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一
　
宮
地
の
編
纂
担
当
冊

私
、
宮
地
が
史
料
編
纂
所
に
入
所
し
た
の
は
一
九
七
三
年
四
月
、
身
分
は
文
学
部

助
手
か
ら
教
務
職
員
へ
格
下
げ
人
事
と
し
て
で
あ
る
。
所
属
部
屋
は
維
新
史
料
部
。

チ
ー
フ
は
山
口
啓
二
氏
、
小
野
正
雄
氏
の
下
で
の
仕
事
と
し
て
開
始
し
た
。
私
よ
り

後
輩
の
高
埜
利
彦
が
加
わ
っ
て
い
る
。
宮
地
が
担
当
し
た
冊
は
以
下
の
と
お
り
。

①
『
井
伊
家
史
料
　
九
』
安
政
五
年
八
月
十
六
日
～
九
月
三
日

�
　
一
九
七
五
年
三
月
刊

鵜
飼
幸
吉
の
密
書
を
た
ず
さ
え
て
の
江
戸
下
向
、
朝
廷
工
作
の
張
本
人
探
し
、
九

月
三
日
老
中
間
部
詮
勝
の
上
京
出
発
。
安
政
大
獄
前
夜
の
京
・
江
戸
の
状
況
。

②
『
井
伊
家
史
料
　
十
』
安
政
五
年
九
月
四
日
～
九
月
二
十
五
日

�

　
一
九
七
七
年
三
月
刊

安
政
大
獄
の
開
始
、
朝
廷
で
は
九
月
四
日
九
条
尚
忠
の
内
覧
罷
免
と
い
う
状
況
と

な
る
。
九
月
八
日
に
は
朝
廷
工
作
の
張
本
人
と
し
て
の
梅
田
雲
浜
が
捕
縛
さ
れ
る
。

京
都
所
司
代
酒
井
忠
義
の
軟
弱
性
が
批
判
さ
れ
、
か
わ
っ
て
伏
見
奉
行
を
動
か
し
て

の
開
始
で
あ
る
。
直
弼
の
意
を
体
し
た
長
野
主
膳
は
九
月
十
四
日
、
間
部
に
面
会
し

に
江
州
へ
出
向
く
。
九
月
十
六
日
に
町
奉
行
が
呼
ば
れ
て
鵜
飼
父
子
が
捕
縛
、
九
月

二
十
二
日
に
は
諸
大
夫
小
林
良
典
捕
縛
。
鵜
飼
父
子
か
ら
押
収
し
た
書
状
を
手
掛
り

に
京
・
江
戸
・
全
国
に
追つ
い

捕ぶ

の
手
が
広
が
る
。

③
『
井
伊
家
史
料
　
十
一
』
安
政
五
年
九
月
二
十
六
日
～
十
月
六
日

�

　
一
九
七
九
年
三
月
刊

朝
廷
内
の
勢
力
関
係
を
修
復
す
べ
く
、
尚
忠
の
内
覧
復
帰
へ
の
工
作
が
進
行
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
で
も
主
膳
と
酒
井
忠
義
の
意
見
対
立
が
お
こ
る
。
ま
た
老
中
間
部
詮
勝

と
井
伊
大
老
の
意
見
対
立
も
発
生
す
る
。
あ
く
ま
で
直
弼
の
意
を
実
施
す
べ
く
主
膳

は
行
動
し
主
張
し
つ
づ
け
る
。
主
膳
に
東
町
奉
行
所
与
力
渡
辺
金
三
郎
が
内
々
に
協

力
、
江
戸
で
は
水
戸
の
動
向
が
町
奉
行
所
隠
密
廻
り
、
関
東
取
締
出
役
な
ど
、
幕
府

の
探
索
全
組
織
を
挙
げ
て
の
活
動
が
続
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
情
報
が
大
老
の
も
と
に

集
約
さ
れ
て
い
く
。

④
『
井
伊
家
史
料
　
十
二
』
安
政
五
年
十
月
七
日
～
十
一
月
十
日

�

　
一
九
八
一
年
三
月
刊

朝
幕
関
係
の
修
復
方
法
を
め
ぐ
り
、
酒
井
忠
義
は
夷
人
雑
居
、
兵
庫
開
港
は
幕
府

が
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
不
可
能
と
主
張
、
主
膳
は
天
皇
と
三
条
実
万
ら
強
硬
派
上
級

公
家
の
関
係
を
断
つ
た
め
に
は
徹
底
的
な
周
辺
の
弾
圧
が
必
要
と
主
張
、
三
条
実
万

が
改
心
し
た
と
見
え
る
も
、
そ
れ
は
虚
偽
の
も
の
。
九
条
尚
忠
と
家
士
島
田
左
近
も

主
膳
と
同
意
見
。
小
林
ら
を
江
戸
に
下
向
さ
せ
厳
し
い
処
分
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
く
る
。
主
膳
と
尚
忠
は
忠
義
に
圧
力
を
か
け
、
十
一
月
二
日
尚
忠
・
忠

義
会
談
が
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
会
談
で
忠
義
は
近
衛
忠
煕
・
三
条
実
万
ら
へ
の
宥
和

策
並
び
に
五
ヶ
国
条
約
問
題
で
の
宥
和
策
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
る
。

研
究
集
会
報
告

『
井
伊
家
史
料
』
編
纂
と
私

宮

地

正

人

 

国
際
研
究
集
会
「
幕
末
維
新
史
研
究
と
井
伊
家
史
料
」



『井伊家史料』編纂と私（宮地）（111）

⑤
『
井
伊
家
史
料
　
十
三
』
安
政
五
年
十
一
月
十
一
日
～
十
二
月
四
日

�

　
一
九
八
三
年
三
月
刊

十
一
月
八
日
条
約
締
結
全
面
否
定
の
勅
書
が
出
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
が
尚

忠
・
詮
勝
・
主
膳
・
左
近
の
間
で
図
ら
れ
る
。
他
方
で
忠
義
は
朝
幕
両
者
間
の
「
御

折
合
」
を
直
弼
に
進
言
す
る
も
直
弼
に
叱
責
さ
れ
る
。
将
軍
宣
下
式
に
赴
く
二
条
斉

敬
は
江
戸
城
に
お
い
て
勅
書
を
持
参
、
直
弼
に
直
接
談
判
を
し
よ
う
と
す
る
も
、
十

二
月
四
日
申
し
込
ま
れ
た
直
弼
は
そ
れ
を
拒
否
、
勅
書
が
二
度
と
発
せ
ら
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
「
悪
謀
方
」
の
吟
味
が
厳
重
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
、
天
皇
と
強
硬
派
上
級
公
家
の
手
足
を
も
ぎ
と
る
工
作
は
更
に
一
段
と
き
び
し
く

な
っ
て
い
く
。

⑥
『
井
伊
家
史
料
　
十
四
』
安
政
五
年
十
二
月
五
日
～
十
二
月
晦
日

�

　
一
九
八
五
年
三
月
刊

十
二
月
五
日
、「
悪
謀
方
」
の
第
一
回
東
下
が
強
行
さ
れ
、
第
二
回
、
第
三
回
と

予
測
さ
れ
る
中
、
在
京
反
対
派
の
捕
縛
と
厳
重
吟
味
が
進
行
、「
悪
謀
方
四
天
王
」

と
目
さ
れ
た
梁
川
星
巌
・
梅
田
雲
浜
・
頼
三
樹
三
郎
・
池
内
大
学
は
「
倒
幕
」
を
目

的
と
し
て
い
る
と
断
定
さ
れ
る
。
安
政
大
獄
の
進
展
は
押
収
さ
れ
た
厖
大
な
書
状
の

調
査
が
出
発
点
と
さ
れ
る
。
孝
明
天
皇
は
期
待
し
て
い
た
二
条
斉
敬
の
江
戸
工
作
の

失
敗
に
鑑
み
、
ま
た
手
足
を
も
ぎ
と
ら
れ
て
い
く
現
状
を
直
視
、
間
部
詮
勝
が
「
武

備
整
頓
の
上
、
鎖
国
の
旧
法
に
復
帰
す
る
」
と
約
束
し
た
こ
と
を
以
て
、
こ
の
状
況

で
は
と
り
あ
え
ず
幕
府
と
和
解
す
る
外
な
い
と
、
十
二
月
二
十
四
日
「
心
中
氷
解
」

と
詮
勝
に
返
答
、
年
末
ま
で
に
幕
府
・
朝
廷
分
裂
の
形
は
な
ん
と
か
修
復
さ
れ
る
。

但
し
酒
井
忠
義
は
依
然
と
し
て
直
弼
・
主
膳
・
尚
忠
・
間
部
と
相
違
し
、
な
ん
と
か

融
和
策
が
な
い
も
の
か
と
模
索
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

宮
地
は
こ
の
第
十
四
冊
迄
を
担
当
、
一
九
八
三
年
四
月
～
八
四
年
三
月
の
一
年
間

イ
ギ
リ
ス
に
在
外
研
究
の
た
め
出
張
、
帰
国
し
て
か
ら
は
『
幕
末
外
国
関
係
文
書
』

編
纂
担
当
に
ま
わ
さ
れ
、
在
外
研
究
の
経
験
を
も
と
に
各
国
日
本
関
係
文
書
を
も
こ

の
史
料
集
編
纂
に
加
え
る
べ
く
、
編
纂
方
針
を
大
変
更
し
、
当
面
の
課
題
と
し
て
文

久
元
年
三
月
の
露
艦
対
馬
占
拠
事
件
に
ぶ
つ
か
る
も
、
沼
田
次
郎
先
生
が
ソ
連
時

代
、
ソ
連
で
の
史
料
調
査
を
試
み
る
も
結
局
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
ソ
連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
の
当
該
問
題
の
新
研
究
を
調
査
す
る
と
共
に
、
海
軍
文

書
館
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
試
み
る
べ
く
、
ソ
連
時
代
文
書
館
を
実
際
に
使
用
、
そ
の
複

雑
な
手
続
き
を
熟
知
し
て
い
た
岡
山
大
学
の
保
田
孝
一
先
生
の
教
示
を
仰
ぐ
こ
と
と

な
っ
た
。
出
張
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

二
　
編
纂
技
術
の
修
得

宮
地
は
、
大
学
院
時
代
は
日
本
近
代
史
を
研
究
、
そ
の
成
果
を
纒
め
た
の
が
史
料

編
纂
所
入
所
の
一
九
七
三
年
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究（1
（

』
で
あ
る
。
近
代
史
研
究

の
史
料
は
基
本
的
に
新
聞
と
雑
誌
で
あ
り
、
そ
の
後
は
伊
藤
隆
氏
の
先
駆
的
な
研
究

を
大
前
提
と
し
て
政
治
家
の
文
書
史
料
解
読
が
必
須
と
な
っ
て
い
く
が
、
宮
地
の
現

役
時
代
は
特
に
そ
れ
が
な
く
と
も
実
証
研
究
の
大
筋
が
ブ
レ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
研
究
が
終
了
し
た
ら
、
い
よ
い
よ
戦
後
史
、
自
分
の
同
時
代
史
の
研
究
に
入
る

ぞ
と
意
気
込
ん
で
い
た
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
生
活
の
た
め
、
入
所
し
て
は
じ
め

て
わ
か
っ
た
の
は
史
料
編
纂
所
の
編
纂
の
最
新
年
代
は
明
治
四
年
七
月
十
四
日
、
廃

藩
置
県
当
日
ま
で
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

但
し
、
生
活
の
た
め
と
は
い
え
、
編
纂
と
個
人
研
究
を
二
股
か
け
て
や
る
自
信
は

全
く
な
く
、
自
分
で
も
意
外
な
程
、
研
究
テ
ー
マ
は
編
纂
で
出
て
く
る
テ
ー
マ
に
変

え
る
ほ
か
な
い
と
、
ほ
と
ん
ど
葛
藤
も
な
く
近
世
史
研
究
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。

但
し
、
一
番
の
課
題
は
文
書
が
読
め
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
水
泳
が
で
き
な
い
子

供
が
プ
ー
ル
に
放
り
こ
ま
れ
、
お
ぼ
れ
た
く
な
か
っ
た
ら
自
分
で
覚
え
ろ
と
い
う
形

と
な
っ
た
。“
習
う
よ
り
慣
れ
よ
”
と
の
警
句
が
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、

史
料
と
い
う
職
場
は
天
国
で
あ
っ
た
。W

alking dictionary 

と
は
よ
く
い
っ
た
も
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の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
先
輩
が
わ
か
ら
な
い
字
を
快
く
教
え
て
く
れ
た
。
読
み
は
所

内
で
頭
を
さ
げ
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
で
一
字
一
字
覚
え
は
じ
め
た
。
そ
れ
だ
け
で

は
当
然
な
い
。
史
料
編
纂
で
は
あ
ら
ゆ
る
言
葉
・
地
名
・
人
名
が
注
記
の
対
象
と
さ

れ
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
で
も
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
必
要
に
迫
ら

れ
、
さ
ま
ざ
ま
なtool

を
次
第
に
覚
え
て
い
っ
た
。『
古
事
類
苑
』
が
如
何
に
す
ば

ら
し
い
編
纂
物
で
あ
る
の
か
、
江
戸
時
代
以
来
の
編
纂
技
術
の
集
大
成
と
し
て
の
同

史
料
の
価
値
を
、
使
え
ば
使
う
ほ
ど
身
に
し
み
て
感
じ
い
っ
た
。
ま
た
当
然
様
々
な

歴
史
用
語
に
つ
い
て
不
明
な
こ
と
は
所
内
で
頭
を
さ
げ
て
然
る
べ
き
研
究
者
に
聞
き

に
い
っ
た
。
と
り
わ
け
山
口
大
先
生
で
も
ま
よ
う
難
解
字
は
高
木
昭
作
氏
に
伺
い
を

た
て
た
。
彼
は
何
日
も
か
け
て
解
答
し
て
く
れ
た
。
そ
の
中
で
宮
地
は
史
料
の
ス

タ
ッ
フ
の
全
員
と
知
り
あ
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
史
料
在
職
が
お
わ
る
二
〇
〇
一

年
ま
で
つ
づ
い
て
い
く
。

ま
た
編
纂
方
針
は
塗
抹
文
字
ま
で
読
み
ぬ
く
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
な
ん
と
か
し

ぶ
と
く
読
む
訓
練
も
次
第
に
進
ん
だ
。
小
野
正
雄
氏
の
時
期
か
ら
、
井
伊
家
史
料
の

切
断
部
分
と
、
な
に
が
切
断
さ
れ
、
現
在
の
井
伊
家
史
料
中
の
諸
断
簡
の
内
ど
れ
が

該
当
す
る
の
か
の
比
定
に
つ
い
て
も
念
入
り
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
井
伊
家
史
料

の
編
纂
を
担
当
す
る
中
で
、
編
纂
の
技
術
と
方
法
、
そ
し
て
こ
の
技
術
の
江
戸
時
代

以
来
の
伝
統
も
身
に
つ
け
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た（2
（

。

三
　
朝
幕
関
係
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
？

近
代
史
研
究
者
の
既
成
認
識
と
し
て
は
、
国
家
権
力
は
将
軍
が
握
っ
て
お
り
、
朝

廷
と
い
う
も
の
は
古
代
的
権
威
、
あ
る
い
は
宗
教
的
権
威
で
あ
り
、
近
世
に
入
っ
て

は
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
り
、
必
要
も
な
い
の
に
残
っ
て
し
ま
っ
た
新
生
児
の
ヘ
ソ

の
緒
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
廷
が
い
う
こ
と
を
き
か
な
い
の
な

ら
、
国
法
に
違
反
す
る
不
届
者
と
し
て
処
罰
す
る
法
律
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
ば
か

り
思
い
こ
ん
で
い
た
。
し
か
し
つ
き
お
と
さ
れ
た
プ
ー
ル
は
近
世
史
の
中
で
も
最
も

複
雑
怪
奇
な
時
期
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
手
間
取
る
の
か
、
何
故
に
間
部
が
鎖
国
復

帰
の
約
束
を
文
書
に
迄
し
て
天
皇
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
安

政
五
年
八
月
以
降
の
政
局
は
当
初
と
ま
ど
う
ば
か
り
、
一
体
ど
の
よ
う
な
論
理
で
江

戸
幕
府
は
動
い
て
い
き
、
そ
し
て
動
い
て
い
る
の
か
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
近
世
史
の
研
究
者
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
の

か
？　

と
い
う
疑
問
に
当
然
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
山
口
大
先

生
は
胸
を
貸
し
て
自
由
に
応
対
し
て
く
れ
る
大
学
者
で
あ
っ
た
。
山
口
先
生
は
「
国

に
は
国
の
形
が
あ
り
、
他
国
の
例
で
は
通
用
し
な
い
。
日
本
は
古
代
の
律
令
制
構
築

以
降
、
そ
の
枠
組
み
が
く
ず
れ
な
い
ま
ま
、
な
ん
と
か
つ
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
」
と
の
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ
ン
を
く
れ
、「
幕
府
の
京
都
大
番
役
は
鎌
倉
幕
府

の
大
番
役
を
引
き
つ
い
で
い
る
」
と
、
全
く
思
い
も
し
な
か
っ
た
事
例
ま
で
教
え
て

く
れ
た
。
こ
の
山
口
先
生
の
国
家
論
は
そ
の
後
の
朝
幕
関
係
論
争
史
の
中
で
は
「
国

郡
制
論
」
派
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

近
代
史
研
究
者
の
一
員
と
し
て
の
宮
地
と
し
て
の
常
識
は
、
公
武
合
体
派
と
い
う

政
治
グ
ル
ー
プ
は
幕
末
政
局
史
で
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
政
派
だ
が
、
と
す
る
と
幕

府
と
い
う
国
家
構
造
自
体
が
公
武
合
体
し
て
は
じ
め
て
国
家
権
力
に
な
り
う
る
構
造

で
は
な
か
っ
た
の
か
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
朝
廷
の
実
際
的
機
能
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
っ
た
の
か
、
手
当
り
次
第
さ
ま
ざ
ま
な
「
官
職
補
任
」
の
事
例
を
職
人
受

領
・
芸
能
人
受
領
の
事
例
を
含
め
て
調
べ
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
幕
府
は
ど
う
も
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
国
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
公
武
合
体
を
し
て
は
じ
め
て
国
家
権

力
に
成
長
転
化
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
思
い
い
た
り
、
ま
た
山
口
大
先

生
の
胸
を
借
り
に
い
く
と
「
そ
れ
は
面
白
い
面
白
い
」
と
う
な
ず
く
だ
け
。
な
ん
で

も
新
し
い
考
え
を
つ
ぶ
そ
う
と
は
せ
ず
、
芽
が
あ
る
の
な
ら
成
長
さ
せ
ろ
、
無
い
な

ら
自
滅
す
る
だ
け
と
い
う
態
度
、
お
だ
て
る
の
が
見
事
で
、
し
か
も
自
説
を
絶
対
に

相
手
に
お
し
つ
け
ず
、
相
手
の
意
見
を
頭
ご
な
し
に
否
定
し
に
か
か
る
一
般
の
研
究

者
と
は
全
く
相
違
し
た
大
先
生
で
あ
っ
た
。
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宮
地
は
自
分
で
も
お
も
し
ろ
が
り
、
一
九
七
五
年
四
月
東
京
歴
史
科
学
研
究
会
の

大
会
で
「
朝
幕
関
係
か
ら
み
た
幕
藩
制
国
家
の
特
質
―
明
治
維
新
政
治
史
研
究
の
一

前
提
と
し
て
―
」
と
題
し
て
報
告
、『
人
民
の
歴
史
学
』
四
十
二
号
（
一
九
七
五
年

十
月
刊
（
に
掲
載（3
（

、
後
日
一
九
八
一
年
五
月
校
倉
書
房
か
ら
刊
行
し
た
『
天
皇
制
の

政
治
史
的
研
究（（
（

』
に
所
収
し
た
。

四
　
公
家
史
料
を
活
用
す
る
こ
と

職
人
受
領
の
史
料
集
め
は
、
す
べ
て
刊
本
で
間
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
本
格
的
に

公
武
合
体
国
家
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
意
味
が
あ
ろ
う
と
は
夢
に
も
思

わ
な
か
っ
た
公
家
史
料
か
ら
き
ち
ん
と
材
料
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
思
い
い
た
り
、
丁
度
都
合
が
い
い
こ
と
に
武
家
伝
奏
を
弘
化
年
間
に
つ
と
め

て
い
た
徳
大
寺
実
堅
の
公
武
関
係
史
料
が
史
料
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
、
一
九
七
六
年
歴
史
科
学
協
議
会
の
夏
季
合
宿
大
会
で
報
告
、
そ
れ
が
『
歴
史
評

論
』
三
二
〇
号
（
一
九
七
六
年
十
二
月
（
に
掲
載（（
（

、「
幕
藩
制
下
の
官
位
官
職
制

度
」
と
題
し
て
先
と
同
じ
く
『
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
』
に
所
収
し
た
。

こ
の
史
料
は
き
わ
め
て
イ
ン
タ
レ
ス
テ
ィ
ン
グ
な
諸
課
題
を
私
に
つ
き
つ
け
て
く

れ
た
。
近
世
社
会
に
お
け
る
「
公
的
」
な
も
の
は
一
体
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い

た
の
か
が
、
公
家
史
料
の
中
か
ら
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
街
道
の
維
持
・
修
復

の
義
務
は
ど
こ
が
有
す
る
の
か
？　

橋
の
修
築
は
だ
れ
が
負
担
す
る
の
か
？　

海
上

交
通
に
お
い
て
難
破
し
た
場
合
の
積
荷
は
漂
着
し
た
場
合
誰
の
所
有
に
な
る
の
か
、

公
的
交
通
の
標
識
と
な
っ
た
「
絵
符
」
は
誰
が
申
請
で
き
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
合

許
可
さ
れ
る
の
か
、etc.　

前
近
代
社
会
と
国
家
に
お
け
る
「
御
公
儀
」
と
「
公

的
」
な
も
の
と
は
、
具
体
的
に
は
如
何
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
？　

但
し
、
そ
の

入
口
ま
で
は
宮
地
は
た
ど
り
つ
い
た
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
諸
課
題
は
依
然
と
し
て
今

日
ま
で
か
か
え
こ
ん
だ
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

五
　
幕
藩
制
国
家
論
か
ら
幕
府
国
家
論
へ

宮
地
は
一
九
七
五
年
の
東
京
歴
史
科
学
研
究
会
大
会
報
告
時
点
で
は
「
幕
藩
制
国

家
論
」
に
な
ん
ら
の
疑
念
も
い
だ
い
て
は
い
な
か
っ
た
。
構
造
的
に
は
幕
府
と
諸
藩

が
つ
く
り
出
す
二
重
国
家
論
の
立
場
に
立
ち
、
幕
府
は
大
公
儀
、
各
藩
は
小
公
儀

と
、「
公
儀
性
」
を
そ
れ
ぞ
れ
が
分
有
し
て
い
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
但
し
、
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
幕
末
期
の
よ
う
な
雄
藩
が
抬
頭
し
、
有
志
大
名
達
が
国
事
周

旋
を
お
こ
な
う
よ
う
な
状
況
を
国
家
論
か
ら
説
明
す
る
場
合
はO

K

だ
が
、
近
世
社

会
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
、
公
武
合
体
・
朝
幕
合
体
の
時
期
、
諸
藩
に
さ
き
が
け
て
幕

府
が
朝
廷
を
維
持
し
、
支
え
て
い
く
形
を
と
り
つ
づ
け
る
限
り
、
各
藩
に
幕
府
と
は

独
自
の
行
動
を
と
り
う
る
余
地
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
が
、
自
分
に
つ
き
つ
け
ら
れ

る
問
題
と
な
っ
た
。
大
名
間
の
戦
争
は
厳
禁
、
す
べ
て
は
幕
府
の
軍
役
動
員
の
対
象

と
さ
れ
、
御
公
儀
の
下
命
に
よ
る
各
藩
の
軍
役
奉
仕
だ
け
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い

た
（
（
（

。
そ
れ
を
二
重
国
家
論
で
説
明
出
来
る
の
か
？　

宮
地
の
次
第
に
大
き
く
な
る
疑

念
の
材
料
と
な
っ
た
の
が
、
井
伊
家
史
料
編
纂
時
に
一
貫
し
て
扱
い
つ
づ
け
た
風
聞

書
上
の
種
類
と
そ
の
豊
富
な
内
容
で
あ
っ
た
。
目
付
―
小
人
目
付
―
徒
目
付
の
ノ
ー

マ
ル
な
ル
ー
ト
だ
け
で
は
な
い
。
将
軍
直
命
の
隠
密
の
探
索
は
政
局
に
関
与
し
て
い

る
老
中
の
国
元
調
査
ま
で
含
め
ら
れ
る
。
将
軍
の
デ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
専
制
君
主
制

を
実
現
さ
せ
る
武
器
の
一
つ
で
あ
る
。
江
戸
町
や
街
道
筋
で
は
な
い
場
所
に
は
鳥
見

が
飼
差
と
と
も
に
巡
回
、
あ
ら
ゆ
る
異
変
を
報
告
、
街
道
筋
の
異
変
・
異
状
の
報
告

は
飛
脚
屋
が
う
け
も
っ
て
お
り（（
（

、
そ
れ
ら
の
情
報
も
江
戸
城
に
す
ぐ
に
達
す
る
。
関

八
州
の
み
で
は
な
い
。
関
西
の
軍
事
指
揮
権
は
大
坂
城
代
が
掌
握
、
九
州
諸
大
名
動

員
は
長
崎
奉
行
と
日ひ

田た

郡
代
が
担
っ
て
お
り
、
隠
密
が
将
軍
の
直
命
を
受
け
、
ど
の

藩
に
潜
入
し
て
い
る
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
情
報
蒐
集

シ
ス
テ
ム
は
江
戸
吉
原
の
遊
女
屋
か
ら
の
定
期
的
報
告
が
老
中
の
も
と
に
コ
ン
ス
タ

ン
ト
に
届
く
よ
う
に
、
全
社
会
的
構
造
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
公
武
合
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体
が
実
現
し
て
い
る
段
階
で
は
唯
一
幕
府
の
み
が
国
家
権
力
を
掌
握
し
つ
づ
け
て
お

り
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
藩
は
、
長
州
と
い
え
ど
も
、
薩
州
と
い
え
ど
も
不
可
能
。
飽

く
ま
で
も
御
公
儀
の
命
を
奉
じ
、
そ
の
軍
役
動
員
の
命
を
忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が

自
藩
の
存
続
の
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
続
け
て
い
る
段
階
で
は
、
幕
府
は
即
ち
国
家
・

御
公
儀
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
藩
は
二
重
構
造
を
な
し
て
い
な
い
。「
幕
藩
制

国
家
」
と
い
う
曖
昧
な
国
家
論
よ
り
「
幕
府
国
家
論（（
（

」
で
い
く
べ
き
で
は
な
い
の
か

と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
変
化
の
発
端
は
一
九
八
八
年
十
一
月
五
日
、
愛
知
大
学
で
の
「
幕
末
の
政

治
・
情
報
・
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
い
う
講
演
の
中
で
の
主
張
か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
は
一
九
八
九
年
三
月
刊
の
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』
三
十
四
号
に

所
収
さ
れ（（
（

、
一
九
九
四
年
名
著
刊
行
会
か
ら
刊
行
し
た
『
幕
末
維
新
期
の
文
化
と
情

報
（
10
（

』
に
所
収
し
た
。

更
に
こ
の
考
え
は
新
出
史
料
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
補
強
さ
れ
、
二
〇
一
三
年
六
月

二
十
二
日
鶴
岡
市
立
図
書
館
で
お
こ
な
っ
た
講
演
「
新
徴
組
と
庄
内
藩
な
ら
び
に
第

二
次
酒
田
県
」
で
展
開
、
二
〇
一
六
年
校
倉
書
房
か
ら
刊
行
し
た
『
地
域
の
視
座
か

ら
通
史
を
撃
て
！
』
に
所
収
し
た（11
（

。

注（
1
（
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
（

（
2
（
和
学
講
談
所
の
史
料
を
み
て
も
、
和
学
講
談
所
に
は
考
証
学
の
達
人
が
集
ま
っ
て

お
り
、
あ
ら
ゆ
る
異
本
を
集
め
て
正
確
な
テ
キ
ス
ト
を
作
る
集
団
だ
っ
た
。
そ
こ
に

は
私
が
調
べ
て
い
た
土
浦
の
色
川
三
中
と
い
う
地
域
派
国
学
者
も
協
力
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
力
は
江
戸
後
期
に
は
よ
ほ
ど
の
蓄
積
が
あ
り
、
索
引
を
ど
う
作
る
か
、
誰

が
写
本
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
情
報
の
交
換
も
活
発
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
明

治
に
入
っ
て
か
ら
の
成
果
が
『
古
事
類
苑
』
だ
と
思
う
。
神
宮
文
庫
に
史
料
が
残
さ

れ
て
い
る
が
、
長
い
期
間
史
料
を
博
捜
し
て
お
り
、
最
初
の
目
論
見
よ
り
は
縮
小
し

て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
大
し
た
成
果
で
あ
る
。
普
通
の
歴
史
学
者
は
あ
ま
り
古
事
類

苑
を
使
わ
な
い
と
い
う
態
度
だ
が
、
山
口
先
生
は
「
古
事
類
苑
だ
け
で
論
文
は
書
け

る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
意
味
の
考
証
学
と
史
料
の
収
集
・
テ
キ
ス

ト
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
を
継
い
だ
人
々
が
史
料
編
纂
所
の

基
礎
を
作
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

関
連
文
献
：
宮
地
正
人
「
風
説
留
か
ら
見
た
幕
末
社
会
の
特
質
―
「
公
論
」
世
界

の
端
緒
的
成
立
」（『
思
想
』
八
三
一
号
、
一
九
九
三
年
。『
幕
末
維
新
期
の
社
会
的

政
治
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
（
に
所
収
（

（
3
（
宮
地
正
人
「
朝
幕
関
係
か
ら
み
た
幕
藩
制
国
家
の
特
質
―
明
治
維
新
政
治
史
研
究

の
一
前
提
と
し
て
―
」（『
人
民
の
歴
史
学
』
四
十
二
号
、
一
九
七
五
年
（

（
（
（
宮
地
正
人
『
天
皇
制
の
政
治
史
的
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
一
年
（

（
（
（
宮
地
正
人
「
幕
末
・
維
新
と
天
皇
」（『
歴
史
評
論
』
三
二
〇
号
、
一
九
七
六
年
（

（
（
（
大
名
間
の
戦
争
は
い
わ
ば
「
私
戦
」、
各
藩
の
軍
役
奉
仕
は
「
公
戦
」
に
あ
た
る
。

（
（
（
幕
府
に
公
認
さ
れ
た
反
対
給
付
の
形
で
あ
る
。

（
（
（
国
際
研
究
集
会
当
日
、
朴
薫
氏
よ
り
、
公
武
合
体
を
基
盤
と
し
て
近
世
国
家
が
成

り
立
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
幕
府
国
家
論
」
よ
り
は
「
朝
幕
国
家
論
」
が
ふ
さ
わ

し
い
の
で
は
な
い
か
と
質
問
が
あ
っ
た
。「
朝
幕
国
家
論
」
は
朝
廷
に
重
き
を
置
き

す
ぎ
て
お
り
、
ペ
リ
ー
来
航
以
前
の
幕
府
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え

る
。
幕
府
は
朝
廷
に
対
し
て
礼
を
尽
く
し
て
い
る
が
、
幕
府
が
諸
大
名
の
軍
役
動
員

を
国
家
と
し
て
命
令
す
る
と
い
う
枠
組
の
中
に
、
幕
府
が
朝
廷
を
入
れ
て
い
る
。
朝

廷
も
そ
れ
を
前
提
と
し
て
幕
府
と
関
係
を
続
け
て
い
る
。
従
っ
て
ペ
リ
ー
来
航
以
前

は
「
幕
府
国
家
」
と
い
え
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
公
武
合
体
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
前

提
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
が
機
能
し
な
く
な
り
、
様
々
な
対
立
や
安
政
大

獄
が
起
き
て
く
る
と
、
幕
府
と
し
て
は
公
武
合
体
を
修
復
す
る
た
め
に
和
宮
降
嫁
や

奉
勅
攘
夷
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
必
死
の
公
武
合
体
体
制
の
再
構
築
の
努
力
を
最

後
ま
で
続
け
て
い
た
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

で
は
ペ
リ
ー
来
航
以
降
に
こ
の
幕
府
国
家
に
ど
の
よ
う
な
亀
裂
が
生
じ
崩
壊
し
て

い
っ
た
の
か
、
と
い
え
ば
、
公
論
が
広
が
る
中
で
新
し
い
合
議
体
制
が
生
ま
れ
て
い

く
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
幕
府
自
体
を
い
か
に
近
代
化
し
て
い
く
の
か
、
幕
臣

と
旗
本
の
あ
る
部
分
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
幕
末
の
幕
府
改
革
を
推
進
し
て

い
っ
た
。
単
に
公
武
合
体
か
ら
公
議
輿
論
へ
、
と
い
う
話
で
は
、
王
政
復
古
に
い
た
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る
幕
末
の
複
雑
な
過
程
は
わ
か
ら
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
最
後
ま
で
権
力
を
維

持
し
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
新
し
い
形
に
展
開
す
る
と
い
う
努
力
は
幕
府
が
必
死
に

や
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
現
在
で
も
研
究
さ
れ
て
い

な
い
。

（
（
（
宮
地
正
人
「
幕
末
の
政
治
・
情
報
・
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
愛
知
大
学
綜
合

郷
土
研
究
所
紀
要
』
三
十
四
号
、
一
九
八
九
年
（

（
10
（
宮
地
正
人
『
幕
末
維
新
期
の
文
化
と
情
報
』（
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
（

（
11
（
宮
地
正
人
「
新
徴
組
と
庄
内
藩
並
び
に
第
二
次
酒
田
県
」（『
地
域
の
視
座
か
ら
通

史
を
撃
て
！
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
六
年
（


