
大
分
県
下
の
古
道
の
調
査
に
つ
い
て

末
　
廣
　
利
　
人

一
　
は
じ
め
に

　
本
日
の
話
の
内
容
は
、
本
来
去
る
三
月
九
日
の
当
史
談
会
の
春
季
学

習
会
で
行
う
予
定
だ
っ
た
も
の
で
す
。
本
日
の
レ
ジ
メ
も
、
三
月
に
作
っ

て
い
ま
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
持
参
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
悪
し
か
ら
ず

ご
了
承
下
さ
い
。
当
日
は
万
止
む
を
得
な
い
事
情
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

私
の
個
人
的
な
理
由
に
よ
り
急
速
変
更
さ
せ
て
頂
き
、
御
迷
惑
を
お
か

け
致
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
謝
罪
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
さ
て
本
日
は
、
盛
大
な
総
会
の
開
催
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
ら
に
総
会
だ
と
は
い
え
、
こ
れ
ほ
ど
多
数
の
方
が
参
集
さ
れ
て
お
り

ま
す
こ
と
に
、
敬
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
も
、
当
会
の
平

素
か
ら
の
活
動
の
賜
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
や
別
府
市
域
に
お
け
る

「
古
道
」
の
研
究
が
、
相
当
に
進
展
し
て
い
る
や
に
お
開
き
し
て
い
ま
す
。

本
日
の
私
の
お
話
が
、
少
し
で
も
皆
さ
ん
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
で
あ
り

ま
す
。

二
　
「
み
ち
」
の
語
源

　
最
初
に
「
み
ち
」
の
語
源
か
ら
入
り
ま
す
。
訓
読
み
の
「
み
ち
」
を

辞
典
で
調
べ
ま
す
と
、
道
・
路
・
径
・
途
な
ど
十
数
種
の
文
字
が
あ
げ

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
「
街
道
」
や
「
往
還
」
な
ど
の
言
葉
も
あ
り
ま

す
。
字
義
を
一
つ
一
つ
調
べ
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い

が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
『
道
の
文
化
』
（
昭
和
五
四
年
刊
、
山
田
宗
睦
編
）
に
よ
れ
ば
、

「
み
ち
」
は
も
と
も
と
倭
語
で
あ
り
、
「
み
」
と
「
ち
」
か
ら
成
っ
て
い
る
、

と
い
い
ま
す
。
「
み
」
は
接
頭
語
の
「
御
」
で
あ
り
、
「
ち
」
は
「
あ
っ

ち
」
「
こ
っ
ち
」
な
ど
と
い
う
時
の
「
ち
」
で
、
漠
然
と
あ
る
方
向
を

示
す
も
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。

　
そ
う
い
え
ば
、
明
治
十
年
代
前
半
の
『
大
分
県
統
計
書
』
に
、
豊
前

道
が
七
路
線
、
刺
向
道
が
四
路
線
、
筑
前
道
筑
後
道
が
三
路
線
、
肥
後

道
が
五
路
線
も
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
豊
前
道
に
限
っ
て
い
え
ば
、
宇

佐
方
面
か
ら
の
道
も
玖
珠
方
面
か
ら
の
道
も
、
さ
ら
に
日
田
方
面
か
ら

の
道
も
含
め
て
、
七
つ
の
路
線
が
す
べ
て
豊
前
道
だ
と
い
う
の
で
す
。

　
ど
う
や
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
社
会
の
道
路
行
政
に
慣
ら
さ
れ
て
し

ま
っ
て
、
道
と
は
一
本
の
路
線
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
だ
と
い
う
固
定

観
念
を
持
ち
す
ぎ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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三
　
道
の
歴
史

　
み
ち
は
人
類
の
始
ま
り
と
と
も
に
生
ま
れ
た
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る

「
獣
道
」
か
ら
出
発
し
、
そ
の
条
件
の
良
し
悪
し
、
人
通
り
の
多
寡
な

ど
か
ら
次
第
に
し
ぼ
ら
れ
て
行
き
、
社
会
体
制
、
国
家
体
制
の
整
備
と

並
行
し
て
、
多
く
の
道
の
中
か
ら
公
認
道
が
指
定
さ
れ
、
整
備
が
進
め

ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
非
公
認
道
も
、
消
滅
し
廃
止
さ

れ
て
し
ま
う
と
は
限
ら
な
い
は
ず
で
す
。
何
よ
り
人
々
は
、
い
た
る
所

に
定
住
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
積
が
あ
っ
て
集
落
が
生
ま
拝
、
交
流
し
て

来
た
の
で
す
か
ら
。
土
地
改
良
等
の
際
の
里
道
の
扱
い
を
み
れ
ば
、
そ

の
存
在
の
根
強
さ
が
わ
か
り
ま
す
。

　
わ
が
国
の
古
代
は
、
律
令
制
の
導
入
を
も
っ
て
本
格
的
な
展
開
を
は

じ
め
ま
し
た
。
律
令
制
下
の
地
方
行
政
区
割
は
、
い
わ
ゆ
る
五
畿
七
道

で
し
た
。
道
ご
と
に
京
よ
り
各
国
府
を
通
過
す
る
駅
路
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。
駅
路
に
は
原
則
と
し
て
ヱ
ハ
㎞
ご
と
に
駅
が
置
か
れ
て
、
直
線

的
な
道
路
で
結
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
駅
路
は
、
交
通
・
通
信
路
で
あ
る

と
同
時
に
、
支
配
網
で
も
あ
り
ま
し
た
。
わ
が
九
州
は
西
海
道
に
属
し
、

筑
前
に
お
か
れ
た
遠
の
朝
廷
大
宰
府
が
全
体
を
統
轄
し
ま
し
た
。
大
宰

府
を
中
心
に
各
国
の
国
府
と
国
府
を
結
ぶ
路
線
が
、
官
の
公
認
道
路
と

な
っ
た
の
で
す
。

　
現
大
分
県
下
の
駅
と
駅
路
に
つ
い
て
は
下
図
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
、
大
き
な
変
更
を
伴
い
つ
つ
も
、
現
在
の
国

道
一
〇
号
線
、
五
七
号
線
、
二
Ｉ
○
号
線
、
一
九
七
号
等
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
大
分
県
の
主
要
道
は
、
こ
の

古
代
宮
道
を
な
ぞ
り
つ
つ
、
発
展
整
備
さ
れ
て
来
た
と
い
え
る
で
し
ょ

ぶ？

古代官道と駅（『大分の歴史』（２）より）

　
中
世
に
は
、
律
令
制
の
弛
緩
と
荘
園
の
発
達
に
よ
っ
て
、
河
川
や
海

上
な
ど
の
水
上
交
通
が
発
達
し
、
陸
上
交
通
路
に
も
変
化
が
現
わ
れ
ま
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す
が
、
近
世
の
幕
藩
体
制
下
に
は
、
江
戸
を
中
心
と
す
る
五
街
道
と
諸

藩
庁
相
互
を
結
ぶ
路
線
が
主
要
道
と
な
り
ま
し
た
。

　
左
の
図
は
幕
府
巡
検
使
の
順
路
図
で
す
。
い
わ
ば
幕
府
公
認
の
道
路

を
経
由
し
た
と
見
て
い
い
で
し
ょ
う
。

（『大分県史近世篇IV』より）

　
『
豊
後
国
志
』
の
「
旅
程
」
に
も
、
①
府
内
城
東
か
ら
通
計
七
里
余

の
海
部
郡
臼
杵
城
路
、
②
同
じ
く
通
計
七
里
余
の
海
部
郡
佐
賀
関
路
、

③
府
内
城
西
か
ら
七
里
余
の
速
見
郡
日
出
城
路
、
④
府
内
城
南
か
ら
通

計
十
三
里
余
の
玖
珠
郡
森
営
路
、
⑤
同
じ
く
通
計
十
一
里
余
の
直
人
郡

岡
城
路
な
ど
が
、
途
中
通
過
の
主
要
村
や
里
程
入
り
で
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
国
道
一
〇
号
線
（
①
③
）
、
Ｔ
几
七
号
線
（
②
）
、

二
Ｉ
○
号
線
（
④
）
、
五
七
号
線
（
⑤
）
の
母
体
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
お
察
し
が
つ
く
で
し
ょ
う
。

四
　
近
現
代
の
道
路

　
明
治
維
新
以
降
の
近
現
代
は
、
首
都
東
京
と
各
府
県
庁
を
結
ぶ
路
線

に
経
済
的
軍
事
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
主
要
路
線
が
認
定
さ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
わ
が
国
初
の
総
合
的
道
路
行
政
の
基
本
法
で
あ
る
道
路
法

の
成
立
施
行
は
、
何
と
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
な
の
で
す
。
そ
れ
ま

で
は
、
各
道
路
の
名
称
に
つ
い
て
も
旧
慣
に
よ
る
名
称
が
そ
の
ま
ま
使

用
さ
れ
た
り
、
内
務
省
告
示
に
よ
る
名
称
で
あ
っ
た
り
と
錯
綜
も
見
ら

れ
ま
す
。
か
な
力
大
き
く
路
線
を
変
更
し
た
上
で
、
一
八
九
四
（
明
治

二
七
）
年
以
来
旧
豊
前
街
道
（
小
倉
道
）
は
国
道
三
五
号
線
、
日
向
街

道
（
日
向
道
）
は
国
道
三
六
号
線
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
道
路
法
成

立
以
降
、
内
務
省
告
示
第
二
八
号
に
よ
る
国
道
三
号
線
（
旧
三
五
号
、

三
六
号
）
、
福
岡
県
道
・
佐
賀
県
道
、
熊
本
県
道
・
国
道
五
一
号
線
（
旧

伊
予
街
道
）
が
正
規
の
も
の
と
さ
れ
、
浸
透
し
て
行
く
の
で
す
。
路
線

の
変
更
は
、
鹿
鳴
越
か
ら
赤
松
・
立
石
峠
越
え
や
三
重
～
梓
越
え
か
ら

日
豊
海
岸
沿
い
へ
の
付
替
え
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
山
間
・
急
阪
道
か
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ら
海
岸
部
へ
の
付
替
え
が
特
徴
で
す
。

　
な
お
こ
の
道
路
法
に
よ
り
、
国
道
と
府
県
道
、
郡
道
、
市
町
村
道
な

ど
と
区
分
さ
れ
ま
し
た
が
・
、
道
路
費
の
負
担
は
地
方
負
担
主
義
が
原
則

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
Ｔ
几
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
新
道
路
法
が
公
布
さ
れ
て
、
一
級
国

道
、
二
級
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
区
分
と
費
用
負
担
等
が

明
瞭
化
し
、
さ
ら
に
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
の
改
正
で
、
高
速
自
動
車

道
が
加
え
ら
れ
、
国
道
も
一
般
国
道
に
ま
と
め
ら
れ
て
’
今
日
に
到
っ

て
い
ま
す
。

　
自
動
車
交
通
の
発
達
は
、
道
路
の
拡
幅
と
直
線
化
を
中
心
に
大
土
木

工
事
を
促
し
、
道
路
景
観
を
一
変
さ
せ
ま
し
た
。
旧
来
の
道
路
の
痕
跡

も
多
く
失
な
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
中
で
、
文
化
庁
が
全
国
の
「
歴
史
の
道
」
の
調
査
を
企
画
し

ま
し
た
。
昭
和
五
四
年
度
か
ら
三
年
が
か
り
で
大
分
県
で
も
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
が
県
下
で
初
の
、
全
県
的
な
道
の
歴
史
研
究
の
取
組
み

と
な
り
ま
し
た
。
私
も
そ
の
調
査
員
の
一
人
に
加
え
ら
れ
、
地
元
の
方

の
絶
大
な
御
支
援
と
御
教
示
の
も
と
、
日
出
町
～
中
津
市
の
豊
前
道
と

宇
佐
勅
使
道
を
調
査
し
、
報
告
書
を
出
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
推
定
道
の
全
路
程
を
車
か
徒
歩
で
走
破
し
、
取
材
や
写
真
撮
影

等
を
行
な
い
ま
し
た
。
雑
木
に
覆
わ
れ
た
鹿
鳴
越
で
痛
く
難
渋
し
た
の

が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
日
本
全
国
で
の
調
査
の
上
に
、

熊
野
古
道
が
世
界
遺
産
に
推
挙
さ
れ
、
選
ば
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
前

も
後
も
、
交
通
史
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
こ

で
の
お
話
も
か
つ
て
の
さ
さ
や
か
な
学
習
を
基
に
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
県
内
の
古
道
調
査
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
報

告
書
を
ま
ず
参
照
さ
れ
ま
す
よ
う
御
案
内
申
上
げ
ま
す
。
全
冊
県
立
図

書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

五
　
主
要
資
料

　
古
代
律
令
期
の
駅
家
と
駅
路
に
つ
い
て
は
、
も
う
古
い
刊
行
物
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
藤
岡
謙
次
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
』

（
昭
和
五
三
～
五
四
年
　
天
明
堂
出
版
）
が
、
全
国
の
各
駅
家
の
所
在

位
置
を
追
求
し
た
最
も
ま
と
ま
っ
た
論
考
で
す
。
資
料
と
し
て
は
、
『
風

土
記
』
や
『
廷
喜
式
≒
倭
名
類
聚
抄
≒
大
宰
管
内
志
』
や
各
地
の
字
図
、

考
古
学
的
成
果
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
世
は
交
通
路
自
体
に
関
す

る
定
番
の
史
料
集
は
乏
し
い
の
で
す
が
、
『
図
田
帳
』
や
諸
合
戦
記
等

に
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
も
見
ら
れ
ま
す
。
豊
前
道
の
調
査
時
に
は
、
豊

後
豊
前
を
席
捲
し
た
南
朝
方
の
遠
征
記
録
を
参
考
に
し
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。

　
近
世
江
戸
期
と
も
な
る
と
、
一
挙
に
記
録
史
料
は
増
え
、
参
勤
交
代
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の
記
録
や
道
中
記
、
旅
行
記
な
ど
が
数
多
く
確
認
さ
れ
ま
す
。
中
で
も

貝
原
益
軒
の
『
豊
国
紀
行
』
や
古
河
古
松
軒
の
『
西
遊
雑
記
』
、
伊
能

忠
敬
の
『
測
量
日
記
』
は
、
県
内
で
の
訪
問
先
も
多
く
、
記
述
も
豊
富

で
、
古
く
か
ら
参
考
に
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
豊
後
域
に
つ
い
て
は
、
刊

本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
さ
え
い
ま
す
。

　
そ
の
他
江
戸
期
に
は
、
正
保
、
元
禄
、
天
保
の
国
絵
図
を
は
じ
め
、

各
藩
の
城
下
絵
図
、
御
領
分
総
絵
図
、
村
絵
図
等
が
遺
さ
れ
て
お
り
、

大
い
に
参
考
と
な
り
ま
す
。
『
豊
後
国
志
』
の
存
在
意
義
は
実
に
大
き

な
も
の
で
す
が
、
付
図
の
郡
別
の
大
絵
図
も
詳
細
か
つ
美
麗
で
、
実
用

性
も
高
い
も
の
で
す
。
原
本
が
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
江
戸
期
以
降
で
あ
れ
ば
、
そ
の
復
元
も
か
な
り
可
能
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
近
代
に
入
る
と
、
内
務
省
地
理
局
、
陸
地
測
量
部
、
国
土
地
理
院
の

五
万
分
の
一
地
形
図
を
は
じ
め
各
種
の
地
図
が
現
わ
れ
、
そ
の
対
比
追

跡
に
よ
っ
て
、
時
期
的
な
変
化
さ
え
把
握
で
き
る
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

注
文
を
す
れ
ば
明
治
期
の
も
の
も
入
手
可
能
で
す
。
ま
た
道
路
網
だ
け

を
記
し
た
大
分
県
管
内
地
図
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
最
終
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
実
地
を
踏
み
周
辺
事
情
を
勘
案
し

て
点
検
す
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元
の
人
へ
の
聞
込
み
も
大
い
に

有
効
で
す
。

六
　
郡
村
誌
の
世
界

　
そ
れ
で
も
、
呼
称
の
変
更
や
混
乱
、
微
小
な
路
線
の
変
更
も
少
な
く

な
く
、
一
口
に
「
古
道
」
と
い
っ
て
も
、
現
況
か
ら
こ
れ
が
「
古
道
」

だ
と
は
な
か
な
か
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
の

殆
ど
は
、
大
方
こ
の
方
向
だ
、
こ
う
い
う
路
線
だ
、
こ
の
部
分
は
古
来

そ
の
ま
ま
だ
と
い
わ
れ
る
、
当
時
そ
の
ま
ま
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と

い
う
程
度
で
し
ょ
う
。
今
や
旧
道
の
破
壊
や
埋
没
は
激
し
く
、
全
道
程

を
発
掘
し
確
認
す
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
の
で
す
か
ら
。
従
っ
て

道
路
の
復
元
に
正
確
を
期
そ
う
と
す
る
な
ら
、
何
時
の
時
代
の
道
路
を
、

何
を
典
拠
と
し
て
復
元
し
、
辿
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
大
方
の
合
意
が

ま
ず
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
一
つ
提
案
を
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
当
別
府
史
談
会
で
は
、

「
豊
後
国
速
見
澗
村
誌
」
を
典
拠
に
し
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
「
郡
村

誌
」
は
興
国
地
誌
と
も
呼
ば
れ
、
草
創
期
の
明
治
政
府
が
、
国
家
予
算

を
つ
け
、
編
集
方
針
や
調
査
項
目
を
も
指
定
し
て
、
全
国
的
に
作
成
さ

せ
た
も
の
で
す
。
ま
さ
に
、
古
代
の
風
土
記
と
並
ぶ
国
家
建
設
の
前
提

と
し
て
の
総
合
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
大
分
県
内
で
も
、
明
治
一
一
年
の
国
東
部
以
来
、
玖
珠
郡
、
日
田
郡

の
順
で
脱
稿
さ
れ
、
「
速
見
郡
村
誌
」
は
一
八
年
六
月
に
脱
稿
さ
れ
て

い
ま
す
。
大
分
郡
と
海
部
郡
は
完
成
に
は
到
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

一
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か
と
思
わ
れ
ま
す
。
国
へ
の
提
出
分
は
関
東
大
震
災
で
全
焼
の
由
で
す

が
、
地
元
保
管
分
か
今
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
郡
と

も
何
分
冊
か
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
大
分
郡
・
海
部
郡
に
つ
い
て
は

存
在
が
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
。
編
さ
ん
予
算
も
打
ち
切
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
セ
ン
サ
ス
の
数
値
等
は
、
す
べ
て
明
治
九
年
と
す
る

よ
う
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
調
査
項
目
は
彊
域
か
ら
古
跡
ま
で
二
二

項
目
（
速
見
郡
で
は
独
自
に
「
温
泉
」
の
項
を
追
加
）
に
及
び
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
が
求
め
て
い
る
「
道
路
」
の
項
目
も
当
然
そ
げ
中
に
含
ま
れ

て
お
り
、
「
本
県
ヨ
リ
他
県
二
通
ズ
ル
モ
ノ
ヲ
往
還
、
或
ハ
道
ト
シ
、

甲
村
ヨ
リ
乙
村
二
通
ズ
ル
モ
ノ
ヲ
路
ト
ス
」
と
い
う
凡
例
も
あ
り
ま
す
。

現
別
府
市
域
で
は
各
村
ご
と
に
、
通
過
し
て
い
る
小
倉
街
道
や
筑
前
筑

後
往
還
の
ほ
か
、
十
数
本
の
路
、
数
本
の
支
道
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
等

級
、
道
路
幅
、
始
点
や
終
点
の
字
名
、
そ
の
里
程
、
交
差
道
路
等
中
途

の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
郷
土
史
誌
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
詳
細
な
「
地
誌
」

の
利
用
価
値
へ
の
認
識
が
、
あ
ま
り
に
も
軽
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

存
じ
ま
す
。

七
　
古
道
を
歩
く

　
さ
て
と
に
か
く
、
地
図
を
片
手
に
推
定
古
道
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
道
の
沿
線
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
痕
跡
が
確
認
さ
れ
、
新
し
い
事
実

に
も
出
会
す
る
で
し
ょ
う
。
前
述
し
ま
し
た
「
日
向
道
・
豊
前
道
」
の

報
告
書
に
は
、
別
府
近
辺
の
も
の
と
し
て
は
、
別
表
の
文
化
財
や
史
跡

が
写
真
入
り
で
揚
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
番
号
も
報
告
書
の
ま
ま
と
し
ま

し
た
。
地
元
の
皆
さ
ん
が
走
破
す
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
関
係
遺
品
を

確
認
し
、
指
摘
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
り
多
い
も
の
と
な
る
よ
う
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天
　
満
　
宮

修
身
社
跡

覚
　
　
正
　
　
寺

致
　
道
　
館

松
　
　
屋
　
寺

蓮
　
　
華
　
寺

日
出
城
跡

帆
足
万
里
墓

石
造
宝
塔

天
　
満
　
社

亀
峰
神
社

道
　
　
　
　
　
標

道
　
　
　
　
　
標

塞
　
　
の
　
　
神

鹿
鳴
越
城
跡

蜂
火
台
跡

徳
田
部
落
跡

一
本
松
跡

小
野
屋
の
国
東
塔

八
　
　
坂
　
社

八
　
　
幡
　
社

大
乗
妙
典
菩
薩
石

　
　
　
　
　
　
　
　
μ

　
　
　
　
　
　
　
　
μ

日
出
町
大
字
豊
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
日
出

11　11　11　11藤
原

豊
岡

//μ　μ　11

山
香
町
大
字
野
原μ　11　μ　11//

境
内
に
亨
保
四
、
安
政
四
年
の
献

燈
、
嘉
永
五
年
の
鳥
居

南
北
朝
期
の
阿
弥
陀
如
来
像
所
持

国
の
天
然
記
念
物
蘇
鉄
な
ど

安
政
七
、
万
延
元
年
の
献
燈

「
右
う
さ
」

「
上
右
う
さ
み
ち
」
「
下
か
し
ら
な

り
み
ち
」

慶
安
年
中
新
設

南
北
朝
期

正
徳
二
年

期
待
し
ま
す
。
た
だ
一
つ
、
石
造
物
も
含
め
て
文
化
財
等
の
多
く
も
、

動
か
さ
れ
て
そ
こ
に
あ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
や
は
り
、
多
眼
的
な
検
討
を
怠
ら
ず
に
確
定
し
て
行
か
れ
る
よ
う

お
推
め
し
ま
す
。

　
最
後
に
一
つ
。
私
は
目
下
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
分
県
近
現
代
史
資
料
セ

ン
タ
ー
で
、
古
文
書
の
解
読
講
習
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
十
人
ほ
ど

で
、
全
員
が
現
役
り
タ
イ
ヤ
組
で
す
が
、
明
治
初
期
の
臼
杵
藩
日
記
と

い
う
同
一
教
材
を
用
い
な
が
ら
、
別
府
大
学
史
学
科
の
学
生
に
比
べ
て

は
る
か
に
覚
え
が
い
い
ナ
ー
、
短
期
間
に
読
め
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ

る
ナ
ー
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
何
よ
り
熱
意
の
強
弱
か
ら
来
る
予
習

復
習
量
の
問
題
で
し
ょ
う
が
、
若
い
学
生
達
に
比
し
、
集
中
力
・
瞬
発

力
・
記
憶
力
で
は
劣
っ
て
も
、
総
合
的
な
意
味
読
み
を
す
る
力
が
断
然

勝
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
ま
す
。
歴
史
学
自
体
が

広
い
体
験
と
見
識
を
必
要
と
す
る
大
人
の
学
問
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す

る
の
で
し
ょ
う
。

　
会
場
を
見
渡
し
て
み
ま
す
と
、
当
別
府
史
談
会
の
会
員
も
若
年
層
は

少
な
い
よ
う
で
す
が
、
熟
年
者
ほ
ど
歴
史
学
と
の
相
性
は
い
い
の
で
す
。

皆
さ
ん
の
研
究
の
更
な
る
前
進
と
深
化
を
、
心
か
ら
御
期
待
申
上
げ
、

本
日
の
講
話
を
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○
八
年
五
月
三
一
日
講
話
）
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