
書

童
岡

評

舘
野
和
己
著

『
日
本
古
代
の
交
通
と
社
会
』

一

鈴
　
木
　
景
　
二

　
本
書
の
著
者
舘
野
和
己
氏
は
、
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
古
代
史
の
各
分

野
に
お
い
て
多
く
の
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ヤ
ケ
制
に
つ
い
て
、
交

通
史
に
つ
い
て
、
そ
し
て
本
年
三
月
ま
で
勤
務
さ
れ
て
い
た
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
で
の
公
務
と
も
関
連
す
る
都
城
や
木
簡
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
本
書
は
そ
う
し
た
著
作
の
う
ち
、
一
九
八
○
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の

一
五
年
間
に
発
表
さ
れ
た
古
代
の
交
通
史
に
つ
い
て
の
諸
論
考
を
集
成
さ
れ

た
も
の
で
、
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、
お
の
お
の
改
稿
や
付
記
の
添
付
が
な
さ

れ
、
｝
九
九
八
年
段
階
に
お
け
る
見
解
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書

は
、
刊
行
以
来
、
北
別
府
元
日
氏
の
書
評
（
欄
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
九
編

第
一
号
　
二
〇
〇
〇
年
）
を
始
め
と
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
書
評
、
紹

介
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
交
逓
史
の
新
た
な
研
究
書
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。

　
目
次
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
序
章
　
本
書
の
視
点
と
課
題

　
　
第
一
編
　
本
貫
地
主
義
と
交
通
検
察

　
　
　
第
一
章
　
律
令
制
下
の
交
通
と
人
民
支
配

　
　
　
付
論
　
関
市
令
欲
度
関
条
の
復
原

　
　
　
第
工
章
　
律
令
制
下
の
渡
河
点
交
通

　
　
　
第
三
章
　
関
津
道
路
に
お
け
る
交
通
検
察

　
　
第
二
編
　
橋
と
河
川
を
め
ぐ
る
交
通
と
社
会

　
　
　
第
一
章
　
古
代
国
家
と
勢
田
橋

　
　
　
第
二
章
　
久
米
田
橋
と
古
代
越
前

　
　
　
第
三
章
道
と
川
を
め
ぐ
る
国
家
と
社
会

　
　
第
三
編
　
古
代
交
通
の
諸
様
相

　
　
　
第
一
章
　
相
模
国
調
邸
と
東
大
寺
領
東
布
庄

　
　
　
第
二
章
　
東
大
寺
領
北
陸
庄
園
の
稲
穀
輸
送

　
　
　
第
三
章
・
浜
弓
王
家
木
簡
の
舞
台

　
　
　
第
四
章
　
日
本
古
代
の
都
鄙
開
交
通

　
　
終
章
結
び
と
し
て

　
つ
ぎ
に
目
次
に
そ
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て
、
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
く
こ

と
と
し
よ
う
。

二

　
序
章
は
、
本
書
作
成
に
当
た
っ
て
書
き
お
ろ
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

っ
て
著
者
の
交
通
史
に
対
す
る
視
点
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
交
通
と
い
う
視
点
か
ら
律
令
制
社
会
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
の

課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
図
は
、
書
名
自
体
に
も
表
わ
さ
れ

て
い
る
。

　
そ
し
て
交
通
史
研
究
は
、
交
通
の
も
つ
政
治
的
性
格
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
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そ
の
本
質
を
捉
え
ら
れ
な
い
と
し
、
そ
の
分
析
を
欠
い
た
交
通
史
は
、
各
時

代
の
な
か
で
の
交
通
の
特
質
を
三
聖
で
き
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
古
代

の
交
通
を
考
え
る
際
に
は
、
ハ
…
ド
ウ
エ
ア
と
し
て
の
交
通
施
設
と
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
と
し
て
の
交
通
制
度
の
両
者
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
律
令
制
的
交

通
制
度
の
も
つ
独
自
の
政
治
性
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
古
代
律
令
国

家
の
本
貫
地
主
義
を
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
人

民
は
自
由
に
移
動
す
る
権
利
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
本
貫
地
主

義
は
交
通
と
対
立
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
、
こ
れ
が
著
者
の

　
　
　
　
　
　
の

一
貫
し
た
視
角
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
上
か
ら
強
制
さ
れ
た
交
通
と
は
別
に
、

新
出
の
遺
跡
、
文
字
史
料
を
用
い
て
多
様
な
交
通
を
評
価
し
直
す
こ
と
も
必

要
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
一
編
　
　
「
本
貫
地
主
義
と
交
通
検
察
」
は
、
本
貫
地
主
義
を
基
本
に
お

い
て
、
律
令
国
家
が
人
民
の
交
通
を
ど
の
よ
う
に
制
限
し
た
か
と
い
う
、
本

書
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
る
部
分
で
あ
る
。

　
第
一
章
「
律
令
制
下
の
交
通
と
人
民
支
配
」
は
一
九
七
九
年
の
日
本
史
研

究
会
の
大
会
報
告
を
も
と
に
し
た
論
考
。
著
者
は
、
本
貫
地
主
義
を
と
る
律

令
国
家
は
人
民
の
行
動
圏
を
郡
内
に
、
最
大
で
も
国
内
に
限
っ
て
お
り
、
そ

う
し
た
政
策
と
矛
盾
す
る
浮
浪
・
逃
亡
な
ど
の
罪
合
法
な
交
通
を
取
り
締
ま

る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
関
を
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
関
の
制
度
に
つ
い
て

検
討
し
、
関
が
知
ら
れ
る
限
り
国
境
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の

配
置
は
都
か
ら
み
て
国
境
を
越
え
た
側
に
あ
る
と
い
う
原
則
を
抽
出
し
て
い

る
。

　
つ
い
で
律
令
制
下
の
交
通
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
貫
地
主
義
に
よ

る
規
制
を
う
け
な
が
ら
も
貴
族
・
豪
族
・
有
力
農
民
層
ら
に
よ
る
、
都
鄙
間

や
地
域
間
の
交
易
の
た
め
輸
送
活
動
な
ど
、
国
境
を
越
え
る
「
私
交
通
」
が

行
わ
れ
、
ま
た
班
田
農
民
の
墾
田
・
口
分
田
へ
の
往
来
や
漁
業
な
ど
の
生
業

に
と
も
な
う
国
を
越
え
る
交
通
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

多
様
な
史
料
を
駆
使
し
て
交
通
の
実
態
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
具
体
相
は
後

の
第
三
編
第
四
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
制
度
と
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
視
点
を
政
府
の
交
通
政
策

の
推
移
に
移
し
て
、
天
武
一
二
～
一
四
年
（
六
八
三
～
六
八
五
）
の
政
治
的

地
域
区
分
形
成
に
基
づ
い
て
本
貫
地
主
義
が
成
立
に
向
い
、
そ
の
上
に
立
つ

三
関
・
国
境
の
関
の
制
と
過
所
制
が
大
宝
令
で
確
立
し
た
と
す
る
。
し
か
し

過
所
様
木
簡
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
は
入
民
支
配
に
は
不
十
分
で
あ
り
、

霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
、
諸
国
百
姓
の
往
来
過
所
に
当
国
印
を
使
用
す
る
こ

と
と
し
た
と
い
う
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
制
度
は
、
実
際
の
交
通
の
盛
行
に
よ
り
改
変
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
養
老
令
施
行
に
よ
り
過
所
発
給
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
、
延
暦
八

年
（
七
八
九
）
、
つ
い
に
三
関
の
停
廃
と
な
り
、
弘
仁
格
施
行
ま
で
に
潔
癖

も
廃
止
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
は
一
般
的
な
関
・
過
所
に
よ

る
交
通
政
策
は
ほ
ぼ
八
世
紀
の
み
で
崩
壊
し
、
律
令
国
家
の
本
貫
地
主
義
は

こ
こ
で
曲
が
り
角
を
迎
え
た
と
理
解
し
て
い
る
。

　
本
章
は
、
本
書
の
中
心
論
文
で
あ
る
か
ら
、
検
討
は
次
節
で
行
う
こ
と
と

し
、
さ
し
あ
た
り
気
付
い
た
点
を
述
べ
る
と
、
表
一
「
国
境
に
位
置
す
る

関
し
は
八
・
九
世
紀
の
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
が
、
著
者
は
延
暦
八
年
の
三

関
停
止
を
も
っ
て
本
貫
地
主
義
を
維
持
す
る
交
通
政
策
の
曲
が
り
角
と
し
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
も
の
は
区
別
し
て
参
考
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ

う
Q

　
第
一
言
付
論
で
は
、
『
令
集
解
撫
の
該
当
部
分
が
伝
わ
ら
ず
、
『
令
義
解
誌

の
該
当
部
分
も
欠
損
し
て
い
る
「
関
市
令
欲
度
関
条
」
の
復
原
に
つ
い
て
、
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評

研
究
史
の
整
理
と
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
研
究
テ
ー
マ
に
関
す
る
基
本
史
料

に
む
か
う
著
者
の
真
黒
な
姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
の
「
律
令
制
下
の
渡
河
点
交
通
」
は
、
律
令
制
下
の
国
家
的
架
橋

が
、
整
調
運
京
の
確
保
の
た
め
に
行
わ
れ
た
が
、
国
家
は
、
そ
う
し
た
交
通

路
整
備
が
浮
浪
・
逃
亡
を
誘
発
す
る
可
能
性
を
持
つ
た
め
に
消
極
的
で
あ
っ

た
と
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
い
く
つ
か
事
例
の
見
ら
れ
る
知
識
結
に
よ
る
架
橋

は
、
有
力
農
民
層
以
上
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
班
田
農
民
も
参
加
し

て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
行
為
は
善
行
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る

と
と
も
に
、
租
税
輸
送
上
の
便
宜
を
得
る
こ
と
が
主
目
的
で
あ
っ
た
と
す
る
。

そ
し
て
知
識
架
橋
に
よ
っ
て
、
国
郡
を
越
え
る
交
通
を
も
促
進
し
た
こ
と
が

政
治
的
に
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
租
税
輸
送
の
た

め
の
消
極
的
な
渡
河
交
通
路
確
保
に
よ
っ
て
起
こ
り
う
る
本
貫
地
主
義
の
動

揺
に
対
処
す
る
た
め
、
渡
河
点
で
も
交
通
検
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。
著
者
は
そ
の
証
と
し
て
聖
帝
令
富
私
奴
母
野
が
、
関
津
に
お
い
て
逃
亡

中
の
藤
里
が
捕
ら
え
ら
れ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
つ
い

で
、
平
城
京
南
郊
稗
田
遺
跡
の
下
つ
道
の
橋
付
近
で
出
土
し
た
木
簡
に
衛
士

の
見
え
る
こ
と
に
注
目
し
、
平
城
京
に
と
っ
て
交
通
上
の
要
点
で
あ
る
こ
の

橋
に
は
衛
士
が
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
橋
の
警
備
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
「
石
山
院
奉
写
大
般
若
所
注
進
文
」
（
『
大
日
本
古
文
書
隔
五
巻
二
三

〇
頁
）
に
み
ら
れ
る
出
来
事
を
、
船
津
に
衛
士
が
い
た
事
例
と
し
て
分
析
し
、

津
に
お
け
る
衛
士
の
検
察
も
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

　
本
章
は
前
章
を
う
け
、
本
貫
地
主
義
を
維
持
す
る
た
め
の
交
通
検
察
が
関

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
渡
河
点
に
お

い
て
も
検
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
令
の
規

定
は
諸
地
域
に
お
け
る
関
津
で
の
検
察
を
か
な
ら
ず
し
も
前
提
と
し
て
い
な

い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
つ
の
実
例
も
、
直
ち
に
そ
こ
で
衛
士
に
よ

る
日
常
的
交
通
検
察
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
と
は
考
え
が
た
く
、

～
般
化
す
る
に
は
な
お
傍
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
「
関
津
道
路
に
お
け
る
交
通
検
察
」
は
、
律
令
制
的
交
通
検
察
制

度
の
聖
運
比
較
研
究
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
唐
の
関
は
長
安
の
周
囲
と
辺

境
に
お
か
れ
る
が
、
州
境
に
置
く
原
則
が
な
く
、
軍
事
的
関
所
で
あ
る
こ
と
、

関
・
津
の
ほ
か
、
兵
の
駐
留
防
守
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
通
過
に
も
、
過
所
・

公
験
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
乱
し
て
日
本
に
お
け

る
関
津
の
制
は
、
国
境
を
挟
ん
で
都
か
ら
遠
い
国
に
属
す
と
い
う
関
配
置
を

原
則
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
国
境
関
の
管
轄
割
り
当
て
の
た
め
で
あ
る
と
と

も
に
、
関
の
設
定
目
的
が
唐
と
は
異
な
り
対
内
的
関
心
に
基
づ
き
、
そ
の
一

つ
が
本
貫
地
主
義
の
維
持
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
実
際
の
関
の
密
度
は

＝
つ
の
国
か
ら
隣
接
す
る
国
に
通
じ
る
多
く
の
道
の
う
ち
、
重
要
か
つ
必

要
と
認
め
ら
れ
た
道
に
の
み
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
全
く
関
の
な
い

国
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
」
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
補
完
す
る
津
で
の
守
り
す

な
わ
ち
渡
河
点
の
検
察
に
加
え
、
路
上
に
お
け
る
交
通
検
察
と
し
て
道
守

（
チ
モ
リ
）
の
存
在
を
推
定
し
、
さ
ら
に
交
通
路
上
の
要
地
に
は
軍
団
・

戊
・
街
鋪
等
が
置
か
れ
、
防
守
に
あ
た
っ
て
い
た
と
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
城
京
出
土
の
過
所
的
木
簡
の
検
討
か
ら
、
そ
れ
ら
は
払
腰
や
運

脚
が
帰
途
で
の
兵
士
に
よ
る
検
察
に
そ
な
え
て
作
成
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
、
平
城
京
朱
雀
門
付
近
幽
愁
の
過
所
的
木
簡
が
大
野
里
家
で
処
分

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
境
近
く
の
里
家
が
関
的
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
章
は
、
前
章
を
さ
ら
に
補
完
す
る
も

の
で
、
関
、
津
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
点
に
お
い
て
も
、
本
貫
地
主
義
を
維

持
す
る
た
め
の
交
通
検
察
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
多
方
藤
か
ら
実
証
し
よ
う
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と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
唐
と
異
な
る
関
配
置
を
対
内
的
関
心
に
よ
る
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
い
え

ば
、
本
貫
地
主
義
を
動
揺
さ
せ
る
浮
浪
・
逃
亡
は
、
必
ず
し
も
都
か
ら
各
方

面
に
放
射
状
に
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
地
域
問
で
の
人
び
と
の
移
動

を
想
定
し
た
場
合
、
こ
こ
で
抽
出
さ
れ
た
関
配
置
の
原
則
を
本
貫
地
主
義
と

結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
や
は
り
岸
俊
男
氏
の
指
摘
し
た
都
の
反
乱
の

波
及
を
防
止
す
る
意
図
の
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
里
家
で
の
交
通
検
察
に
つ
い
て
も
十
分
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い

い
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

三

　
第
二
編
　
　
「
橋
と
河
川
を
め
ぐ
る
交
通
と
社
会
扁
は
、
実
際
の
交
通
の
様

相
、
そ
れ
を
保
証
し
た
交
通
施
設
の
具
体
例
を
通
じ
て
、
著
者
の
古
代
交
通

に
関
す
る
見
方
を
敷
産
し
た
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
山
門
古
代
国

家
と
勢
田
橋
」
は
、
発
掘
調
査
で
見
付
か
っ
た
瀬
田
唐
橋
の
遺
跡
を
め
ぐ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ち
な
ん
で
著
さ
れ
た
も
の
で
、
勢
多
橋
の
歴
史
・
交
逓
上

の
位
置
付
け
、
第
一
編
第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
渡
河
点
交
通
論
や
「
石

山
院
奉
写
大
般
若
所
注
進
文
扁
に
よ
る
石
山
津
の
衛
…
士
に
つ
い
て
再
論
し
て

い
る
。

　
第
二
章
「
久
米
田
橋
と
古
代
越
前
」
は
、
「
加
賀
郡
司
解
」
（
『
大
日
本
古

文
書
』
四
巻
七
九
頁
）
に
み
え
る
「
坂
井
郡
久
米
田
橋
下
取
回
稲
」
か
ら
問

題
を
説
き
起
こ
さ
れ
て
、
越
前
の
古
代
交
通
路
や
古
代
北
陸
の
宗
教
環
境
ま

で
を
視
野
に
い
れ
て
久
米
田
橋
架
橋
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。
著
者
は
ま

ず
、
こ
の
知
識
料
の
輸
送
に
加
賀
郡
司
が
関
与
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
国

郡
衙
権
力
の
中
央
集
権
的
支
配
維
持
の
た
め
に
は
交
通
路
が
必
要
で
あ
り
、

遠
隔
地
交
通
を
行
う
有
力
者
層
も
こ
れ
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
、
加
賀
郡
司

が
知
識
料
稲
の
輸
送
に
関
わ
っ
た
背
景
に
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
知
識

料
は
強
制
的
な
入
頭
税
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
い
っ
ぽ
う
知

識
架
橋
は
本
貫
地
主
義
に
反
す
る
交
通
を
生
み
出
す
危
険
が
あ
り
、
こ
こ
に

二
律
背
反
的
矛
盾
が
み
ら
れ
、
そ
の
た
め
国
家
は
消
極
的
関
与
に
と
ど
ま
っ

た
が
、
僧
侶
の
知
識
架
橋
そ
の
も
の
は
抑
制
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
見
方
を

示
し
て
い
る
。
本
章
は
、
第
～
編
第
二
章
で
得
ら
れ
た
国
家
的
架
橋
と
知
識

架
橋
を
め
ぐ
る
見
解
を
、
越
前
国
の
地
域
の
実
例
に
即
し
て
展
開
し
た
論
考

で
、
文
献
と
と
も
に
遺
跡
・
遺
物
を
も
駆
使
し
て
地
域
の
古
代
史
を
描
き
、

古
代
北
陸
道
と
は
別
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
久
米
田
橋
の
地
域
交
通
上
の
重

要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
。
な
お
、
二
〇
五
頁
の
図
一

「
久
米
田
へ
の
古
道
と
式
内
社
」
に
、
肝
心
の
久
米
田
橋
の
位
置
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
道
と
川
を
め
ぐ
る
国
家
と
社
会
」
は
、
天
武
一
一
丁
一
三
年
の

諸
国
境
界
の
確
定
を
道
路
整
備
の
契
機
と
し
、
そ
の
影
響
を
、
交
通
の
促
進
、

産
業
の
発
展
、
道
路
沿
い
の
集
落
の
成
立
と
拡
大
、
情
報
・
文
物
の
伝
播
な

ど
に
わ
た
っ
て
概
観
し
、
本
貫
地
主
義
維
持
の
た
め
の
関
・
路
上
検
察
の
シ

ス
テ
ム
や
、
五
保
・
里
長
が
浮
浪
・
逃
亡
防
止
策
を
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ

る
。
ま
た
里
家
・
里
長
の
国
家
の
交
通
政
策
上
の
役
割
と
し
て
、
行
旅
者
の

保
護
も
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
河
川
の
交
通
に
注
目
し
、
縦
横
軸
双
方
の

交
流
や
陸
上
・
水
上
交
通
の
結
節
点
の
地
域
交
易
圏
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の

位
置
付
け
と
い
っ
た
視
点
を
示
し
、
課
題
と
し
て
、
河
川
の
両
側
の
地
域
的

ま
と
ま
り
を
考
え
る
こ
と
、
な
ど
の
視
点
を
提
起
す
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

発
表
の
た
め
、
多
く
の
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
陸
路
に
対
し
て
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
水
路
・
水
運
へ
の
問
題
提
起
と
と
も
に
、
評
者
に
は
里
家
・
里
長
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評書

の
交
通
上
の
役
割
と
い
う
観
点
が
注
目
さ
れ
た
。

　
第
三
編
　
　
「
古
代
交
通
の
諸
様
相
」
は
、
交
通
に
関
係
す
る
諸
事
象
に
つ

い
て
の
各
論
。
第
…
章
「
相
模
国
調
邸
と
東
大
寺
領
東
市
庄
」
は
、
薬
師
院

文
書
の
東
市
庄
関
係
文
書
を
も
と
に
し
て
、
調
邸
の
基
本
的
事
項
を
検
討
す

る
。
東
大
寺
が
調
邸
を
獲
得
し
た
背
景
に
造
東
大
寺
司
長
官
佐
伯
両
毛
人
と

相
模
守
藤
原
宿
老
麻
呂
の
入
間
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
調
邸
の
機
能
と
し
て

国
郡
司
の
宿
泊
所
、
郡
司
、
在
地
有
力
者
に
よ
る
市
交
易
の
拠
点
と
し
て
の

役
割
な
ど
を
指
摘
す
る
。

　
第
二
章
「
東
大
寺
領
北
陸
庄
園
の
稲
穀
輸
送
」
は
、
東
大
寺
の
庄
園
か
ら

の
稲
穀
輸
送
の
た
め
に
、
造
東
大
寺
司
か
ら
舎
人
ク
ラ
ス
の
下
級
官
人
が
派

遣
さ
れ
雇
傭
形
態
に
よ
る
輸
送
を
行
い
、
そ
の
経
費
は
運
ぶ
べ
き
稲
穀
か
ら

支
畠
さ
れ
た
こ
と
、
輸
送
労
働
力
の
組
織
に
は
郡
司
権
力
の
役
割
が
大
き
か

っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
以
上
の
二
章
は
、
轟
然
と
し
て
い
た
租
税
輸
送

の
実
態
を
、
そ
の
施
設
や
実
施
条
件
か
ら
解
明
し
た
論
考
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
長
屋
王
家
木
簡
の
舞
台
」
は
、
｝
九
八
八
年
に
禺
土
し
た
長
屋

王
家
木
簡
に
み
え
る
御
田
・
御
園
の
現
地
比
定
、
木
簡
に
み
え
る
地
名
、
さ

ら
に
同
類
の
軒
瓦
の
分
布
な
ど
か
ら
、
同
家
の
経
済
的
基
盤
が
飛
鳥
・
藤
原

を
感
心
と
す
る
交
通
路
に
沿
っ
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ

れ
が
父
高
市
皇
子
か
ら
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
主
要
交
通
路
を
媒
介
と
す
る
、
王
家
所
領
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
復
原
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
初
め
の
貴
族
の
生
活
を
支
え
る
日
常

的
な
交
通
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
、
多
方
面
に
影
響
を
与
え

て
い
る
基
礎
的
研
究
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
日
本
古
代
の
都
鄙
間
交
通
」
は
、
岸
俊
男
氏
編
『
臼
本
の
古

代
一
事
九
巻
に
、
広
い
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
本
書
で
展
開

さ
れ
た
著
考
の
研
究
に
基
づ
く
古
代
交
通
概
説
の
性
格
を
持
つ
。
平
易
な
文

章
と
豊
富
な
事
例
に
よ
っ
て
、
古
代
の
都
鄙
問
交
通
の
具
体
的
様
相
が
描
か

れ
て
い
る
。
本
章
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
の

意
図
と
位
置
付
け
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
終
章
「
結
び
と
し
て
」
で
は
、
律
令
制
支
配
は
そ
の
本
質
と
し
て
交
通
を

必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
、
強
制
的
交
通
を
生
み
出
し
た
が
、
同
輩
に
民
衆

支
配
の
た
め
本
貫
地
主
義
を
採
る
こ
と
か
ら
人
民
の
交
逓
を
制
限
し
た
こ
と
、

し
か
し
有
力
農
民
厨
以
上
を
主
な
担
い
手
と
す
る
、
非
強
制
的
な
多
様
な
交

通
の
展
開
で
矛
盾
を
深
め
、
延
暦
八
年
間
三
関
廃
止
で
政
策
は
挫
折
し
た
、

と
い
う
よ
う
に
本
書
の
論
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
次
の
時
代
へ
の
展

望
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
強
制
的
交
通
は
、
共
同
体
の
閉
鎖
姓
を

打
破
す
る
効
果
を
も
ち
、
そ
れ
以
外
の
非
強
制
的
・
自
発
的
交
通
を
も
促
進

す
る
役
割
を
県
た
し
、
荘
園
制
の
進
展
は
い
っ
そ
う
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た

の
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
は
そ
う
し
た
非
強
制
的
・
自
発
的
交
通
が
大
き
く

展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

四

　
こ
れ
ま
で
の
古
代
交
通
史
は
、
律
令
制
に
お
け
る
交
通
制
度
史
、
律
令
国

家
の
列
島
支
配
に
と
も
な
う
官
人
の
往
来
や
租
税
輸
送
の
研
究
、
歴
史
地
理

学
や
考
古
学
に
よ
る
直
線
道
路
の
検
出
や
復
原
な
ど
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ

て
き
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
序
章
に
明
記
さ
れ
る
と
お
り
、
交

通
の
も
つ
政
治
的
性
格
に
よ
っ
て
各
時
代
の
特
質
を
と
ら
え
よ
う
と
試
み
て

い
る
。
こ
う
し
た
一
貫
し
た
視
角
で
古
代
交
通
、
と
く
に
八
世
紀
の
交
通
を

追
求
し
た
本
書
は
、
古
代
交
通
史
研
究
の
新
た
な
方
向
の
一
つ
を
し
め
す
好

著
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
も
残
っ
た
。
本
書
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の
中
心
を
な
す
第
一
編
に
つ
い
て
、
以
下
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
著
考
は
、
律
令
制
的
人
民
支
配
の
特
色
を
本
貫
地
主
義
と
し
、
国
家
は
人

民
の
移
動
を
最
大
限
で
も
国
内
に
限
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
浮
浪
・

逃
亡
な
ど
の
不
法
移
動
は
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
交
通
検
察
シ
ス
テ
ム
を
郷

明
す
る
た
め
に
、
志
津
や
過
所
が
位
置
付
け
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
本

書
に
は
そ
の
前
提
そ
れ
自
体
の
詳
し
い
検
討
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
律
令
国
家
の
民
衆
支
配
方
式
と
し
て
の
、
籍
帳
に
よ
る
把
握
を
蕃
礎
と

す
る
本
貫
地
主
義
と
、
交
通
検
察
政
策
の
連
関
は
、
そ
れ
自
身
が
検
証
さ
れ

る
べ
き
重
要
な
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
律
令
制
に
お
け
る
交
通
検
察
施
設
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
み
る
と
、

関
の
設
遣
密
度
が
不
明
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
関
津
蟹
に
つ
い
て
の
史
料
に
、

関
津
が
本
貫
地
主
義
維
持
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
記
録
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
律
令
に
お
い
て
、
関
に
か
か
わ
る
基

本
条
文
（
置
関
条
）
が
軍
防
令
に
、
し
か
も
辺
境
の
城
や
防
入
の
条
文
と
並

べ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
唐
と
お
な
じ
く
日
本
の
律
令
国
家
が
関
を

軍
事
的
防
衛
施
設
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
衛

禁
律
私
度
下
条
が
、
不
法
な
関
通
過
の
罰
則
を
、
三
関
、
擶
津
・
長
門
関
・

そ
の
他
の
関
で
、
三
等
に
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る
こ
と
も
、
軍
事
的
重
要
性

を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
著
者
が
本
貫
地
主

義
の
曲
が
り
角
と
す
る
三
関
停
廃
の
勅
（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
七
月
甲

黙
契
）
に
、
「
置
関
之
設
、
本
備
非
常
」
（
欄
類
聚
三
代
格
騙
所
収
勅
は
「
本

黒
雲
賊
」
）
と
あ
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
の
関
津
制
の
穏
当
が
い
ず
れ
に
あ

っ
た
か
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
付
記
で
、
全
て
の
関
は
軍

事
的
機
能
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
律
令
国
家
の
関
津
制
の
理
念

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
本
貫
地
主
義
を
理
念
と
す
る
律
令
国
家
が
人

民
の
移
動
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
施
設
が
関
金
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う

し
た
徴
証
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
逆
に
律
令
国
家
の
浮
浪
・
逃
亡
対
策
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
事
柄
は
い
ず
れ
も
、
浮
浪
・
逃
亡
を
本
貫
地
と
現
在
地
の
い
ず
れ

で
把
握
し
、
租
税
を
徴
収
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
交
通
を
制
隈
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
い
う
政
策
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

の
場
合
は
、
す
で
に
発
生
し
た
事
態
へ
の
対
処
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
浮
浪
・
逃
亡
対
策
と
し
て
国
司
等
に
浮
宕
す
る
百
姓
を
検
号
し

捕
ら
え
よ
と
命
じ
る
も
の
は
あ
っ
て
も
、
交
通
路
に
お
け
る
検
察
を
厳
重
に

せ
よ
と
命
じ
る
も
の
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
律
令
国
家
成
立
期
に
浮

浪
・
逃
亡
を
断
つ
目
的
で
実
施
さ
れ
た
政
策
も
、
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
の

庚
翌
年
籍
の
作
成
で
あ
り
、
す
で
に
三
関
が
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
天

武
六
年
（
六
七
七
）
に
も
、
浮
浪
人
の
本
土
送
還
は
行
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ

も
交
通
路
上
で
の
検
察
を
促
進
す
る
政
策
は
う
か
が
え
な
い
。
著
者
は
、
霊

亀
元
年
（
七
～
五
）
に
諸
国
朝
集
使
に
出
さ
れ
た
四
項
か
ら
な
る
勅
（
『
続

日
本
紀
』
霊
亀
元
年
五
月
辛
巳
条
）
に
、
浮
浪
・
逃
亡
対
策
の
処
置
と
と
も

に
「
諸
国
百
姓
、
往
来
過
所
、
用
当
国
印
焉
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
浮

浪
・
逃
亡
対
策
の
一
環
と
し
て
過
所
制
が
行
わ
れ
て
い
た
証
と
す
る
。
そ
の

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
記
事
自
体
は
浮
浪
・
逃
亡
処
置
、
国
郡
司
の

三
等
の
評
価
、
巡
察
使
派
遣
、
そ
し
て
過
所
へ
の
国
印
押
捺
の
順
に
記
さ
れ
、

国
衙
行
政
の
　
環
と
し
て
の
諸
事
項
で
は
あ
っ
て
も
、
浮
浪
・
逃
亡
と
過
所

の
関
連
を
直
接
示
す
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
著
者
は
、
国
境
に
お
か
れ

た
関
を
重
視
す
る
が
、
実
態
と
し
て
は
浮
浪
・
逃
亡
は
国
内
で
も
見
ら
れ

（『

ﾞ
聚
三
代
格
』
延
暦
四
年
〔
七
八
五
〕
六
月
二
四
日
官
符
）
、
こ
う
し
た
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場
合
に
国
境
関
で
は
防
止
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
律
令
制
の
関
津
に
つ
い
て
の
諸
制
度
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
理
念
に
も
、
ま
た
浮
浪
・
逃
亡
へ
の
対
処
と
い
う
実
際
の
政
策
の
腰
か
ら

も
、
著
者
の
主
張
す
る
、
本
貫
地
主
義
を
維
持
す
る
た
め
に
律
令
国
家
が
交

通
検
察
制
度
を
位
置
付
け
た
、
と
い
う
見
解
の
根
拠
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

こ
の
結
果
か
ら
、
律
令
国
家
の
交
通
政
策
と
本
貫
地
主
義
を
い
ち
お
う
別
に

考
え
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
た
に
、
律
令
国
家
は
浮
浪
・
逃
亡
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
人
々
の
移
動
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
古
代
の
人
々
の
移
動

の
実
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

で
、
評
者
も
本
書
と
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
交
通
史
研
究
の
難
し
さ
を
改

め
て
感
じ
る
と
と
も
に
刺
激
を
受
け
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ

で
は
そ
の
過
程
で
得
ら
れ
た
疑
問
点
の
～
端
を
提
示
し
た
。
本
書
に
は
、
律

令
制
に
よ
る
強
制
的
な
交
通
が
、
民
衆
の
視
野
を
地
域
社
会
か
ら
開
放
す
る

可
能
性
を
も
つ
と
す
る
提
蚤
な
ど
、
随
所
に
興
味
深
い
問
題
提
起
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
近
年
、
古
代
交
通
史
の
盛
行
に
と
も
な
い
数
多
く
の
研
究
書

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
の
な
か
で
も
必
読
の
｝
書
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
評
者
の
怠
慢
に
よ
り
、
書
評
が
刊
行
か
ら
か
な
り
遅

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
著
者
な
ら
び
に
読
者
に
お
詫
び
し
た
い
。

　
　
　
　
　
（
A
5
判
　
四
一
九
頁
　
㎝
九
九
八
年
二
月
塙
書
房
七
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
富
山
大
学
助
教
授
富
凄

五

著
者
の
交
通
史
に
対
す
る
視
角
設
定
は
研
究
の
方
向
付
け
と
し
て
も
新
鮮

評書
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