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地
図
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と 

伊
能
忠
敬
が
作
っ
た
地
図
は
、
現
在
の
地
図
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
正
確
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。 

現
在
で
は
、
飛
行
機
や
人
工
衛
星
な
ど
か
ら
地
表
に

あ
る
道
路
の
形
や
島
の
形
な
ど
を
写
真
な
ど
に
記
録

し
、
そ
れ
を
も
と
に
地
図
に
描
く
こ
と
も
で
き
る
が
、

伊
能
忠
敬
の
時
代
は
、
そ
う
し
た
方
法
は
使
え
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
は
、
伊
能
忠
敬
は
ど
う
や
っ
て
、
道
路
や

海
岸
線
の
正
確
な
形
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。 

正
確
な
地
図
は
、
地
図
に
描
か
れ
る
道
路
や
海
岸
線

な
ど
の
実
際
の
形
や
位
置
な
ど
を
測
っ
て
、
そ
れ
を
縮

尺
に
応
じ
て
描
く
こ
と
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
土
地
の
大
き
さ
や
形
、
位
置
関
係
な
ど
を
測
る
こ

と
を
「
測
量
」
と
い
う
。
伊
能
忠
敬
も
全
国
を
測
量
し

て
日
本
全
体
の
正
確
な
地
図
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。 

伊
能
忠
敬
の
測
量 

伊
能
忠
敬
は
、
測
量
の
記
録
を
数
多
く
残
し
て
い
る

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
測
量
方
法
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
記
録
を
残
し
て
い
な
い
。 

そ
の
要
因
の
一
つ
に
伊
能
忠
敬
の
測
量
方
法
が
こ

の
当
時
特
別
な
方
法
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
伝
わ
っ
た
西
洋
の
測
量
技
術

は
、
日
本
で
は
「
紅
毛
流
」
と
呼
ば
れ
、

こ
れ
を
伝
え
る
流
派
が
で
き
、
測
量
方

法
を
紹
介
し
た
技
術
書
も
出
版
さ
れ
て
い
た
。
伊
能
忠

敬
が
行
っ
た
測
量
方
法
も
既
に
知
ら
れ
て
い
た
技
術

だ
っ
た
の
で
、
あ
え
て
書
き
残
す
必
要
も
な
い
と
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

あ
る
い
は
、
日
本
全
体
の
地
図
の
完
成
を
優
先
し
、

地
図
か
完
成
し
た
後
で
技
術
的
な
記
録
を
残
す
つ
も

り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
忠
敬
は
日
本

地
図
の
完
成
を
見
ず
に
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
い
、
そ

れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

伊
能
忠
敬
は
、
自
ら
測
量
の
記
録
を
残
さ
な
か
っ
た

が
、
弟
子
の
一
人
で
あ
る
尾
形
慶
助
（
後
に
渡
辺
慎
と

改
名
）
が
「
伊
能
東
河
先
生
流
量
地
伝
習
録
」
と
い
う

伊
能
忠
敬
の
測
量
方
法
を
解
説
す
る
記
録
を
残
し
て

い
る
。
「
量
地
伝
習
録
」
に
は
、
間
縄
、
磁
石
、
象
限

儀
と
い
っ
た
測
量
に
使
用
す
る
道
具
の
説
明
と
分
間
、

町
見
と
い
っ
た
測
量
方
法
、
絵
図
仕
立
と
い
う
地
図
の

描
き
方
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
付
録
と
し
て
距
離

を
南
北
と
東
西
成
分
と
し
て
求
め
る
「
地
面
経
緯
表
」

や
三
角
関
数
を
表
に
し
た
「
割
円
八
線
表
」
、
測
量
器

具
を
描
い
た
「
測
量
絵
図
」
が
付
い
て
い
た
。
（
保
柳

１
９
７
４
）
土
地
の
距
離
や
方
位
、
高
さ
な
ど
を
測
る

こ
と
を
現
在
は
測
量
と
言
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
は

「
地
を
量
る
」
と
い
う
意
味
で
「
量
地
」
と
言
っ
て
い

た
。 測

量
の
方
法
に
は
分
間
と
町
見
が
あ
る
。
「
分
間
」

は
実
際
に
道
具
を
使
っ
て
直
接
目
的
の
場
所
の
距
離

や
角
度
を
測
る
こ
と
で
、
伊
能
忠
敬
の
基
本
的
な
測
量

方
法
は
、
目
標
ま
で
の
方
位
角
と
距
離
を
順
に
測
る
導

線
法
で
あ
る
。
「
分
間
」
は
本
来
「
一
分
が
一
間
を
表

す
」
と
い
う
縮
尺
の
意
味
だ
が
、
地
図
を
作
る
た
め
の

測
量
の
こ
と
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
分

間
絵
図
」
は
、
測
量
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
地
図
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
町
見
は
目
的
の
場
所
を
直
接
測
る

の
で
は
な
く
、
目
的
の
場
所
に
関
係
す
る
他
の
情
報

（
角
度
や
距
離
）
か
ら
計
算
に
よ
っ
て
、
位
置
や
距
離

な
ど
を
求
め
る
方
法
の
こ
と
で
、
川
幅
や
遠
く
の
山
や

島
の
測
量
に
使
わ
れ
た
。 

測
量
道
具
の
「
間
縄
」
は
、
長
い
紐
に
目
盛
を
付
け

た
距
離
を
測
る
道
具
で
、
現
在
の
巻
き
尺
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
「
磁
石
」
は
北
か
ら
の
角
度
す
な
わ
ち
方

位
角
を
測
る
た
め
の
道
具
で
、
方
位
磁
石
（
羅
針
盤
）

の
こ
と
で
あ
る
。
「
象
限
儀
」
は
、
地
表
面
か
ら
の
高

度
角
を
測
る
道
具
で
あ
る
。
「
象
限
」
は
三
角
関
数
に

出
て
く
る
九
〇
度
の
範
囲
の
意
味
で
、
象
限
儀
は
四
分

の
一
の
円
弧
に
目
盛
を
付
け
た
分
度
器
の
よ
う
な
道

具
で
あ
る
。
こ
の
道
具
は
水
平
か
ら
天
頂
ま
で
の
高
さ

の
角
度
が
測
れ
、
星
の
高
度
や
土
地
の
勾
配
を
測
る
の

に
使
用
さ
れ
た
。 

「
絵
図
仕
立
」
は
、
測
量
し
た
距
離
や
角
度
の
値
を

使
っ
て
地
図
を
描
く
こ
と
を
言
う
。
毎
日
の
測
量
結
果

は
下
絵
図
に
整
理
さ
れ
、
下
絵
図
を
大
図
の
範
囲
に
繋

い
で
大
図
の
骨
格
と
な
る
寄
図
を
作
る
。
こ
れ
に
現
地
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で
記
録
し
た
風
景
や
地
名
な
ど
を
書
き
入
れ
、
彩
色
し

て
地
図
を
完
成
さ
せ
る
。
中
図
や
小
図
は
、
大
図
の
下

図
を
縮
小
し
、
以
後
は
大
図
の
作
成
方
法
と
同
じ
手
法

で
縮
小
し
た
下
絵
図
を
繋
ぎ
、
地
図
を
完
成
さ
せ
る
。 

絵
図
仕
立
で
必
要
に
な
る
の
が
、
現
地
で
測
っ
た
角

度
と
距
離
を
地
図
用
紙
の
上
で
再
現
す
る
の
に
必
要

な
道
具
で
あ
る
。
角
度
を
測
る
道
具
は
「
分
度
矩
」
、

と
い
う
半
円
形
の
角
度
定
規
で
あ
り
、
直
線
の
距
離

（
長
さ
）
を
測
る
道
具
は
「
厘
尺
」
と
い
う
物
差
し
で

あ
る
。
地
図
を
描
く
た
め
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
筆
記

具
や
墨
、
絵
の
具
、
紙
な
ど
の
画
材
も
必
要
で
あ
る
。 

測
量
方
法 

量
地
伝
習
録
の
分
間
の
項
に
は
、
地
図
に
描
か
れ
る

道
路
や
海
岸
な
ど
の
線
、
湖
沼
や
島
な
ど
の
形
を
測
量

す
る
場
合
の
手
順
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。 

「
街
道
・
海
浜
、
あ
る
い
は
田
畑
・
沼
池
・
島
嶼
等
の

形
象
を
計
る
に
は
、
ま
ず
初
番
の
杭
を
打
ち
、
そ
れ
よ

り
鯨
縄
・
藤
縄
に
て
崎
湾
屈
曲
に
随
い
て
何
百
何
十
何

間
と
計
り
、
そ
こ
へ
杭
を
打
ち
、
梵
天
を
立
て
、
計
る

と
こ
ろ
の
間
数
は
小
札
紙
に
書
き
記
し
、
梵
天
を
持
つ

も
の
に
渡
す
べ
し
。
あ
と
よ
り
小
方
位
二
挺
を
用
い
て
、

梵
天
よ
り
梵
天
ま
で
の
方
角
を
計
り
、
方
角
と
間
数
と
を

野
帳
に
書
き
記
す
な
り
。
」 

つ
ま
り
、
「
測
量
を
す
る
に
は
、
最
初
に
基
準
と
な

る
地
点
に
杭
を
打
ち
、
そ
こ
か
ら
間
縄
を
使
っ
て
形
に

沿
っ
て
次
の
点
ま
で
距
離
を
測
り
、
そ
こ
に
ま
た
杭
を

打
ち
、
目
印
の
梵
天
を
立
て
、
測
っ
た
距
離
は
紙
の
小

札
に
書
い
て
梵
天
を
持
つ
者
に
渡
す
。
そ
の
後
で
、
小

方
位
盤
を
二
つ
使
っ
て
順
逆
に
次
の
点
ま
で
の
方
位

角
を
測
り
、
二
点
間
の
方
位
角
と
間
数
（
距
離
）
を
野

帳
（
現
地
で
使
う
ノ
ー
ト
」
に
記
録
す
る
。
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。 

ま
た
、
実
際
に
測
量
す
る
と
き
の
手
順
が
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。 

「
本
羅
針
は
一
番
よ
り
二
番
を
順
に
計
り
、
添
羅
針
は

二
番
の
梵
天
よ
り
一
番
の
梵
天
を
逆
に
計
り
、
そ
の
方

角
と
間
数
を
記
し
た
る
小
札
を
肩
書
に
し
て
、
次
第
に

先
へ
計
り
て
行
く
。
野
帳
に
書
き
記
す
と
き
、
順
逆
の

方
角
を
突
き
合
わ
す
べ
し
。
さ
て
ま
た
間
数
の
小
札
も

順
々
に
竹
串
へ
刺
し
、
分
間
終
わ
り
て
後
、
毎
日
野
帳

と
読
み
合
わ
す
べ
し
。
」 

同
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
紅
毛
流
測
量
術
の
書
と
比

較
す
る
と
、
測
量
の
方
法
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な

い
が
、
方
位
を
測
る
磁
石
は
、
本
羅
針
と
添
羅
針
の
二

つ
を
使
い
、
測
量
区
間
の
両
端
で
北
か
ら
の
方
位
角

（
本
羅
針
）
と
南
か
ら
の
方
位
角
（
添
羅
針
）
を
測
っ

て
両
方
の
角
に
大
き
な
差
が
無
い
か
そ
の
場
で
確
認

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
地
で
の
測
量
が
終

わ
っ
た
後
も
、
野
帳
に
整
理
し
た
数
値
と
現
場
で
メ
モ

と
し
て
記
録
し
た
小
札
の
紙
を
突
き
合
わ
せ
て
誤
記

な
ど
が
無
い
か
再
点
検
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
区
間
を
違
う
方
法
で
測
量
し
て

誤
差
や
測
り
間
違
い
の
有
無
を
確
認
し
、
測
量
結
果
の

点
検
、
確
認
に
も
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
測
量
の
正
確
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
忠
敬

の
工
夫
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、
野
帳
に
記
録
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
次
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。 

「
方
角
、
間
数
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
郡
村
界
、

田
畑
、
山
川
の
も
よ
う
も
書
き
記
す
べ
し
。
こ
れ
は
絵

伊能忠敬の測量方法（方位磁石を使う導線法） 

１'

北

測点０

１"

2'

2"

"

南

測点１

測点２

測点３

１

2

3

= ＋
= ＋

本羅針

添羅針

添羅針

本羅針

添羅針本羅針
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図
仕
立
て
の
と
き
形
容
に
用
ゆ
。」 

こ
の
記
述
か
ら
、
野
帳
に
は
測
量
し
た
区
間
ご
と
の

方
位
や
距
離
の
ほ
か
に
、
国
・
郡
・
村
の
境
界
、
田
畑

や
河
川
の
位
置
や
名
称
な
ど
地
図
に
記
入
す
べ
き
情
報

が
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
誤
差
の
確
認
） 

以
上
が
、
基
本
的
な
測
量
方
法
だ
が
、
量
地
伝
習
録

の
分
間
の
項
に
は
、
さ
ら
に
測
量
の
誤
差
を
調
整
す
る

方
法
と
し
て
、
廻
り
検
地
と
い
う
方
法
と
横
切
と
い
う

方
法
が
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

「
さ
て
周
旋
あ
る
も
の
は
、
廻
り
終
わ
り
て
初
番
の

杭
に
繋
ぐ
べ
し
。
す
べ
て
海
辺
の
出
崎
は
何
れ
険
阻
に

て
、
多
く
は
断
崖
絶
壁
に
し
て
人
足
至
る
こ
と
罕
（
ま

れ
）
な
る
に
よ
っ
て
、
精
密
の
計
は
な
り
難
き
も
の
ゆ

え
、
横
切
と
云
い
て
山
を
う
ち
起
し
、
向
こ
う
の
海
岸

ま
で
計
り
お
き
、
ま
た
も
と
へ
還
り
て
出
崎
を
廻
り
、

横
切
の
杭
へ
繋
ぐ
べ
し
。
縦
令
出
崎
の
計
り
粗
く
と
も
、

横
切
を
以
て
主
と
す
る
ゆ
え
、
強
い
て
妨
げ
に
は
な
ら

ぬ
も
の
な
り
。」 

廻
り
検
地
は
、
測
量
を
し
て
最
初
の
地
点
に
戻
っ
た

と
き
、
最
後
の
点
と
最
初
の
点
が
一
致
す
る
こ
と
で
測

量
の
誤
差
や
誤
り
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
り
、
横
切
は

出
崎
の
断
崖
絶
壁
と
い
う
人
が
近
づ
き
難
い
地
形
を

想
定
し
、
山
越
え
な
ど
で
付
け
根
部
分
を
横
切
っ
て
先

に
測
量
し
て
お
き
、
出
崎
を
廻
っ
て
測
量
し
た
結
果
と

横
切
っ
て
測
量
し
た
結
果
を
突
き
合
わ
せ
て
測
量
精

度
を
確
認
す
る
方
法
で
あ
る
。 

（
坂
道
の
測
量
） 

坂
道
な
ど
傾
斜
の
あ
る
距
離
を
測
っ
た
場
合
、
間
縄

で
測
っ
た
斜
面
の
距
離
は
水
平
の
距
離
よ
り
長
く
な

る
た
め
、
次
の
補
正
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
坂
道
に
て
勾
配
あ
る
所
は
、
象
限
儀
を
用
い
て
そ

の
勾
配
の
度
数
を
計
り
、
前
件
の
法
（
余
弦
を
間
数
に

乗
ず
）
に
よ
っ
て
平
直
の
数
を
求
め
て
、
絵
図
を
引
く

間
数
と
す
る
な
り
。」 

こ
の
よ
う
に
、
斜
面
上
で
距
離
を
測
っ
た
場
合
は
、

斜
面
の
勾
配
を
測
定
し
て
平
面
上
の
距
離
に
換
算
す

る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
平
面
距
離
へ
の
換
算
に

は
三
角
関
数
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
勾
配

を
測
る
道
具
の
象
限
儀
に
は
大
き
な
も
の
も
あ
る
が
、

坂
道
の
勾
配
を
測
る
の
に
は
扱
い
や
す
い
小
さ
な
象

限
儀
（
半
径
五
、
六
寸
：1

5
cm

～1
8
cm

）
も
使
わ
れ

測点

測点

初番終番

出崎

廻り検地 

横切 

廻り検地と横切 

坂の勾配を測量 

間縄

梵天

水平距離

勾配

勾配

八線表の線の名称と三角関数 

図全表線八

正
切
線

線切余

弦余

正
弦

余
矢

矢正

数全

八線 三角関数

1
cos
1
sin
sin
cos
1 cos
tan sin

正矢 1-cos

余矢 1-sin

正接 tan ＝

余接 cot ＝ ＝

正割 sec ＝

余割 cosec ＝

正弦 sin

余弦 cos
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た
よ
う
で
あ
る
。 

な
お
、
三
角
関
数
の
余
弦
と
は
、
コ
サ
イ
ン
（co

s

）

の
こ
と
で
、
直
角
三
角
形
の
性
質
を
利
用
し
て
斜
辺
か

ら
底
辺
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
斜
辺
（
斜
距
離
）×

co
s φ

（
勾
配
角φ

の
余
弦
）
で
底
辺
（
水
平
距
離
）

が
求
ま
る
。
余
弦
の
値
は
割
円
八
線
表
と
い
う
三
角
関

数
表
か
ら
引
く
こ
と
が
で
き
た
。 

（
自
然
の
町
見
） 

分
間
で
直
接
距
離
の
測
量
が
困
難
な
離
島
の
位
置

を
求
め
た
り
、
導
線
法
の
宿
命
で
あ
る
累
積
し
た
誤
差

を
補
正
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
間
接
的
な
測
量
方
法

（
町
見
）
を
併
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

「
も
っ
と
も
離
島
に
て
繋
ぎ
の
間
数
計
り
か
ぬ
る

と
こ
ろ
は
、
地
方
へ
近
き
出
崎
々
々
へ
目
印
の
大
梵
天

を
立
て
、
相
互
に
方
角
を
計
る
こ
と
肝
要
な
り
。
そ
の

ほ
か
、
分
間
を
し
な
が
ら
島
嶼
・
森
林
・
寺
社
あ
る
い

は
近
山
・
遠
嶽
等
、
そ
の
遠
近
に
応
じ
、
開
き
の
間
数

を
考
え
、
小
方
位
諸
器
を
用
い
て
方
角
を
計
る
よ
う
に

計
り
お
く
べ
し
。
こ
れ
は
絵
図
仕
立
て
の
と
き
第
一
総

括
に
な
る
も
の
ゆ
え
、
山
々
縁
の
切
れ
ざ
る
よ
う
計
り

お
く
べ
し
。
所
謂
、
自
然
の
町
見
な
り
。」 

離
島
で
距
離
が
直
接
測
れ
な
い
場
合
は
、
見
通
し
の

効
く
場
所
に
目
印
の
梵
天
を
立
て
、
離
島
と
梵
天
を
立

て
た
箇
所
で
相
互
に
方
位
角
を
計
っ
て
お
く
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
導
線
法
に
よ

る
測
量
を
し
な
が
ら
、
目
標
に
な
る
島
や
寺
社
、
山
な

ど
の
方
位
を
計
っ
て
お
く
こ
と
で
、
地
図
を
描
く
と
き

に
全
体
の
位
置
確
認
が
可
能
に
な
る
こ
と
か
ら
、
繋
が

り
が
切
れ
な
い
よ
う
に
計
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
位
置
の
分
か
っ
て
い
る
異
な
る
場

所
か
ら
、
求
め
る
地
点
の
方
位
を
測
り
、
方
位
線
の
交

わ
る
箇
所
で
目
標
地
点
の
位
置
を
特
定
す
る
と
い
う

交
会
法
と
い
う
測
量
方
法
で
あ
る
。 

遠
く
か
ら
見
え
る
富
士
山
は
、
こ
う
し
た
方
法
に
は

恰
好
の
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
。
広
い
範
囲
で
方
位

角
が
測
定
さ
れ
て
お
り
、
中
図
や
小
図
で
は
富
士
山
の

山
頂
で
多
く
の
方
位
線
が
交
わ
っ
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
。 

（
町
見
） 

こ
れ
ら
の
測
量
方
法
以
外
に
も
直
接
測
る
こ
と
が

で
き
な
い
川
幅
や
山
の
高
さ
な
ど
は
、
間
接
的
に
距
離

を
求
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
見
の
方
法
と
し

て
直
角
三
角
形
の
解
法
に
つ
い
て
具
体
的
な
例
を
図

解
し
て
示
し
、
割
円
八
線
表
を
使
っ
て
計
算
す
る
方
法

が
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
町
見
の
説
明
の
中
に
は
地
球
を
球
体
と
し
て

扱
う
考
え
方
も
示
さ
れ
て
い
る
。 

伊
能
忠
敬
は
、
地
球
が
球
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し

て
い
た
の
で
、
遠
く
の
山
の
高
さ
（
高
度
角
）
を
測
る

と
実
際
よ
り
低
い
値
に
な
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。

伊
能
忠
敬
の
測
量
で
は
、
山
の
高
さ
は
富
士
山
以
外
に

測
っ
て
い
な
い
が
、
測
っ
た
位
置
が
山
頂
に
比
較
的
近

か
っ
た
た
め
か
、
高
さ
の
計
算
は
平
面
上
の
も
の
と
し

て
扱
っ
て
お
り
、
球
面
の
補
正
は
し
て
い
な
い
。 

（
富
士
山
の
測
量
） 

富
士
山
の
高
さ
は
、
山
や
島
の
方
位
を
整
理
し
た

「
山
嶋
方
位
記
」
に
東
海
道
沿
い
の
次
の
六
か
所
か
ら

計
算
し
た
記
録
が
み
ら
れ
る
。 

 

箱
根
宿 

 

二
十
八
町
二
十
四
間
（
３
，
０
９
８
ｍ
） 

三
島
宿 

 

三
十
五
町
五
十
一
間
（
３
，
９
１
１
ｍ
） 

沼
津
宿 

 

三
十
五
町
五
十
五
間
（
３
，
９
１
９
ｍ
） 

原 

宿 
 

三
十
三
町
五
十
〇
間
（
３
，
６
９
０
ｍ
） 

吉
原
宿 

 

三
十
三
町
三
十
三
間
（
３
，
６
６
０
ｍ
） 

西
倉
沢
村 

三
十
四
町 

十
三
間
（
３
，
７
３
３
ｍ
） 

方位角

北

目標物

測点

交会法による目標物の位置測定 
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こ
れ
ら
の
値
は
い
ず
れ
も
観
測
地
点
か
ら
山
頂
ま

で
の
距
離
と
山
頂
の
高
度
角
か
ら
三
角
関
数
の
正
接

（
タ
ン
ジ
ェ
ン
ト
）
を
使
っ
て
、
水
平
距
離×

ta
n
φ

（
高
度
角φ
の
正
接
）
に
よ
り
計
算
し
た
観
測
地
点
か

ら
の
比
高
で
あ
る
。 

天
文
観
測 

量
地
伝
習
録
に
は
記
述
が
な
い
が
、
伊
能
忠
敬
の
測

量
で
重
要
な
の
が
天
文
観
測
で
あ
る
。 

（
地
球
の
大
き
さ
を
測
る
） 

伊
能
忠
敬
は
、
当
初
、
地
球
の
大
き
さ
を
自
ら
測
っ

て
確
か
め
る
た
め
に
測
量
を
開
始
し
た
。 

地
球
の
大
き
さ
は
、
地
球
を
球
と
し
て
扱
っ
た
場
合
、

地
球
の
中
心
を
通
る
円
周
の
中
心
角
と
そ
れ
に
対
応

す
る
弧
の
距
離
が
分
か
れ
ば
計
算
で
き
る
。 

そ
こ
で
、
忠
敬
は
江
戸
と
北
に
離
れ
た
地
点
の
緯
度

を
測
ろ
う
と
し
て
、
当
時
は
蝦
夷
と
呼
ば
れ
て
い
た
現

在
の
北
海
道
の
測
量
を
幕
府
に
願
い
出
た
。 

観
測
地
点
の
緯
度
は
北
極
星
の
高
度
を
測
れ
ば
お

お
よ
そ
わ
か
る
が
、
北
極
星
も
わ
ず
か
に
動
い
て
い
る

の
で
、
南
側
に
見
え
る
星
が
ち
ょ
う
ど
真
南
に
来
た
時

の
高
度
角
（
南
中
高
度
）
を
測
り
、
江
戸
で
の
観
測
値

と
比
較
し
て
そ
の
差
か
ら
江
戸
と
の
緯
度
差
を
計
算

し
て
い
る
。 

一
方
、
南
北
の
距
離
は
、
測
量
区
間
ご
と
の
方
位
角

と
距
離
か
ら
計
算
で
求
め
て
い
る
。 

こ
う
し
て
、
忠
敬
は
第
一
次
測
量
で
東
北
地
方
を
測

量
し
な
が
ら
緯
度
一
度
の
距
離
を
求
め
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
一
次
測
量
は
、
出
発
が
遅
れ
て
夏
に
な
り
、

冬
ま
で
に
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
北
海
道
へ
急
ぐ
必

要
が
あ
っ
た
た
め
、
距
離
の
測
定
は
歩
測
と
い
う
一
歩

あ
た
り
の
長
さ
に
歩
い
た
数
を
掛
け
て
求
め
る
略
式

の
測
量
方
法
に
よ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
南
北
方
向
の
正
確

な
距
離
を
測
量
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
翌
年

の
二
次
測
量
で
は
、
間
縄
を
使
っ
て
距
離
を
正
確
に
測

り
、
地
球
の
大
き
さ
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

そ
の
値
は
、
一
度
が
二
八
．
二
里
（
約1

0
7.4

k
m

）

で
、
地
球
一
周
の
距
離
に
換
算
す
る
と
一
万
百
五
十
二

里
（3

9
,8

6
5
.7

k
m

）
と
な
る
。
こ
の
値
は
現
在
の
値

と
比
べ
、
緯
度
一
度
の
距
離
の
差
が2

1
0

m

ほ
ど
短
く
、

地
球
一
周
で
は7

5
k

m

ほ
ど
短
い
。
そ
れ
で
も
、
忠
敬

の
計
算
し
た
緯
度
一
度
の
距
離
の
有
効
数
字
は
三
桁

な
の
で
、
誤
差
が

2
/1

0
0
0

と
い
う
の
は
驚
異
的
な
精

度
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

（
各
地
の
緯
度
を
観
測
） 

忠
敬
は
全
国
を
測
量
す
る
間
に
一
二
〇
〇
か
所
以

上
で
緯
度
の
観
測
を
実
施
し
て
い
る
。 

伊
能
忠
敬
の
地
図
が
現
在
の
地
図
と
比
べ
て
も
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
は
、
精
度
の
高
い
天
文
観
測
に

よ
り
、
導
線
法
に
よ
る
測
量
の
累
積
誤
差
を
補
正
し
た

こ
と
に
よ
る
。 

（
測
量
体
制
） 

測
量
は
伊
能
忠
敬
一
人
で
は
で
き
な
い
。
角
度
は
測

る
地
点
の
両
側
か
ら
観
測
し
て
お
り
、
目
標
の
梵
天
を

立
て
る
人
も
必
要
で
あ
る
。
距
離
を
測
る
の
も
間
縄
を

引
く
人
が
少
な
く
と
も
両
側
に
二
人
は
必
要
な
の
で
、

現
地
で
測
量
す
る
だ
け
で
も
少
な
く
と
も
六
人
ほ
ど

の
人
数
が
必
要
に
な
る
。 

一
次
測
量
か
ら
四
次
の
測
量
ま
で
は
、
忠
敬
と
内
弟

子
、
そ
れ
に
高
橋
至
時
や
景
保
の
従
者
で
測
量
を
実
施

し
た
が
、
五
次
の
測
量
か
ら
は
幕
府
天
文
方
の
役
人
も

加
わ
り
、
さ
ら
に
測
量
す
る
各
地
の
藩
や
地
元
の
役
人

の
協
力
も
得
て
、
多
い
時
に
は
百
人
を
超
す
大
掛
か
り

な
体
制
で
実
施
さ
れ
た
。 

忠
敬
は
そ
う
し
た
測
量
の
い
わ
ば
総
監
督
と
し
て
、

人
の
手
配
や
資
材
の
調
達
な
ど
測
量
全
体
の
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
も
行
っ
て
い
た
。 

絵
図
仕
立 

 

測
量
し
た
結
果
は
現
地
で
野
帳
に
記
録
さ
れ
る
が
、

天頂

地平線

1

1

☆ ☆

赤道

地
軸

☆

2

2

天頂

地平線

＝ １－ 2

S

円周＝S×

地球の大きさを測る 
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野
帳
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
方
位
や
距
離
の
数
字
で

あ
り
、
こ
れ
を
絵
図
（
地
図
）
と
し
て
描
く
必
要
が
あ

る
。 

（
下
絵
図
） 

 

絵
図
を
描
く
前
に
作
ら
れ
る
の
が
測
量
し
た
線
を

描
い
た
地
図
の
骨
格
と
な
る
下
絵
図
（
下
図
）
で
あ
る
。

下
絵
図
は
測
量
し
た
方
位
と
距
離
を
紙
の
上
に
再
現

す
る
方
法
で
描
か
れ
る
。 

 

下
絵
図
を
描
く
紙
は
、
伸
縮
を
少
な
く
す
る
た
め
、

「
西
の
内
」
と
い
う
薄
手
の
和
紙
を
貼
り
合
わ
せ
、
よ

く
乾
燥
さ
せ
た
も
の
が
使
わ
れ
た
。 

下
絵
図
を
描
く
準
備
と
し
て
、
墨
を
付
け
な
い
烏
口

や
点
線
器
な
ど
を
使
っ
て
、
こ
の
紙
に
二
寸
ほ
ど
の
間

隔
で
「
白
径
」
と
呼
ば
れ
る
線
を
引
き
、
描
く
範
囲
全

体
を
想
定
し
て
、
白
径
上
に
測
量
を
始
め
た
最
初
の
点

（
始
点
）
の
位
置
を
決
め
て
針
孔
を
開
け
る
。 

次
に
、
方
位
と
距
離
の
測
量
値
に
よ
り
測
点
間
の
東
西

方
向
と
南
北
方
向
の
距
離
を
計
算
で
求
め
、
描
く
測
線

の
終
点
の
位
置
に
も
針
孔
を
開
け
る
。
こ
れ
で
始
点
と

終
点
の
位
置
が
決
ま
る
の
で
、
こ
の
間
の
測
線
を
測
量

し
た
値
（
距
離
と
方
位
角
）
に
基
づ
き
再
現
す
る
。 

測
線
を
描
く
方
法
は
、
最
初
に
始
点
の
位
置
に
分
度

矩
の
中
心
を
合
わ
せ
、
分
度
矩
の
下
辺
を
白
径
と
平
行

に
し
て
、
始
点
で
測
っ
た
二
番
目
の
測
点
方
向
の
方
位

角
を
測
る
。
こ
れ
で
、
始
点
か
ら
二
番
目
の
点
の
方
向

が
決
ま
る
。 

次
に
始
点
と
二
番
目
の
点
の
方
向
に
沿
っ
て
現
地

で
測
っ
た
距
離
を
縮
尺
化
し
た
長
さ
を
二
厘
尺
な
ど

の
定
規
で
測
り
、
そ
の
地
点
に
二
番
目
の
測
点
を
示
す

針
孔
を
開
け
る
。 

                  

 

以
後
同
様
に
、
二
番
目
を
始
点
と
し
三
番
目
の
測
点

位
置
に
針
孔
を
開
け
、
こ
れ
を
順
に
繰
り
返
し
最
後
の

点
の
方
位
と
距
離
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
終

点
の
点
と
一
致
す
れ
ば
現
地
の
測
量
を
正
確
に
下
絵

図
に
反
映
で
き
た
こ
と
に
な
る
。 

（
寄
絵
図
） 

下
絵
図
は
そ
の
日
に
測
量
し
た
範
囲
を
宿
に
着
い

て
描
い
て
い
る
。
下
絵
図
に
描
か
れ
る
範
囲
は
広
く
な

い
の
で
、
大
図
の
大
き
さ
の
地
図
に
す
る
に
は
下
絵
図

を
何
枚
も
繋
ぎ
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
繋
ぎ
合

わ
せ
た
図
を
「
寄
絵
図
」」
ま
た
は
「
寄
図
」
と
い
う
。

寄
絵
図
の
作
り
方
は
、
下
絵
図
の
作
り
方
と
同
じ
よ
う

に
、
白
径
を
引
い
た
紙
の
上
に
下
絵
図
の
始
終
点
の
位

置
を
針
で
突
い
て
決
め
、
下
絵
図
に
針
で
穴
を
開
け
た

測
点
の
位
置
を
寄
絵
図
の
紙
に
突
い
て
写
す
。
こ
れ
で

絵
図
の
骨
格
に
な
る
線
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

と
き
、
下
絵
図
で
は
範
囲
が
狭
す
ぎ
て
方
位
線
の
交
点

で
位
置
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
遠
く
の
山
な
ど
の
位

寄絵図の作り方 

 

下絵図の描き方 
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縮図の方法 

縮図

元図 

置
も
記
入
す
る
。 

（
仕
上
げ
） 

し
か
し
、
下
絵
図
や
寄
絵
図
に
は
、
測
線
と
測
線
上

で
測
っ
た
山
な
ど
の
目
標
物
の
位
置
し
か
描
か
れ
て

い
な
い
の
で
、
絵
図
に
仕
上
げ
る
に
は
、
周
辺
の
景
観

や
地
名
な
ど
を
記
入
す
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
う
し
た
情
報
は
現
地
で
収
集
し
た
資
料
や
聞
き

取
り
な
ど
に
よ
り
野
帳
に
記
録
さ
れ
た
地
名
や
現
地

を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
「
麁
絵
図
」
を
元
に
描
き
入
れ
ら
れ
、

絵
図
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た
。 

（
縮
図
） 

絵
図
を
縮
小
す
る
場
合
は
、
寄
図
の
屈
曲
点
と
縮
図

を
描
く
用
紙
の
一
点
を
結
び
こ
の
区
間
を
縮
図
尺
で

測
り
、
そ
の
寸
法
を
縮
図
上
に
本
尺
で
測
り
、
位
置
に

針
穴
を
開
け
、
各
点
間
を
結
ん
で
寄
図
の
範
囲
の
縮
図

を
描
き
こ
れ
を
下
絵
図
と
し
、
以
後
は
通
常
の
絵
図
を

作
る
の
と
同
じ
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。 

縮
図
に
使
う
縮
図
尺
は
、
実
際
の
寸
法
を
縮
小
す
る

寸
法
で
測
れ
る
よ
う
に
目
盛
を
付
け
た
物
差
し
で
、
寸

法
を
一
々
計
算
す
る
の
は
手
間
が
か
か
る
の
で
、
簡
単

に
縮
小
で
き
る
よ
う
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
中
図
は
大
図
の
六
分
の
一
で
あ
る
か
ら
、
大
図
か

ら
中
図
に
縮
小
す
る
た
め
の
縮
図
尺
の
目
盛
は
、
本
尺

の
六
倍
の
幅
の
目
盛
と
な
る
。 

測
量
器
具 

伊
能
忠
敬
の
測
量
の
特
徴
の
一
つ
は
、
測
量
器
具
の

工
夫
で
あ
る
。
測
量
の
精
度
を
確
保
し
、
効
率
よ
く
測

量
す
る
た
め
に
は
、
測
量
器
具
の
良
否
が
大
き
く
影
響

す
る
。
伊
能
忠
敬
の
測
量
で
は
、
距
離
を
測
る
器
具
と

方
位
を
測
る
器
具
に
高
度
角
を
測
る
器
具
が
必
要
で

あ
り
、
忠
敬
は
こ
れ
ら
の
器
具
に
独
自
の
さ
ま
ざ
ま
な

工
夫
を
し
て
い
る
。 

距
離
を
測
る
器
具 

 

距
離
（
長
さ
）
を
直
接
測
る
器
具
は
、
間
縄
と
い
う

目
盛
を
付
け
た
縄
や
一
尺
の
鉄
の
棒
を
繋
ぎ
合
わ
せ

た
鉄
鎖
と
い
う
器
具
が
使
わ
れ
た
。
間
縄
は
一
般
的
に

麻
縄
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
麻
縄
は
乾
燥
や
吸
湿
に
よ

っ
て
伸
縮
が
あ
る
の
で
忠
敬
の
測
量
で
は
乾
湿
の
影

響
が
少
な
い
籐
や
鯨
の
鰭
を
繋
い
だ
も
の
が
使
わ
れ

た
。
そ
の
ほ
か
、
鉄
の
棒
を
繋
い
だ
鉄
鎖
や
短
い
距
離

を
測
る
器
具
で
は
、
間
棹
と
い
う
棒
状
の
物
差
し
も
使

わ
れ
た
。
ま
た
、
車
輪
の
回
転
数
を
数
え
て
距
離
に
換 

                        

算
す
る
「
量
程
車
」
と
い
う
器
具
も
作
ら
れ
た
が
、
こ

の
器
具
は
平
な
道
以
外
は
正
確
な
距
離
が
測
れ
な
い

た
め
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

鉄鎖（レプリカ） 

間縄（レプリカ） 

量程車 

千葉県香取市伊能忠敬記念館所蔵 
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方
位
角
を
測
る
器
具 

方
位
を
測
る
器
具
は
磁
石
が
使
わ
れ
た
。
短
い
距
離

の
方
位
の
測
量
に
は
棒
の
先
に
小
型
の
磁
石
を
取
り

付
け
た
小
方
位
盤
と
い
う
器
具
が
使
わ
れ
た
。 

磁
石
を
使
っ
た
導
線
法
と
い
う
測
量
方
法
で
は
距

離
よ
り
も
方
位
角
の
測
定
誤
差
の
方
が
図
の
歪
み
に

大
き
く
影
響
す
る
。
そ
の
た
め
、
忠
敬
も
磁
針
に
つ
い

て
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
当
時
杖
の
先
に
磁

石
を
取
り
付
け
た
器
具
は
既
に
存
在
し
て
い
た
が
、
忠

敬
は
特
別
に
や
や
大
き
め
の
直
径
三
寸
二
分
（9

.7
cm

）

ほ
ど
の
真
鍮
製
の
方
位
盤
を
作
ら
せ
て
使
用
し
た
。 

                

こ
の
方
位
盤
は
常
に
磁
針
を
水
平
に
保
つ
よ
う
弯

窠
と
い
う
自
由
に
回
転
す
る
二
軸
の
環
に
取
り
つ
け

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
磁
針
を
支
え
る
軸
受
け
部
分
に
は

摩
擦
を
小
さ
く
す
る
た
め
水
晶
を
使
用
し
針
先
が
摩

耗
し
な
い
よ
う
に
常
に
研
い
で
先
端
を
尖
ら
せ
、
磁
針

は
細
く
長
い
も
の
を
使
用
し
て
方
位
盤
の
目
盛
を
詳

細
に
読
み
と
れ
る
工
夫
を
し
て
い
る
。
こ
の
小
方
位
盤

は
航
海
用
の
羅
針
盤
の
よ
う
に
目
標
の
方
位
を
磁
針

の
針
先
で
直
接
読
み
取
れ
る
よ
う
に
目
盛
が
逆
に
な

っ
て
い
る
。 

な
お
、
長
距
離
の
測
量
に
は
、
よ
り
大
き
な
円
盤
で

細
か
い
目
盛
を
刻
ん
だ
中
方
位
盤
（
一
尺
二
寸
：

3
6

.4
c
m

）
や
大
方
位
盤
（
二
尺
五
寸
：7

8
.9

c
m

）
、 

              

あ
る
い
は
半
円
方
位
盤
（5

.5

寸
：1

8
.2

cm

）
と
い
う

半
円
形
の
方
位
盤
を
使
用
し
た
。
半
円
方
位
盤
の
目
盛

は
対
角
線
目
盛
に
な
っ
て
お
り
、
一
目
盛
間
同
心
円
状

に
六
等
分
し
て
十
分
単
位
ま
で
細
か
く
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
目
盛
は

大
方
位
盤
や
中
方
位
盤
の
ほ
か
、
象
限
儀
な
ど
大
き
な

円
盤
の
目
盛
に
施
さ
れ
、
角
度
を
細
か
く
読
む
工
夫
が

さ
れ
て
い
た
。 

高
度
角
を
測
る
器
具 

距
離
を
測
っ
た
場
合
、
水
平
の
距
離
に
比
べ
て
長
く

な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
坂
道
で
水
平
距
離
を
直
接

測
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
特
に
傾
斜
が
急
に
な
れ
ば
、

階
段
状
に
測
れ
る
水
平
距
離
は
短
く
な
る
。
そ
こ
で
坂

道
に
沿
っ
て
斜
距
離
を
測
り
、
坂
の
傾
斜
角
を
測
っ
て

水
平
距
離
に
換
算
す
る
方
法
が
採
ら
れ
た
。
傾
斜
角
を

測
る
道
具
は
四
分
の
一
の
円
弧
に
目
盛
を
刻
み
円
の

中
心
か
ら
垂
直
を
示
す
板
が
下
が
っ
て
い
る
。
中
で
も

坂
道
の
傾
斜
を
測
る
の
に
使
用
し
た
も
の
は
、
半
径
が 
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一
尺
三
寸
（3

9
.4

cm

）
と
小
さ
く
構
造
も
簡
単
な
も
の

で
あ
る
。
象
限
儀
の
原
理
は
皆
同
じ
で
、
星
の
高
度
を

測
っ
た
り
坂
道
の
勾
配
を
測
る
測
量
器
具
で
あ
る
。 

天
文
観
測
の
器
具 

星
の
高
度
測
定
に
は
、
大
型
の
象
限
儀
が
使
わ
れ
た
。 

大
象
限
儀
は
半
径
六
尺
（1

.8
1

m

）
、
中
象
限
儀
は

半
径
三
尺
八
寸
（1

.1
5

m
）
と
坂
道
を
測
る
の
に
使
う

小
象
限
儀
に
比
べ
か
な
り
大
き
な
装
置
と
な
る
。
大
象

限
儀
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
現
存
す
る
中
象
限
儀
は
、

遠
く
の
星
を
観
測
す
る
た
め
望
遠
鏡
が
取
り
つ
け
ら

れ
、
望
遠
鏡
を
覗
く
と
十
字
線
が
見
え
望
遠
鏡
の
中
心

で
星
を
観
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
象
限
儀

の
目
盛
盤
に
は
半
円
方
位
盤
の
目
盛
を
更
に
細
か
く

分
割
し
た
十
一
本
の
同
心
円
に
対
角
線
目
盛
が
刻
ま

れ
て
お
り
、
一
分
単
位
の
角
度
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。 

           

       

星
の
高
度
角
を
測
り
そ
の
土
地
の
緯
度
を
知
る
た

め
に
は
地
球
の
自
転
に
よ
る
影
響
を
取
り
除
く
た
め
、

子
午
線
上
の
星
の
高
さ
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
子

午
線
儀
は
角
材
を
組
み
合
わ
せ
、
南
北
方
向
に
張
っ
た

細
い
糸
で
、
観
測
す
る
星
が
子
午
線
上
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
。 

              

ま
た
、
子
午
線
儀
は
経
度
の
測
定
で
も
厳
密
に
子
午

線
面
を
通
過
す
る
星
を
観
測
す
る
た
め
に
も
重
要
な

器
具
で
あ
る
。
経
度
の
測
定
に
は
こ
の
ほ
か
、
時
刻
の

同
期
を
と
る
た
め
の
時
計
に
相
当
す
る
垂
揺
球
儀
や

月
蝕
時
の
月
の
欠
け
具
合
を
測
る
た
め
の
測
食
定
分

儀
と
呼
ば
れ
る
器
具
な
ど
が
あ
っ
た
。 

                絵
図
仕
立
て
の
道
具 

下
絵
図
を
描
く
た
め
に
は
、
導
線
法
の
測
量
結
果
を

再
現
す
る
角
度
と
長
さ
を
測
る
器
具
が
必
要
で
あ
る
。

角
度
を
測
る
器
具
は
、
現
在
の
分
度
器
に
あ
た
る
分
度

矩
と
い
う
器
具
で
、
和
紙
を
何
枚
も
張
り
合
わ
せ
た
板

中象限儀 
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目
紙
で
作
ら
れ
、
半
円
形
で
百
八
十
度
の
目
盛
が
描
か

れ
た
板
目
紙
で
作
ら
れ
て
い
た
。
分
度
矩
の
円
の
中
心

は
二
分
（6

m
m

）
四
方
が
切
り
抜
か
れ
毛
髪
が
十
字

に
張
ら
れ
針
穴
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。 

             

長
さ
を
測
る
器
具
は
、
厘
尺
と
い
う
物
差
し
で
あ
る
。 

柾
目
の
桧
製
で
長
さ
五
寸
（1

5
.1

5
cm

）
、
七
寸

（2
1
.2

1
cm

）、
一
尺
（3

0
.3

cm

）
の
も
の
が
あ
り
、

片
側
が
斜
め
に
削
ら
れ
二
厘
（
約

0
.6

m
m

）
の
目
盛

が
刻
ま
れ
た
も
の
（
二
厘
尺
）
が
使
わ
れ
た
。 

そ
の
ほ
か
、
測
点
の
位
置
に
穴
を
開
け
て
印
を
つ
け

る
針
は
、
紬
針
や
木
綿
針
に
杉
箸
の
柄
を
つ
け
た
も
の

が
使
わ
れ
、
絵
図
に
描
か
れ
る
記
号
は
、
合
印
と
い
う

小
印
が
使
わ
れ
た
。 

製
図
用
の
器
具
は
、
細
い
直
線
を
描
く
た
め
の
烏
口

や
朱
墨
、
測
線
周
辺
の
景
観
を
描
く
た
め
の
絵
筆
や
彩

色
用
の
絵
の
具
、
文
字
を
書
く
た
め
の
筆
や
墨
な
ど
が

必
要
で
あ
り
、
紙
も
伸
縮
を
小
さ
く
す
る
た
め
、
二
、

三
枚
貼
り
合
わ
せ
よ
く
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
使
う
よ

う
に
し
て
い
た
。 

             伊
能
忠
敬
の
地
図
つ
く
り
の
特
徴 

日
本
全
国
を
現
在
の
地
図
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
正
確
さ
で
測
量
し
た
伊
能
忠
敬
の
測
量
方
法
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
距
離
と
方
位
を
順
番
に
測

っ
て
い
く
と
い
う
単
純
な
方
法
で
、
特
殊
な
方
法
で
は

な
か
っ
た
。 

む
し
ろ
単
純
だ
か
ら
こ
そ
、
正
確
な
地
図
が
で
き
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
え
て
他
の
測
量
と
違
う
点
を
挙

げ
る
と
す
れ
ば
、
誤
差
を
い
か
に
小
さ
く
す
る
か
、
測

量
の
誤
り
を
防
ぐ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う

測
量
の
最
も
基
本
的
な
注
意
を
分
析
し
、
そ
れ
を
防
ぐ

方
法
を
測
量
や
地
図
を
描
く
作
業
方
法
の
中
で
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

試
行
錯
誤
の
末
辿
り
着
い
た
単
純
な
作
業
を
確
実

に
繰
り
返
す
愚
直
な
ま
で
の
姿
勢
が
、
日
本
全
体
の
正

確
な
地
図
を
作
り
上
げ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

伊
能
忠
敬
が
此
の
世
を
去
っ
て
二
〇
〇
年
が
過
ぎ
、

測
量
方
法
は
人
工
衛
星
を
使
っ
て
誰
で
も
高
精
度
な

位
置
情
報
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

二
〇
〇
年
前
、
伊
能
忠
敬
は
当
時
と
し
て
は
最
先
端

で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
のG

N
S

S

（
全
球
測
位
衛
星
シ

ス
テ
ム
）
の
よ
う
に
、
誰
で
も
使
え
る
身
近
な
技
術
を

駆
使
し
て
日
本
全
国
の
地
図
を
作
り
上
げ
、
そ
の
地
図

が
日
本
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
を
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。 
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