
度
を
反
復
測

定
し
こ
れ
に
望
遠
鏡
の
平
行
差
及
び
清
濛
気
差
の
補
正
を

加
え
し
か
る
後
こ
れ
が
平
均
を
と
り
た
る
も
の
な
り
。
し

か
し
て
理
論
上
す
べ
て
の
周
極
星
は
皆
こ
の
目
的
に
利
用

せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
成
る
べ
く
赤
緯
の
大

な
る
べ
き
こ
と
、
光
度
の
大
な
る
べ
き
こ
と
、
朝
夕
に
上

下
両
方
中
を
観
望
し
得
べ
き
こ
と
等
の
条
件
に
制
限
せ
ら

れ
忠
敬
が
実
際
上
利
用
し
た
る
恒
星
は
主
と
し
て
勾
陳
一

（α
Urs.min.

）
及
び
少
衞
東
増
八
（γ

Cephei

）
の
二

星
な
り
し
が
ご
と
し
。」 

『
天
文
簡
要
論
』
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、
具
体

的
な
記
述
は
前
号
に
掲
載
し
た
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。 

               

こ
の
方
法
は
、
精
濛
気
差
や
機
器
の
有
す
る
測
定
誤
差

は
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
北
極
出
地
度
を
直
接

求
め
る
基
本
的
な
方
法
で
あ
り
、
忠
敬
も
江
戸
の
原
点
緯

度
の
決
定
に
は
、
こ
の
方
法
で
得
た
値
を
重
視
し
て
い
る
。 

各
地
の
緯
度
も
こ
の
方
法
で
直
接
測
定
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
最
大
の
難
点
は
、
観
測
時
期
が
限
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
忠
敬
も
測
量
旅
行
中
で
観
測

可
能
な
時
期
に
滞
在
し
た
地
点
数
か
所
で
こ
の
方
法
を
採

用
し
た
以
外
は
、
比
較
測
定
法
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
。 

★

★

★

最高ϕ1

最卑ϕ2

緯度ϕ
北極星

南

周極星

周極星

北極

北

天頂

地軸方向
赤道方向

観測地点

A

Z

φ：観測地点の緯度 Ｓ：観測する恒星

Ｚ：天頂距離 δ：観測する恒星の赤緯
天頂より南の星を観測した場合：φ＝δs＋Ｚs
天頂より北の星を観測した場合：φ＝δN－ＺN

両式を平均
φ＝1/2（δs＋δN）＋1/2（Ｚs－ＺN）
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原
点
緯
度
と
の
比
較
（
比
較
測
定
法
） 

『
天
文
簡
要
論
』
で
は
、「
諸
国
北
極
測
量
の
術
」
と
し

て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

「
た
と
え
ば
江
戸
に
て
常
に
実
測
し
て
得
る
所
の
一
星

南
方
五
十
度
に
係
る
を
他
国
に
て
こ
れ
を
測
る
に
南
方
四

十
七
度
に
あ
り
。
し
か
る
と
き
は
そ
の
五
十
度
の
う
ち
四

十
七
度
を
減
ず
れ
ば
あ
ま
り
三
度
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち

彼
の
国
の
北
極
は
江
戸
よ
り
三
度
高
き
地
な
り
。
ゆ
え
に

江
戸
に
て
数
年
測
量
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
北
極
定
度
分
に

そ
の
三
度
を
加
へ
て
そ
の
国
の
北
極
出
地
の
度
分
を
得
る

な
り
」 

             

大
谷
も
『
伊
能
忠
敬
』
で
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。 

「
一
種
の
比
較
測
定
法
と
も
称
す
べ
き
も
の
に
し
て
出

張
中
毎
夜
宿
舎
の
庭
園
若
し
く
は
そ
の
他
適
当
の
地
に
精

緻
な
る
大
象
限
儀
を
設
置
し
数
多
の
恒
星
の
方
中
高
度
を

観
測
し
予
て
原
点
た
る
江
戸
深
川
黒
江
町
に
お
い
て
精
測

せ
る
こ
れ
ら
恒
星
の
方
中
高
度
と
対
照
し
て
江
戸
原
点
と

出
張
観
測
地
点
と
の
緯
度
の
差
を
算
出
し
し
か
る
後
こ
れ

を
原
点
の
緯
度
に
加
減
し
て
出
張
地
点
の
緯
度
を
求
む
る

の
方
法
を
取
り
た
り
。」 

第
二
次
測
量
以
降
は
、
こ
の
方
法
を
用
い
て
緯
度
の
測

定
を
し
た
よ
う
だ
が
、
実
際
の
観
測
記
録
が
残
っ
て
い
る

の
は
、
享
和
二
年
の
第
二
次
測
量
と
享
和
三
年
の
第
三
次

測
量
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
観
測
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。 

な
お
、
忠
敬
は
、
第
二
次
測
量
以
降
も
恒
星
の
赤
経
、

赤
緯
を
計
算
し
て
「
恒
星
表
」
を
作
っ
て
い
た
が
、
こ
の

恒
星
表
は
緯
度
測
定
に
赤
緯
を
用
い
る
た
め
の
も
の
で
は

な
く
、
恒
星
の
方
中
高
度
の
観
測
に
必
要
な
恒
星
の
出
現

順
や
高
度
を
把
握
す
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。 

大
谷
は
、
伊
能
忠
敬
の
緯
度
測
定
の
方
法
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
、
述
べ
て
い
る
。「
忠
敬
は
各
地
の
緯
度
を
定

む
る
に
当
た
り
す
で
に
儀
象
考
成
等
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ

た
る
恒
星
の
赤
緯
表
に
依
頼
す
る
こ
と
無
く
全
然
江
戸
の

原
点
に
於
け
る
自
家
観
測
の
結
果
を
基
礎
と
し
て
こ
れ
を

誘
導
し
た
る
を
も
っ
て
原
点
に
於
け
る
恒
星
方
中
高
度
の

測
定
及
び
原
点
の
緯
度
の
絶
対
値
測
定
事
業
は
す
こ
ぶ
る

重
大
な
る
要
務
と
な
り
た
り
。」
会
田
安
明
も
前
述
し
た
よ

う
に
「
諸
国
北
極
測
量
の
術
」
で
大
谷
と
同
様
の
比
較
測

定
法
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
第
一
次
測
量
の
測
量
日
記

（
寛
政
12
年
10
月
28
日
）
に
は
、「
兼
ね
て
測
り
置
き
候

恒
星
赤
道
緯
度
を
相
用
い
、
そ
の
所
の
北
極
出
地
度
を
相

求
め
申
し
候
」
と
あ
り
、
第
一
次
測
量
は
赤
緯
に
よ
る
観

測
を
行
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
蝦
夷
地
の
測
量

は
第
一
次
の
み
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
緯
度
の
値
は
最
終
上

呈
図
も
赤
緯
に
よ
る
測
定
値
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

天
文
観
測
の
誤
差 

大
谷
は
、
天
文
観
測
に
つ
い
て
次
の
誤
差
が
生
ず
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

・
観
測
器
機
に
よ
る
誤
差
（
望
遠
鏡
の
平
行
差
、
度
盛
の

不
正
、
象
限
儀
盤
の
歪
曲
） 

・
観
測
方
法
に
よ
る
誤
差
（
方
中
設
置
誤
差
、
垂
直
誤
差
） 

・
自
然
環
境
に
よ
る
誤
差
（
精
濛
気
差
） 

・
天
体
の
動
き
に
よ
る
誤
差
（
歳
差
、
光
行
差
、
章
動
） 

こ
の
ほ
か
、
会
田
は
観
測
者
の
熟
練
度
に
よ
る
観
測
誤

差
を
挙
げ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
誤
差
の
中
に
は
、
観
測
方
法
や
計
算
に
よ
り

消
去
あ
る
い
は
補
正
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
全
て
の
誤

差
を
消
し
去
る
こ
と
は
難
し
く
、
忠
敬
が
補
正
し
て
い
る

の
は
、
垂
直
誤
差
、
望
遠
鏡
の
平
行
差
、
精
濛
気
差
、
歳

差
で
あ
る
。
そ
の
他
、
光
行
差
、
章
動
な
ど
の
誤
差
は
考

慮
し
て
い
な
い
な
ど
、
観
測
結
果
に
は
一
定
の
誤
差
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
上
呈
図
と
共
に
幕
府
に
提

出
さ
れ
た
『
輿
地
実
測
録
』
で
は
、
緯
度
の
値
を
30
秒
単

位
に
留
め
て
い
る
。 

 

会
田
と
大
谷
の
資
料
を
基
に
、
忠
敬
の
天
文
測
量
中
、

北
極
高
度
、
す
な
わ
ち
北
極
出
地
度
（
緯
度
）
の
測
定
方

法
の
概
要
を
整
理
し
た
が
、
十
分
な
説
明
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
機
器
の
仕
組
み
や
扱
い
方
、
誤
差
の
補
正
方
法
、

観
測
結
果
の
デ
ー
タ
な
ど
の
詳
細
は
元
資
料
を
確
認
い
た

だ
き
た
い
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
字
を
仮
名
に
す
る

な
ど
読
み
や
す
く
し
た
。
ま
た
原
文
の
誤
記
は
訂
正
し
た
。 

 文
献 

大
谷
亮
吉
「
（
五
）
測
天
法
」『
伊
能
忠
敬
』p345-387 

https://dl.ndl.go.jp/pid/1874853/1/3 

会
田
安
明
「
地
球
測
量
の
論
」、「
北
極
測
量
の
術
」、
「
諸

国
北
極
測
量
之
術
」、「
予
カ
白
陣
大
星
測
量
」『
天
文
簡

要
論 

坤
』
東
北
大
学
附
属
図
書
館 

狩
野
文
庫 

https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/10032871

0/1?ln=ja 

今
村
遼
平
『
地
図
作
成
に
見
る
世
界
最
先
端
の
技
術
史 

―
世
界
の
ト
ッ
プ
を
走
り
続
け
た
中
国
―
』 

郁
朋
社 

★
★

δ1
α1

α0

φ0：原点緯度 φ1：求点緯度
α0：原点高度角 α1：求点高度角
δ0：原点天頂角 δ1：求点天頂角

P：観測地点
天頂の北にある場合 α0＝ δ0＋90 α1＝ δ1＋90
φ1＝φ0＋α0－α1

天頂の南にある場合 α0＝90－δ0 α1＝90－δ1

φ1＝φ0＋α1－α0
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令
和
６
年
能
登
半
島
地
震 

 
 
 
 

 
 

金
沢
市 

河
崎
倫
代 

２
０
２
３
年
５
月
５
日
の
震
度
６
強

の
能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て
、
１
０
０
号

に
緊
急
報
告
し
ま
し
た
。
被
災
家
屋
の
修

復
も
ま
だ
十
分
に
進
ま
な
い
う
ち
に
明
け

た
２
０
２
４
年
１
月
１
日
16
時
10
分
、
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7.6
と
い
う
阪
神
淡
路
大
震

災
を
上
回
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
た
大
地

震
が
能
登
半
島
を
襲
い
ま
し
た
。
震
源
地

は
珠
洲
市
大
谷
町
付
近
。
最
大
震
度
７
を

記
録
し
て
い
ま
す
。
私
は
金
沢
に
い
て
、
震

度
５
強
の
大
揺
れ
に
遭
遇
。
津
波
の
危
険

が
あ
る
た
め
石
川
県
庁
に
避
難
し
ま
し
た
。

自
宅
は
物
が
落
ち
る
、
飛
び
出
す
な
ど
あ

り
ま
し
た
が
、
停
電
・
断
水
も
無
く
、
１
月

15
日
現
在
、
ほ
ぼ
普
通
に
生
活
が
で
き
て

い
ま
す
。 

し
か
し
震
源
地
に
近
い
珠
洲
市
狼
煙
町

に
は
90
代
の
叔
父
・
叔
母
４
人
が
暮
ら
し
、

私
の
小
宅
も
あ
り
ま
す
。
全
く
通
信
が
不

通
の
４
日
間
で
し
た
が
、
５
日
正
午
過
ぎ

に
「
全
員
集
会
所
に
い
ま
す
」
と
メ
ー
ル
が

入
り
ま
し
た
。
金
沢
の
自
宅
で
見
る
映
像

は
想
像
も
し
な
か
っ
た
悲
惨
な
光
景
で
し

た
。
直
後
に
市
内
を
回
っ
た
泉
谷
珠
洲
市

長
の
「
９
割
の
家
が
全
壊
、
も
し
く
は
ほ
ぼ

全
壊
」
発
言
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
通
り
に

な
り
そ
う
で
す
。
95
歳
の
叔
母
は
７
日
に

金
沢
に
避
難
し
ま
し
た
。
地
震
活
動
終
息

後
に
住
宅
を
再
建
し
て
一
人
暮
ら
し
を
続

け
る
に
は
高
齢
す
ぎ
る
人
が
多
い
奥
能
登

で
す
。
ま
だ
ま
だ
先
の
見
通
し
は
立
ち
ま

せ
ん
。
ど
う
か
会
員
の
皆
さ
ま
の
お
心
を

寄
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、
お
願
い

致
し
ま
す
。 

今
回
、
締
切
を
過
ぎ
て
い
た
会
誌
へ
の

投
稿
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
身
近
な
海
岸

の
変
貌
を
知
っ
た
か
ら
で
す
。
既
に
報
道

済
み
で
す
が
、
輪
島
市
か
ら
珠
洲
市
に
か

け
て
の
日
本
海
側
の
海
岸
隆
起
が
激
し
い

の
で
す
。
４
日
の
「F

N
N

プ
ラ
イ
ム
オ
ン
ラ

イ
ン
」
を
見
て
驚
き
ま
し
た
。
禄
剛
埼
灯
台

下
の
見
慣
れ
た
海
岸
が
様
変
わ
り
し
て
い

ま
す
。
輪
島
市
鹿
磯(

か
い
そ)

漁
港
で
は
最

大
４
ｍ
の
隆
起
が
観
測
さ
れ
て
い
て
、
こ

れ
は
「
３
千
年
か
ら
４
千
年
眠
っ
て
い
た

活
断
層
が
動
い
た
こ
と
に
な
る
」（
東
北
大

学
遠
田
晋
次
教
授
）
と
の
事
で
す
。
４
千
年

前
は
縄
文
時
代
で
す
。
勿
論
記
録
も
あ
り

ま
せ
ん
。「
長
期
的
に
み
る
と
、
能
登
半
島

は
こ
う
い
う
地
震
活
動
を
繰
り
返
し
な
が

ら
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た…
長
い
能
登

の
自
然
の
営
み
の
一
つ
を
見
せ
ら
れ
て
い

る
」（
金
沢
大
学
青
木
賢
人
准
教
授
）
と
聞

き
ま
し
た
。 

こ
こ
禄
剛
崎
は
外
浦
と
内
浦
の
接
点
に

位
置
し
、
外
浦
側
に
は
「
千
畳
敷
」
と
い
わ

れ
る
平
ら
な
海
食
棚
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
東
側
の
海
食
棚
は
海
底
に
在

っ
て
干
潮
時
に
も
姿
を
見
せ
る
こ
と
が
無

か
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
、
２
、
３
ｍ
隆
起

し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
１
８
０
３
年
（
享

和
３
）
に
支
隊
の
平
山
郡
蔵
ら
が
測
っ
た

海
岸
で
す
。
２
２
０
年
後
の
大
地
震
が
そ

の
海
岸
線
を
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

                             

観
光
名
所
だ
っ
た
見
附
島
も
窓
岩
（
輪

島
市
）
も
崩
落
し
た
奥
能
登
で
す
が
、
地
震

活
動
終
息
の
暁
に
は
、
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク

に
登
録
さ
れ
て
、
私
た
ち
が
こ
の
不
安
定

な
大
地
の
上
で
日
々
を
送
っ
て
い
る
こ
と

に
思
い
を
馳
せ
る
稀
有
な
場
所
に
し
て
い

け
た
ら
と
思
い
ま
す
（
希
望
を
込
め
て
）
。 

改
め
て
「
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
」
の
タ

イ
ト
ル
を
嚙
み
し
め
る
日
々
で
す
。 

   

  

 

ここは干潮時にも岩場が海面に出ることが無く、深さ  
1 メートル余りの浅瀬で、子供たちがシュノーケリン   
グを楽しめる海岸だった。                          

1月 1日の大地震で隆起した岩場            
国土地理院ウェブサイトから 1月 5日の空中写真   
      
                

2020 年 8月 11日撮影     

禄剛埼灯台(明治 16年 7月初点灯)             

                  
は筆者の小宅兼ミニ資料館      

  

見附島(石川県天然記念物：軍艦島）は崩落   
して無惨な姿に。左：2024 年 1月 11日撮影   
右上：2020 年 8月 12日撮影           
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「
伊
能
忠
敬
笹
山
領
測
量
の
道 

 

１２
年
の
歩
み 

そ
の
２
」 

 
加
賀
尾
宏
一
様
か
ら
、
伊
能
忠
敬
笹
山

領
探
索
の
会
が
完
成
さ
せ
た
「
１２
年
の
歩

み 

そ
の
２
」
に
つ
い
て
、
昨
年
１１
月
に
刊

行
さ
れ
た
と
の
お
便
り
と
資
料
の
提
供
が

あ
り
ま
し
た
。
お
便
り
と
同
書
の
一
部
を

掲
載
さ
せ
て
頂
く
と
と
も
に
、
同
書
に
は

星
埜
由
尚
特
別
顧
問
が
巻
頭
言
と
し
て

「
本
誌
に
寄
せ
て
」
を
寄
稿
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
併
せ
て
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 

 
 

（
編
集
部
） 

 

こ
の
た
び
、
丹
波
篠
山
市
教
育
委
員
会

で
は
、「
ふ
る
さ
と
再
発
見
！！
地
域
の
歴
史

文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
へ

の
助
成
の
一
環
と
し
て
、
地
域
の
子
ど
も

た
ち
や
自
治
会
な
ど
多
く
の
方
々
と
交
流

す
る
啓
発
の
参
考
資
料
と
し
て
、
当
会
の

「-

伊
能
忠
敬
笹
山
領
測
量
の
道
の
活
動

を
通
じ
て-

」
を
記
述
し
た
本
誌
が
刊
行
さ

れ
ま
し
た
。 

こ
こ
に
、
同
教
育
委
員
会
の
「
地
域
の
歴

史
文
化
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
に
あ

わ
せ
て
、
当
会
が
作
成
し
た
「
～
１２
年 

の

歩
み
〜
そ
の
２
」
を
お
届
け
い
た
し
ま
す

の
で
、
ご
高
覧
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

く
存
じ
ま
す
。 

伊
能
忠
敬
笹
山
領
探
索
の
会 

会
長 

加
賀
尾
宏
一 

 

本
誌
に
寄
せ
て 

 

伊
能
忠
敬
は
、
約
２
０
０
年
前
に
全
国

を
測
量
し
て
廻
り
、
実
測
に
よ
る
初
め
て

の
科
学
的
日
本
地
図
を
作
製
し
ま
し
た
。

伊
能
忠
敬
は
、
歴
史
教
科
書
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
加
賀
尾
宏
一
様

は
じ
め
「
伊
能
忠
敬
笹
山
領
探
索
の
会
」
の

皆
様
は
、
伊
能
図
の
展
示
や
笹
山
領
内
の

要
所
１２
箇
所
に
標
柱
「
伊
能
忠
敬
笹
山
領

測
量
の
道
」
を
建
立
し
、
測
量
の
道
を
歩
く

会
な
ど
を
催
さ
れ
、
ま
た
、
学
校
で
の
出
前

教
室
を
開
か
れ
る
な
ど
、
伊
能
忠
敬
を
通

し
て
学
校
教
育
、
社
会
教
育
さ
ら
に
は
観 

光
分
野
な
ど
へ
の
著
し
い
貢
献
を
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
伊
能
忠
敬
と
そ 

の
業
績
に
関
心
を
持
つ
人
々
に
と
り
ま
し

て
は
誠
に
心
強
い
こ
と
で
あ
り
、
高
い
評 

価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

こ
の
た
び
、
丹
波
篠
山
市
か
ら
感
謝
状

を
贈
ら
れ
、
１２
年
間
に
わ
た
る
会
の
活
動 

に
つ
い
て
教
育
委
員
会
誌
に
大
き
く
紹
介

さ
れ
る
こ
と
は
、
当
初
か
ら
そ
の
活
動
に

さ
さ
や
か
な
が
ら
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
い 

た
者
と
し
て
誠
に
感
慨
深
く
喜
ば
し
い
こ 

と
で
あ
り
、
敬
服
の
念
と
と
も
に
、
伊
能
忠 

敬
が
市
民
の
方
々
に
と
っ
て
ま
す
ま
す 

身
近
な
人
物
と
な
る
こ
と
を
期
待
致
し
ま

す
。 

伊
能
忠
敬
研
究
会
特
別
顧
問 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

星
埜
由
尚 
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北
海
道
福
島
町 

中
塚
徹
朗 

伊
能
忠
敬
関
連
の
最
近
の
記
事
等
を
北

海
道
道
南
か
ら
五
件
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

記
事
１
．
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

北
海
道
新
聞
（
道
南
版
）「
北
海
道
で
も
測

量 

忠
敬
の
功
績
学
ぶ
」
（
足
立
結
記
者
） 

日
本
の
海
岸
を
測
量
に
よ
り
描
い
た
伊

能
忠
敬
翁
で
す
か
ら
、
小
中
学
生
の
学
習

に
は
自
分
の
住
む
町
の
海
岸
の
足
跡
を
重

ね
て
学
習
で
き
れ
ば
よ
り
子
供
達
の
心
に

残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
回
の
記
事
は
、
蝦

夷
地
測
量
終
点
の
町
松
前
町
の
児
童
生
徒

が
蝦
夷
地
測
量
起
点
の
と
な
り
町
福
島
町

吉
岡
の
地
で
学
習
し
た
様
子
の
記
事
で
す
。

こ
こ
数
年
、
続
け
ら
れ
て
い
る
恒
例
の
こ 

              

の
学
習
会
は
銅
像
見
学
と
関
連
資
料
を
展 

示
し
て
い
る
吉
岡
総
合
セ
ン
タ
ー
（
福
島 

町
吉
岡
２
０
４
の
１
）
で
の
二
ヶ
所
で
開 

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
事
の
写
真
は
後
者 

で
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。 

記
事
２
．
令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日 

函
館
新
聞
「
松
前
の
６
年
生
福
島
・
吉
岡
地

区
訪
問 

伊
能
忠
敬
は
ど
ん
な
人
？ 

日

本
地
図
完
成
の
功
績
を
学
ぶ
」（
今
井
正
一

記
者
） 

こ
の
記
事
は
、
記
事
１
と
同
じ
授
業
の

内
容
で
す
。
真
剣
な
子
供
達
の
強
い
ま
な

ざ
し
に
説
明
員
は
圧
倒
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
分
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。
伊
能
翁
の

測
量
は
、
彎
窠

わ

ん

か

羅ら

鍼し
ん

に
よ
る
昼
の
測
量
と

中
象
限
儀
に
よ
る
夜
の
測
量
が
セ
ッ
ト
で

あ
る
こ
と
を
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
福
島
町
吉
岡
が
伊
能
忠
敬
に
よ 

  

            

る
蝦
夷
地
最
初
の
測
量
起
点
で
あ
る
こ
と 

か
ら
吉
岡
の
銅
像
は
、
日
本
地
図
測
量
第 

一
次
測
量
最
初
の
地
点
で
あ
る
こ
と
を
記 

念
し
て
建
立
さ
れ
た
こ
と
も
お
知
ら
せ
し 

ま
し
た 

記
事
３
．
令
和
五
年
十
二
月
二
十
三
日 

函
館
新
聞
「
伊
能
忠
敬
の
足
跡
を
共
有 

広
報
ふ
く
し
ま
掲
載
の
特
集 

研
究
会
の

会
報
誌
に
転
載
」（
今
井
正
一
記
者
） 

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
「
広
報
ふ
く

し
ま
」（
北
海
道
福
島
町
発
行
）
と
い
う
コ 

 

                    

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
紙
に
掲
載
さ
れ
た
伊
能
特

集
記
事
が
「
伊
能
忠
敬
研
究
会
会
報
」
１
０

１
号
（
５
９
頁
～
６
２
頁
）
に
転
載
さ
れ
、

福
島
町
の
伊
能
忠
敬
の
足
跡
が
伊
能
研
の

会
員
の
み
な
さ
ん
に
共
有
さ
れ
た
。
と
い

う
内
容
で
す
。 

第
一
次
蝦
夷
地
測
量
開
始
地
点
と
し
て

伊
能
翁
没
後
２
０
０
年
を
記
念
し
て
２
０

１
８
年
に
銅
像
を
建
立
し
た
福
島
町
は
、

そ
の
５
周
年
を
記
念
し
て
、
先
の
町
民
向

け
広
報
誌
５
、
７
月
号
に
福
島
町
と
伊
能 

                     

記事 ２ 

記事 １ 
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忠
敬
に
関
す
る
特
集
記
事
を
４
頁
に
渡
り

掲
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
会
報
誌
「
伊
能
忠

敬
研
究 

史
料
と
伊
能
図
」
に
も
触
れ
伊

能
研
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
案
内
も
し
て
い

ま
す
。 

記
事
４
．
令
和
五
年
十
二
月
二
十
九
日 

函
館
新
聞
「
伊
能
忠
敬
の
功
績
に
関
心 

米
の
日
本
文
学
・
歴
史
研
究
者 

福
島
町 

                        

来
町
」
（
今
井
正
一
記
者
） 

記
事
中
の
写
真
は
、
福
島
町
吉
岡
総
合

セ
ン
タ
ー
の
伊
能
忠
敬
関
連
史
料
展
示
ブ

ー
ス
。
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
は
、
江
戸
時

代
の
彎
窠
羅
鍼
３
台
と
、「
大
日
本
沿
海
実

測
録 

巻
三
」
・
「
量
地
指
南
後
編
」
・

「A
s
t
r
on
o
mi
e

要
約
版
」
な
ど
史
料
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。 

米
国
の
文 

学
・
歴
史
研 

究
者
で
あ
る 

ジ
ョ
シ
ュ
ア 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
･

フ
ラ
イ
ド 

マ
ン
さ
ん 

（
３
９
才
） 

 
 
 
 

が
こ
こ
に
立 

ち
寄
っ
た
際
、 

会
員
で
あ
る 

私
、
中
塚
が 

伊
能
忠
敬
に 

つ
い
て
解
説
。 

測
量
に
も
興 

味
の
あ
る
氏 

は
「
日
本
の 

伊
能
忠
敬
の 

偉
業
を
米
国 

の
学
生
に
も 

広
く
伝
え
た 

い
」
と
語
っ 

て
い
ま
し
た
。 

  

絵
１
．
新
進
気
鋭
の
画
家
、
藤
倉
朱
里
さ
ん 

（
２
０
歳
）
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
ト
「
伊 

能
忠
敬
」（
掲
載
許
可
済
）
。
藤
倉
さ
ん
が
福 

島
町
に
立
ち
寄
っ
た
際
、
伊
能
忠
敬
蝦
夷 

地
測
量
の
道
行
き
に
思
い
を
馳
せ
描
い
て 

く
だ
さ
っ
た
。
忠
敬
翁
を
取
り
囲
む
独
特 

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
達
は
翁
の
測
量
の
夢
を 

叶
え
る
旅
の
守
り
神
と
の
こ
と
。
函
館
在 

住
の
藤
倉
さ
ん
は
、
昨
年
グ
レ
ー
の
テ
ル 

さ
ん
（
歌
手
・
画
家
）
と
一
緒
に
展
覧
会 

を
開
催
し
た
こ
と
で
有
名
。 

                     

                              絵 １ 

記事 ４ 

記事３ 
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遅
く
な
り
ま
し
た
が
、
令
和
５
年
度
総
会
に

よ
り
選
出
さ
れ
た
理
事
の
自
己
紹
介
で
す
。
任

期
は
２
年
間
で
す
、
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

代
表
理
事 

行
事
担
当 

茨
城
県
土
浦
市 

堀
野
正
勝 

長
く
国
土
地
理
院
で
防
災
・
減
災
に
係 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

る
地
理
調
査
の
仕 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

事
を
行
っ
て
き
ま 

 
 
 
 

 
 
 

 

し
た
。
伊
能
忠
敬 

 
 
 
 

 
 
 

 

に
は
我
々
測
量
・ 

 
 
 
 

 
 
 

 

地
図
に
係
る
先
達

と
し
て
、
大
変
興
味
あ
り
、
以
前
か
ら
人

と
な
り
、
仕
事
ぶ
り
に
関
心
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
伊
能
忠
敬
と
の
関
り
は
、
現
在

の
伊
能
忠
敬
記
念
館
建
立
委
員
、
伊
能
ウ

オ
ー
ク
の
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
作
り
、
富
岡
八

幡
宮
の
伊
能
忠
敬
銅
像
建
立
委
員
、
完
全

復
元
伊
能
図
全
国
巡
回
フ
ロ
ア
ー
展
（
全

国
二
十
八
か
所
で
の
開
催
）
運
営
、
令
和

五
年
公
開
の
映
画
「
大
河
へ
の
道
」
監
修

な
ど
、
主
に
伊
能
忠
敬
の
事
績
に
関
わ
る

顕
彰
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

副
代
表
理
事 

行
事
担
当 

千
葉
県
市
川
市 

柏
木
隆
雄 

 

忠
敬
先
生
と
は
同
じ
丑
歳
、
先
生
の
没 

年
令
よ
り
１０
年
ほ
ど
長
く
余
生
を
過
ご
し 

て
い
る
。「
測
量
日
記
」
を
解
読
し
た
佐 

久
間
達
夫
氏
の
指
導
を
受
け
て
研
究
会
に 

入
会
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
陰
で
、
多
く

の
知
遇
を
得
た
。
ま
た
わ
が
家
の
先
祖
や

家
系
の
こ
と
も
正
し
く
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
昨
年
秋
、
「
測
量
日
記
」
に
登
場
す

る
京
都
の
奈
良
屋
杉
本
家
を
再
訪
し
た
。

忠
敬
が
測
量
先
か
ら
の
貢
物
を
換
金
し
、

為
替
を
組
ん
で
佐
原
へ
送
金
し
よ
う
と
し

た
京
呉
服
佐
原
店
の
本
店
で
あ
る
。
展
示 

さ
れ
て
い
た
佐
原
店
の
当
時
の

○京
印
の

看
板
が
懐
か
し
か
っ
た
。 

 

事
務
局
長 

総
務
担
当 

神
奈
川
県
藤
沢
市 

 

狼 

芳
明 

こ
の
度
、
事
務
局
長
を
仰
せ
つ
か
っ
た 

狼
と
申
し
ま
す
。
当
会
と
の
出
会
い
は
、 

義
父
の
代
理
で
出
席
し
た
総
会
に
さ
か
の 

ぼ
り
ま
す
。
家
族
的
な
雰
囲
気
に
惹
か 

れ
、
即
、
入
会
を
決
め
ま
し
た
。
個
人
的 

に
は
、
藤
沢
市
の
後
援
を
戴
い
た
イ
ベ
ン 

ト
「
伊
能
忠
敬
測
量
隊
江
の
島
、
藤
沢
宿 

を
罷
り
通
る
」
（
２
０
１
７
年
）
が
印
象 

に
残
っ
て
い
ま
す
。
当
方
、
浅
学
菲
才
故 

と
て
も
こ
の
重
責
が
務
ま
る
と
は
思
え
ま 

せ
ん
が
皆
様
方
の
ご 

協
力
を
戴
き
、
頑
張 

る
所
存
で
す
。
何
卒 

宜
し
く
お
願
い
致
し 

ま
す
。 

 

会
員
担
当 

 

埼
玉
県
所
沢
市 

 

井
上 

健 
 

こ
の
度
、
会
員
担
当
理
事
を
仰
せ
つ
か

っ
た
井
上
健
と
申
し
ま
す
。
当
会
に
は
亡

母
（
井
上
靖
子
）
の
後
継
と
し
て
入
会
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
佐
原
生
ま
れ
で
も
あ

り
、
当
会
の
顧
問
で
あ
る
伊
能
洋
の
甥
で

も
あ
る
と
い
う
縁
か
ら
、
多
少
な
り
と
も

研
究
会
の
お
手
伝
い
が
出
来
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
既
に
喜
寿
を
超
え
て
い
ま

す
の
で
、
十
分
な
対
応
が
出
来
る
か
に
不

安
が
あ
り
ま
す
が
、
精
一
杯
頑
張
る
積
り

で
す
の
で
、
宜
し
く
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ

ど
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

編
集
担
当 

 
 

福
岡
県
筑
前
町 

井
上
辰
男 

 

令
和
３
年
に
理
事
に
選
出
さ
れ
、
編
集

担
当
を
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
期
か

ら
も
引
き
続
き
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
第
６４
号
よ
り
連
載
し
て
い
た
だ

い
て
い
た
「
伊
能
忠
敬
測
量
隊
の
足
跡
を

た
ど
る
」
も
、
あ
と
数
回
で
完
結
い
た
し
ま

す
。
前
々
か
ら
の
編
集
担
当
の
皆
様
方
に

は
、
エ
ク
セ
ル
の
横
書
き
表
を
ワ
ー
ド
の

縦
書
き
へ
の
面
倒
な
編
集
作
業
を
し
て
頂

き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

行
事
担
当 

 

福
岡
県
福
智
町 

奥
永 

渚 

こ
の
度
、
伊
能
忠
敬
研
究
会
理
事
の
行

事
担
当
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

微
力
な
が
ら
お
役
に
立
ち
た
い
と
存
じ

ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

  

編
集
担
当 

千
葉
県
香
取
市 

玉
造 

功 

 

伊
能
忠
敬
旧
宅
前
を
通
っ
て
佐
原
小
学

校
に
通
っ
た
者
で
す
が
、
社
会
人
と
な
っ

て
か
ら
は
千
葉
県
内
各
地
の
公
立
高
校
で

主
に
世
界
史
を
担
当
し
て
い
た
た
め
、
忠

敬
翁
と
は
疎
遠
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

定
年
後
、
佐
原
の
町
並
み
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
に
加
え
て
い
た
だ
き
、
伊
能
忠
敬

記
念
館
を
案
内
す 

る
中
で
、
忠
敬
翁 

の
魅
力
の
と
り
こ 

と
な
り
、
研
究
会 

に
辿
り
着
い
た
次 

第
で
す
。 

  

編
集
担
当 

北
海
道
福
島
町 

中
塚
徹
朗 

道
南
の
古
道
イ
ベ
ン
ト
「
殿
様
街
道
ウ

ォ
ー
ク
」
で
歴
史
解
説
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

２５
年
間
担
当
し
て
い
ま
す
。
調
べ
る
中
で

伊
能
翁
が
、
当
町
吉
岡
の
地
に
上
陸
し
我

が
家
の
敷
地
内
を
測
量
し
た
こ
と
が
分
か

り
天
命
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
伊
能

研
究
会
で
御
世
話
に
な
り
吉
岡
伊
能
翁
銅

像
建
立
実
現
に
立
ち
会
い
ま
し
た
。
最
近

は
子
供
達
の
学
び
の
場
で
の
解
説
が
一
番

の
喜
び
で
す
。 
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総
務
担
当 

東
京
都
稲
城
市 

前
田
幸
子 

事
務
局
長
を
退
任
し
、
今
期
か
ら
総
務 

担
当
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
引 

き
続
き
皆
さ
ま
の
お
力
添
え
を
お
願
い
致 

し
ま
す
。
隠
居
後
に
天
文
学
を
学
ん
だ
忠 

敬
先
生
に
倣
い
、
公
務
員
を
退
職
後
に
古 

文
書
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
高
齢
か
ら 

歩
き
出
し
た
忠
敬
先
生
の
生
き
方
に
励
ま 

さ
れ
魅
了
さ
れ
て
い
ま
す
。
再
来
年
は
創 

立
三
〇
周
年
。 

研
究
会
が
さ 

ら
に
盛
り
上 

が
る
こ
と
を 

願
っ
て
い
ま 

す
。 

  

編
集
担
当 

石
川
県
金
沢
市 

室
山 

孝 

 

高
校
で
日
本
史
な
ど
社
会
科
目
を
教
え

て
い
ま
し
た
が
、
県
の
古
代
・
中
世
基
本

史
料
集
の
編
纂
担
当
に
移
り
、
定
年
、
再

任
用
ま
で
従
事
し
な
が
ら
、
地
域
の
中
世

史
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
大
学
一
年
後

輩
の
河
崎
会
員
（
石
川
県
支
部
長
）
に
、

編
集
担
当
し
て
い
た
研
究
雑
誌
に
伊
能
測

量
の
史
料
紹
介
を
お
願
い
し
た
こ
と
も
あ

り
、
伊
能
測
量
は
地
域
で
も
研
究
で
き
る

と
わ
か
っ
て
、
退
職
後
、
研
究
会
に
入
会

し
ま
し
た
。
最
近
、
県
の
近
世
史
料
編
纂

に
も
関
わ
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
的
に
多

少
窮
屈
で
す
が
、
忠
敬
さ
ん
の
足
跡
を
辿

っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

新
入
会
員
自
己
紹
介 

 

 

岡
山
県
津
山
市 

橋
本 

惣
司 

こ
の
度
、「
伊
能
忠
敬
測
量
隊
資
料
を
襖

の
下
張
り
か
ら
発
見
！
」
の
拙
文
を
掲
載

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
契
機
に
入
会

し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
若
い
こ
ろ 

埋
蔵
文
化
財
の 

発
掘
調
査
に
携 

わ
り
、
縄
文
時 

代
か
ら
室
町
時 

代
ご
ろ
ま
で
の 

数
多
く
の
遺
跡
を
調
査
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
中
学
校
勤
務
の
中
で
地
域
の
歴

史
に
つ
い
て
調
査
し
、
歴
史
研
究
会
員
と

郷
土
歴
史
の
読
み
物
を
発
行
、
市
民
講
座

を
主
宰
し
、
会
員
と
各
地
の
歴
史
文
化
財

の
見
学
、
古
文
書
解
読
、
町
村
史
執
筆
な
ど

を
続
け
て
い
ま
す
。 

先
年
、
新
見
市
の
妻
の
実
家
に
あ
っ
た

古
い
襖
か
ら
伊
能
忠
敬
測
量
隊
資
料
を
見

付
け
、
そ
の
測
量
ル
ー
ト
、
資
料
の
翻
刻
な

ど
の
結
果
を
“
わ
が
町
も
伊
能
測
量
隊
が

測
っ
た
の
で
す
よ
”
と
説
明
す
る
機
会
を

再
三
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
時
、
岡
山
県
内
の

市
町
村
史
に
は
伊
能
測
量
隊
の
記
述
が
な

い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
伊
能
忠
敬
研

究
が
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、

仕
方
の
な
い
こ
と
で
し
た
。 

か
つ
て
中
学
校
社
会
科
の
授
業
で
は
伊

能
忠
敬
に
つ
い
て
教
科
書
の
内
容
よ
り
深

ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
資

料
の
発
見
に
よ
っ
て
測
量
隊
の
果
た
し
た

役
割
、
測
量
隊
を
受
け
入
れ
た
地
方
の

人
々
の
動
き
な
ど
が
わ
か
っ
て
き
て
そ
の

偉
大
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、
次
代
へ
語
り

継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
で
き
れ
ば
岡
山
県
内
の
測
量
ル
ー
ト

を
会
員
の
皆
さ
ん
と
辿
っ
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。 

  

東
京
都 

鈴
木
一
彌
（
ひ
と
み
）

こ
の
度
入
会
致
し
ま
し
た
。
鈴
木
一
彌 

と
申
し
ま
す
。
既
に
入
会
し
て
お
り
ま
す

髙
宮
勲
氏
と
父
が
従
兄
弟
同
士
の
関
係
に

な
り
ま
す
。
そ
の
関
係
か
ら
以
前
よ
り
父

と
共
に
勉
強
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
会
も
ご
ざ
い 

ま
し
た
が
、
こ 

の
度
正
式
に
入 

会
致
し
ま
し
た 

の
で
何
卒
よ
ろ 

し
く
お
願
い
申 

し
上
げ
ま
す
。 

仕
事
は
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
業
界
の
仕
事
と

国
立
総
合
研
究
大
学
院
大
学
研
究
生
と
し

て
「
婚
礼
文
化
」
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。 

五
〇
代
を
過
ぎ
て
か
ら
若
い
学
生
に
交
じ

り
再
度
大
学
、
大
学
院
へ
と
学
び
直
し
、
現

在
研
究
へ
の
道
を
歩
み
始
め
ま
し
た
。
日

本
で
は
婚
礼
専
門
の
研
究
家
は
ま
だ
出
て

お
ら
ず
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
伊
能
忠
敬
の
よ
う
に

一
か
ら
学
び
、
コ
ツ
コ
ツ
と
成
果
を
出
し

年
齢
を
言
い
訳
に
せ
ず
論
文
を
書
き
進
め

ま
す
。 

現
在
は
、
所
属
が
千
葉
県
佐
倉
市
に
ご

ざ
い
ま
す
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
」
で
す

の
で
、
先
日
婚
礼
の
資
料
を
倉
庫
で
み
て

い
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
同
じ
棚
に
「
伊
能
家

資
料
未
整
理
」
と
書
か
れ
た
段
ボ
ー
ル
を

２
つ
見
つ
け
ま
し
た
。
勝
手
に
開
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
大
変
興
味
深
か
っ
た
の

で
、
い
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
私
は
仕
事
が
ら
忠
敬
の
人
柄
、
家

族
に
対
す
る
想
い
、
関
わ
っ
て
き
た
女
性

に
つ
い
て
興
味
が
あ
り
、
故
渡
辺
一
郎
先

生
に
質
問
致
し
て
お
り
ま
し
た
。
大
変
ご

丁
寧
に
対
応
く
だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
心

よ
り
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
も

忠
敬
の
結
婚
、
夫
婦
の
こ
と
な
ど
が
解
る

一
次
資
料
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
拝
読
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。
ご
教
示
い
た
だ
け
ま
し

た
ら
幸
い
で
す
。
若
輩
者
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
学
修
す
る
意
欲
は
持
ち
合
わ
せ
て
お

り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
研
究
を
拝
読

し
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
て
ま
い
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。
何
卒
ご
指
導
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

新
入
会
員 

東
京
都 

安
達
常
太
郎
さ
ん 



－76－ 

再
入
会
会
員 

 
 
 

千
葉
県 

戸
村
茂
昭 

 

出
戻
り
で
恐
縮
で
す
が
再
入
会
さ
せ
て

貰
い
ま
し
た
。 

 

伊
能
忠
敬
研 

究
会
初
代
代
表 

の
渡
辺
一
郎
さ 

ん
の
腰
巾
着
と 

し
て
10
年
ほ
ど 

伊

能

忠

敬

と

伊

能

図

の

百

科

事

典

(
InoPedia

)

を
作
る
お
手
伝
い
を
さ
せ
て

頂
き
な
が
ら
、
渡
辺
さ
ん
が
収
集
し
た
伊

能
忠
敬
と
伊
能
測
量
と
伊
能
図
に
係
る
豊

富
な
史
資
料
（
現
在
、
富
岡
八
幡
宮
の
資
料

館
で
公
開
中
）
を
参
考
に
し
て
研
究
会
の

会
員
と
し
て
も
会
報
に
レ
ポ
ー
ト
を
投
稿

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

そ
の
渡
辺
さ
ん
が
令
和
二
年
六
月
、
忠

敬
先
生
に
お
会
い
す
る
た
め
永
遠
の
旅
に

旅
立
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
縋
り
つ
い
て

い
た
腰
が
消
え
て
し
ま
っ
た
巾
着
と
し
て

は
も
は
や
腰
巾
着
た
り
得
な
く
な
っ
た
の

で
、
殉
死
と
い
う
大
げ
さ
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
そ
の
年
度
末
を
以
て
研
究
会

を
退
会
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、I

n
o
P
e
d
i
a

活
動
の
中
で
身
に

着
け
た
伊
能
測
量
関
連
の
知
見
を
活
か
し

て
千
葉
県
立
生
涯
大
学
校
で
の
講
演
や
地

元
の
小
学
生
の
伊
能
測
量
体
験
学
習
の
講

師
と
し
て
伊
能
忠
敬
先
生
の
生
き
様
に
学

ぶ
啓
蒙
顕
彰
活
動
を
細
々
と
さ
せ
て
頂
き

な
が
ら
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
位
置
付
け
た

伊
能
測
量
に
お
け
る
天
体
観
測
に
係
る
現

存
の
実
測
デ
ー
タ
（
一
次
測
量
・
二
次
測

量
・
三
次
測
量
・
月
食
観
測
試
行
の
実
態
な

ど
）
の
解
読
作
業
及
び
解
読
結
果
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
構
築 

を
続
け
て
ま
い 

り
ま
し
た
。 

こ
の
度
、
そ 

の
作
業
が
一
段 

落
し
、
ウ
エ
ブ 

公
開
に
つ
い
て 

プ
レ
ス
リ
リ
ー 

ス
も
済
ま
せ
ま 

し
た
こ
と
か
ら
、 

会
員
の
皆
様
に 

そ
れ
ら
の
紹
介 

を
兼
ね
て
内
容 

の
説
明
な
ど
を 

さ
せ
て
頂
け
れ 

ば
と
考
え
て
お 

り
ま
す
。 

令
和
六
年
の
今
年
（
辰
年
）
は
自
分
に
と

っ
て
満
七
回
目
の
年
男
。
人
生
一
〇
〇
歳

時
代
と
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、“
日

残
り
て
昏
る
る
に
未
だ
遠
し
”
と
の
言
葉

を
同
行
二
人
の
杖
と
し
て
縋
り
な
が
ら
、

余
生
を
伊
能
東
河
先
生
の
生
き
様
を
辿
っ

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
よ

ろ
し
く
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

  

お
知
ら
せ 

  

『
伊
能
忠
敬
實
測
原
圖
』
の
WEB
公
開 

  

公
益
財
団
法
人
三
康
文
化
研
究
所
附
属

三
康
図
書
館
所
蔵
の
『
伊
能
忠
敬
實
測
原

圖
』
が
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
国
書
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。U

R
L

は
、

h
t
t
ps
:
//
k
ok
u
sh
o
.n
i
jl
.
ac
.j
p
/
pa
g
e/

l
i
s
t-
s
an
k
.h
t
ml

 

で
す
。 

今
回
詳
細
画
像
が
公
開
さ
れ
た
の
は
三

康
図
書
館
が
所
蔵
す
る
中
図
縮
尺
の
原
図

６
図
葉
と
小
図
縮
尺
の
原
図
２４
葉
で
す
。 

 
 

『
伊
能
忠
敬
實
測
原
圖
』
に
つ
い
て
は

一
昨
年
研
究
会
会
員
有
志
が
閲
覧
し
ま
し

た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
会
報
９８
号

で
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
て
下

さ
い
。 

 

「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
検
索
し
、

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
欄
に
「
伊
能
忠
敬
実
測

原
図
」
を
入
力
す
る
と
画
像
が
選
択
で
き

ま
す
。
画
像
に
は
裏
面
の
文
字
情
報
も
含

ま
れ
ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合
、

「O
r
i
g
in
a
l 

(
14
2
04
 
x 
1
06
52
p
x
)

」
と

い
う
高
精
細
画
像
も
選
択
で
き
ま
す
。 

国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
国
書
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」（
旧
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」）
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
日
本

学
士
院
所
蔵
の
中
図
８
点
や
、
東
京
国
立

天
文
台
所
蔵
の
高
橋
至
時
ら
の
書
簡
集

『
星
学
手
簡
』
が
公
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

令
和
６
年
度
「
総
会
」
に
つ
い
て 

 

令
和
６
年
度
伊
能
忠
敬
研
究
会
総
会
を

左
記
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。 

 
 

 
 

記 

日
時 

 

令
和
６
年
５
月
２６
日
（
日
） 

13
時
30
分
～
（
受
付
開
始
１３
時
） 

会
場 

富
岡
八
幡
宮 

婚
儀
殿
会
議
室 

地
下
鉄
東
西
線
・
大
江
戸
線 

 
 
 
 

 
 

「
門
前
仲
町
駅
」
下
車 

住
所 

東
京
都
江
東
区
富
岡
1-

20-

3 

な
お
総
会
の
案
内
は
後
日
郵
送
し
ま
す
。 

 

令
和
６
年
度 

 

年
会
費
納
入
の
お
願
い 

今
号
に
は
令
和
６
年
度
会
費
「
払
込
取

扱
票
」
を
同
封
し
ま
し
た
。
皆
様
に
は
左
記

に
よ
り
会
費
の
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

令
和
６
年
度
会
費 

５
０
０
０
円 

振
込
先 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
振
替
口
座 

 

加
入
者
名 

伊
能
忠
敬
研
究
会 

 

口
座
番
号 

0
0
1
5
0
-
6-

0
72
86
1
0 

 

会
費
の
未
納
分
が
あ
る
会
員
に
は
未
納

年
度
を
記
入
し
た
振
込
用
紙
を
同
封
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
年
度
が
変
わ
り
ま

す
の
で
早
め
に
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

会
費
納
入
状
況
が
ご
不
明
の
方
は
、
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

事
務
局
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、
な
る

べ
く
左
記
の
電
子
メ
ー
ル
を
ご
利
用
頂
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

E
-
m
ai
l

：m
ai
l
@i
n
oh

-
ke
n
.o
rg

 

伊能忠敬測量隊 天体観測データベース 

https://www.inopedia.tokyo/database/stars/

       

https://kokusho.nijl.ac.jp/page/list-sank.html
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https://www.inopedia/
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https://www.inopedia/
https://www.inopedia/


  

『
伊
能
忠
敬
研
究
』
投
稿
要
領 

 

①
原
稿
の
長
さ 

 

論
文
、
報
告
、
紹
介
、
な
ど
は
、
本
文
・
写
真
・
図
な
ど
を
含
め
て
一
件
に
つ
き
刷
り
上
が
り
八
頁
ま
で
、

各
地
の
ニ
ュ
ー
ス
・
お
知
ら
せ
な
ど
は
刷
り
上
が
り
一
頁
以
内
を
原
則
と
し
ま
す
。 

 

＊
刷
り
上
が
り
一
頁
に
入
る
文
字
数
は
約20

00

字
（7

04

字×

三
段
ま
た
は48

0

字×

四
段
）
で
す
。
長

い
原
稿
の
場
合
は
連
載
と
し
て
分
割
し
て
い
だ
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

②
原
稿
の
か
た
ち 

・
本
文
（
テ
キ
ス
ト
） 

原
則
と
し
て
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
の
ワ
ー
ド
な
ど
一
般
的
な
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト

で
作
成
さ
れ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル
と
し
ま
す
。 

・
写
真 

一
般
的
なJP

EG

形
式
ま
た
はTIF

F

ま
た
は
フ
ォ
ト
シ
ョ
ッ
プ
のPSD

形
式
で
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
さ

れ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル
と
し
、
印
刷
サ
イ
ズ
で350

pp
i

程
度
の
解
像
度
の
よ
い
鮮
明
な
も
の
を
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

＊
印
刷
サ
イ
ズ
が1

00m
m
×
75
mm

で3
50p

pi
の
カ
ラ
ー
写
真
の
場
合
、1M

B

前
後
の
フ
ァ
イ
ル
に
な
り
ま

す
。
通
常
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
っ
て5M

モ
ー
ド
以
上
で
撮
影
さ
れ
た
画
像
フ

ァ
イ
ル
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。 

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
デ
ー
タ
仕
様
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
Ｌ
判
（12

7mm
×
89
mm

）
程
度
に
プ
リ
ン
ト

ア
ウ
ト
し
た
鮮
明
な
写
真
で
も
結
構
で
す
。 

・
図 

写
真
に
準
じ
ま
す
。
原
図
を
コ
ピ
ー
す
る
場
合
は
、
な
る
べ
く
ス
キ
ャ
ナ
で
撮
っ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル

（J
PEG

形
式
ま
た
はTI

FF

形
式
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

③
原
稿
の
送
り
方 

 

左
記
ま
で
電
子
メ
ー
ル
添
付
か
、
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
コ
ピ
ー
し
た
も
の
を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
挿
入
す
る
写
真
・
図
が
あ
る
場
合
は
そ
の
位
置
、
お
よ
そ
の
サ
イ
ズ
を
本
文
中
に
編
集
者
が
わ

か
る
形
で
記
入
し
て
お
く
か
、
概
略
を
記
入
し
た
割
付
用
紙
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
題
名
、
著

者
連
絡
先
、
原
稿
区
分
、
刷
上
り
見
込
み
ペ
ー
ジ
数
な
ど
を
記
入
し
た
メ
モ
、
ま
た
は
原
稿
整
理
カ
ー
ド

も
同
時
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
h

ttp
://w

w
w

.in
o
h

-k
e

n
.o

rg
/ 

を
参
照
） 

  

送
り
先 

 

・
電
子
メ
ー
ル
添
付
の
場
合 

k
a
ih

o
@

in
o

h
-k

e
n

.o
rg

 

 
 

・
郵
送
の
場
合   

 

〒
１
５
３-

０
０
４
２ 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
４
ー
９
ー
６
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
２
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
  
  
  
   

   

伊
能
忠
敬
研
究
会
「
伊
能
忠
敬
研
究
」
編
集
部 

 

④
注
意
事
項 

・
編
集
途
中
で
の
大
幅
な
追
加
修
正
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。
完
成
原
稿
と
し
て
投
稿
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
図
や
写
真
の
引
用
に
つ
い
て
、
必
要
な
場
合
は
投
稿
す
る
前
に
執
筆
者
が
責
任
を
持
っ
て
会
誌
及
び
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
許
可
を
取
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

・
引
用
し
た
文
献
等
に
つ
い
て
は
本
文
末
尾
に
リ
ス
ト
や
注
記
等
で
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
原
稿
内
容
を
編
集
委
員
会
で
検
討
し
、
不
明
な
点
や
内
容
的
に
不
備
な
点
が
あ
っ
た
場
合
に
は
執
筆
者
に

連
絡
し
、
修
正
ま
た
は
掲
載
を
見
送
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

・
受
理
し
た
原
稿
は
原
則
と
し
て
執
筆
者
に
お
返
し
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
著
作
権
は
、
伊
能
忠
敬
研
究
会
に
帰
属
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

他
誌
等
へ
転
載
す
る
場
合
は
、
事
務
局
に
連
絡
し
て
許
可
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

伊
能
忠
敬
研
究
会
入
会
の
御
案
内 

 
 一

、
本
会
は
伊
能
忠
敬
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
ど
な
た
で
も
入
会
で
き
ま
す
。 

 
 二

、
つ
ぎ
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

①
会
報
の
発
行 

 

研
究
成
果
・
会
員
活
動
情
報
な
ど 

原
則
と
し
て
年
三
回
発
行 

 
 

②
例
会
・
見
学
会
の
開
催 

 
 

③
忠
敬
関
連
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
ま
た
は
共
催 

 
 

④
そ
の
他
付
帯
す
る
事
業 

 
 
 三

、
入
会
方
法
等 

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
郵
便
振
替
で
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
通
信
欄
に
専
門
、
趣
味
、
入
会

の
動
機
、
御
意
見
な
ど
を
書
き
添
え
て
、
年
会
費
五
千
円
を
左
記
に
お
送
り
下
さ
い
。 

会
計
年
度
は
、
四
月
か
ら
翌
年
三
月
で
す
が
、
年
度
途
中
よ
り
御
入
会
の
場
合
は
、
当
該
年
度
の

会
報
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
お
送
り
し
ま
す
。 

 
 
 四

、
伊
能
忠
敬
研
究
会
事
務
局
所
在
地 
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（
留
守
の
場
合
は
録
音
テ
ー
プ
に
吹
込
ん
で
く
だ
さ
い
。） 
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次
号
（
第
１０３
号
）
は
２
０
２
４
年
６
月
発
行
、
原
稿
締
切
は
４
月
３０
日 

で
す
。 

 
 

皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

編
集
後
記 

 

◇
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

◇
１
０
２
号
は
１１
月
頃
か
ら
投
稿
が
相
次
ぎ
、
ク
リ
ス
マ
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
か
お
年
玉
を
い
た
だ
い
た
心

地
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ペ
ー
ジ
数
の
上
限
を
超
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
掲
載
の
次
号
先
送
り
を
御
願

い
す
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
た
。
申
し
訳
な
い
次
第
で
あ
る
。
◇
１
０
２
号
で
は
、
お
二
人
の
初
投
稿
も
あ

れ
ば
１５
年
ぶ
り
の
投
稿
も
あ
っ
た
。
内
容
的
に
も
、
襖
の
下
張
り
か
ら
発
見
さ
れ
た
史
料
を
知
る
こ
と

も
で
き
た
し
、
１６
世
紀
ド
イ
ツ
の
馬
車
用
走
行
距
離
計
の
写
真
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。
多
彩
な
原
稿

が
そ
ろ
っ
た
こ
と
は
嬉
し
い
か
ぎ
り
。
ま
た
各
地
の
会
員
の
皆
さ
ま
の
活
動
の
様
子
を
紹
介
す
る
こ
と

も
で
き
た
。
◇
沢
山
の
原
稿
が
集
ま
っ
た
と
云
う
こ
と
は
、
編
集
子
が
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
う
時
間
も
長

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
日
中
パ
ソ
コ
ン
と
睨
め
っ
こ
す
る
お
地
蔵
さ
ん
状
態
も
、
入
稿
で

一
段
落
す
る
。
◇
弥
生
３
月
。
重
い
コ
ー
ト
を
脱
い
で
、
ど
こ
か
に
出
か
け
て
み
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｔ
生
） 
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