
　

山
口
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
岩
国

に
は
、
世
界
に
誇
る
名
橋
、
錦
帯
橋
が

あ
り
ま
す
。
最
も
美
し
い
橋
は
な
に
か

と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
こ
な
え
ば
、

必
ず
上
位
に
食
い
込
む
こ
と
で
し
ょ
う

し
、
諸
説
紛
々
と
す
る
日
本
三
名
橋
や

三
奇
橋
に
不
動
で
名
を
連
ね
る
こ
と
で

も
、
い
か
に
愛
さ
れ
て
い
る
橋
で
あ
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
橋
は
決
し
て
美
し
さ

や
奇
を
て
ら
っ
て
架
け
ら
れ
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
姿
は
、
木
や
石

と
い
っ
た
自
然
の
材
の
み
を
も
っ
て
、

困
難
な
架
橋
条
件
を
克
服
す
る
た
め
に

叡
智
を
絞
っ
て
造
ら
れ
た
構
造
美
の
結

晶
な
の
で
す
。

　

錦
帯
橋
の
生
み
の
親
は
、
岩
国
を
治
め

た
第
三
代
領
主
・
吉
川
広
嘉
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
岩
国
吉
川
家
の
始
祖
・
吉
川

広
家
は
、
西
国
の
雄
・
毛
利
輝
元
と
従
兄

の
間
柄
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
毛
利
の
支

藩
で
出
雲
国
富
田
12
万
石
を
治
め
て
い
ま

し
た
。

　

慶
長
5
年（
1
6
0
0
）の
関
ヶ
原
の

戦
い
に
お
い
て
、
家
康
に
次
ぐ
実
力
者
で

あ
っ
た
毛
利
輝
元
は
、
石
田
三
成
に
よ
っ

て
西
軍
の
大
将
に
か
つ
ぎ
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
外
交
手
腕
に
た
け
た
吉
川
広
家

は
、
三
成
が
天
下
人
の
器
で
は
な
い
こ
と

を
見
抜
き
、
東
軍
勝
利
を
確
信
し
て
い
た

た
め
、
家
康
に
内
通
し
て
主
家
で
あ
る
毛

利
の
安
堵
を
取
り
付
け
る
一
方
で
、
戦
場

で
は
毛
利
軍
の
動
き
を
封
じ
て
東
軍
勝
利

に
貢
献
し
ま
し
た
。

　

広
家
の
働
き
で
、
毛
利
家
は
石
田
三

成
と
共
倒
れ
の
危
機
を
ま
ぬ
が
れ
た
も

の
の
、
1
2
0
万
石
の
大
藩
か
ら
周
防
・

長
門
37
万
石
に
大
減
封
さ
れ
て
し
ま
い
、

こ
れ
以
後
、
毛
利
家
は
吉
川
家
を
裏
切

り
者
と
恨
み
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
支

藩
と
し
て
決
し
て
認
め
ぬ
立
場
を
つ
ら

ぬ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
出
雲
か
ら
岩

国
3
万
石
へ
減
封
さ
れ
た
広
家
は
、
小

さ
い
な
が
ら
一
国
一
城
の
大
名
格
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で

も
毛
利
家
の
家
臣
と
い
う
屈
辱
的
な
扱

い
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
逆
境
は
、
得
て

し
て
名
君
を
生
み
出
す
糧
と
な
る
よ
う

で
す
。
吉
川
家
二
代
目
の
広
正
は
、
新

田
開
発
や
紙
専
売
制
度
を
実
施
し
て
領

内
の
財
政
基
盤
を
築
き
上
げ
、
続
い
て

寛
文
三
年（
1
6
6
3
）に
三
代
目
領
主

と
な
っ
た
広
嘉
は
、「
三
代
目
は
凡
庸
」

と
い
う
ジ
ン
ク
ス
を
覆
し
、
銅
山
の
開

発
や
抄
紙
業
を
興
す
一
方
で
、
文
化
事

業
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
彼

の
業
績
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

錦
帯
橋
の
創
建
で
し
た
。

　

錦
帯
橋
が
架
か
る
錦
川
は
、
山
口
県
最

大
の
大
河
で
あ
り
、
山
ま
た
山
を
縫
う
よ

う
に
流
れ
て
い
る
た
め
、
美
し
い
名
前
と

は
裏
腹
に
、
大
雨
と
な
れ
ば
水
が
溢
れ
て

河
口
付
近
の
岩
国
を
濁
流
が
襲
い
ま
し
た
。

岩
国
吉
川
家
は
、
錦
川
の
右
岸
に
治
所

を
お
く
一
方
で
、
城
下
町
は
左
岸
に
広

が
っ
て
い
た
た
め
、
両
所
を
む
す
ぶ
橋

は
じ
め
に

吉
川
広
嘉 け

ん
せ
つ

で
ん
せ
つ
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錦
帯
橋
の
誕
生

は
必
要
不
可
欠
で
し
た
が
、
河
幅
約

2
0
0
m
の
暴
れ
川
は
や
す
や
す
と
架
橋

を
許
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
暦

3
年（
1
6
5
7
）に
二
代
領
主
の
広
正

が
架
け
た
横
山
橋
も
、
わ
ず
か
2
年
で
流

さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
は
渡
船
を
も
っ

て
河
を
わ
た
る
不
便
を
君
臣
と
も
に
強
い

ら
れ
、
い
つ
し
か
流
さ
れ
な
い
橋
を
架
け

る
こ
と
は
、
吉
川
家
の
悲
願
と
な
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

横
山
橋
が
流
さ
れ
た
後
、
広
正
が
隠
退

を
表
明
し
た
た
め
、
架
橋
の
悲
願
は
三
代

領
主
の
広
嘉
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
英

邁
な
広
嘉
は
、
架
橋
の
苦
心
に
労
力
を
惜

し
ま
ず
、
た
と
え
ば
、
江
戸
参
府
の
帰
り

に
回
り
道
し
て
甲
斐
の
猿
橋
の
視
察
を

行
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
生
来
病
弱

だ
っ
た
た
め
、
た
び
た
び
京
都
へ
療
養
に

お
も
む
い
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
錦
帯
橋

を
手
が
け
る
御
作
事
組
の
児
玉
九
郎
右
衛

門
を
御
供
に
選
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

御
作
事
組
と
は
、
大
工
を
担
当
す
る
役
職

の
こ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
彼
を
道
連
れ
に
し

た
の
は
、
当
時
の
知
識
が
あ
つ
ま
る
京
都

に
お
い
て
、
橋
梁
学
の
見
聞
を
広
め
さ
せ

る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
河
幅
約
2
0
0
ｍ
の
錦
川
は

容
易
な
相
手
で
は
な
く
、
橋
脚
を
造
れ
ば

流
さ
れ
て
し
ま
い
、
橋
脚
を
用
い
な
い
猿

橋
の
よ
う
な
刎
橋
形
式
に
し
て
も
ス
パ
ン

に
限
度
が
あ
り
ま
し
た
。

　

錦
帯
橋
の
独
特
の
姿
は
、
こ
の
よ
う
な

難
し
い
条
件
を
克
服
す
る
た
め
に
生
み
出

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
橋
を
見
る
人
は
、
ど

の
よ
う
に
し
て
奇
抜
な
構
造
を
考
え
だ
し

た
の
か
、
興
味
を
も
っ
た
よ
う
で
す
。
た

と
え
ば
、
俗
説
に
は「
か
き
餅
」が
ヒ
ン

ト
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
日
、
広
嘉
が「
か
き
餅
」を
焼
い

て
い
る
と
、
プ
ク
ー
ッ
と
膨
れ
ま
し
た
。

箸
で
押
さ
え
て
も
膨
れ
上
が
っ
て
く
る
の

で
、
た
め
し
に
４
、
５
個
な
ら
べ
て
み
た

と
こ
ろ
、
錦
帯
橋
の
連
続
ア
ー
チ
を
思
い

つ
い
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
本
当
な

の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
は
広
嘉

の
虚
弱
体
質
が
錦
帯
橋
の
誕
生
に
繋
が
っ

た
と
い
う
次
の
よ
う
な
話
が
、
も
っ
と
も

事
実
に
近
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

寛
文
3
年（
1
6
6
3
）5
月
、
京
都

か
ら
岩
国
に
帰
っ
た
広
嘉
は
、
療
養
も
む

な
し
く
病
状
が
悪
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
外

出
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
お

り
、
長
崎
か
ら
黄
檗
宗
の
独
立
禅
師
が
、

広
嘉
の
治
療
の
た
め
に
岩
国
へ
招
か
れ
ま

し
た
。
独
立
は
中
国
か
ら
の
帰
化
人
で
名

医
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
の
で
す
。
寛

文
4
年（
1
6
6
4
）4
月
の
あ
る
日
、

独
立
は
広
嘉
と
歓
談
し
、
故
郷
杭
州
の
名

勝
・
西
湖
に
つ
い
て
記
さ
れ
た『
西
湖
遊

覧
志
』を
話
題
に
し
た
こ
と
か
ら
、
広
嘉

の
望
み
で
長
崎
か
ら
取
り
寄
せ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
同
年
6
月
、
独
立
の
前
で『
西

湖
遊
覧
志
』を
手
に
取
っ
た
広
嘉
は
、
一

枚
の
絵
図
に
く
ぎ
付
け
と
な
り
、
次
の
瞬

間
、
パ
ー
ン
と
机
を
た
た
い
て「
わ
れ
会

心
の
奇
処
を
得
た
り
！
」と
叫
ん
だ
と
い

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
西
湖
に
並
ぶ
小
島
の

一
つ
一
つ
が
、
ア
ー
チ
橋
で
結
ば
れ
て
い

る
様
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
河
幅
が
広

け
れ
ば
、
川
に
島
を
築
け
ば
い
い
。
錦
帯

橋
が
創
案
さ
れ
た
瞬
間
で
し
た
。

　

こ
の
時
の
様
子
は
、
広
嘉
が
命
じ
て
つ

く
ら
せ
た『
西
湖
遊
覧
志
』の
写
本
の
序

文
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
独
立
自

身
の
筆
に
よ
る
こ
と
、
ま
た『
西
湖
遊
覧

志
』の
図
が
、
錦
帯
橋
を
連
想
さ
せ
る
に

十
分
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
そ
こ
に

描
か
れ
た
西
湖
の
橋
が
16
世
紀
中
期
以
降

に
錦
帯
橋
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
こ
の
説
が
も
っ
と
も
確
か
ら
し
い
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
名
君
は
病
気
も
功

名
と
す
る
運
気
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
9
年
後
の
延
宝
元
年（
1
6
7
3
）、

錦
川
に
4
つ
の
石
積
み
橋
台
を
築
き
、
流

れ
の
緩
や
か
な
両
岸
側
が
普
通
の
桁
橋
で
、

急
流
部
の
中
央
3
径
間
は
刎
橋
を
応
用
し

た
木
造
ア
ー
チ
と
い
う
世
界
に
類
を
み
な

い
構
造
の
錦
帯
橋
は
完
成
し
ま
し
た
。
創

建
の
翌
年
に
、
流
失
の
憂
き
目
を
み
た
も

の
の
、
そ
の
後
す
ぐ
に
改
良
再
建
さ
れ
、

以
後
、
昭
和
25
年
の
キ
ジ
ア
台
風
に
よ
っ

て
落
橋
す
る
ま
で
、
吉
川
家
の
悲
願
の
と

お
り
、
実
に
2
7
6
年
間
も
流
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
昭

和
28
年
に
再
建
さ
れ
、「
平
成
の
架
替
」を

経
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

錦
帯
橋
を
訪
れ
る
観
光
客
は
後
を
絶
た

ず
、
岩
国
の
大
切
な
観
光
資
源
と
な
っ
て

い
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
指
導
者
の
創
案
し
た

二
つ
と
な
い
建
造
物
は
、
創
建
か
ら

3
4
0
年
も
後
の
世
ま
で
、
か
つ
て
の
領

地
を
今
で
も
潤
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

岩
国
吉
川
家

ヒ
ン
ト
は
「
か
き
餅
」？

独
立
禅
師

お
わ
り
に

暴
れ
川

お
う
ば
く
し
ゅ
う

せ
い
こ

ど
く
り
ゅ
う
ぜ
ん
じ

き
っ
か
わ

ひ
ろ
ま
さ

ひ
ろ
い
え

と

だ

ひ
ろ
よ
し

さ
る
は
し

は
ね
ば
し

錦帯橋
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