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古
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本
書
の
著
者
・
木
下
良
は
日
本
古
代
道
路
研
究
の
第
　
人
者
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
著
者
が
古
代
道
路
研
究
を
始
め
た
の
は
～
九
七
二
年
の
こ
と
で

あ
り
、
京
都
大
学
の
藤
岡
謙
二
郎
を
中
心
と
す
る
科
研
調
査
「
日
本
の
交
通

路
・
駅
・
港
津
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
に
加
わ
り
、
肥
前
・
肥
後

両
国
の
調
査
を
担
当
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
一

九
二
二
年
生
ま
れ
と
い
う
か
ら
、
五
十
歳
の
頃
に
古
代
道
路
の
研
究
を
始
め

た
こ
と
に
な
る
。
以
来
、
四
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
全
国
各
地
の
古
代
道
路

に
関
す
る
研
究
を
積
み
重
ね
、
そ
の
間
、
地
表
に
残
る
古
代
道
路
の
痕
跡
を

い
く
つ
も
発
見
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
…
九
九
二
年
に
発
足
し
た
古
代
交
通
研

究
会
に
お
い
て
は
長
く
会
長
と
し
て
学
会
を
牽
引
し
て
こ
ら
れ
た
。

　
本
書
は
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
い
う
べ
き
古
代
道
路
研
究
の
成
果
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
本
書
は
既
発
表
論
文
の
単
な
る
集
成
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
に
は
著
者
自
身
が
獲
得
し
て
き
た
古
代
道
路
復

原
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
後
進
研
究
者
に
伝
え
よ
う
と
の
思
い
を
も
っ
て
編
集
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
古
代
道
路
復
原
の
手
引
き
書
と
し
て
の
性
格
を
あ

わ
せ
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
以
下
に
示
す
本
書
の
章
立
て
か
ら
も
う
か

　　　　　　　　　が
終第第第第第第第序え
　七六五四三ニー　よ
章章章章章章章章章う
　　　　　　　　　o

従
来
利
用
さ
れ
て
き
た
交
通
関
係
地
名

古
代
交
通
路
関
係
新
地
名
の
検
出

地
方
官
衙
・
施
設
と
交
通
路
と
の
関
係

古
代
道
路
と
条
里

地
図
類
に
よ
る
古
代
道
路
路
線
の
想
定

空
中
写
真
に
見
る
道
路
痕
跡

現
地
調
査
の
必
要
性

　
本
書
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
古
代
道
路
研
究
の
歩
み
を
ま
と
め
た
序
章

に
続
い
て
、
第
一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
本
編
、
考
古
学
・
文
献
史
学
な
ど

歴
史
地
理
学
以
外
の
諸
学
問
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
必
要
性
、
お
よ
び
諸
外

国
の
事
例
と
の
比
較
研
究
の
必
要
性
を
説
い
た
終
章
が
配
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
本
編
は
前
半
の
第
一
章
～
第
四
章
が
地
名
、
忍
事
、
条
里
と
い
っ
た
事

象
ご
と
に
古
代
道
路
と
の
関
係
を
論
じ
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
後
半
の
第

五
章
～
第
七
章
が
歴
史
地
理
学
的
手
法
に
よ
る
古
代
道
路
の
検
出
方
法
に
関

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
論
点
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
た
め
、
小

稿
で
は
そ
の
～
々
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
以
下
で
は
本

編
の
第
一
章
～
第
七
章
の
概
要
と
、
そ
の
な
か
で
も
評
者
が
と
く
に
関
心
を

持
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
所
感
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
駅
家
の
比
定
や
駅
路
の
路
線
想
定
に
際
し
て
従
来
の

研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
地
名
と
古
代
道
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
が

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
地
名
は
、
①
駅
家
に
関
係

す
る
と
さ
れ
る
「
う
ま
や
」
「
駅
」
「
ま
つ
ぎ
」
等
の
地
名
、
②
峠
下
な
ど
に
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み
ら
れ
る
「
沓
掛
」
地
名
、
③
駅
長
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
「
長
者
屋

敷
」
「
糠
塚
」
地
名
、
④
人
馬
へ
の
給
水
に
関
わ
る
「
清
水
」
等
の
地
名
、

⑤
幹
線
道
路
に
因
む
「
大
道
」
「
大
路
」
等
の
地
名
、
⑥
渡
河
点
に
み
ら
れ

る
「
渡
（
日
理
）
」
「
橋
本
」
等
の
地
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
の
中
に
は
、

例
え
ば
「
長
者
崖
敷
」
の
よ
う
に
駅
家
よ
り
も
む
し
ろ
郡
家
と
の
関
連
性
が

考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
の
多
い
地
名
や
、
「
大
道
」
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
時
代

に
も
生
じ
う
る
地
名
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は
駅
家
比
定
や
路
線
復
原
の

手
が
か
り
に
は
な
る
が
、
必
ず
し
も
古
代
道
路
と
結
び
つ
く
と
は
限
ら
な
い
。

そ
の
扱
い
に
は
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
著
者
に
よ
っ
て
古
代
道
路
と
の
関
連
性
が
初
め
て
指
摘
な

い
し
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
地
名
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
地

名
と
は
、
①
馬
を
囲
い
込
む
場
所
を
意
味
す
る
「
馬
込
」
「
馬
籠
」
地
名
、

②
駅
家
な
ど
の
宮
的
施
設
や
交
通
の
要
所
な
ど
に
設
置
さ
れ
た
標
石
を
意
味

す
る
「
立
石
扁
地
名
、
③
軍
用
道
路
と
の
関
連
性
が
想
定
さ
れ
る
門
車
路
」

「
車
道
」
地
名
、
④
大
規
模
な
道
路
工
事
の
跡
や
迅
速
な
通
信
・
連
絡
の
あ

り
方
が
善
人
の
営
み
に
擬
え
ら
れ
た
と
い
う
「
大
人
」
地
名
、
⑤
駅
馬
と
の

関
連
が
想
定
さ
れ
る
「
早
馬
」
地
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
も
第
一
章
で

と
り
あ
げ
た
地
名
と
同
様
、
必
ず
し
も
駅
家
や
駅
路
の
存
在
を
明
示
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
代
道
路
の
復
原
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
地

名
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
本
章
で
紹
介
さ
れ
た
地
名
で
は
と
く
に
③

の
分
布
が
西
日
本
に
偏
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
古
代
山

城
が
築
か
れ
た
七
世
紀
後
半
の
車
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
も
興
味
を
そ
そ
ら

れ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
国
府
、
郡
家
、
古
代
山
城
、
城
柵
、
写
影
、
峰
、
嵜
社
と

い
っ
た
諸
施
設
と
古
代
道
路
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
章
の
中
で

評
者
の
興
味
を
引
い
た
の
は
、
国
府
と
駅
家
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
の
考
察

で
あ
る
。
著
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
『
延
喜
式
騙
に
駅
伝
馬
の
記
載
の
な
い

大
和
・
伊
賀
・
伊
豆
・
隠
岐
・
美
作
・
対
馬
を
除
く
六
二
国
の
う
ち
、
国
府

と
駅
家
が
同
所
と
み
ら
れ
る
の
は
二
一
二
国
で
あ
り
、
割
合
に
し
て
三
五
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
数
値
自
体
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
い
え

な
い
が
、
か
つ
て
国
府
駅
家
非
同
所
論
を
唱
え
た
坂
本
太
郎
が
算
出
し
た
数

値
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
べ
れ
ば
か
な
り
高
い
数
値
を
示
す
と
も
い
え
る
。

ま
た
、
駅
制
が
本
来
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
た
奈
良
時
代
の
状
況
を
想
定
す

る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
四
国
の
国
府
が
駅
家
と
同
所
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
、
国
府
と
駅
家
が
同
所
と
み
ら
れ
る
国
の
割
合
は
さ
ら
に
高
く
な
る
と
い

う
。
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
（
七
一
　
）
正
月
墨
型
条
に
よ
れ
ば

平
城
京
内
に
は
都
亭
駅
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
『
万
葉
集
』
に
よ
れ
ば
大

宰
府
に
も
薦
翌
翌
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
著
者
は
諸
国
の
国
府
に
も
本
来
的
に
は
駅
家
が
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
推

察
し
て
い
る
。

　
評
者
に
今
の
と
こ
ろ
そ
の
当
否
を
論
ず
る
用
意
は
な
い
が
、
著
者
自
身
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
駅
路
や
駅
家
は
国
府
の
成
立
に
先
行
し
て
機
能
し
て

い
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
よ
る
と
、

山
陰
道
の
黒
田
駅
は
乱
国
庁
意
思
郡
家
」
と
同
所
に
あ
っ
た
が
、
も
と
は
郡

家
の
西
北
二
里
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
黒
田

駅
は
国
府
の
成
立
に
と
も
な
い
便
宜
を
考
え
て
移
転
し
た
も
の
と
推
察
し
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
例
は
ど
れ
ほ
ど
一
般
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
仮
に

当
初
は
国
府
と
駅
家
は
同
所
に
置
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
延
喜
式
騙
段

階
ま
で
に
駅
家
が
廃
さ
れ
た
国
麻
と
、
そ
の
後
も
駅
家
が
存
続
し
た
国
府
の

違
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
点
も
解
明
す
べ
き
問
題
と
な
っ
て
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評書

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
章
で
は
郡
家
と
交
通
路
の
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
評

者
に
と
っ
て
は
郡
家
問
を
連
絡
す
る
道
路
を
指
し
て
「
短
路
」
と
い
う
呼
称

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
気
に
か
か
る
。
「
伝
路
」
と
は
著
者
に
よ
っ
て
命

名
さ
れ
た
学
術
用
語
で
あ
り
、
駅
路
の
よ
う
に
史
料
に
み
え
る
用
語
で
は
な

い
。
本
書
で
は
郡
家
間
を
連
絡
す
る
道
路
を
「
伝
路
」
と
呼
称
す
る
根
拠
に

つ
い
て
は
と
く
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
以
前
の
著
者
の
論
考
で
は
、
厩

牧
令
に
は
郡
毎
に
伝
馬
五
疋
が
配
備
さ
れ
る
規
定
が
あ
り
、
伝
馬
は
郡
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

置
か
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
が
呼
称
の
由
来
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
「
伝
路
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
場
合
、
そ
こ
に
は
単
な
る
郡
家
間

交
通
路
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
伝
馬
の
運
用
に
関
わ
る
道
と
い
う
意
味

も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
評
者
が
以
前
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
で

は
、
各
位
に
配
備
さ
れ
た
伝
馬
と
は
駅
路
上
を
行
き
来
す
る
駅
馬
の
よ
う
に

特
定
の
道
路
上
で
の
運
用
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
駅
路
を
含
め
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
ゆ
る
道
路
上
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

郡
家
は
必
ず
し
も
郡
内
の
一
箇
所
で
そ
の
機
能
を
果
た
し
得
た
わ
け
で
な
く
、

関
連
施
設
を
郡
内
に
分
散
さ
せ
て
い
た
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
伝
馬
が
郡
家
以
外
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
も
あ

り
得
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
、
必
ず
し
も
郡
家
間
交
通
路
匪
伝
馬
の
道
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
今
日
、
「
伝
路
」
の
呼
称
は
他
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
広
く
用
い

ら
れ
、
学
術
用
語
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
た
感
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
伝

導
」
の
呼
称
は
必
ず
し
も
著
者
が
定
義
し
た
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
わ
け
で
は
な
く
、
概
念
の
拡
大
な
い
し
混
乱
も
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
定

義
の
曖
昧
さ
も
含
め
、
「
伝
路
」
と
い
う
呼
称
に
は
当
時
の
交
通
の
実
態
を

誤
解
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
た
と
え
ば
郡
家

間
を
連
絡
す
る
交
通
路
で
あ
れ
ば
、
「
郡
家
間
交
通
路
」
の
よ
う
な
よ
り
直

載
な
表
現
を
用
い
る
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　
第
四
章
で
は
、
条
里
地
割
と
古
代
道
路
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
古
代
道
路
の
敷
設
は
条
里
地
割
の
施
工
に
先
行
し
、
古
代
道
路
が
条

里
地
割
の
基
線
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
場
合
、
古
代
道

路
の
道
路
敷
は
一
町
方
格
の
条
里
地
割
の
中
に
余
剰
分
と
し
て
姿
を
留
め
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
条
里
余
剰
帯
と
呼
ぶ
が
、
こ
う
し
た
条
里
余
剰
帯
を

見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
道
路
の
路
線
復
原
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
一

方
、
条
里
地
割
に
対
し
て
斜
行
す
る
道
路
の
場
合
は
、
条
里
地
割
に
先
行
し

て
敷
設
さ
れ
た
場
合
と
、
条
里
地
割
の
施
工
後
に
敷
設
さ
れ
た
場
合
が
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
条
里
余
剰
帯
が
古
代
道
路
の
存
在
を
示
す
有
力
な
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と

は
確
か
だ
ろ
う
。
た
だ
、
条
里
余
剰
帯
が
断
絶
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
摂
津
国
の
山
陽
道
駅

路
に
つ
い
て
、
八
部
郡
の
妙
法
寺
川
左
岸
で
は
条
里
余
剰
帯
が
認
め
ら
れ
る

の
に
対
し
、
右
岸
で
は
余
剰
帯
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
駅
路
は
妙
法

寺
川
の
谷
を
遡
っ
て
白
川
峠
越
え
で
播
磨
国
に
入
っ
た
と
す
る
吉
本
昌
弘
の

説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
郡
内
で
も
条
里
地
割
の
施
工
年
代

に
差
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
条
里
余
剰
帯
が
見
出
せ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
古
代
道
路
が
連
続
し
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『
和
名
考
量
に
み
え
る
八
部
郡
諸
学
の
主
要
部
は
い
ず
れ
も
妙
法
守
川
よ
り

東
側
の
地
域
に
比
定
さ
れ
る
。
妙
法
寺
川
右
岸
に
条
里
地
割
の
施
工
が
及
ん

だ
の
が
駅
制
衰
退
後
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
妙
法
寺
川
右
岸
に
ま
で
駅
路
が

延
び
て
い
た
可
能
性
も
残
る
だ
ろ
う
。
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第
五
章
で
は
、
新
暇
地
形
図
や
国
土
基
本
図
な
ど
の
大
縮
尺
地
図
類
を
用

い
た
古
代
道
路
の
検
出
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
地
図
か
ら
は
そ
れ
が
作

成
さ
れ
た
当
時
の
地
名
、
道
路
や
行
政
境
界
、
微
地
形
な
ど
の
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
情
報
を
手
が
か
り
に
古
代
道
路
の
あ
り
か
を
探

す
こ
と
は
、
い
わ
ば
地
図
上
で
の
宝
探
し
で
あ
り
、
歴
史
地
理
学
の
醍
醐
味

と
も
い
え
よ
う
。

　
さ
て
本
章
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
事
例
の
中
で
は
、
相
模
・
武
蔵
国
境
付
近

の
駅
路
の
変
遷
に
関
す
る
考
察
が
興
味
深
い
。
相
武
国
境
で
は
相
模
原
台
地

か
ら
多
摩
丘
陵
に
か
け
て
、
矢
倉
沢
往
還
と
中
原
街
道
の
二
本
の
直
線
状
道

路
が
並
行
し
て
通
っ
て
い
る
。
繭
者
の
道
筋
に
は
延
薯
式
に
み
え
る
相
模
国

浜
田
駅
と
武
蔵
国
店
屋
駅
が
あ
り
、
相
模
国
分
嵜
や
武
蔵
国
都
築
郡
家
・
群

論
郡
家
が
あ
る
。
一
方
、
後
者
は
源
宗
家
が
前
九
年
の
役
の
際
に
通
過
し
た

と
の
伝
承
も
あ
る
古
道
で
あ
り
、
店
屋
駅
の
次
駅
で
あ
る
小
高
駅
や
そ
の
先

の
大
井
駅
に
は
む
し
ろ
前
者
よ
り
も
ス
ム
ー
ズ
に
接
続
す
る
道
筋
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
相
模
国
府
か
ら
の
小
高
駅
に
か
け
て
の
道
筋
は
、
矢
倉
沢
往

還
が
台
形
の
三
辺
を
通
る
不
自
然
な
形
を
示
す
の
に
対
し
、
中
原
街
道
は
台

形
の
底
辺
を
通
る
捷
路
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
著
者
は
中
原

街
道
に
つ
い
て
は
、
奈
良
時
代
、
相
模
國
府
か
ら
武
蔵
国
府
を
経
て
下
総
国

に
向
か
う
駅
路
と
は
別
に
下
総
国
へ
の
最
短
路
と
し
て
通
じ
て
い
た
駅
路
と

み
な
し
、
一
方
、
矢
倉
沢
往
還
に
つ
い
て
は
本
来
「
伝
路
」
と
し
て
開
か
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
に
駅
路
と

「
伝
路
扁
の
整
理
・
統
合
が
行
わ
れ
た
際
、
そ
れ
ま
で
の
二
駅
路
が
廃
止
さ

れ
、
「
伝
路
」
が
駅
路
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
魅
力

的
な
説
で
は
あ
る
が
、
中
原
街
道
を
奈
良
時
代
の
駅
路
と
み
る
根
拠
は
そ
の

ル
ー
ト
の
形
状
の
み
で
あ
る
。
将
来
的
に
は
こ
の
説
を
裏
づ
け
る
遺
構
・
遺

物
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
第
六
章
で
は
、
総
掛
写
真
を
用
い
た
古
代
道
路
の
検
出
方
法
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
空
中
写
真
に
お
い
て
古
代
計
画
道
路
の
痕

跡
は
、
①
直
線
的
計
画
地
割
界
の
連
続
、
②
帯
状
地
割
の
連
続
、
③
切
り
通

し
ま
た
は
窪
地
に
な
っ
て
残
る
道
路
遺
構
、
④
土
壌
跡
に
よ
る
道
路
痕
跡
、

⑤
作
物
跡
と
樹
梢
跡
、
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、

④
は
畑
地
で
も
限
ら
れ
た
状
態
に
お
い
て
の
み
現
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
認
め

る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
、
ま
た
⑤
の
作
物
跡
も
牧
草
地
が
少
な
く
畑
作
物
も

雑
作
が
一
般
的
な
日
本
で
は
全
面
に
作
物
が
生
育
す
る
状
態
を
生
じ
が
た
い

た
め
、
ほ
と
ん
ど
例
は
な
い
と
さ
れ
る
。
一
方
、
樹
梢
跡
は
森
林
内
の
切
り

通
し
部
分
の
樹
木
が
落
ち
込
ん
だ
線
と
し
て
空
中
写
真
に
現
れ
る
も
の
で
あ

る
。
電
線
の
敷
設
跡
が
樹
梢
跡
と
し
て
現
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
現
地
調
査

に
よ
る
確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、
樹
高
が
一
定
に
な
り
や
す
い
入
工
林
が
多

い
田
本
で
は
考
慮
し
て
良
い
と
さ
れ
る
。
本
章
で
は
古
代
道
路
の
痕
跡
を
示

す
空
中
写
真
の
実
例
が
い
く
つ
も
紹
介
さ
れ
お
り
、
地
表
の
細
か
な
表
情
を

映
し
出
す
罷
申
写
真
の
有
効
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

　
第
七
章
で
は
、
現
地
調
査
の
必
要
性
を
説
く
。
こ
の
な
か
で
著
者
は
、
地

表
上
に
観
察
さ
れ
る
古
代
道
路
遺
構
を
、
①
切
り
通
し
、
②
帯
状
窪
地
、
③

段
差
状
、
④
堤
防
状
の
四
類
型
に
分
類
し
、
こ
れ
ら
を
古
代
道
路
遺
構
の
類

型
模
式
図
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
①
と
②
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

①
は
山
地
や
丘
陵
な
ど
通
過
地
の
上
方
が
不
整
地
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
②

は
平
坦
な
微
高
地
を
切
っ
て
通
る
も
の
で
あ
る
。
①
②
は
現
在
道
路
が
通
っ

て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
道
路
が
通
っ
て
い
る
場
合
も
必
ず
し
も
全
域
が

現
在
の
道
路
衝
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
③
は
①
や

②
の
現
在
道
路
の
脇
に
一
段
高
い
段
差
地
形
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
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評書

の
場
合
は
段
差
上
を
含
め
た
全
体
が
か
つ
て
の
道
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
と
い
う
。
④
は
残
存
例
が
極
め
て
少
な
い
が
、
著
者
は
そ
の
理
由
に
つ
い

て
、
低
地
を
横
切
る
構
築
物
は
、
道
路
が
機
能
し
な
く
な
れ
ば
邪
魔
者
と
し

て
削
平
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
前
章
と
同
様
、
本
章
に
も
古
代
道
路
遺
構
の
痕
跡
を
示
す
景
観
写
真
が
ふ

ん
だ
ん
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
現
在
は
道
路
も
通
じ
て
お
ら
ず
、

す
っ
か
り
田
畑
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
評
者
は
そ
う
し

た
一
見
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
景
観
の
な
か
に
も
古
代
道
路
が
眠
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
感
動
を
覚
え
る
。
一
方
、
紹
介
さ
れ
て
い
た
景
観
の
事
例
の
中
に

は
、
そ
の
後
の
開
発
に
よ
っ
て
今
で
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。

景
観
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
と
は
い
え
、
古
代
道
路
を
知
る

手
が
か
り
が
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
は
残
念
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ

本
章
を
読
め
ば
、
地
名
や
地
図
・
空
中
写
真
な
ど
の
検
討
に
よ
っ
て
古
代
道

路
の
想
定
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
現
地
で
の
地
表
の

観
察
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

　
以
上
、
本
編
の
概
要
と
所
感
を
述
べ
て
き
た
。
本
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

個
々
の
駅
家
比
定
地
や
路
線
復
原
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
な
に
よ
り
も
全
国
の
事
例
を
こ
れ
だ
け
丹
念
に
検
討
さ
れ
た
そ
の

労
力
に
は
た
だ
た
だ
敬
服
す
る
次
第
で
あ
る
。
長
年
に
わ
た
っ
て
全
国
各
地

の
古
代
道
路
を
精
力
的
に
調
査
し
て
こ
ら
れ
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
な
し
得
た

仕
事
と
い
え
よ
う
。
評
者
の
力
が
及
ば
ず
、
著
者
の
意
図
を
十
分
に
汲
ん
だ

内
容
紹
介
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
何
卒

ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

　
さ
て
、
日
本
全
国
の
古
代
道
路
復
原
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
書
と
し
て

は
、
古
く
は
大
槻
如
電
の
兜
駅
路
通
騙
（
上
巻
、
三
富
書
房
、
一
九
＝
年
。

下
巻
、
六
合
館
、
一
九
一
五
年
）
が
あ
り
、
戦
後
に
は
前
述
の
科
研
調
査
の

成
果
と
し
て
出
版
さ
れ
た
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
繭
1
～
W

（
大
明
堂
、
一
九
七
八
～
一
九
七
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
近
年
で
は
著
者
も

監
修
者
と
し
て
関
わ
っ
た
武
部
健
一
著
『
完
全
踏
査
　
古
代
の
道
』
『
完
全

踏
査
　
続
古
代
の
道
守
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
年
）
、
著
考

の
前
著
『
事
典
　
日
本
古
代
の
道
と
駅
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）

な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
書
に
お
い
て
は
畿
内
・
七
道
や

国
な
ど
の
地
域
ご
と
に
駅
家
の
比
定
地
や
駅
路
の
路
線
を
示
し
て
い
く
の
が

通
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
地
名
、
官
衙
、
条
里
と
い
っ
た
事

象
ご
と
に
古
代
道
路
と
の
関
係
を
論
ず
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
古
代
道
路
を
探
し
出
す
際
の
手
が
か
り
と
さ
れ
て
き
た
諸
事
象
に

つ
い
て
数
多
く
の
事
例
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
の
有
効
性
と
留
意
点
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
、
本
書
の
力
点
は
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
。
本
書
以
前
に
も
古

代
道
路
の
復
原
方
法
に
言
及
し
た
文
献
は
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
詳
し
く
論
じ

た
も
の
は
な
い
。

　
本
書
を
読
め
ば
、
条
里
余
剰
帯
の
よ
う
に
確
度
の
高
い
も
の
も
あ
る
～
方
、

地
名
の
よ
う
に
必
ず
し
も
古
代
道
路
に
直
結
し
な
い
も
の
も
あ
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
漠
然
と
古
代
道
路
に
関
係
す
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
事
象
の
中
に
も

そ
の
関
連
性
の
程
度
に
差
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
関
連
性
が

相
対
的
に
弱
い
事
象
で
あ
っ
て
も
各
種
の
事
象
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
想

定
の
確
度
が
高
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

は
古
代
道
路
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
経
験
的
に
感
じ
と
っ
て
い
た
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
っ
て
古
代
道
路
復
原
に
関
わ
る
諸
事
象
の
有

効
性
と
留
意
点
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
読
者
は
よ
り
意
識
的
に
自
身
や
他

者
の
研
究
に
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
古
代
道
路
に
関
心
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を
も
つ
初
学
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
は
既
往
学
説
の
問
題
点
を
把
握
し
、
研

究
の
糸
口
を
見
つ
け
る
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
本
書
は

優
れ
た
手
引
き
書
と
し
て
仕
上
が
っ
て
お
り
、
本
書
が
世
に
出
た
意
義
は
大

き
い
。

　
一
方
、
本
書
に
は
前
述
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
が
故
の
難
点
も
あ
る
。
そ

れ
は
同
じ
地
域
の
事
例
が
繰
り
返
し
と
り
あ
げ
ら
れ
る
な
ど
、
各
章
の
記
述

に
ど
う
し
て
も
重
複
が
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
視
点
が
変
わ

っ
て
い
る
と
は
い
え
、
通
読
し
て
い
る
と
や
や
冗
長
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
本
書
を
辞
書
的
に
利
用
す
る
向
き
に
は
、
い
ず
れ
の
章
を
読

ん
で
も
関
連
す
る
事
例
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
長
所
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
本
書
で
は
た
い
へ
ん
多
く
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
全
て
に
地
図
が
添
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
総
頁
数
が
五
〇
〇

頁
を
超
え
る
大
著
で
あ
る
の
で
、
全
て
の
事
例
に
対
応
す
る
地
図
の
掲
載
を

望
む
の
は
無
理
な
注
文
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
事
例
が
ど
の
よ
う
な
地
理

的
状
況
に
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
の
に
は
不
便
を
感
じ
た
。
本
書
の
内
容
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
に
は
、
別
途
、
地
図
を
用
意
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
甫
述
の
『
事
典
　
日
本
古
代
の
道
と
駅
』
や
著

者
も
編
集
に
携
わ
っ
た
『
地
図
で
み
る
西
日
本
の
古
代
画
『
地
図
で
み
る
東

日
本
の
古
代
騙
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
・
二
〇
～
二
年
）
も
併
せ
て
参
照

さ
れ
る
こ
と
を
推
奨
し
た
い
。
と
く
に
後
者
は
旧
版
地
形
図
上
に
駅
路
の
想

定
線
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
記
述
内
容
の
理
解
に
も
大
い
に
役
立
つ

で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
第
六
章
の
冒
頭
で
著
者
は
留
疑
緩
。
ロ
器
。
δ
尊
（
野
外
考
古

学
）
の
語
を
創
始
し
た
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
・
フ
リ
ー
マ
ン
の
「
ロ
ー
マ
時
代
の

道
路
や
土
塁
線
の
断
片
を
見
つ
け
出
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
辿
っ
て
い
く
時
の

よ
う
な
切
実
な
考
古
学
的
緊
張
感
は
、
発
掘
か
ら
得
ら
れ
る
感
激
に
も
ま
し

て
、
よ
り
深
く
て
永
い
満
足
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
引

用
し
、
「
同
様
の
意
味
で
は
、
著
者
も
ま
た
野
外
考
古
学
者
の
一
員
に
な
り

う
る
も
の
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
評
者
は
こ
こ
に
著
者
の
歴
史
地
理

学
者
と
し
て
の
衿
侍
を
み
る
思
い
が
し
た
。
地
表
の
情
報
か
ら
過
去
の
景
観

を
復
原
す
る
こ
と
は
わ
が
国
の
歴
史
地
理
学
が
得
意
と
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
著
者
が
古
代
道
路
研
究
に
取
り
組
ん
だ
こ
の
四
十
年
の
間
に
は
、
歴

史
地
理
学
的
な
手
法
に
よ
っ
て
全
国
各
地
に
計
画
道
路
の
存
在
が
想
定
さ
れ
、

考
古
学
的
な
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
っ
た
。
今
や

「
踏
み
分
け
道
」
程
度
と
思
わ
れ
て
い
た
古
代
道
路
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は

す
っ
か
り
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
全
国
各
地
で
発
掘
成
果
が
上
が

っ
て
い
る
現
在
、
古
代
道
路
研
究
は
考
古
学
が
リ
ー
ド
す
る
状
況
に
あ
る
。

歴
史
地
理
学
的
な
復
原
研
究
は
今
後
も
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
新
た

な
展
開
を
遂
げ
る
べ
き
時
期
に
も
差
し
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

著
者
は
九
十
歳
を
超
え
ら
れ
、
既
に
研
究
活
動
か
ら
の
引
退
を
表
明
し
て
お

ら
れ
る
。
歴
史
地
理
学
は
今
後
の
古
代
道
路
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
う
る
の
か
。
評
者
を
含
む
後
進
研
究
者
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

①
木
下
良
「
近
年
に
お
け
る
古
代
道
路
研
究
の
成
果
と
課
題
」
人
文
地
理
四
〇
－

　
四
、
一
九
入
八
年
。
な
お
著
者
は
後
に
「
全
て
の
郡
に
伝
馬
が
置
か
れ
た
と
は
考

　
え
ら
れ
な
い
が
、
伝
馬
に
乗
ら
な
い
伝
使
も
郡
家
間
を
通
行
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、

　
各
郡
家
問
の
道
路
を
全
て
伝
路
と
い
う
こ
と
に
す
る
」
と
し
て
、
「
伝
路
」
の
定

　
義
を
修
正
し
て
い
る
（
木
下
良
「
日
本
の
古
代
道
路
」
古
代
文
化
四
七
、
一
九
九

　
五
年
）
。
し
か
し
、
本
書
で
は
再
び
伝
馬
は
本
来
全
て
の
郡
に
配
置
さ
れ
て
い
た

　
と
の
理
解
の
も
と
に
「
当
路
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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②
門
井
直
哉
「
律
令
期
の
伝
馬
制
と
交
通
路
体
系
に
つ
い
て
」
史
林
八
五
－
六
、

　
二
〇
〇
二
年
。

③
た
と
え
ば
申
村
太
一
は
、
各
郡
家
を
中
心
と
し
て
隣
接
地
域
に
至
る
網
昌
状
の

　
官
道
体
系
を
門
伝
路
」
と
呼
び
、
そ
の
一
部
で
中
央
と
の
連
絡
用
に
編
成
し
た
樹

　
形
状
の
交
通
路
体
系
を
と
く
に
門
伝
馬
路
」
と
呼
ん
で
い
る
（
中
村
太
一
門
日
本

　
の
古
代
道
路
を
探
す
㎞
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
〉
。

（
A
5
判
　
五
六
〇
頁
　
二
〇
＝
二
年
五
月

　
　
　
吉
辮
弘
文
館
　
税
別
一
四
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
（
福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
准
教
授
）
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