
と
あ
り
、
宇
佐
方
面
に
行
く
道
程
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
社
崎
と
多
米
、

安
覆
の
地
は
定
か
で
な
い
。
豊
前
地
方
か
ら
西
都
大
宰
府
に
通
じ
る
官
道

は
二
と
お
り
あ
り
、
そ
の
駅
路
等
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
豊
前
築

城
を
起
点
と
し
、
便
宜
的
に
両
道
を
、
豊
前
か
ら
到
津
を
経
由
し
て
大
宰

府
ま
で
を
「
筑
前
道
」
、
豊
前
か
ら
田
河
経
由
大
宰
府
ま
で
を
「
田
河
道
」

と
呼
び
記
す
こ
と
と
す
る
。

①
筑
前
道

豊
前
築
城
（
築
城
郡
築
城
）

到
津
（
北
九
州
市
小
倉
到
津
）

嶋
門
（
遠
賀
郡
旧
島
門
村
）

席
打
（
糟
屋
郡
旧
席
打
村
）

美
野
（
福
岡
市
香
椎
付
近
）

大
宰
府
（
太
宰
府
市
）

②
田
河
道

豊
前
築
城
（
築
上
郡
築
城
）

田
河
（
田
川
市
付
近
）

綱
別
（
嘉
穂
郡
庄
内
村
付
近
）

伏
見
（
嘉
穂
郡
大
分
村
高
田
付
近
）

大
宰
府
（
太
宰
府
市
）

こ
れ
ら
の
①
官
道
は
令
に
定
め
ら
れ
た
大
路
で
あ
っ
て
、
発
端
は
山
城
国

山
崎
か
ら
山
陽
道
を
経
由
し
て
太
宰
府
に
入
る
い
わ
ゆ
る
大
宰
府
道
に
あ

た
り
、
現
在
の
国
道
三
号
線
ル
ー
ト
（
旧
道
）
で
あ
る
。

ま
た
②
は
令
の
規
定
で
は
小
路
に
相
当
す
る
。
こ
の
ル
ー
ト
は
築
城
か

ら
航
空
自
衛
隊
送
信
所
北
側
の
切
り
通
し
に
向
か
っ
て
進
み
、
砦
見
薬
師

堂
か
ら
祓
川
を
渡
っ
て
豊
前
国
府
南
西
部
に
至
る
。
国
府
惣
社
地
区
か
ら

甲
塚
古
墳
の
南
切
り
通
し
を
ぬ
け
、
八
景
山
を
過
ぎ
て
今
川
か
ら
天
生
田

へ
入
る
。
そ
し
て
、
現
行
橋
市
西
谷
集
落
か
ら
勝
山
町
上
野
集
落
に
至

り
、
仲
哀
峠
を
越
え
田
河
に
到
達
す
る
。
な
お
大
宰
官
道
に
つ
い
て
は
町

指
定
文
化
財
の
項
で
詳
述
す
る
。
官
道
筋
に
は
古
く
か
ら
の
寺
院
が
存
在

し
、
国
府
・
郡
衙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
築
城
駅
近
く
に
は
椿
市
廃
寺

跡
、
田
河
駅
に
は
天
台
寺
跡
、
伏
見
駅
に
は
大
分
廃
寺
跡
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
郡
単
位
に
寺
院
が
存
在
す
る
。
令
規
定
で
は
小
路
に
あ
た
る
け
れ
ど

も
古
く
か
ら
銅
生
産
・
綿
生
産
な
ど
を
担
う
こ
の
ル
ー
ト
は
、
豊
前
国
と

大
宰
府
を
結
び
、
開
発
さ
れ
た
官
道
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
近
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
、
古
代
の
官
道
跡
が
発
見
さ
れ
る
遺
跡
が

多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
太
宰
府
市
前
田
遺
跡
、
久
留
米
市
朝
妻
遺
跡
・

同
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
等
そ
の
他
多
数
が
あ
る
。

第
二
節

律
令
国
家
の
変
容

一

律
令
制
と
政
治
の
変
化

変
容
の
諸
要
因

律
令
国
家
の
性
格
は
大
き
く
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
律
令
法
が
定

め
る
体
制
に
基
づ
い
た
国
家
運
営
と
、
も
う
一
つ
は
貴
族
社
会
の
緩
さ
が

武
家
社
会
政
権
を
確
立
し
て
い
く
社
会
の
変
容
で
あ
る
。
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前
者
の
場
合
、
律
令
国
家
そ
の
も
の
は
既
に
九
世
紀
に
は
解
体
の
方
向

に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
律
令
制
機
構
に
よ
っ

て
人
々
を
班
田
農
民
と
し
、
庸
調
制
を
中
心
に
租
税
制
度
が
遂
行
さ
れ
、

巨
大
な
中
央
集
権
国
家
が
誕
生
し
た
。
本
来
国
家
に
入
る
べ
き
財
源
は
、

地
方
豪
族
や
こ
れ
と
結
託
す
る
国
司
・
貴
族
等
に
吸
収
さ
れ
、
農
民
の
疲

弊
と
国
家
財
政
の
崩
壊
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
に
拍
車
を
か
け

た
要
因
の
一
つ
に
は
、
流
通
経
済
の
展
開
に
必
要
な
銭
貨
の
運
用
で
も

あ
っ
た
。
貴
族
や
寺
院
・
国
司
な
ど
国
家
財
政
外
に
そ
の
富
を
求
め
て
、

土
地
を
拡
大
し
、
富
豪
族
に
よ
る
私
営
田
開
発
等
、
地
方
勢
力
の
発
展
を

促
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
画
一
的
で
あ
る
べ
き
公
民
が
分
解
し
始

め
、「
富
豪
之
輩
」
と
か
「
力
田
之
輩
」
等
と
国
家
か
ら
も
そ
の
よ
う
に

把
握
さ
れ
、
律
令
的
身
分
制
が
無
実
化
し
て
い
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
要
因
は
律
令
制
度
の
力
を
徐
々
に
な
く

し
、
延
喜
年
間
（
九
〇
一
〜
二
三
）
以
降
は
、
律
令
国
家
体
制
が
著
し
く

変
容
し
て
い
っ
た
。
大
陸
で
は
唐
時
代
が
衰
退
し
、
朝
鮮
で
も
新
羅
国
か

ら
高
句
麗
時
代
と
な
る
過
渡
期
で
も
あ
る
。

新
政
治
形
態

平
安
朝
の
政
治
は
、
従
来
の
律
令
制
を
継
続
し
な
が
ら

く
ろ
う
ど
ど
こ
ろ

け

び

い

し

蔵
人
所
と
検
非
違
使
庁
を
新
設
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
。
蔵
人
所
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
長
官
に
は
左

大
臣
が
任
命
さ
れ
た
が
、
実
際
は
中
・
下
級
官
吏
の
有
力
者
（
階
級
で
は

五
位
、
六
位
の
蔵
人
）
が
選
ば
れ
て
蔵
人
頭
と
な
っ
た
。
内
容
的
に
は
、

例
え
ば
天
皇
か
ら
出
さ
れ
た
詔
を
、
諸
国
に
伝
達
す
る
ま
で
の
長
い
行
政

的
手
続
き
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
、
天
皇
直
轄
の
秘
書
的
性
格
を
持
っ
た
機
関

で
あ
る
。

一
方
、
検
非
違
使
庁
は
、
左
右
衛
門
府
の
中
に
置
か
れ
た
左
右
検
非
違

使
が
発
達
し
た
も
の
で
、
京
の
中
の
非
違
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
作
成
さ

れ
た
、
い
わ
ば
特
捜
警
視
の
役
目
で
あ
る
。
当
初
は
律
令
の
定
め
に
よ
っ

て
実
務
を
行
っ
て
い
た
が
、
犯
人
逮
捕
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
刑

部
省
に
送
ら
ず
、
検
非
違
使
庁
自
ら
犯
罪
の
善
悪
に
判
断
を
下
し
、
処
刑

を
執
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
検
非
違
使
も
弘
仁
年
間
に
設
置
さ
れ

た
。こ

の
新
た
な
令
外
の
新
設
と
と
も
に
、
平
安
時
代
の
政
治
で
重
要
な
の

せ
っ
し
ょ
う
か
ん
ぱ
く

は
「
摂
政
関
白
」
で
あ
る
。
清
和
天
皇
の
と
き
、
太
政
大
臣
で
あ
っ
た

藤
原
良
房
に
天
皇
権
限
の
代
行
を
さ
せ
て
か
ら
、
幼
帝
を
臣
下
が
摂
政
と

し
て
補
佐
す
る
よ
う
に
な
り
、
天
皇
権
限
を
代
行
す
る
よ
う
な
慣
行
令
を

ひ
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
摂
政
は
天
皇
が
元
服
す
る
と
同

時
に
辞
退
す
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
光
孝
天
皇
の
と
き
、
前
天
皇
の
摂
政

で
あ
っ
た
藤
原
基
経
に
そ
の
官
職
を
代
理
さ
せ
る
よ
う
勅
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
が
事
実
上
関
白
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
摂
政
関
白
政
治

は
、
藤
原
氏
一
族
が
宮
廷
で
勢
力
を
持
ち
、
諸
豪
族
を
手
中
に
治
め
て

い
っ
た
時
代
と
も
い
え
る
。
摂
政
政
治
は
律
令
制
の
延
長
上
に
あ
り
、
天

皇
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
の
で
は
な
く
、
古
来
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た

権
威
に
基
づ
い
て
政
治
を
司
っ
た
の
で
あ
る
が
、
藤
原
氏
と
い
う
天
皇
の

代
理
者
を
た
て
る
こ
と
に
よ
り
政
治
を
行
っ
た
点
に
、
そ
の
特
徴
が
見
ら
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れ
る
。

い
ん
せ
い

こ
の
摂
関
政
治
に
対
し
て
、「
院
政
」
と
い
う
政
治
形
態
が
開
始
さ
れ

た
。
藤
原
氏
の
政
治
権
力
に
対
抗
し
て
、
貴
族
層
が
発
言
権
の
意
義
・
主

張
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
政
治
に
対
す
る
批
判
で

も
あ
る
。
主
と
し
て
国
司
等
を
歴
任
し
、
経
済
力
を
持
っ
た
中
級
貴
族
層

だ
じ
ょ
う

が
発
言
権
を
持
つ
た
め
に
、
太
上
天
皇
に
結
束
し
た
機
関
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
白
河
天
皇
は
譲
位
の
後
、
院
庁
に
お
い

て
政
務
を
開
始
し
、
そ
の
実
権
は
朝
廷
・
摂
関
家
を
凌
ぐ
勢
い
と
い
わ

れ
、
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
天
皇
に
い
た
る
三
代
ま
で
院
政
が
継
続
し

た
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
院
政
は
後
に
は
武
家
社
会
と
対
立
す
る
よ
う

に
な
る
。

二

地
域
社
会
の
変
貌

変
貌
し
て
い
く

古

代

村

落

律
令
国
家
体
制
が
完
成
を
見
た
八
世
紀
前
半
、
地
方

で
こ
の
体
制
を
支
え
て
い
た
村
落
は
変
容
し
始
め
、

少
し
ず
つ
そ
の
体
制
は
崩
れ
て
い
っ
た
。

地
方
の
村
落
を
管
轄
と
し
て
い
た
郡
司
は
、
そ
の
権
限
を
生
か
し
、
神

社
の
祭
り
や
秋
の
収
穫
時
期
の
祝
い
に
村
民
と
酒
を
飲
み
、
歌
い
、
私
邸

に
大
き
な
倉
や
氏
寺
を
建
て
、
私
的
財
産
を
増
や
し
て
い
っ
た
と
さ
れ

る
。
こ
れ
を
支
え
て
き
た
の
が
一
般
の
農
民
層
で
あ
り
、
富
豪
層
か
ら
の

経
済
活
動
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
立
し
て
初
め
て
私
的
経
営
が
で
き
る

体
制
が
確
立
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
律
令
体
制
か
ら
成
る
摂
関
期
の
農
村
を

は
じ
め
と
し
て
、
徐
々
に
荘
園
カ
ラ
ー
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
古
代
か
ら

中
世
へ
の
過
渡
期
の
村
落
形
成
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

国
司
の
変
容
と

郡
司
の
動
向

九
世
紀
後
半
ご
ろ
、
国
司
及
び
郡
司
等
は
新
た
な
転

換
を
迫
ら
れ
て
い
た
。

国
司
制
度
は
律
令
制
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
典
型
的
な
官
庁
制
度
で
あ

り
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
が
、
内
容

的
に
は
律
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば

国
司
・
郡
司
等
は
地
方
行
政
を
司
る
職
務
を
持
っ
て
お
り
、
共
に
そ
れ
ら

を
遂
行
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
平
安
初
期
ご
ろ
か
ら
先
に
も
記
し
た
よ

う
に
富
豪
層
の
郡
司
が
取
り
た
て
ら
れ
、
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
以

前
の
伝
統
的
豪
族
は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

国
司
の
職
務
は
籍
帳
に
よ
っ
て
農
民
を
郷
に
編
成
し
、
班
田
制
を
施
行

し
、
租
庸
調
を
民
衆
に
課
し
て
税
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
を
本
務
と
し
た
。

彼
ら
の
仕
事
は
多
方
面
に
あ
っ
た
が
、
職
員
令
の
規
定
で
は
、
大
国
で
国

司
は
六
名
（
ほ
か
史
生
三
名
）、
下
国
で
は
二
名
（
ほ
か
史
生
三
名
）
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
郡
は
大
郡
で
八
名
、
上
郡
で
六
名
で
あ

り
、
実
際
の
地
方
行
政
は
郡
司
に
主
導
権
が
あ
っ
て
、
国
司
は
そ
の
職
務

遂
行
を
総
体
的
に
扱
う
任
務
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
平
安
時
代
に
入
る
と

律
令
制
時
の
職
務
は
ほ
と
ん
ど
し
な
く
な
り
、
農
民
の
耕
作
し
て
い
る
田

地
（
百
姓
名
を
単
位
に
税
を
課
す
る
）
に
賦
課
を
課
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、
名
目
上
は
国
司
の
支
配
す
る
土
地
と
し
て
課
税
が
保
た
れ
て
い

み
ょ
う
し
ゅ

た
が
、
実
際
は
「
名
主
」
と
呼
ば
れ
る
地
主
が
そ
れ
ら
の
土
地
等
を
支
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