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｢
た
地
名
｣

考
は
､
と
り
あ
げ
る
べ
き
地
域

･
地
名
が
多
い
の
で
'
前

･
後
二
篇
に

分
割
し
た
｡
小
論
は
そ
の
後
篇
で
あ
る
か
ら
､
序
論
と
し
て
特
に
述
べ
る
べ
き
事
は

な
い
が
'
い
さ
さ
か
断
っ
て
お
き
た
い
｡
前
篇
に
お
い
て
､
｢
『
た
地
名
』
は
特
定
地

域
に
集
中
し
て
い
る
の
で
'
そ
の
地
域
を

一
括
し
て
述
べ
る
｣
と
い
う
方
針
で
臨
ん

だ
の
は
､
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
｡
こ
の
方
針
で
書
い
て
ゆ
-
と
'

そ
の
地
域
の
地
形
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
長
所
は
あ
る
が
'
同

一
地
名
が
各
所

に
散
ら
ば
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
ば
か
り
か
､

一
括
し
た
地
域
以
外
か
ら
も
例
が
見

出
さ
れ
､
論
証
か
ら
省
-
の
が
惜
し
ま
れ
る
こ
と
が
多
-
､
結
果
的
に
､
地
域
別
に

一
括
す
る
方
針
を
崩
し
て
し
ま
う
場
合
も
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が

ら
'
小
論
は
後
篇
で
あ
る
か
ら
､
前
篇
の
方
針
を
変
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
｡
結

果
的
に
一
括
し
て
述
べ
る
地
域
以
外
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
-
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ

れ
と
と
も
に
､
｢
た
｣
以
外
の
地
名
に
ふ
れ
て
総
合
的
に
見
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
る
で

あ
ろ
う
｡
相
互
に
関
連
す
る
点
が
多
い
か
ら
で
あ
る
｡

な
お
､
前
篇
中
に
結
論
に
相
当
す
る
内
容
も
既
に
出
て
い
る
｡
後
篇
は
､
前
篇
で

述
べ
た
事
を
仮
説
と
し
て
そ
の
実
証
に
当
る
場
合
も
多
い
こ
と
を
断

っ
て
お
き
た

い
｡

本

論

第
四
節
(前
篇
か
ら
の
通
し
で
記
す
)
山
陽
地
方

(兵
庫
*
･
岡
山

･
広
島
の
三
県
-

兵
庫
は

一
般
に
は
近
畿
に
入
れ
ら
れ
る
が
'
地
形
的
に
は
山
陽
続
き
で
あ
る
｡
)

こ
の
地
域
の
地
相
の
共
通
性
は
､
い
ろ
い
ろ
の
資
料
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
､
た

と
え
ば

｢
日
本
の
自
然
6

中
国
四
国
｣
(岩
波
)
に
よ
る
と
'

中
国
山
地
の
脊
梁
部
は
'
兵
庫

･
鳥
取
両
県
境
に
そ
び
え
る
氷
ノ
山
1-10
m
二
二

宝
山
儲

m
t
兵
庫

･
岡
山
県
境
の
後
山
胤

m
･
津
黒
山
1118

m
'
蒜
山
此

m
･
毛
無

山
1218

m
な
ど
を
連
ね
'
さ
ら
に
西
南
西
方
面
に
花
見
山
鳩

m
･
道
後
山
12-1
m
･
立

烏
帽
子
山
潤

m
･
琴
引
山
1013
m
･
阿
佐
山
1218
m
･
臥
龍
山
12-3

m
･
恐
羅
漢
山
朋
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m
･冠
山
朋

mな
ど
の
山
山
が
連
続
す
る
｡
こ
れ
ら
の
山
々

程
度
に
揃
っ
て
い
る
と
と
も
に
､
全
体
と
し
て
か
な
り
な
だ
ら
か
な
山
容

を
示
し

や
川
副
.
･･･中
国
山
地
脊
梁
部
の
北
側
お
よ
び
南
側
に
は
海
抜
6-0

m
程
度
の
高
ま

り
を
な
す
高
原
状
の
山
々
が
分
布
す
る
｡
-
ま
た
瀬
戸
内
海
に
近
い
地
域
に
は
3-0

m
以
下
の
低
い
丘
陵
状
の
土
地
が
広
-
分
布
す
る
｡
-
こ
れ
ら
の
地
形
面
は
長
期

間
の
侵
食
に
よ
っ
て
な
だ
ら
か
に
な
っ
た
土
地
が
'
そ
の
後
の
地
盤
運
動
に
よ
っ

(平
坦
)

て
隆
起
し
､
現
在
の
高
さ
ま
で
持
ち
上
げ
ら
れ
た

｢侵
食

小

起

伏

面
｣
と
よ
ば
れ

る
土
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
-
中
国
山
地
で
古
-
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

た
た
ら
製
鉄
は
'
こ
の
中
国
山
地
の
花
繭
岩
地
域
を
中
心
に
花
尚
岩
や
閃
緑
岩
の

風
化
し
た
マ
サ
か
ら
採
取
し
た
磁
鉄
鉱
を
原
料
と
し
て
鉄
穴
流
し
と
い
う
方
法
で

行
わ
れ
て
い
た
｡
(門
～
門
)

の
よ
う
に
'
地
質

･
地

形
上
の
類
似
が
､
そ
の
成
立
を
含
ん
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

詳
細
に
は
ま
だ
外
に
も
あ
げ
ら
れ
る
が
､
今
は
こ
れ
に
と
ど
め
て
お
-
｡
た
だ
し
'

(波
椴
部
)

一
つ
断
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
右
の
説
明

に

あ

る

｢山
容
が
な
だ
ら
か
｣
と
い
う

点
で
あ
る
｡
こ
れ
は
地
形
を
大
局
的
全
体
的
に
見
た
表
現
で
あ
っ
て
'
そ
の
ま
ま
微

地
形
に
は
妥
当
し
な
い
｡
即
ち
､
右
の
説
明
に
も
あ
る
と
お
り
'
当
地
方
の
一
大
特

色
で
あ
る
地
質

(風
化
花
南
岩
-
マ
サ
)
が
原
因
で
'
大
小
の
崖
崩
れ
跡
が
あ
る
こ

と
で
あ
り
､
こ
れ
は
詳
細
な
地
形

(五
万
分
の
一
･
二
万
五
千
分
の
一
な
ど
)
で
山

の
斜
面
を
見
れ
ば
'
当
地
方
に
は
幾

つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
'
現
在
で
も
多
雨
の

季
節
に
新
し
い
崩
壊
に
よ
っ
て
災
害
が
頻
発
し
て
い
る
｡
上
述
の
事
は
'
崩
壊

･
刺

落
を
意
味
す
る

｢
ア
キ
系
地
名
｣
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る

(本
紀
要
第
43
集
)｡

こ
れ
は
全
体
的
に
言
え
ば
､
山
頂
付
近
は
傾
斜
が
ゆ
る
-

(前
記

｢
な
だ
ら
か
｣
が

妥
当
す
る
)
'
あ
ま
り
崩
壊
は
起
ら
な
い
が
'
山
麓
部
は
比
較
的
急
斜
面
が
多
-
'
ガ

ケ
崩
れ
が
起
こ
り
や
す
い
｡
｢
た
地
名
｣
は
､
前
篇
に
も
明
か
に
し
た
よ
う
に
､
山
麓

部
か
ら
下
の
低
地
に
か
か
わ
る
所
に
多
い
地
名
で
あ
る
か
ら
､
右
の

｢
日
本
の
自
然

6
｣
の
説
明
中
'
｢全
体
的
に
な
だ
ら
か
で
あ
る
｣
と
い
う
点
よ
り
も
､
｢
マ
サ
土
に

塞
-
崩
壊
｣
の
方
に
重
点
を
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
れ
に
類
す
る
事
は
'

畝
傍
山

･
耳
成
山
に
比
べ
て
香
具
山
を
論
じ
た
と
き
'
香
具
山
は
よ
く

｢山
容
が
な

だ
ら
か
｣
と
言
わ
れ
る
｡
確
か
に
全
体
的
に
見
れ
ば
項
部
の
傾
斜
が
ゆ
る
-
曲
線
的

で
'
浅
い
器
物
を
伏
せ
た
よ
う
に
も
た
と
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
現
実
に
は
侵
食
が
進

ん
で
い
て
赤
土
面
の
露
出
な
ど
あ
り
'
山
麓
は
む
し
ろ
ガ
ケ
山
と
い
う
べ
き
急
傾
斜

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た

(本
紀
要
第
44
集
).
そ
の
よ
う
に
自
然
の
地
相
は

1
律
単
純

で
は
な
-
､
そ
の
地
名
を
考
え
る
と
き
'
｢
ど
う
い
う
点
を
と
り
あ
げ
て
つ
け
た
地
名

で
あ
る
か
｣
に
注
意
を
要
す
る
｡
そ
し
て
'
｢ど
こ
に
目
を
つ
け
た
地
名
か
｣
は
､
同

じ
地
名
を
体
系
的
に
広
く
見
続
け
な
け
れ
ば
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
｡

で
は
中
国
地
方
の

｢
た
地
名
｣
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
､
例
を
あ
げ
て
行
-

が
'
紙
面
の
都
合
上
､
説
明
は
簡
略
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
｡

l
t
兵
庫
県

a
､
宝
塚

(兵
庫
県
宝
塚
市
)
｡
六
甲
山
地
の
ほ
ぼ
東
端
｡
線
状
に
崖

(落
差
)
が
続

-
点
は
､
今
年
の
兵
庫
県
南
部
大
地
震
の
発
生
源
活
断
層
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
｡
町
の
中
心
部
武
庫
川
沿
い
は
北
西
-
南
東
方
向
は
ほ
ぼ
平
ら
で
あ
る
に
対

し
､
そ
の
直
角
方
向
､
特
に
北
東
方
向
は
す
ぐ
に
傾
斜
が
強
-
な
り
､
程
な
-
岩

崖
面
が
切
り
立
っ
た
台
地
に
至
る
｡
台
地
の
上
は
'
今
は
高
層
ア
パ
ー
ト
や
住
宅

が
立
ち
並
ん
で
い
る
が
'
こ
の
岩
肌
を
あ
ら
わ
に
し
た
台
地
壁
面
は
､

一
度
見
た

ら
忘
れ
ら
れ
な
い
強
い
印
象
を
与
え
る
｡
反
対
の
南
西
側
も
岩
倉
山
4-9

m
が
迫

っ

て
い
る
が
､
こ
ち
ら
は
崖
が
少
な
-
て
､
麓
か
ら
市
街
化
が
進
み
､
山
に
這
い

上
っ
て
い
る
｡
い
ず
れ
'
宝
塚
は
山

･
台
地
の
起
伏
が
激
し
-
､
述
べ
て
き
た
｢
た

地
名
｣
の
特
色
と

一
致
し
て
い
る
｡

な
お

｢
た
か
ら
｣
の
語
構
成
で
､
中
心
的
意
味
は

｢
た
｣
に
あ
り

｢か

‥
b
｣
は
､

そ
れ
ぞ
れ
様
態
性
を
表
す
形
式
名
詞
お
よ
び
接
尾
辞
で
あ
ろ
う
が
､
二
つ
合
し
て

様
態
性
語
尾
と
も
見
え
､
ま
た
見
方
に
よ
っ
て
は
タ
カ
が
結
合
し
て
意
味
の
中
心

を
担
い
､
そ
れ
に
ラ
か
つ
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
後
者
の
考
え
の
場
合
は
､
特

に
､
タ
カ
に

｢高
｣
の
意
を
あ
て
て
取
り
た
-
な
る
が
'
筆
者
は

｢高
｣
と
い
う
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抽
象
観
念
的
意
義
よ
り
'
険
し
さ
に
通
ず
る

｢猛

･
武

･
畏

･
威
｣
の
意
だ
と
考

え
る
｡
｢宝
｣
地
名
に
つ
い
て
は
特
に
後
述
の

｢島
根
県
大
宝
｣
｢大
分
県
宝
山
｣

参
照
の
こ
と
｡

タ
ケ
ダ
オ

b
､
武

田

尾

(兵
庫
県
宝
塚
市
)
｡
前
記

｢宝
塚
｣
の
北
西
6
血
｡
複
雑
な
岩
崖
面
の

谷
間
で
､
武
田
尾
駅
は
ト
ン
ネ
ル
に
は
さ
ま
れ
て
谷
の
上
に
か
か
る
よ
う
な
位
置

コカノカ
ラ

に
あ
る
｡
駅
の
北
4
-
5
血
の
所
に
古
宝
山
燭

m
が
あ
り
､
山
相
は
特
に
頂
部
に

岩
崖
の
露
出
が
多

い
｡

タ
ケ
ダ
の
表
記
で
漢
字
は

｢武

･
竹
｣
が
多
い
が
､
こ
こ
は
武
田
尾
で
あ
る
｡

大
分
県
に
は
竹
田
市
が
あ
る
｡
こ
ち
ら
で
概
説
す
る
と
､
阿
蘇
山
の
東
側
の
谷
川

を
す
べ
て
集
め
た
合
流
点
が
竹
田
で
あ
る
が
､
谷
川
の
侵
食
に
と
り
残
さ
れ
た
間

は
尾
根

･
岬
状
に
な
っ
て
竹
田
市
街
に
至
る
｡
こ
の
尾
根
の
岸
は
急
崖
で
あ
る
｡

｢荒
城
の
月
｣
の
曲
の
憩
を
得
た
と
も
言
わ
れ
る

｢岡
城
｣
も
'
そ
う
い
う
地
形
の

中
に
あ
り
､
絶
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
｡

(ラ)

兵
庫
の
武
田
尾
も
崖
地
で
あ
る
点
は
共
通
で
あ
る
｡
な
お
西
日
本
は

｢
タ
オ
｣
で

峠
を
表
す
の
に
従
え
ば
､
こ
こ
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
見
え
る
が
'
武
田
尾
香

特
に
山
越
え
の
峠
道
と
し
て
見
る
べ
き
積
極
的
理
由
は
な
い
｡

ナガ
タ

C
､
長
田
｡
兵
庫
県
神
戸
市
長
田
｡
現
在
の
町
部
は
平
地
で
あ
り
'
ま
た
市
街
地
に

な
る
以
前
に
水
EB
が
作
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
､
背
後

(北
側
)
に
前
述

の
六
甲
山
地
が
続
き
､
こ
の
急
斜
面
の
下
に
続
-
平
地
で
あ
る
と
共
に
､
こ
の
山

地
を
刻
み
分
け
た
大
き
な
谷
に
沿
う
の
が
長
田
で
あ
る
｡
現
在
は
山
麓
か
ら
1
也

余
離
れ
て
い
る
が
､
地
名
は
六
甲
山
麓

･
谷
筋
の
長
く
続
い
た
急
傾
斜
地

(
た
)

が
長
田
の
原
義
と
解
し
た
い
｡
地
名
が
人
の
生
活
地
域
の
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た

例
で
あ
ろ
う
｡

タ
キ

d
t
多

紀

郡
｡
篠
山
町
､
丹
南
町
な
ど
を
擁
す
る
兵
庫
県
東
部
の
山
中
で
あ
る
｡
当

郡
中
の

｢瀬
利
｣
に
つ
い
て
は

｢崩
壊
土
が
川
に
よ
っ
て
堆
積
さ
れ
た
意
の
セ
-

(迫
り
上
り
)
と
し
て
論
じ
た
事
が
あ
る
が

(本
紀
要
第
47
集
)
､
そ
こ
で
も
述
べ

た
よ
う
に
､
当
地
は
侵
食
谷
が
多
い
｡
現
に
'
当
郡
内
の
川
に

｢
四
十
八
滝
｣
杏

は
じ
め

｢滝
｣
と

｢滝
地
名
｣
が
多
-
､
そ
こ
全
体
が

｢多
紀
郡
｣
な
の
で
あ
る
｡

こ
う
い
う
こ
と
が

｢共
通
地
相
内
で
そ
の
地
相
を
表
す
地
名
が
多
-
見
出
さ
れ
る

夕
二

-
集
中
｣
の
好
例
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
ま
た
同
郡
に

｢谷
｣
タ
ニ

地

名
が
多
い
こ
と
も
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ノ々
カ

e
､
多
可
郡

(兵
庫
県
中
部
の
山
間
地
)
｡
こ
の
郡
に
も

｢
田
｣
か
つ
-
地
名
が
多
い

が
､
多
く
は
水
田
と
し
て
み
る
の
は
不
適
切
に
思
わ
れ
る
｡

タ

ガ

さ
て
､
多
可
郡
か
ら
離
れ
る
が
､
兵
庫
県
下
に
は
､
淡
路
島
に
多

賀

町

(津
名

郡

丁
宮
町
多
賀
)
が
あ
る
｡
こ
こ
は
日
本
書
紀
に
イ
ザ
ナ
ギ
神
が
神
鎮
ま
り
ま
す

所
と
伝
え
る
が
､
地
相
は
こ
の
伊
井
諾
神
宮
の
裏
手
の
山
が
甚
し
い
侵
食
相
を
示

し
恐
ろ
し
い
感
じ
の
谷
で
あ
る
0
1
艇
に
地
名
の
意
味
は
｢高
｣
の
意
と
説
か
れ
､

筆
者
も
裏
手
に
高
い
所
が
あ
る
事
を
否
定
し
な
い
が
'
単
に
抽
象
的

･
観
念
的
に

｢高
｣
の
意
味
な
の
で
は
な
-
､
先
に
も
述
べ
た
と
お
り

｢猛

･
武

･
畏

･
威
｣
な

ど
宛
て
る
に
ふ
さ
わ
し
い
地
相
こ
そ
名
づ
け
の
根
拠

(
-
真
義
)
だ
と
考
え
る
｡

そ
れ
が
ま
た

｢
た
地
名
｣
の
共
通
意
義
な
の
で
あ
る
｡

-
､
な
お
兵
庫
県
は
､
播
磨
平
野
の
西
部
か
ら
瀬
戸
内
海
岸

(姫
路
市
周
辺
)
に
か

け
て
'
玉
手

･
田
井

･
太
田

二
局
田

･
高
野

･
龍
野

･
谷
田
部
な
ど
課
題
の

｢
た

地
名
｣
が
あ
る
｡
更
に
古
代
史
上
の
記
載
地
名
も
多
-
､
注
目
に
価
す
る
｡

だ
ん
か

な
お
'
飾
磨
郡
家
島
町
の
男

鹿

島
は
特
に
注
意
を
要
す
る
｡
男
鹿
島
は
播
磨
灘

に
浮
か
ぶ
40
余
島
よ
り
成
る
家
島
諸
島
の
1
つ
で
あ
る
0
男
鹿
島
は
周
囲
10
血
で

湾
入
の
少
な
い
円
形
の
島
で
あ
る
が
､
南
端
を
除
い
て
花
尚
岩
か
ら
成
り
､
そ
の

海
岸
は
殆
ど
が
岩
壁
で
あ
る
｡
面
積
の
割
に
高
さ
は
珊

m
あ
っ
て
周
辺
の
島
よ
り

高
-
､
か
つ
起
伏
が
大
き
い
｡

男
鹿
の
名
に
つ
い
て
は
雄
鹿
に
結
び
つ
け
た
説
話
風
の
話
が
あ
る

(播
磨
濫
)

が
､
付
会
で
あ
る
｡

こ
こ
に
特
に
注
目
す
る
理
由
は
､
崖
下
に
崖
か
ら
続
い
た
浜
が

｢
田
ノ
浜
｣
と

呼
ば
れ
'
こ
こ
に
は
古
代
ヤ
マ
ト
国
の
時
代
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が
あ
っ
て
､
｢
た

地
名
｣
の
古
代
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
｡
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二
'
岡
山
県

共
通
的
地
相
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
の
で
'
直
ち
に
具
体
的
地
名
を
あ
げ
る
｡

a
､
田
地
名
オ
ダ

ア
､
小

田

(小
田
郡
矢
掛
町
)｡
｢山
に
囲
ま
れ
た
小
盆
地
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
｣

と
さ
れ
る
が
､
周
囲
の
山
に
急
崖
が
多
い
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ず
'
当
地
の
川

も
矢
掛
町
付
近
を
小
田
川
と
い
っ
た
｡
川
の
相
は
侵
食
が
強
-
'
小
田
は
合
流
点

に
当
り
､
川
の
水
音
の
あ
る
所
で
あ
る
｡

オ
ダ

イ
'
小

田

郡
｡
岡
山
県
南
西
部
を
占
め
､
一
般
に
は
低
平
地
と
説
か
れ
て
い
る
が
'

特
に
郡
の
北
部
は
丘
陵
に
接
し
て
い
て
'
丘
陵
麓
部
に
は
崖
が
多
い
｡
｢小
田
｣
の

そん

そん

地
名
は
'
鏡
野
町
中
田
村

･
倉
敷
市
の
小
田
村

あ
り
､
後
者
は
小
川

･
柳
田

･
秤

田
の
三
か
村
が
合
併
し
た
と
き
､

一
字
ず
つ
と
っ
て
合
わ
せ
た
合
成
地
名
で
あ
る

か
ら
､
本
来
の

｢小
田
｣
の
証
に
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
､
も
と
も
と
の
地

形
が

｢
た
地
名
｣
の
共
通
的
類
似
の
中
に
あ
る
か
ら
､
合
成
名
も
全
体
的
共
通
相

に
よ
-
当
っ
て
い
る
｡
従

っ
て
小
田
の
例
を
あ
げ
て
も
違
和
感
が
な
い
｡

ウ
､
田
町
｡
熟
語
形
で
な
い
か
ら
､
む
し
ろ
先
に
述
べ
る
べ
き
か
｡

･1
岡
山
市
田
町
｡
江
戸
期
よ
り
の
新
し
い
地
名
で
､
も
と
は
田
畑
で
あ
っ
た
か
ら

と
言
わ
れ
る
が
'
起
伏
の
あ
る
地
形
で
あ
る
｡

･j
津
山
市
田
町
.
こ
こ
も
も
と
田
地
で
あ
っ
た
か
ら
と
言
わ
れ
る
が
'
津
山
城
の

西

に
位
置
し
､
そ
の
台
地
に
つ
な
が
る
も
の
で
起
伏
の
あ
る
地
形
で
あ
る
｡

b
､
玉
地
名

玉
地
名
は
既
に
前
篇

｢和
歌
山
県
｣
に
も
述
べ
た
が
､
当
地
方
で
は
倉
敷
市

(尾

根
筋
が
達
し
て
い
る
)
か
ら
瀬
戸
内
海
に
突
き
出
た
半
島
で
小
丘
が
複
雑
に
続
い

タ
マ

て
い
て
､
そ
れ
ら
丘
陵
の
麓
部
は
共
通
的
に
崖
相
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
玉

地

名
が
あ
る
｡

タ
マ

ア
'
-
玉

(玉
野
市
)｡
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
熟
語
地
名
が
で
き
た
が
､
玉
は
中
心

に
な
っ

た
語
形
で
あ
る
｡
｢玉
｣
は
臥
龍
山

･
茶
ド
ラ
山
に
か
こ
ま
れ
た
丘
陵
地
｡

旦
高
梁
市
玉

･
玉
川

(玉
田
川
)｡
出
水
の
た
び
に
水
が
潜
っ
た
と
さ
れ
る
山
間
の

川
｡
両
岸
は
ガ
ケ

(
こ
れ
が
タ
マ
の
中
心
の
意
味
)｡
高
梁
市
玉
の
集
落
は
こ
の
川

の
岸
に
並
ぶ
｡
川
は
今
は
水
量
が
少
い
が
'
多
雨
の
後
は
あ
ば
れ
川
の
相
を
現
す
｡

…m
吉
永
町
多
麻
｡
美
作

･
播
磨
の
分
水
界
の
当
り
'
侵
食
崖
地
で
あ
る
｡

イ
'
玉
原

(玉
野
市
)｡
｢玉
の
奥
に
あ
っ
て
広
々
と
し
た
原
｣
と
い
う
説
が
あ
る

が
､
｢玉
｣
地
形
の
ま
ま
で
広
い
の
で
あ
る
｡
全
体
が
玉

(ガ
ケ
で
構
成
さ
れ
た
丘

陵
)
の
連
続
な
の
で
あ
る
｡

な
お
同
地
域
に
は
､
も
ち
ろ
ん
同
様
の
地
形
で
倉
敷
市
側
に
続
-
所
に

｢滝

･
田

加

･
田
の
口
｣
な
ど
の
た
地
名
が
あ
る
｡

ダ
ア

C
､
陀

阿

(岡
山
県
苫
田
郡
加
茂
町
陀
阿
)
-
陀
阿
に
つ
い
て
は
地
名
辞
書
等
に

も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
｡
よ
っ
て
自
分
の
考
え
で
説
か
ざ
る
を
得
な
い
｡

ア

ま
ず

｢阿
｣
が
つ
-
の
は
､

一
音
節
語
の
母
音
を
延
ば
し
た
も
の
で
'
西
日
本

の
一
般
的
な
発
音
法
で
あ
る
｡
地
名
の
上
で
も

｢木

(紀
伊
)

･
火

(斐
伊
)｣
の

ダ

類
が
あ
る
｡
次
に
語
頭
の

｢陀
｣
は

｢
た
地
名
｣
の
濁
音
形
と
考
え
る
｡

一
般
に

語
頭
濁
音
は
東
北

･
北
陸
あ
た
り
に
多
い
と
言
え
る
が
'
地
名
の
上
で
は
必
ず
し

も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
｡

岳
ダ
ケ

青
森
県
岩
木
町

福
島
県
安
達
太
良
山
の
東
麓
｡

山
口
県
美
弥
市

香
川
県
三
木
市

宮
崎
県
高
千
穂
町

(
港
)

抱
返

ダ

キ

カ
エ
リ
-

タ

キ

秋
田
県
田
沢
湖
町

同

同

小
坂
町

福
島
県
只
見
町

同

槍
枝
岐
村

玉
ダ
マ

和
歌
山
県
紀
伊
田
辺
市

4
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同

南
部
川
村

ダ
ン
ゴ
↑
タ
コ

山
形
県
南
陽
市
高
畠
町
駄
子
町

東
京
都
文
京
区
団
子
坂

最
後
の
ダ
ン
ゴ
な
ど
'
今
述
べ
て
い
る

｢た
地
名
｣
に
該
当
す
る
か

一
抹
の
不
安

は
あ
る
が
､
筆
者
は
自
然
地
名
と
し
て
の

｢
た
地
名
｣
で
あ
る
と
信
ず
る
｡
と
こ
ろ

で
､
右
の
濁
音
形
は
や
は
り
東
北
に
多
い
｡
し
か
し
､
｢岳
｣
の
山
口
･
香
川

･
宮
崎
､

｢玉
｣
の
和
歌
山
と
共
に
､
こ
の

｢陀
阿
｣
も
岡
山
に
､
語
頭
濁
音
が
あ
る
と
言
う
べ

き
で
､
語
頭
濁
音
地
名
は
東
北
だ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

ダ
7

こ
う
し
て
､
言
葉
の
上
で
は
｢
陀

阿

｣

と
は

｢
た
地
名
｣
の

｢
た
｣
の
瀦
音
形
の

延
引
形
と
考
え
ら
れ
る
が
'
清
音
の
例
と
ど
う
違
う
の
か
に
つ
い
て
は
､
必
ず
し
ち

明
ら
か
で
な
い
｡

一
般
的
に
は
璽

日
形
の
方
が

｢指
大

(
コ
ロ
コ
ロ
ー
･･ン
ロ
,･㍗
ロ
,

ホ
ロ
-
1
ポ
ロ
-
)
強
意

(
ハ
タ
と
-
バ
ク
と
､
キ
ュ
ッ
と
-
ギ

ュ
ッ
と

)
･
敬
意

･

様

浅

畏
怖

(
チ
チ
ー
ヂ
デ
､
ハ
ハ
ー
パ
パ
)'
軽
蔑

(
サ
マ
ー
ザ

マ

､
ア
サ
ム
ー
ア
ザ

ム
)
｣

な
ど
指
摘
で
き
る
が
､
｢
た
地
名
｣
を
濁
音
に
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
｡
あ
る
程
度
言
え
る
の
は
や
は
り

｢指
大

･
強
意
｣
あ
た
り
で
あ
ろ
う
｡
た

ぶ
ん
水
音
の
強
い
相
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
現
地
を
検
証
す
る
｡
｢陀
阿
｣
は
苫
田
郡
に
属
し
､
岡

山
県
中
央
部
よ
り
や
や
東
寄
り
の
最
北
部
で
'
倉
見
川

･
加
茂
川
な
ど
が
合
流
す
る

山
間
地
帯
で
あ
る
｡
こ
の
支
流
の
ほ
と
り
に
陀
阿
が
あ
り
､
そ
の
数
血
下
流
に
は

..卜･ワ‥トウ

｢
百

々

｣

と
い
う
滝
状
の
水
音
を
い
う
地
名
も
あ
る
｡
こ
の
支
流
を
は
じ
め
'
一
帯
の

地
形
は
谷
が
き
れ
込
ん
で
い
て
､
現
在
は
水
量
が
あ
ま
り
多
-
な
い
の
で
水
音
も
大

し
た
こ
と
は
な
い
が
'
か
つ
て
は
大
き
な
水
量
の
も
と
に
､
大
き
な
水
音
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
｡
滝
状
の
水
音
地
名
で
あ
る
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
た
｡

三
､
広
島
県

共
通
地
相
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
の
で
､
直
ち
に
個
々
の
地
名
に
入
る
｡

オ
オ

タ

a
t
ア
､
大

田

(尾
道
市
太
田
)
-
尾
道
は
北
か
ら
南
に
大
小
の
尾
根
筋

(間
に

川
)
が
あ
る
地
形
で
あ
る
｡
尾
道
市
郊
外
の
太
田
も
概
略
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な

地
形
の
所
で
あ
る
｡
風
化
花
尚
岩
質
の
上
流
部
は
小
丘
陵
地
で
あ
る
が
､
複
雑
に

侵
食
さ
れ
て
土
ガ
ケ
面
が
多
い
｡
太
田
は
小
さ
な
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
が
'
麓
が

急
斜
面
の
丘
陵
に
囲
ま
れ
て
､
流
れ
に
落
差
の
あ
る
所

(今
は
コ
ン
ク
-
I
ト
河

蘇
)
が
太
田
集
落
で
あ
り
t
は
ぼ
こ
こ
か
ら
は
水
田
が
開
け
て
い
る
｡
当
地
は
､

上
流
側
が
特
に
傾
斜
が
強
-
'
そ
の
流
れ
を
囲
ん
で
い
る
の
で
'
水
田
面
は
ち
ょ

う
ど
箕
か
塵
取
状
と
も
た
と
え
ら
れ
る
面
に
あ
る
｡
水
田
は
あ
る
が
､
そ
の
意
味

と
し
て
み
れ
ば

｢
こ
の
程
度
の
広
さ
で
太
田
と
は
?
｣
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

し
か
し
､
急
斜
面

･
段
差
に
水
田
が
続
い
て
い
る
点
な
ど
､
既
述
の
太
田
に
一
致

し
て
い
る
｡

オ
オ
タ

イ
'
大

田

川

広
島
市
､
お
よ
び
上
流
の
山
県
郡
戸
河
内

･
加
計
の
両
町
な
ど
｡

広
島
市
の
あ
る
平
地
部
は
､
こ
の
太
田
川
の
河
口
三
角
州
で
あ
っ
て
'
こ
の
川
な

-
し
て
広
島
市
は
あ
り
え
な
い
｡
こ
こ
が
非
常
に
特
徴
的
な
の
で
､
太
田
川
の
相

も
､
こ
の
低
平
地
で
見
ら
れ
や
す
い
｡
現
在
は
都
市
化
が
進
ん
だ
が
水
田
で
あ
っ

た
所
も
多
い
の
で
無
下
に
否
定
で
き
な
い
が
､
上
記
の
よ
う
に
ず
っ
と
上
流
部
か

ら
太
田
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
も
考
慮
に
入
れ
る
と
､
水
田
に
よ
っ
て
太
田
と
呼

ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
Q
で
は
､
上
流
部
は
ど
ん
な
川
相

で
あ
る
か
?

｢荘
園
志
料
｣
に
よ
る
と
｢太
田
荘

(
は
)
郡
中

(
の
)
戸
河
内

･
上
中
下
筒
賀

･

上
下
殿
河
内

･
加
計

･
津
根

･
坪
野

･
穴

･
長
笹

･
戸
谷

(
の
)
十
二
村
の
大
名
｣

と
あ
る
が
荘
園
と
し
て
の
徴
証
は
な
い
と
さ
れ
る

(角
川
日
本
地
名
大
辞
典

･
広

島
県
)
｡

こ
の
地
域
の
地
形
的
特
徴
は
太
田
川
両
岸
は
崖
状
で
川
底
に
も
岩
が
あ
っ
て
水

音
の
あ
る
所
が
多
い
｡
こ
れ
は
加
計
の
辺
よ
り
上
流
部
の
太
田
川
本
流
が
多
く
の

曲
折
を
も
つ
に
加
え
て
'
峻
し
い
山
間
の
谷
間
を
形
成
し
て
い
る
多
-
の
支
流
が

流
入
し
､
全
体
で
唆
し
-
複
雑
な
曲
折
し
た
川
相
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
｡
洋
々
と
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流
れ
る
広
島
市
付
近
と
は
大
違
い
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
'
東
京
の
多
摩
川
と
よ
く

タ
パ

似
て
い
る
｡
こ
の
多
摩
川
の
名
も
上
流
部
の
丹

波
と
同
じ

｢た
地
名
｣
で
'
岸
の

崖

･
河
床
の
落
差

･
水
流
の
音
に
よ
っ
て
つ
い
た
名
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
辛

野

･
都
市
部
の
悠
々
た
る
流
れ
は

｢
た
地
名
｣
の
本
意
で
は
な
い
｡

オ
ダ

ウ
､
小

田

(賀
茂
郡
河
内
町
)

(ガ
ケ
地
形
名
)

沼
田
川
の
支
流

箱

川

が

鋭

角

に
曲

っ
た
と
こ
ろ
に
ダ
ム
が
作
ら
れ
て
い
る
｡
小

田
は
そ
の
曲
が
り
角
の
外
側
に
落
ち
る
小
川
筋
に
当
り
ガ
ケ
に
囲
ま
れ
て
い
る
｡

オオタケ

工
､
大

竹

(大
竹
市
)
広
島
県
最
西
端
で
瀬
戸
内
海
沿
い
の
市
で
あ
る
｡
古
-
は

｢大
滝
｣
と
も
言
っ
た
と
い
う
｡
こ
の
名
は
い
わ
ゆ
る
地
名
伝
説
め
い
た

｢竹
が
多

い
か
ら

｣
と
い
う
説
が
あ
る
が
､
や
は
り
地
形
を
よ
-
見
る
べ
き
で
あ
る
｡

当
地
の
川
'
小
瀬
川
は
､
河
口
近
-
に
な
っ
て
山
に
当
り
鋭
角
に
曲

っ
て
迂
回

す
る
上
に
､
そ
の
上
流
部
に
も
弥
栄
峡

二
二
倉
岳
県
立
自
然
公
園
な
ど
が
あ

っ

て
､
起
伏
の
多
い
土
地
相
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
相
は
述
べ
て
き
た

｢た
地
名
｣

の
特
徴
と

1
致
し
て
い
る
.

こ
の
外
'
広
島
県
も

｢
た
地
名
｣
が
多
-
､
名
の
み
あ
げ
る
と
､
江
田
島

･
高
田

郡

･
甲
田
町

･
竹
原
市

･
高
野
町
な
ど
で
あ
る
｡

第
五
節

山
陰
地
方

(鳥
取

･
島
根
の
両
県
)

全
般
的
地
相
に
つ
い
て
は
山
陽
に
準
ず
る
｡
た
だ
中
国
地
方
に
お
い
て
'
脊
梁
山

脈
で
あ
る
中
国
山
脈
が
北
側
に
偏
り
'
従

っ
て
鳥
取

･
島
根
両
県
は
全
体
に
北
へ
の

傾
斜
が
強
い
地
形
で
あ
る
｡
特
に
山
脈
が
海
に
近
づ
い
て
い
る
の
は
西
部
で
'
島
梶

県
の
西
半
は
山
口
県
に
続
い
て
山
が
海
に
接
し
て
い
る
｡

一
､
鳥
取
県

オ
ダ

ア
'
小
田
-

小
田
村

･
小
田
大
谷
=

小
田
川
の
上
流
で
'
こ
こ
が
後
に
小
田
村

小
田
と
な
っ
た
当
地
の
中
心
地
で
あ
る

｡

オ
ダ

ダ
イ
セ
ノ

イ
'
尾

田

(倉
吉
市
)
湊
町
は
田
町
で
あ
る
｡
大

山

の

裾
野
が
東
に
広
が
っ
て
で

き
た
天
神
野
台
地
を
南
北
に
横
切
り
､
北
谷
川
の
右
岸
か
ら
小
さ
い
谷
が
南
に
伸

び
る
｡
そ
の
谷
頭
に
位
置
す
る
｡

タ
ジリ

ウ
'
田
後

(東
伯
郡
羽
合
町
)

田
尻
と
も
書
-
｡
天
神
川
右
岸
｡
か
つ
て
は
氾
濫
原
で
起
伏
あ
る
地
形
｡
ス
サ

ノ
ヲ
神
を
ま
つ
る
大
宝
天
王
神
社
あ
り
｡

二
､
島
根
県

タ
ン
パ

ア
'
丹
波

(島
根
県
太
田
市
五
十
猛
町
)

両
側
を
尾
根
状
の
丘
陵
に
挟
ま
れ
て
'
小
さ
な
川
を
中
に
し
､
水
田
が
作
ら
れ

て
い
る
｡
確
か
に
京
都
府
丹
波
地
方
に
似
た
地
相
で
あ
る
｡
東
京
の
多
摩
川
の
上

タ
パ

流
は

｢丹
波
｣
で
あ
る
が
､
京
都
府

･
島
根
県
の
は
'
下
の
轟
音
バ
に
伴
う
鼻
音

が
独
立
し
て
タ
ン
パ
で
あ
る
｡

ウ
タ
ノ
バ

イ
'
宇
丹
波

(能
義
郡
伯
太
町
上
十
年
畑
)

右
の
島
根
県
の
丹
波
に
比
し
て
全
体
の
規
模
が
大
き
い
｡
尾
根
状
の
山
に
挟
ま

れ
て
い
る
点
は
同
様
で
あ
る
が
､
水
田
が
営
ま
れ
て
い
る
最
奥
地
に
当
る
｡
中
心

の
水
流
は
滝
状
に
な
り
水
音
を
立
て
て
い
る
｡
両
側
の
山
よ
り
流
下
す
る
支
流
の

小
川
も
急
流
で
降
雨
時
な
ど
は
滝
と
な
る
｡
こ
の
周
囲
の
山
は
水
源
滴
養
地
帯
と

ウ

し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
｡
芋
は
大
の
意
に
当
る
例
で
あ
ろ
う
｡

宇
佐

芋
多

タ
ン
ゴ

ウ
､
丹
後
坂

(島
根
県
佐
野
町
-
郡
賀
郡
金
城
町
)

峠

ご

両
町
の
境
の
坂

で
､
急
傾
斜
｡
も
ち
ろ
ん
こ
の
後

は

｢国
を
二
分
し
て
都
か
ら

遠
い
方
を
さ
す
｣
の
で
は
な
-
､
従

っ
て
対
立
す
る
丹
波

･
丹
前
な
ど
は
な
い
｡

タ
ン
ゴ

つ
い
で
に
言
え
ば
､
京
都
の
丹
後
は
本
来
的
に

｢後
-
遠
い
方
｣
の
意
味
で
は
な

-
､
タ
ゴ
地
名
で
あ
る
と
解
し
た
い
｡
丹
波
を
二
分
し
た
と
き
､
ち
ょ
う
ど
都
か

ゴ

ら
遠
い
方
に
当
っ
て
い
る
の
で
､
掛
詞
の
よ
う
に

｢後
｣
を
宛
て
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
｡

タ
ン
ヘ

工
､
反
部

(簸
川
郡
佐
田
町
)
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カ

ノ

ト

神

戸

川
と
須
佐
川
と
の
合
流
点
に
あ
り
､
西
方
に
高
櫓
山
が
そ
び
え
､
山
城
が

あ
っ
た
｡
地
名
の
説
と
し
て
は
'
田
を
耕
す
者
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
意
の
田
部

が
転
じ
た
と
い
う
の
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
証
が
な
い
｡
｢
た
地
名
｣
と
し
て
の
｢
た
｣

べ

に
所
を
表
す

｢部
｣
が
つ
き
､
歯
音
に
伴
う
鼻
音
が
独
立
し
て
｢
た
ん
べ
｣
と
な
っ

た
と
考
え
た
い
｡
須
佐
別
宮
が
高
櫓
山
麓
に
あ
り
多
倍
神
社
に
合
杷
さ
れ
た
｡
川

岸
も
崩
落
の
多
い
崖
で
あ
る
｡

タ
ン
ベ

オ
､
丹
部

(能
義
郡
伯
太
町
)

伯
太
川
ぞ
い
の
侵
食
地
形
地
で
あ
る
｡
伯
は
ハ
カ

･
ハ
キ

･
ハ
ク

･
ハ
ケ
･
ハ
コ

の
体
系
を
も
つ
｡
前
項

｢反
部
｣
に
類
似
｡

オ
ダ

カ
､
小

田

(島
根
県
簸
川
郡
海
岸
)
島
根
県
中
央
部
の
海
岸
で
'
特
に
こ
の
辺
よ

り
西
に
お
い
て
山
が
海
に
迫
っ
て
い
る
｡
海
に
向
っ
て
階
段
状
の
所
が
あ
り
､
そ

の
落
差
の
あ
る
下
は
水
田
で
､
こ
こ
へ
上
か
ら
流
下
す
る
小
さ
な
流
れ
は
複
雑
な

侵
食
の
あ
と
を
示
す
｡

タ
キ

キ
'
多

伎

(田
儀
)
簸
川
郡
多
伎
町
O
右
の
小
田
の
西
5
血
は
ど
の
所
で
､
地
の

起
伏
は
い
よ
い
よ
強
-
な
り
'
駅
付
近
も
道
路
が
崖
を
め
ぐ
っ
て
曲
折

･
上
下
す

る
な
ど
､
古
語
の

｢
た
ぎ
た
ぎ
し

(当
麻
)
｣
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
所
で
あ
る
｡

オ
オ
ダ

ク
､
大

田

(大
田
市
)

丘
陵
に
囲
ま
れ
､
市
街
地
に
も
山
が
入
り
込
み
､
道
路
も
高
低
差
を
も
っ
て
屈

曲
し
て
い
る
｡
入
り
込
み
迫
っ
て
い
る
丘
陵
の
周
縁
の
傾
斜
は
強
-
'
山
か
か
ぶ

さ
っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
既
述
の

｢太
田
｣
に
よ
-
合
っ
て

い
る

(前
篇

茨
城
県

･
群
馬
県
の
各
太
田
市
参
照
)0

オオ
タ

ケ
'
太

田

(江
津
市
)

広
い
水
田
を
前
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
る
｡
し
か
し
奥

(周
縁
)
は
小
高
い
丘

が
続
-
｡
は
ば
同
高
度
の
丘
が
'
壁
の
よ
う
に
連
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
壁
状
の
丘

の
下
に
道
が
沿
い
人
家
が
並
ぶ
｡
こ
こ
が
太
田
で
あ
る
｡
よ
-
見
る
と
岡
は
岩

(砂
利
)
ま
じ
り
で
崩
壊
し
､
す
ぐ
下
の
民
家
を
脅
か
し
て
い
る
所
も
あ
る
｡
広
い

田
圃
は
あ
っ
て
も
'
そ
れ
だ
け
で
太
田
な
の
で
は
な
-
､
隣
り
合
わ
せ
に
崖
が
あ

り
､
多
-
の
場
合
は
そ
の
崖
か
ら
の
土
砂
崩
壊
が
下
の
平
地

(田
)
を
作
っ
た
の

が
太
田
な
の
だ
｡
こ
の
江
津
市
の
太
田
は
'
こ
の
崖
か
ら
下
の
低
地
が
作
ら
れ
た

と
は
考
え
に
-
い
が
､
崖
と
田
と
が
隣
り
合
っ
て
組
み
と
し
て
見
ら
れ
る
点
は
同

じ
で
あ
る
｡

オ
オ
タ
カ
ラ

コ
､
大

宝

(

島
根
県
飯
石
郡
吉
田
村
大
宝
)
有
名
な
斐
伊
川
の
上
流
で
あ
る
｡
川

筋
に
沿

っ
て
行
く
と

｢大
宝
｣
の
表
示
が
あ
っ
て
川
の
対
岸
に
渡

っ
て
行
-
べ
き

事
を
示
し
て
い
る
｡
そ
の
対
岸
が
恐
ろ
し
い
程
の
崖
で
､
こ
の
面
の
傾
斜
は
垂
直

に
近
-
見
え
る
ほ
ど
で
､
そ
の
下
を
す
り
抜
け
る
よ
う
に
行
く
と
､
や
は
り
急
斜

オ
オ
タカ
ラ

面
の
山
に
囲
ま
れ
た
大

宝

集
落
が
あ
る
｡
こ
こ
の
周
囲
は
崖
で
は
な
い
か
ら
心

が
安
ま
る
が
'
周
囲
が
山
な
の
で
日
没
は
早
く
日
の
出
は
遅
い
｡
｢宝
｣
地
名
は
こ

の
よ
う
に
激
し
い
高
低
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
(兵
庫
県
宝
塚
｡
大
分
県
宝
山

な
ど
参
照
)
0

タ
マ

サ
､
田
万
川

(山
口
県
阿
武
郡
)

島
根
県
を
越
え
て
山
口
県
に
入

っ
た
所
に
北
流

タ
マ

し
て
日
本
海
に
注
ぐ
田

万

川
が
あ
る
｡
こ
こ
は
阿
武
郡
で
､
全
体
が
侵
食
等
の
近

伏
の
多
い
山
地
で
あ
る
｡

こ
の
田
万
川
に
近
い
1
R
の
駅
は
江
崎
駅
で
あ
る
が
､
次
の
駅
は
須
佐
で
､
本

紀
要
第
47
集
に
述
べ
た
侵
食
･
崖
海
岸
で
有
名
な
所
で
あ
る
｡
川
岸
が
急
崖
で
あ

る
事
は
ク
マ
川
の
共
通
点
で
あ
る
｡

シ
､
田
町

(浜
田
市

･
大
社
町
)

浜
田
市
は
山
陰
海
岸
で
浜
田
川
河
口
の
都
市
で
あ
る
｡
実
は
浜
田
自
体
が

｢
た

地
名
｣
で
あ
っ
て
小
さ
い
河
口
平
地
は
あ
る
が
山
が
海
に
迫
っ
て
い
る
｡
田
町
も

そ
の
中
に
あ
っ
て
､
岸
が
崖
状
で
あ
る
｡

大
社
町
は
有
名
な
出
雲
大
社
の
あ
る
町
で
'
こ
の
宮
が
背
後
に
丘
陵
を
背
負
っ

て
い
て
､
田
町
も
そ
の
中
に
あ
る
｡
特
色
は
あ
ま
り
顕
著
で
は
な
い
が
､
岸
が
倭

食
崖
で
あ
る
｡

第
六
節

九
州
地
方
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｢た
地
名
｣
が
特
定
地
域
に
集
中
し
て
い
る
の
で
そ
の
地
域
ご
と
に

1
括
し
て
述

べ
る
方
針
で
来
た
｡
九
州
地
方
で
も
同
様
で
あ
る
が
､
そ
の
根
拠
と
な
る
地
形
の
一

致
と
い
う
点
で
は
'
九
州
を
'

一
括
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
｡
下
記
の

と
お
り
､
内
部
に
地
域
差
が
あ
っ
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
は
小

さ
-
分
け
す
ぎ
て
煩
雑
に
思
う
｡
よ
っ
て
便
宜
的
に
九
州
を

一
括
し
た
｡

さ
て
'
九
州
に
お
け
る

｢た
地
名
｣
の
分
布
に
つ
い
て
は
ま
だ
子
細
に
は
調
査
し

て
い
な
い

(
こ
の
点
､
分
布
の
詳
細
は
既
述
地
域
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
)
が
､

お
お
よ
そ
阿
蘇
山
地
域
よ
り
北
に
多
い
と
言
え
る
｡
分
割
し
て
言
え
ば
､
仙
佐
賀
県

西
部
｡
黒
髪
山
地
域

榔
阿
蘇
山
か
ら
の
水
系
地
域

制
耶
馬
渓

･
久
住
九
重
地
域

㈱
国
東
半
島

に
分
け
て
見
ら
れ
る
｡
こ
の
範
囲
で
概
観
す
る
と
'
Ⅲ
は
さ
ほ
ど
高

い
山
は
な
い
が
､
山
の
多
い
地
帯
で
､
山
間
の
複
雑
な
形
の
平
地
に
水
田
が
作
ら
れ
､

ま
た
窯
業

･
温
泉
が
目
立
つ
｡
腰
は
阿
蘇
火
山
灰
堆
積
地
を
川
が
浸
食
し
た
地
形
で

あ
る
｡
畑
の
耶
馬
渓
は
､
古
-
は
山
国
谷

･
城
井
谷
な
ど
呼
ば
れ
て
い
た
の
を
､
頼

山
陽
が
絶
賛
し
中
国
風
の
名
を
与
え
た
も
の
と
さ
れ
､
地
名
は
極
め
て
新
し
い
｡
中

国
風
の
名
で
は
あ
る
が
､
ヤ
バ
が
大
和
詞
を
背
景
に
し
て
い
な
い
か
､
今
後
の
課
題

で
あ
ろ
う
｡
さ
て
本
耶
馬
渓
は
'
成
層
集
塊
岩
が
侵
食
さ
れ
た
も
の
で
奇
岩

･
奇
峰

の
連
続
で
あ
る
｡
た
だ
奥
耶
馬
渓
に
は
旧
耶
馬
溶
岩
や
耶
馬
渓
火
山
の
最
下
部
の
宿

岩
で
あ
る
変
朽
安
山
岩
が
淡
緑
色
の
岩
肌
を
見
せ
る
所
も
あ
り
､
ま
た
深
耶
馬
漠
は

全
-
別
種
の
新
耶
馬
溶
岩
の
侵
食
風
景
で
､
こ
れ
は
幼
年
期
地
形
で
あ
っ
て
'
標
高

約
4-0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
溶
岩
台
地
に
垂
直
50

m
ほ
ど
の
狭
い
侵
食
谷
を
う
が
っ
て

い
る
｡
両
壁
の
断
崖
絶
壁
と
多
-
の
石
柱
に
特
徴
が
あ
る
｡

(九
垂
)

7

久

住

山
地
は
最
高
峰
九
重
山
J8

m
に
連
な
り
､
広
い
高
原
を
な
す
｡
傾
斜

3｡ほ
ど

1

の
緩
傾
斜
面
で
､
地
質
的
に
は
軽
石
流

･
傑
層

･
火
山
灰
よ
り
成
る
｡
地
形

上は
､

火
山
扇
状
地
で
､
浅
い
放
射
谷
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡
㈱
国
東
半
島
は
､
九
州
東
北
部

で
､
伊
予
灘
周
防
灘
の
間
に
円
-
突
き
出
た
半
島
で
あ
る
｡
こ
の
生
成
は
､
中
心
位

置
に
あ
る
両
子
山
7-0

m
'
文
殊
山
617

m
'
千
灯
岳
6-6

m
な
ど
の
外
'
6-0
-
洲

m
程
度

lヽ

の
群
山
が
あ
っ
て
､
四
期
に
わ
た
る
火
山
活
動
の
結
果
と
さ
れ
る
｡
半

島
の
基
盤
は

2､

片
麻
岩

･
花
尚
岩
で
あ
る
が
､
両
輝
石
安
山
岩
'
角
閃
石
安
山
岩
の
襟
､
凝
灰
角
傑

3､

岩
な
ど
の
原
層
に
火
山
灰
砂
と
互
層
を
な
し
'
更
に
輝
石
安
山
岩
の
溶
岩
流
噴
出
や

4､
軽
石
流
の
噴
出
を
経
た
｡
地
形
的
に
は
'
各
期
の
噴
出
の
後
を
う
け
た
侵
食
が
あ
り
､

中
央
部
は
中
起
伏
火
山
地
､
火
山
体
斜
面
は
小
起
伏
大
山
地
で
あ
り
､
両
子
山
を
中

心
に
八
方
に
放
射
状
に
伸
び
る
山
稜
尾
根
筋
を
形
成
し
た
｡
尾
根
の
上
面
傾
斜
が
1-0

～

21｡
と
よ
-
揃

っ
て
い
る
｡
幅
射
谷
は
切
込
み
が
深
-
長
い
の
で
､
開
折
が
進
み
'

Ⅴ
字
谷
の
底
に
は
土
砂
疎
の
堆
積
し
た
谷
底
平
野
を
作
り
'
埋
積
谷
と
な
っ
て
い

る
｡
火
山
体
の
斜
面
は
開
折
が
進
ん
で
原
表
面
は
全
-
失
わ
れ
た
が
'
放
射
谷
の
配

列
か
ら
円
錐
火
山
の
地
形
的
特
徴
は
な
お
保
た
れ
て
い
る

(渡
辺
光
氏
説
)
=
角
川

日
本
地
名
大
辞
典

(大
分
県
)｡
よ
-
似
た
開
析
谷
の
下
部
地
形
に

｢た
地
名
｣
が
あ

る
点
に
注
目
]さ
れ
る
｡

l
､
福
岡
県

た
と
え
ば
'
福
岡
市
坂
付
な
ど
､
稲
作
の
先
進
的
地
域
と
目
さ
れ
､
水
田
の
意

と
し
て
の

｢田
地
名
｣
も
少
な
-
な
い
が
､
前
述
し
た
㈲
耶
馬
渓
の
西
に
あ
っ
て

(福
岡
県
)

大
分
県
と
の
境
を
な
す
連
山

(中
心
は
英
彦
山
12-0

m
)
の
西
側
は
｢
田

川

郡

｣

で

あ
り
､
町
と
し
て
の
田
川
市
､
山
田
市
'
添
田
町
な
ど
あ
る
｡

こ
の
田
川
郡
の
代
表
的
地
形
は
､
英
彦
山
西
麓
を
水
源
と
す
る
彦
山
川
と
今
川

が
5
血
の
間
隔
で
約
15
血
に
わ
た
っ
て
並
行
に
流
れ
て
い
る
O
そ
の
間
に
は
英
彦

山
か
ら
の
尾
根
筋
が
続
き
､
そ
の
壁
は
急
崖
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
と
り
の
添
田
に
は

(固
有
名
)

岩

石

山

が

あ
り
､
こ
れ
ら
が

｢添
田
｣
と
い
う

｢
た
地
名
｣
の
首
歪
息
で
あ
ろ
う
｡

更
に
こ
の
下
流
10
血
に
あ
る
田
川
市
も
彦
山
川
に
臨
み
､
間
の
尾
根
が
達
し
て
い

る
｡
川
と
尾
根
に
よ
っ
て
形
成
し
て
い
る
の
が
田
川
郡
で
あ
る
｡
実
は

｢田
川
｣

と
い
う
地
名
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
て
､
代
表
的
な
例
を
み
る
と
､
山
形
県
の
東
西

田
川
郡
は
山
形

･
新
潟
県
境
の
朝
日
山
地
か
ら
の
川
と
そ
の
間
の
尾
根
で
形
成
さ

れ
て
い
る

(そ
の
中
に
長
峯

･
尾
根
の
地
形
を
い
う
ア
ヅ
チ

･
ア
ツ
ミ
地
名
が
あ

る

(本
紀
要
第
45
集

｢安
土

･
温
海
｣
参
照
)

0
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井L:｢た地名｣考 (後篇)

も
う

一
つ
､
先
に
栃
木
県
宝
木
に
つ
い
て
記
し
た

(本
紀
要
第
48
集
)
が
､
日

光
と
今
市
市
の
間
に
発
L
へ
宇
都
宮
市
東
部
を
南
流
し
､
南
部
芳
賀
郡
～
小
山
市

の
境
で
鬼
怒
川
に
合
流
す
る
の
が
田
川
で
'
こ
の
間
､
宝
木
台
地
の
片

側
を
侵
食

形
成
し
た
川
で
あ
る
｡
尾
根
を
形
成
し
た
点
､
福
岡
の
田
川
郡
と
実
に
よ
く
似
て

い
る
｡

二
､
佐
賀
県

アリ
タ

ア
､
有
田
市
｡
佐
賀
県
西
部
の
山
間
地
｡
陶
器
の
産
地
と
し
て
著
名
｡
山
は
極
皮

に
風
化
し
て
ギ
ザ
ギ
ザ
で
あ
る
｡
風
化
土
は
白
-
､
流
れ
に
よ
っ
て
運
ば
れ
､
淀

み
な
ど
に
た
ま
る
｡
こ
れ
が
陶
器
の
原
料
粘
土
で
あ
る
｡
当
地
の
ギ
ザ
ギ
ザ
に間

な
っ
た
山
の
形
も

1
見
す
れ
ば
忘
れ
え
な
い
印
象
を
与
え
る
o
兵
庫
県
の
｢有
馬
｣

に
は

｢荒
れ
た
谷
間
｣
説
が
あ
る
と
同
じ
-
'
こ
の
｢有
田
｣
の
｢有
｣
に
も

｢荒
｣

を
考
え
た
-
な
る

(第

一
節
和
歌
山
県

｢有
田
｣
参
照
)
｡

タケ
オ

ィ
､
武

雄

-
佐
賀
平
野
を
西
に
抜
け
､
多
久
地
方
の
南
を
抜
け
る
と
武
雄
に
至
る
｡

(
勧
船
山
)

こ
こ
ま
で
来
て
山
が
険
し
-
な
っ
た
と
患
う
｡
鉄
道
の
南
側
の

虚

空

蔵

山

は

､
頂

urr

が
秀
で
た

(
8-.
m
で
高
山
で
は
な
い
が
)
山
で
あ
る
｡
上
は
馨
蒼
と
樹
木
が
茂
っ

､リ]

て
い
る
が

麓
は岩崖
の
山
で
あ
る
｡
岩
は
表
面
が
黒
い
が
中
は
白
い
｡
し
か
る
に

同
じ
崖
面
の
す
ぐ
隣
は
風
化
花
高
岩
か
'
赤
味
を
帯
び
て
い
る
｡
鉄
道
を
は
さ
ん

だ
反
対
の
北
側
は
'
と
り
わ
け
頂
が
鋭
-
尖
っ
た
岩
の
山
で
あ
る
｡
こ
の
タ
ケ
ダ

ケ
し
さ
こ
そ

｢
た
地
名
｣
の
古
書
心
で
あ
る
｡

タ
ケ
フ

タ

ケ

オ

福
井
県
武
生
は
日
野
川

･
吉
野
瀬
川
に
挟
ま
れ
た
尾
根
筋
で
､
武

雄

は

尾
根
で

は
な
い
が
､
類
似
地
形
だ
と
言
え
る
｡

タ
ク

ウ
､
多
久
-
佐
賀
平
野
を
西
に
抜
け
て
山

(築
紫
山
地
)
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
多

久
が
あ
る
｡
小
丘
陵
が
果
て
し
な
-
続
い
て
い
る
｡
流
れ
て
い
る
川
は
大
き
-
は

な
い
が
､
水
音
を
立
て
た
落
差
が
あ
り
'
合
流
し
､
そ
の
流
れ
を
使

っ
て
の
水
田

が
分
布
し
て
い
る
｡
水
田
面
の
高
低
差
が
強
い
｡
多
久
は
広
-
､
中
多
久

･
下
多

久

･
東
多
久

･
多
久
原
'
牛
津
川
を
少
し
遡
っ
た
所
の
多
久
聖
廟
の
付
近
な
ど
に

分
け
ら
れ
て
い
る
が
､
地
相
は
同
じ
で
あ
る
｡
や
は
り
丘
陵

･
段
差

･
水
音
な
ど
､

｢
た
地
名
｣
の
特
色
に
一
致
す
る
｡

オオ
タ

エ
'
太

田

佐
賀
県
鳥
栖
市

鳥
栖
市
の
平
坦
な
市
街
地
を
抜
け
､
駅
よ
り
2
血
北
方
の
郊
外
に
出
る
｡
水
田
､

果
樹
園
な
ど
を
経
営
す
る
農
家
が
点
在
す
る
中

に
､
欝
蒼
と
し
た
木
立
の
あ
る
人
家

の
庭
に
太
田
山
古
墳
が
あ
る
｡
こ
の
家
の
前
あ
た
り
か
ら
､
水
田
面
が
箕

･
塵
取
状

に
な
っ
て
続
い
て
ゆ
-
｡
広
島
県
尾
道
市
郊
外
の
太
田
と
水
田
面
の
形
が
よ
-
似
て

い
る
｡

三
､
大
分
県

先
に
九
州
地
方
の

｢
た
地
名
｣
の
分
布
を
4
地
域
に
分
け
て
示
し
た
が
'
大
分

県
は
そ
の
3
つ
の
地
域
を
含
み
､
最
も
激
し

い
起
伏
地
形
と
l亭
見
る
｡
｢大
分
｣
の

3
娼
E

名
も
｢
大

き

だ

｣

よ
り
出
た
と
す
る
本
居
宣
長
の
説
は
尤
も
と
思
わ
れ
る
｡

タ

ヒラ

タ
ノ
パ
ル

ア
､
田

ノ

平

･田
能

原

-
大
分
県
玖
珠
町
.
前
記
分
類
の
㈲
地
域
｡
玖
珠
川
沿
い

の
築
後
街
道
の
平
川
か
ら
北
の
山
手
に
入
る
と
'
ま
も
な
-
田
ノ
平
｡
更
に
奥
に

登
っ
た
田
能
原
と
と
も
に
比
高

20
m
-
ら
い
の
岡
が
長
-
続
い
て
い
て
'
そ
の
岡

に
挟
ま
れ
て
水
田
が
あ
る
村
で

あ
る｡
田
ノ
平
は
崖
の
意
｡
水
田
そ
の
も
の
で
は

崖
に
な
り
え
な
い
｡
紀
伊
半
島
南
端
の
田
子
に
田
平
が
あ
っ
た
｡
崖

･
岬
の
側
面

の
急
傾
斜
を
さ
し
て
い
る
｡

オオ
タ

イ
'
太

田

-
大
分
県
玖
珠
町

(後
記
の
太
田
村
と
は
別
)
｡
7
､
と
同
じ
よ
う
に
山

手
を
つ
っ
切
っ
て
東
に
ま
わ
る
と
太
田
で
あ
る
｡
ま
た
同
じ
よ
う
に
比
高

20m
程

度
の
連
続
し
た
岡
に
囲
ま
れ
た
農
村
で
あ
る
｡
中
の
広
さ
は
､
前
記
田
ノ

平
･田

能
原
よ
り
ず
っ
と
広
-
､
水
田
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
点
で
は
'
こ
れ
ら
に
対
し

｢広
大
な
水
田
｣
と
い
う
意
味
が
当
ら
な
-
は
な
い
が
､
や
は
り
全
体
の
共
通
項
を

と
れ
ば
'
急
傾
斜
面
の
岡
に
囲
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡

タ
カ
ラヤ
マ

ウ
､
宝

山

-
前
記
し
て
き
た
コ
ー
ス
を
東
に
向
う
と
九
重
町

(中
心
は
恵
良
)
に

(ま
た
は
三
角
お
に
ぎ
り
形
)

至
る
｡
周
囲
に
は
麓
が
急

傾

斜

な

椀

形

の

山

が

目
立
ち
､
そ
の
中
で

一
き
わ
際
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立
っ
て
い
る
の
が
宝
山
816

m
で
あ
る
｡
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
が
､
中
腹
部
か
ら
項

部
に
か
け
て
岩
肌
を
あ
ら
わ
に
し
て
崖
を
な
し
､
項
部
は
む
し
ろ
緩
い
ド
ー
ム
型

で
'
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
に
た
と
え
る
人
も
い
る
｡
山
麓
を

一
周
で
き
る
道
が
あ
り
'

ま
わ
り
な
が
ら
見
る
と
､
至
る
所
か
ら
も
り
上

っ
た
岩
山
の
相
を
見
る
こ
と
が
で

き
､
既
に
述
べ
て
き
た
兵
庫
県
宝
塚
の
岩
崖
､
島
根
県
大
宝
の
岩
崖

･
急
傾
斜
山

中
の
相
が
想
起
さ
れ
､
宝
地
名
の
共
通
相
を
確
認
で
き
た
｡

エ
'
国
東
半
島
部

国
東
半
島
は
､
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
両
子
山

･
文
殊
山

･
千
灯
岳
な
ど
か

ら
､
八
方
に
川
が
流
れ
､
そ
の
侵
食
に
よ
っ
て
尾
根
が
放
射
状
に
伸
び
て
い
る
｡

そ
の
岸
が
崖
を
な
し
て
い
る
所
は
数
え
切
れ
ぬ
程
で
あ
り
'
尾
根
の
先
端
部
や
､

そ
れ
ぞ
れ
の
川
口
で
あ
る
海
岸
部

(小
平
地
に
移
行
し
た
所
)
に

｢
た
地
名
｣
が

多
い
｡
以
下
周
回
し
っ
つ
記
載
す
る
｡

オオ
タ

a
t

太
田
村

(西
国
東
郡
)

前
記
中
央
群
山
の
南
｡
侵
食
谷
数
本
が
流
れ
下
っ

て
平
地
に
至
っ
た
所
｡
よ
っ
て
水
田
あ
り
｡
さ
れ
ど
地
形
成
立
上
'
上
の
尾
根

筋

･
川
の
侵
食
を
さ
し
措
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
群
馬

･
茨
城
の
太
田
と
共

通
｡タ

パル

b
t
田
原
山

(鋸
山
)
西
国
東
郡
の
南
西
境
｡
こ
の
山
は
特
に
上
部
に
岩
崖
面
が

多
-
､
見
上
げ
る
と
鋸
歯
状
に
見
え
る
｡
千
葉
県
に
も
鋸
山
あ
り
､
そ
の
麓
部

に
田
子
あ
り
､
こ
こ
は
田
原
山
で
あ
り
'
田
た
地
名
の
共
通
性
を
見
る
｡

モ
ロ
タ

C
'
諸
田

(安
岐
町
)
中
心
部
の
山
に
近
-
､
安
岐
川
の
上
流
部
｡
深
-
侵
食
谷

を
形
成
し
て
い
て
西
側
の
岸
の
上
部
に
諸
田
集
落
あ
り
､
両
岸
が
急
傾
斜
で
あ

る
こ
と
を
い
う
｡
水
田
も
あ
り
'
御
田
植
の
祭
り
あ
り
｡

マ
タ
マ

d
､
真
玉
町

(西
国
東
郡
)
半
島
西
部
海
岸
｡
小
さ
な
谷
を
多
-
含
む
真
玉
川
が

作
っ
た
地
形
で
､
こ
の
玉
は
殆
ど
谷
と
言
い
か
え
得
る
｡
古
墳
が
あ
り
､
古
-

か
ら
の
生
活
の
歴
史
が
あ
る
所
｡
磨
崖
仏
あ
り
｡

タケ
ダ

2
､
竹

田

川

(西
国
東
郡
)
半
島
北
西
部
､
香
々
地
町
で
周
防
灘
に
入
る
｡
こ
の

香
々
地
の
意
は

｢
カ
ガ

･
ガ
ギ

･
カ
グ

･
(カ
ゲ
)

･
カ
ゴ
｣
の
体
系
を
も
つ

カ

ガ

カ

グ

起
伏
地
の
意

(石
川
県
-
加

賀

国
'
奈
良
天
の
香

具

山
な
ど
)'
竹
田
は
大
分
県

南
部
に

｢竹
田
市
｣
あ
り
'
侵
食
谷

･
尾
根
の
集
合
地

(既
述
)

0

ム
コウダ

-
'
向

田

(東
国
東
郡
国
見
町
)
半
島
北
東
部
の
海
岸
｡
小
さ
い
が

岩
石
の
岬
が

海
に
突
き
出
し
て
い
る
｡
岬
の
岸
が
崖
で
あ
る
｡

な
お
､

C
諸
田
に
つ
い
て
は
､
別
に
中
津
市
に
も
同
名
の
地
あ
り
'
小
国
川
の
堆

積
に
よ
っ
て

生
じ
た
扇
状
三
角
州
の
扇
頂
部
に
当
る
｡
標
高
50

m
｡
東
方
犬
丸
川
に

面
し
て
数
段
の
河
岸
段
丘
あ
り
'
土
質
は
大
体
赤
色
粘
土
質
｡
地
層
下
部
は
砂
質
｡

上
部
に
傑
層
が
不
整
合
に
重
な
る

(角
川
日
本
地
名
大
辞
典
大
分
県
の
地
名
)｡
台
地

上
に
古
墳
多
-
'
生
活
史
と
地
名
と
の
か
か
わ
り
も
注
目
さ
れ
る
｡

こ
の
外
に
も
大
分
県
に
は
注
目
す
べ
き

｢
た
地
名
｣
が
多
い
が
'
今
は
省
略
す
る
｡

第
七
節

静
岡
県

同

丁
地
相
の
範
囲
に
同
じ

(ま
た
は
同

1
体
系
内
の
)
地
名
が
集
中
す
る
こ
と
を

根
拠
に
､
地
域
別
に
述
べ
て
き
た
｡
た
だ
そ
の
例
と
し
て
静
岡
県
を

一
つ
に
あ
げ
る

の
は
'
自
分
の
た
て
た
方
針
に
反
す
る
｡
と
い
う
の
は
'
静
岡
県
は
後
に
述
べ
る
よ

う
に
東
西
で
非
常
に
異
っ
た
地
質
的
成
因
を
も
ち
'
地
形
も
そ
れ
に
伴

っ
て
異
る
｡

従
っ
て
こ
れ
を

一
括
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
｡
さ
て
'
そ
の
静
岡
県
で

｢水
田
の
意

で
な
い
た
地
名
｣
は
'
伊
豆
の
火
山
質
地
域
に
大
へ
ん
多
い
が
'
し
か
し
西
の
水
成

岩
地
帯
に
も
あ
り

､
そ
の
点
で
同
県
を

一
括
す
る
こ
と
に
別
の
意
義
が
生
ず
る
と
伝

ず
る
｡
即
ち
､
当
初
の
方
針
と
は
矛
盾
す
る
が
､
静
岡
県
に

｢
た
地
名
｣
が
集
中
し

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
一
括
す
る
意
義
を
認
め
る
が
､
静
岡
県
下
に

｢た
地
名
｣
が
な
い
に

等
し
い
所
が
あ
る
｡
そ
れ
は
北
西
部
'
長
野
県
と
の
境
の
明
石
山
脈

一
帯
､
及
び
富

士
山

(
こ
れ
は
1
岳
と
も
呼
ば
れ
た
が
ー

三
田
で
あ
る
｡
更
に
明
石
山
脈

･
富
士
山

の
中
間
の
身
延
山
地
あ
た
り
も

｢た
地
名
｣
は
少
な
い
と
言
え
る
｡
大
井
川

･
安
倍

川
の
上
流
部
は
険
し
-
侵
食
し
て
い
る
が
､
川
沿
い
･
合
流
点
な
ど
に
も
平
地
が
形

成
さ
れ
て
い
な
い
｡
前
論
文

(本
紀
要
第
48
集
)
か
ら
述
べ
て
き
た
と
お
り
､
こ
の

10
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井上 :｢た地名｣考 (後篇)

｢
た
地
名
｣
は
､
山
か
ら
平
地
に
段
差
を
も
っ
て
続
き
'
両
者
が
か
か
わ
る
所
に
あ
る

地
名
で
あ
る
｡

平
凡
社
世
界
大
百
科
辞
典

･
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

(静
岡
県
)
な
ど
に
よ
っ
て
､

静
岡
県
の
特
性
を
み
る
と
､

l
､
北
西
部
の
明
石
山
脈
地
帯
は
､
中
央
構
造
線
に
属
し
､
地
質
的
に
は
古
生

･
中

世
紀

･
古
第
三
紀
層
に
当
り
'
花
哲

石
･
変
成
岩
に
よ
っ
て
成
る
｡
荒
川
岳
3141

m
､

明
石
岳
3120

m
な
ど
概
し
て
山
は
高
い
｡

2
､
東
部
は
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
に
属
す
｡
富
士
火
山
帯

･
伊
豆
半
島
で
､
新
し
い
第

三
紀
以
後
の
地
質
を
も
ち
'
火
山
で
あ
る
富
士
山

3--6
m
を
除
-
と
､
火
山
で
も
さ

ほ
ど
高
-
は
な
-
､
10-0

m
台
が
多
い
｡

こ
の
二
地
帯
が
極
め
て
対
照
的
な
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
属
さ
せ
る
の
に
無
理
が
あ

る
地
域
を
示
す
と
'

3
'
1
､
2
､
両
地
帯
の
間
の
海
に
近
い
平
野

･
砂
丘
帯
で
､
そ
の
西
端
は
1
の
南

に
続
き
｢
､愛
知
県
に
接
す
る
｡
砂
丘
帯
は
侵
食
で
か
な
り
複
雑
な
地
形
を
な
し
て
い

る
所
も
あ
る
｡

さ
て
'
こ
れ
ら
の
地
域
に
ど
ん
な

｢た
地
名
｣
が
あ
る
か
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
と
'

1
､
地
帯
-
磐
田
郡
を
は
じ
め
'
小
田

･
下
田

･
南
部
田

･
山
犬
段
な
ど
あ
る
が
'

比
較
的
少
な
い
｡

2
､
地
帯
1
田
方
郡
を
は
じ
め
'
多
賀

･
田
野
原

･
下
田
市

･
田
子

･
田
子
野

･
大

滝

･
丹
野
･
多
比
な
ど
'
広
さ
の
割
に
多
い
｡

3
､
地
帯
-
三
島
市
に
田
町
'
清
水
町
に
玉
川
､
富
士
川
河
口
に
田
子

(
の
浦
)
'
清

水
市
に
田
町

･
宝
町

･
富
士
宮
市
に
宝
町

･
芝
川
町
に
向
田
､
静
岡
市
地
区
に
田

町

･
宝
町

･
田
ケ
谷
'
掛
川
市
に
丹
間

･
段

(村
)

･
菊
川
町
に
田
ケ
谷

･
小
笠

町
に
丹
野

･
袋
井
市
に
田
町

･
磐
田
市
に
磐
田
原
'
太
田
川
､
浜
松
市
に
石
田
町
､

浜
名
湖
西
岸
に
太
田

･
多
米
峠

(愛
知
県
と
の
境
)

も
ち
ろ
ん
l

･
2

･
3
の
地
帯
に
明
確
な
境
界
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､
3
は
や

や
広
-
見
す
ぎ
て
い
る
か
と
思
う
が
'
平
地
部
で
人
々
の
生
活
の
場
で
も
あ
る
た

め
､
地
名
も
多
い
｡

こ
う
し
て
み
る
と
'
む
し
ろ
結
論
に
述
べ
る
べ
き
事
で
あ
る
が
､
地
学
的
成
因
の

異
る
こ
と
は

｢
た
地
名
｣
と
関
係
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
古
代
人
の
名
づ
け
の
根
拠

に
は
地
学
的
区
別
よ
り
現
実
的
感
覚
的
な
特
質
こ
そ
必
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
1
の
明
石
山
脈
高
地
'
2
の
う
ち
北
部

(富
士
山

一
帯
に
は

｢
た
地
名
｣
が

な
い
｡
あ
る
の
は
､
山
が
平
地

に
続
-
所
'
段
差
の
あ
る
地
形
の
所
な
ど
で
､
こ
れ

ら
は
前
論
文
か
ら
述
べ
て
き
た
事
と

一
致
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
通
じ
て
､
地
学
的

成
因
は
異
っ
て
も
､
結
果
的
に
山

･
丘
陵
か
ら
段
差
を
も
っ
て
低
平
地
に
続
く
と
こ

ろ
に

｢た
地
名
｣
が
あ
り
'
静
岡
県
下
で
は
成
因
の
違
い
を
の
り
こ
え
て
こ
の
名
が

あ
り
な
が
ら
'

一
級
の
山
間
地
に
な
い
と
い
う
よ
う
な
'
極
め
て
明
瞭
な
あ
ら
わ
れ

方
を
し
て
い
る
点
に
'
尽
き
な
い
興
味
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
右
に
-
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
地
名
に
同
名
の
も
の
が
'
別
の
所
に
あ
る
例
が

あ
る
｡
便
宜
上
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
｡
ま
た
､
前
論
文
か
ら

と
り
あ
げ
て
き
た
の
と
同
じ
地
名
は
落
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
｡
こ
の
目
本
の
地
質

の
縮
図
と
も
言
わ
れ
る
静
岡
県
の
例
も
他
と
同

一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に

大
き
な
意
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

静
岡
県
内
に
'
課
題
の

｢た
地
名
｣
で
同
名
の
も
の
が
多
い
｡
県
内
で
位
置
は
離

れ
て
い
て
も
､
こ
れ
は

一
括
し
て
述
べ
る
｡

〔田
〕

タ

マ
チ

l
､
田
町

ア
'
三
島
市
｡
伊
豆
国
君
沢
郡
の
う
ち
｡
狩
野
川
の
支
流
境
川
中
流
左
岸
に
あ
る
｡

た
だ
し
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
の
町
名
｡

イ
'
清
水
市
｡
昭
和
14
年
か
ら
の
町
名
｡
も
と
は
大
字
辻
の
一
部
｡
昭
和
48
年
'

一
部
が
宮
下
町

･
矢
倉
町
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
｡

ウ
'
静
岡
市
｡
大
正
13
年
か
ら
の
町
名
｡
も
と
は
安
西
｡
安
倍
川
沿
い
｡

工
､
袋
井
市
｡
昭
和
49
年
か
ら
の
町
名
｡
も
と
は
大
字
久
能
の
一
部
｡

オ
'
浜
松
市
｡
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
の
町
名
｡
遠
州
灘
に
注
ぐ
馬
込
川
の

ll
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支
流
新
川
流
域
に
位
置
す
る
｡

以
上
'
大
方
平
地
部
な
の
で
､
水
田
が
あ
る

(あ
っ
た
)
所
で
あ
る
｡
し
か
し
､

す
べ
て
全
く
平
ら
か
な
所
で
は
な
く
'
崖
状
の
段
差
を
含
ん
で
い
る
所
に
あ
る
｡

2
､
田
方
郡

伊
豆
半
島
中
央
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
位
置
す
る
｡
古
代
か
ら
の
郡
名
｡
和
名

抄
に

｢多
加
太
｣
(刊
本

･
東
急
本
と
も
)､
延
書
式
の
神
名
帳

･
民
部
式
に

｢
タ

カ
タ
｣

の
ふ
り
か
な
あ
り
｡
伊
豆
国
は
山
岳
が
達
り
平
地
が
狭
い
が
'
中
部
か
ら

北
部
に

か
け
て
の
狩
野
川
流
域
に
は
平
地
が
あ
り
田
地
が
ひ
ら
け
て
い
る
の
で
､

田
方
の
名
が
あ
る
と
い
う
｡

し
か
し
､
タ
ガ
タ
の
地
名
は
鹿
児
島
県
末
吉
町

･
牧
園
町
に
同
じ

｢
田
方
｣

で
'

愛
知
県
小
牧
市
に
は

｢
田
県
｣
で
､
福
岡
県
立
花
町
に
は

｢
田
形
｣
が
あ
る

｡

鹿

児
島
の
田
方
は
'
い
ず
れ
も
霧
島
山
の
西

･
南
の
麓
に
あ
り
'
火
山
灰
が
険
し
-

侵
食
さ
れ
た
所
.
愛
知
小
牧
の
田
県
は
東
北
方
4
血
余
の
本
宮
山
2-3

m
か
ら
続
く

(水
Ea
)

尾
根
の
先
端
部
で
'
南

･
西
は

平

地

に

続
-
地
形
で
あ
る
｡
福
岡
県
立
花
町
は
南

側
の
肥
後
山
地
か
ら
の
斜
面
の
下
に
あ
り
､

一
口
に
言
え
ば
谷
に
臨
む
地
形
で
あ

る
｡
こ
れ
ら
と
考
え
合
わ
せ
る
と
伊
豆
の
田
方
も
､
狩
野
川
に
落
ち
る
多
数
の
支

流
が
谷
状
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る

(下
流
に
田
が
あ
る
の
は
結

果
)｡

3
'
多
賀

熱
海
市
｡
市
の
南
部
｡
半
島
東
海
岸
で
あ
る
が
､
熱
海
の
ア
タ
は
本
紀

要
第
45
集
に
説
い
た
所
で
'
そ
の
要
点
は
､
｢長
峯

･
尾
根
な
ど
､
特
に
そ
の
末
端

部
に
当
る
地
名
で
あ
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
当
地
名
は
体
系
的
で
'
ア
タ
･
ア
チ
･

ア
ツ
･
ア
テ
･
ア
ト

(及
び
そ
れ
ら
の
濁
音
形
)
を
も
つ
｡
隣
の
タ
ガ
も
類
似
地

形
で
､
背
後
の
山
か
ら
尾
根

･
谷
筋
が
出
て
い
る
点
な
ど
､
こ
れ
ま
た
既
述
し
た

滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
､
兵
庫
県

一
宮
町
多
賀
と
全
-
類
似
の
地
形
で
あ
る
｡
な

お
､
茨
城
県
東
北
部
の
多
賀
郡
は
阿
武
隈
高
地
の
最
南
部
で
'
渓
谷
も
あ
る
侵
食

帯
で
あ
る
し
､
宮
城
県
宮
城
郡
多
賀
城
の
地
も
､
起
伏
の
多
い
'
侵
食
の
強
い
所

で
あ
る
｡
こ
う
い
う
相
は
伊
豆
の
多
賀
に
も
合
致
し
て
い
る
｡

タ

ゴ

4
､

田

子

ア
'
富
士
市
｡
富
士
川
河
口
｡
万
葉
集
以
来
歌
枕
と
し
て
有
名
な
所
｡

田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
み
れ
ば
裏
白
に
ぞ

富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

(三
-
三

一
八

山
部
赤
人
)

さ
て
'
こ
の
田
子

(
の
浦
)
つ
い
て
､
古
代
と
現
在
と
で
は
位
置
が
違
う
と
さ

れ
る
｡
即
ち
'
今
は
富
士
川
河
口
の
東
側
を
田
子
の
浦
と
言
い
'
そ
の
中
の
潤
井

川
河
口
近
-
に
田
子
と
い
う
地
名
も
あ
る
｡
富
士
川
河
口
は
三
角
州
状
だ
が
､
地

形
は
相
当
の
起
伏
を
も
ち
､
富
士
川
派
流
も
不
規
則
に
流
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
古
代
の
田
子
の
浦
は
'
富
士
川
河
口
の
西
'
蒲
原
'
吹
上
の

浜
の
方
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡

い
ず
れ
が
真
に
田
子
で
あ
る
か
?
筆
者
は
､

一
カ
所
だ
け
で
決
着
を
つ
け
よ
う
と

す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
思
う
｡
先
の
多
賀
に
つ
い
て
も
他
地
域
の
同
名
地
と
の
共

通
相
を
確
認
し
た
と
お
り
､
田
子
に
つ
い
て
も
比
較
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

イ
'
西
伊
豆
町
｡
半
島
南
西
部
海
岸
｡
笠
蓋
山
6-9

m
か
ら
続
-
二
本
の
尾
根
に
'

北
側
と
東
～
南
側
を
囲
ま
れ
た
中
に
あ
り
､
東
側
の
多
賀

(先
述
)
に
よ
く
似
た

地
形
で
あ

る
(地
名
も
タ
ガ
ー
タ
ゴ
同

一
体
系
)｡

さ
て
'
こ
の
タ
ゴ
を
同
地
名

(同

一
体
系
地
名
)
と
の
共
通
性
に
お
い
て
正
当
に

解
す
る
た
め
に
は
､
も
っ
と
多
-
の
タ
ゴ
地
名
と
比
較
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
実
は
既

に
本
紀
要
第
38
集
に

｢
タ
カ

･
タ
ク

･
タ
コ
-
｣
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
要
点
を

示
す
と
､
こ
れ
ら
の
地
名
の
共
通
的
地
形
は
背
後
に
急
傾
斜

･
崖
を
背
負
い
､
用
水

檀

の
流
れ
は
さ
か
巻
き
水
音
を
立
て
て
い
る
｡
(タ
キ

が
､
こ
の
地
名
体
系
に
入
っ
て
い

る
)｡
こ
の
よ
う
な
相
こ
そ
タ
ゴ
で
あ
る
(
タ
カ
･･･タ
コ
と
濁
音
形
の
タ
ガ
･･･も
同

一

体
系
)0

な
お
タ
ゴ
は
､
東
北

一
帯
に
同
系
地
名
が
多
-
タ
ッ
コ

(田
子

･
達
子
)

･
タ
ゴ

(田
子
)
･
ダ
ン
ゴ

(駄
子
)
な
ど
あ
り
'
滝
状
の
水
流
を
伴
っ
た
急
傾
斜
地
､
ま
た

は
降
雨
後
特
に
滝
状
に
な
る
所
で
あ
っ
て
'
完
全
な

一
致
を
み
る
｡
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井上 :｢た地名｣考 (後篇)

そ
の
点
'
ア
イ
ヌ
語
の
タ
ブ
コ
プ

(た
ん
こ
ぶ
)
で
あ
る
と
す
る
山
田
秀
三
氏
の

読

(『東
北

･
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
)
は
全
体
に
は

一
致
せ
ず
､
し
か
も
ア
イ
ヌ

人
か
ら
み
て

｢
た
ん
こ
ぶ
｣
と
い
う
な
ら
大
和
語
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
あ
り
､

筆
者
は
賛
意
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
｡

イ
ワ
古ノ

5
'
磐
田
Ⅰ
天
龍
川
流
域
に
位
置
し
､
長
野
県
と
の
境
に
近
い
部
分
か
ら
遠
州
灘
也

方
ま
で
の
広

い
郡
で
あ
る
｡
古
代
､
霊
亀
元
年
五
月
に
地
震
に
よ
る
山
崩
れ
で
鹿
玉

川
が
せ
き
と
め
ら
れ
て
､
石
田
郡
を
含
む
広
大
な
土
地
が
水
没
し
た
被
害
記
事
が
あ

る

(続
日
本
紀
)
｡
こ
の

｢鹿
玉
ア
ラ
ク
マ
｣
と
い
う
の
も

｢
た
地
名
｣
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
も
の
と
思
う
が
､
川
岸
の
台
地
上
に
は
古
墳
時
代
か
ら
の
遺
跡
が
あ
り
､
古

墳
群
も
多
-
､
古
-
か
ら
の
生
活
の
歴
史
を
示
す
｡
｢
ア
ラ
タ
マ
｣
は
こ
の
川
が
暴
れ

川
で
あ
っ
た
名
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
磐

(石
)
田
は
､
郡
と
し
て
み
れ
ば
広
-
'
北
部
山
間
地
帯
と
南
部
低
地

地
帯
と
で
は
地
相
が
非
常
に
異
る
が
､
代
表
を
磐
田
原
に
と
っ
て
示
す
｡

ア
'
磐
田
原
-
天
龍
川
左
岸
､
低
地
部
で
磐
田
市
街
の
北
o
尖
っ
た
扇
形
で
西
境

界
が
天
龍
川
の

支
流
'
東
境
界
は
太
田
川
｡
天
龍
川
の
東
､
太
田
川
の
西
に
は
南

北
に
尾
根
筋

(川
に
平
行
)
あ
り
'
洪
積
台
地
で
北
端
は
標
高
1-5

m

(豊
岡
村
神

増
)｡
南
部
は
沖
積
平
野
に
続
-
｡
地
質
は
天
龍
川
対
岸
の
三
方
原
台
地
と
と
も
に

古
天
龍
川
に
よ
る
河
床
堆
積
物
の
傑
地
で
あ
る
｡

地
形
は
本
論
文
で
特
に
注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
､
角
川
日
本
地
名
大
辞
典

(静
岡
県
)
に
よ
る
と
､
台
地
上
は
多
数
の
南
北
性
の
谷
に
刻
み
込
ま
れ
て
切
断
さ

れ
て
い
る
｡
主
な
谷
は
加
茂
川

･
中
川

･
安
久
路
川
の
刻
む
谷
と
幕
ケ
谷
が
あ

る
｡
谷
底
は
平
ら
で
､
上
中
流
は
欄
､
下
流
は
水
田
と
な
っ
て
い
る
｡
台
地
と
は

急
斜
面
で
'
隔
て
ら
れ
て
い
る
｡
と
あ
っ
て
､
｢
た
地
名
｣
は
急
斜
面
と
考
え
て
き

て
事
と

1
致
す
る
｡

オオ
タ

6
㌧
太

田

-
湖
西
市
太
田
｡
愛
知
県
と
の
境
に
近
い
山
中
か
ら
東
流
し
浜
名
湖
に
入

出
太
田
川
が
流
れ
､
そ
の
下
流
部
に
当
る
沿
岸
に
あ
る
｡
そ
れ
は
'

一
つ
の
張
り

出
し
た
台
地
で
､
先
端
は
浜
名
湖
に
突
き
出
た
正
太
夫
鼻

(突
端
に
54

m
の
芋
津

山
が
あ
る
)
で
あ
る
.
縄
文
期
の
太
田
遺
跡
'
奈
良
期
の
古
窯
群
な
ど
が
あ
っ
て

同
じ
-
生
活
史
の
高
さ
を
示
す
と
こ
ろ
で
､
急
傾
斜
で
特
色
づ
け
ら
れ
る
地
相
を

も
つ
｡

オオ
タ

7
､
太

田

郷
-

平
安
期
の
郷
名
で
'
和
名
抄
に
よ
る
と
遠
江
国
周
智
郡
五
郷
の
一
つ
｡

比
定
地
は
遺

跡
地
の
あ
る
現
在
の
袋
井
市
大
字
太
田
を
中
心
と
す
る

一
帯
と
す
る

説
と
'
現
在
の
森
町
大
字
森
を
中
心
と
す
る

云
冊
と
す
る
説
と
が
あ
る
O
い
ず
れ

に
せ
よ
こ
の
三
田
は
北
北
東
方
向
か
ら
延
び
て
い
る
尾
根
筋
に
当
り
､
そ
の
尾
梶

を
挟
ん
で
原
野
谷
川
､
吉
川
が
あ
り
､
谷
を
形
成
し
て
い
る
｡
こ
の
原
野
谷
川
上

流
に
､
後
述
す
る

｢丹
間
｣
が
あ
る
｡

総
合
的
に
み
る
と
や
は
り
太
田
郷
の
あ
っ
た
所
は
'
尾
根

･
谷
が
か
か
わ
っ
た

急
傾
斜
､
侵
食
崖
が
平
地
に
移
行
す
る
所
と
見
ら
れ
る
｡

タ
マ

〔丹

･
段
〕
段
は
丹
の
覇
音
形
と
し
て
｡
語
頭
薗
音
形
と
み
る
べ
き
も
の
は
､
｢
玉
-

タ
ケ

タ
ノ

ダ
ン

ダ
マ
｡
夕
-
ダ
ア
｡
岳

タ

ケ
ー
ダ

ケ
｣
な
ど
あ
っ
た
｡
さ
て
｢
丹

2

段

｣

が
対
応
す

る
と
し
て
､
し
か
ら
ば
そ
の
意
は
何
か
､
と
い
う
に
'
｢谷
｣
と
解
す
る
｡
そ
の
一
証

タ
ノ
マ

と
し
て
掛
川
市
原
野
谷
川
上
流
左
岸
の
谷
あ
い
に

｢丹
間
｣
が
あ
り
､
そ
の
地
名
は

｢谷
間
｣
の
意
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
静
岡
県
下
に
あ
る

｢丹

･
段
｣
は
永
年
の
地
形
の

変
化
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
､
み
な

｢谷
｣
の
意
と
解
し
う
る
｡

7
､
丹
間
1
前
記

タ
ン
ノ

ィ
､
丹
野
2
小
笠
町
｡
牛
淵
川
支
流
の
丹
野
川
上
流
部
左
岸
に
あ
る
｡

タ
ン
ナ

ウ
､
丹

那

-
伊
豆
半
島
の
付
根
部
.
熱
海
と
三
島
の
間
で
､
田
方
郡
に
属
す
る
｡

柿
沢
川
上
流
に
位
置
す
る
山
間
の
村
で
あ
る
｡
地
質
は
火
山
性
で
複
雑
か
つ
有
名

な
断
層
が
あ
り
､
そ
の
断
層
運
動
に
よ
っ
て
で
き
た
小
盆
地
が
あ
る
｡
古
-
は
池

で
あ
っ
た
と
い
う
｡
東
海
道
線
の
丹
那
ト
ン
ネ
ル
が
通
っ
て
い
る
が
､
こ
の
地
質

の
た
め
に
'
大
変
な
難
工
事
で
あ
っ
た
｡

?･

工
､
段

村

-
掛
川
市
｡
江
戸
期
よ
り
明
治
初
期
ま
で
の
村
名
｡
上
小
笠
川
上
流
に

位
置
す
る
｡
今
は
上
内
田
村
｡

ダ
ン
マ

オ
､
段

間

-
伊
豆
半
島
東
南
部
､
河
津
町
見
高
字
段
間
｡
相
模
灘
に
舌
状
に
つ
き
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出
た
標
高
40

m
ほ
ど
の
海
岸
段
丘
上
に
'
縄
文
中
期
中
葉

～
後
葉
の
段
間
遺
跡
が

あ
る
｡

〔宝
町
〕
タ
カ
ラ
マ
チ

ア
､
宝
町
-
伊
東
市
｡
昭
和
45
年
よ
り
の
新
し
い
地
名
で
あ
る
が
､
も
と
は
大
字

岡
の

一
部
｡
や
は
り
急
崖
の
上
｡

イ
'
宝
町
-

清
水
市
｡
昭
和
47
年
か
ら
の
地
名
で
､
も
と
は
柳
町
'
紺
屋
町
､
魚

町
､
小
芝
町
の
各

一
部
｡

ウ
'
宝
町
-
富
士
宮
市
｡
昭
和
41
年
か
ら
の
新
し
い
地
名
で
'
も
と
は
大
字
大
宮
'

淀
師
の
各

一
部
｡

工
､
宝
町
-
静
岡
市
.
昭
和
7
年

～
20
年
の
地
名
で
'
も
と
は
大
字
川
辺
の
一
部
｡

昭
和
20
年
に

､
昭
和
'
常
磐
､
紺

屋
町
と
な
る
｡

〔玉
川
〕
タ
マ
ガ
ワ

ア
'
玉
川
1
清
水
町
｡
境
川
右
岸
｡
｢駿
河
志
料
｣
に
｢水
清
冷
に
し
て
玉
の
如
し
｡

故
に
玉
川
と
云
｣
と
あ
る
｡
崖
地
で
あ
り
侵
食
地
形
で
あ
る
｡

こ
こ
に
縄
文
晩
期

･
弥
生
後
期
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
玉
川
福
泉
寺
遺
跡
が
あ

る
｡

ィ
､
玉
川

(玉
河
と
も
)
-
三
島
市
｡
狩
野
川
支
流
の
境
川
左
岸
.
地
内
の
玉
水

の
池
か
ら
流
れ
出
る
玉
川
に
ち
な
む
と
い
う

(増
訂
豆
州
志
稿
)｡
た
だ
し
鎌
倉
期

か
ら
見
ら
れ
る
郷
名
で
'
伊
豆
国
田
方
郡
の
う
ち
で
あ
る
｡
玉
川
に
ち
な
む
と
す

る
と
玉
川
の
ガ
ケ

･
水
音
に
因
む
こ
と
に
な
る
｡

静
岡
県
下
の

｢
た
地
名
｣
課
題
語
は
ま
だ
あ
る
が
､
既
に
紙
数
を
越
え
て
い
る
の

で
'
こ
の
辺
で
打
ち
切
っ
て
､
結
論
を
述
べ
る
と
と
も
に
関
連
あ
る
課
題
を
と
り
あ

げ
よ
う
｡結

論
と
関
連
課
題

全
国
的
に
分
布
す
る
多
数
の

｢
た
地
名
｣
を
地
域
的
共
通
性
の
も
と
に
ま
と
め
て

記
述
し
た
｡
ボ
イ
ン
-
に
な
る

｢
田
｣
は
､
水
田

(
の
存
在
)
と
は
必
ず
し
も
結
び

つ
か
ず
､
む
し
ろ
川
の
岸
や
床
に
岩
崖
や
段
差
な
ど
が
あ
っ
て
水
音
を
立
て
て
い
る

点
に
特
徴
が
あ
る
｡
太
田
と
小
田
は
大
小
が
対
応
し
た
地
名
で
あ
る
が
'
壁
面
が

あ
っ
て
水
音
の
あ
る
小
田
'
ま
た
は
水
流
は
顕
著
で
な
く
と
も
急
傾
斜

･
段
差
の
あ

る
小
田
が
特
徴
的
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
太
田
は
､
尾
根
筋
の
先
端
部
ま
た
は
尾

根

･
台
地
の
壁
面
が
落
差
を
も

っ
て
低
平
地
に
続
い
て
い
る
所
に
あ
る
｡
こ
の
尾

根

･
台
地
を
挟
ん
で
川
が
あ
り
､
そ
の
川
が
尾
根
を
形
成
し
た
ケ
ー
ス
で
は
下
の
低

地
は
そ
の
上
の
尾
根
筋
か
ら
生
じ
た
と
言
う
べ
き
も
の
も
あ
る
｡

た田
の
意
味
は
､
と
か
-
水
田
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
に
崖
や
段

差
が
多
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
｡
崖
と
水
田
と
の
関
係
い
か
に
が
課
題
で
あ
る
｡

第

一
節

水
田
を
夕
と
言
わ
な
い
例
に
つ
い
て

I
t
ク
エ
･
ク
イ

｢水
田
で
な
い
た
地
名
｣
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
､
こ
れ
は

｢水
田
を
た
と
言
わ

な
い
例
｣
と
関
連
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
｡

｢
日
本
言
語
地
図
｣
に
よ
っ
て
､
田

(
l
枚

･
多
数
枚
)
の
表
現
を
見
る
.
幾
つ
か

の
代
表
形
が
あ
る
が
'
｢
た
｣
の
名
に
直
結
す
る
と
考
え
ら
れ
る
単
純
形
を
拾
う
と
'

｢
チ
ャ
･
チ
ャ
ー
･
サ
ー
｣
(
日
本
言
語
地
図
の
解
説
で
も
､
こ
れ
ら
が
田
の
変
形
で

あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る

)

が
あ
り
､
こ
の
う
ち

｢
チ
ャ
｣
に
は
下
に

｢-
パ
ル
･

-
バ
-

･
-
バ
ー
･
-
バ

(
い
ず
れ
も
原
か
)
が
つ
い
た
形
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
分

布
は
､
中
国

･
九
州

(奄
美
を
含
む
)

･
沖
縄
に
限
ら
れ
て
い
る
が
'
｢
チ
ャ
ー
･

サ
ー
｣
は

三
日
節
語
を
長
音
に
言
う
西
日
本
型
の
発
音
に
も

一
致
す
る
｡

こ
の
外
､
水
田
を
た
と
言
わ
な
い
例
｣
の
単
純
な
語
形
に
｢
ク
エ
･
ク
イ

･
キ
レ
｣

が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
先
の

｢
チ
ャ
･
チ
ャ
ー
･
サ
ー
｣
と
は
発
想
の
異
な
る
別
の
表

現
と
思
わ
れ
る
点
に
注
目
さ
れ
る
｡
そ
し
て
こ
の
三
つ
に
お
い
て

｢
ク
エ
･
ク
イ
｣

の
二
つ
は
母
音
が
僅
か
変
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
同
語
で
あ
る
が
､
キ
レ
は
ま
た
別
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
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井 L.～｢た地名｣考 (後篇)

田
を
ク
エ
･
ク
イ
と
い
う
例
に
つ
い
て
辞
典
等
で
詳
し
い
説
に
接
し
な
い
｡
し
か

し
解
明
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
日
本
神
話
が
想
起
さ
れ
る
｡
荒
筋
は
'

大
国
主
神
の
支
配
す
る
出
雲
の
海
岸
に
小
人
神
が
漕
ぎ
着
い
た
｡
大
国
主
神
は

こ
の
小
人
神
の
素
姓
を
知
ろ
う
と
し
た
が
神
々
は
誰
も
知
ら
な
い
｡
谷
グ
ク

(
ひ

き
蛙
)
が
言
う
に
は

｢
ク
エ
彦
が
き
っ
と
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
｣
と
の
こ
と
で
'

そ
の
と
お
り
ク
エ
彦
が

｢
こ
れ
は
少
彦
名
神
で
あ
る
｣
こ
と
を
明
か
し
た
｡
(古
事

記
)

と
い
う
の
で
あ
る
｡
更
に
古
事
記
に
は
'
ク
エ
彦
と
い
う
の
は

｢今
は
山
田
の

ノ
ホ
ド

曽

富

騰

と
い
う
｣
ま
た

｢
こ
の
神
'
足
は
行
か
ね
ど
も
蓋
に
天
の
下
の
事
を
知
れ
る

神
な
り
｣
と
あ
っ
て
､
こ
れ
ら
か
ら
ク
エ
彦
と
は
カ
カ
シ
の
事
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
｡

後
世
の
解
釈
で
は
､
カ
カ
シ
は
ポ
ロ

(衣
の
ク
エ
た
る
も
の
)
を
ま
と
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

ク
エ

と
こ
ろ
で
'
こ
の
崩
壊
は
地
相
を
も
表
し
て
い
て
､
｢
ガ
ケ
崩
れ

･
土
砂
崩
壊

(そ

う
し
た
所
)
｣
を
い
う
｡
日
本
国
語
大
辞
典

(昭
和
48
年
)
に
'

動
詞

｢
く
え
る

(崩
)
｣
の
連
用
形
の
名
詞
化
｡
山
か
ら
土
や
岩
な
ど
が
-
ず
れ

落
ち
る
こ
と
｡
改
正
増
補
和
英
語
林
集
成

｢K
u
y
e
ク
エ

潰
｣
｡

と
あ
り
'
更
に
方
言
に
つ
い
て
､

山
く
ず
れ
｡
奈
良
県
吉
野
郡
'
徳
島
県
､
高
知
県
｡
崖
｡
長
野
県
南
佐
久
郡
､

熊
本
県
八
代
郡

グ
工
､
三
重
県
北
牟
婁
郡
｡

を
示
す
｡
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
'
全
国
的
で
は
な
い
な
が
ら
､
長
野
県
以
西
に
ク
エ
･

(山
)

グ
工
で
崖
･
崖

-

ず
れ
の
意
に
使
う
所
が
多
い
と
言
え
る
｡
こ
れ
が
明
か
に
な
っ
た

か
ら
に
は
'
筆
者
は

｢水
田
の
意
に
つ
な
が
っ
た
｣
と
思
う
が
'
従
来
は
ま
だ
そ
こ

に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
｡

さ
て
'
日
本
言
語
地
図
4

(昭
和
59
年
)
に
､
｢水
田

(
一
枚
)
｣
の
意
に
､

ク
エ

(広
島
県
双
三
郡
｡
島
根
県
江
津
で
日
本
海
に
注
ぐ
江
川
中
流
部
山
中
)
｡

同
じ
く

｢水
田

(複
数
枚
)
｣
の
意
に

ク
イ

(島
根
県
邑
智
郡
羽
須
美
の
付
近
｡
前
記
の
江
川
中
流
部
山
中
で
あ
る
点

は
同
じ
で
､
前
の
ク
エ
と
は
15
血
と
は
な
れ
て
い
な
い
｡
)

を
示
す
｡
(
マ
ー
ク
の
位
置
で
解
さ
れ
る
)

先
に

｢
サ
行
音
語
頭
自
然
地
名
の
一
研
究
｣
(本
紀
要
第
47
集
)
で
'
｢『
ス
サ
ノ
ヲ

神
は
ス
サ

(荒
)
の
神
で
あ
り
､
そ
の
現
れ
と
し
て
土
砂
崩
壊
を
起
す
』
こ
れ
は
従

(山)

来
も
言
わ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
｡
し
か
し
更
に
先
が
あ
っ
て
'
崖

の

麓
に
土
砂
崩
壊

し
た
土
は
水

･
川
の
作
用
で
下
流
に
運
ば
れ
'
細
粒
と
な
っ
て
堆
積
す
る
｡
そ
れ
が

水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
､
島
根
県
佐
田
町
須
佐
お
よ
び
そ
の
上
流
部
の
山

中
の
地
質

･
地
相
で
明
か
で
あ
る
｡
即
ち
上
流
の
山
の
崖
崩
壊
は
下
流
の
低
平
地
の

生
み
の
親
な
の
で
あ
り
､
現
に
ス
サ
ノ
ヲ
神
の
杷
ら
れ
て
い
る
須
佐
を
流
れ
る
波
多

(滑
狭
の
郷
)

用

･
神
戸
川

の

下

に

に
ス
サ
ノ
ヲ
の
娘
ス
セ
-
姫
が
い
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る

(出

雲
風
土
記
神
門
郡
)
｣
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
｡

こ
れ
に
頬
す
る
コ
ン
ビ
は
､
猿
田
彦
神

(崩
壊
相
を
表
す
)
と
娘

･
太
田
姫
と
の

間
に
も
見
ら
れ
る
｡
水
田
に
好
適
な
細
粒
の
軟
い
土
壌
が
山
麓
か
ら
下
に
沖
積
す
る

過
程
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
､
｢
ク
エ
･
ク
イ
｣
(演
)
が
水
田
の

意
に
な
る
こ
と
は
何
の
不
思
議
も
な
い
｡

普
通
に
言
え
ば

｢水
田
が
崩
壊
の
意
に
つ
な
が
る
｣
こ
と
は
考
え
に
-
い
で
あ
ろ

う
｡
あ
ぜ
は
'
水
を
た
た
え
る
た
め
の
縁
で
あ
る
と
共
に
'
水
田
の
崩
れ
を
防
ぐ
た

め
の
も
の
で
あ
る

(通
路
に
も
使
わ
れ
る
が
)｡
崩
れ
を
防
ぐ
-
ら
い
で
あ
る
か
ら

｢崩
壊
｣
と
い
う
意
味
と
は
結
び
つ
け
に
-
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
筆
者
が
'
土
砂
崩
壊

が
水
田
に
密
着
す
る
と
考
え
る
の
は
'
崩
壊
し
て
は
困
る
と
い
う
意
味
で
は
な
-
､

前
述
の
と
お
り

｢崩
壊
土
砂
が
そ
の
後
の
水
流

･
川
の
作
用
で
低
地
に
溜
っ
て
水
田

に
好
適
な
土
地
が
形
成
さ
れ
た
｣
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
｡

ク
エ
る
こ
と
が
水
田
を
作
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
み
れ
ば
､
｢
ク
エ
｣
が
そ
の

ま
ま

｢水
田
｣
の
意
の
名
に
な
る
｡
こ
れ
は
生
成
母
体
の
名
を
も
っ
て
名
と
す
る
と

い
う
最
も
根
源
的
な
名
づ
け
方
法
で
あ
る
｡
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二
､
キ
レ

水
田
を

｢
夕
｣
と
言
わ
な
い
例
で
'
も
う

一
つ
注
目
す
べ
き
も
の
に
､
同
じ

｢
日

本
言
語
地
図
4
｣
に
お
い
て

｢
キ
レ
｣
が
見
出
さ
れ
る
｡
こ
れ
が
あ
る
の
は
､

島
根
県
適
摩
郡

高
知
県
幡
多
郡

(四
万
十
川
沿
岸
)

東
京
都
伊
豆
八
丈
島

で
あ
る
｡
こ
の
島
根
県
適
摩
郡
の
位
置
は
､
先
に
ク
エ
で
示
し
た
広
島
県
双
三
郡
､

ク
イ
で
示
し
た
島
根
県
邑
智
羽
須
美
と
､
そ
れ
ぞ
れ
40
血
も
離
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
キ
レ
は
何
か
｡
布
に
つ
い
て
言
う
こ
と
が
多
い
が

｢片
｣
の
意
で
｢
ク
レ
(土

-
れ
)
｣
と
同

一
の
体
系
を
も
つ
語
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
想
定
が
正
し
け
れ
ば
､
こ
れ
ま

た
土
砂
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
､
先
の
ク
エ
･
ク
イ
に
近
い
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な

る
｡こ

こ
で
も
う

一
つ
の
結
論
が
え
ら
れ
る
｡
先
述
の

｢
ク
エ
彦
｣
は
'
同
じ
-

｢
か

舌

か
し
｣
と
考
え
る
に
し
て
も

｢衣
服
が

ク

エ

て

い
る
か
ら
｣
と
考
え
る
必
要
は
な
-
､

ク
エ

｢
ク
エ
=
水
田
｣
で
直
接

｢
田
彦
｣
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
ク
エ
に
つ
い
て
若
干
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
｡
古
事
記
の
ク
エ
彦
の
表
記
は

｢久
延
毘
古
｣
で
､
こ
の
延
は
ヤ
行
の
工
に
当
る
｡
し
か
る
に
地
名
に
お
い
て
'
た
と

え
ば
出
雲
地
方
､
先
述
の
ス
サ
ノ
ヲ
神
を
杷
る
須
佐
地
方
の
川
下
10
血
は
ど
の
所

に
'
｢立
久
恵
峡
｣
と
い
う
景
勝
地
が
あ
る
｡
激
し
い
侵
食
か
ら
残
っ
た
部
分
が
柱
状

ノ々

に
立

っ
て
い
る
貢
は

1
見
す
れ
ば
忘
れ
得
ぬ
も
の
だ
が
､
｢立
壊
え
｣
と
解
す
る
に
は

工
に
当
る
字
が
恵
で
､
こ
れ
は
り
行
の
ゑ
で
あ
る
｡
こ
れ
で
は

｢久
延
毘
古
｣
と
同

一
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
､
音
声
的
に
は

｢
ヤ
行
エ
ー
ワ
行
ヱ
｣
の
区
別
は
､

鎌
倉
-
室
町
期
の
頃
に
は
区
別
を
失

っ
た
か
ら
表
記
の
区
別
は
積
極
性
を
失

っ
た

し
､
そ
れ
よ
り
早
-
地
名
で
は

｢嘉
字
二
字
を
用
い
よ
｣
の
令
が
出
さ
れ
て
い
た
の

で
'
恵
が
選
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

｢立
久
恵
｣
も
本
来
的
に
は
久
延
と
考
え
た
い
｡

結
び
に
､

た

た

｢
田
地
名
｣
に
こ
だ
わ
っ
て
検
べ
た
｡
｢水
田
で
な
い
田
地
名
｣
と
い
う
課
題
は
､

｢坂
で
な
い
坂
地
名
｣
と
い
う
課
題
と
似
て
い
る
が
対
照
的
で
も
あ
る
｡
日
本
人
は
永

た

ら
-
米
食
を
L
t
水
田
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
｡
よ
っ
て
水
田
の
意
味
で
の
田
地
名

が
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
な
お

｢水
田
で
な

た
い
田
地
名
｣
と
い
う
観
点
で
の
研
究
は
必
要
で
あ
る
｡
調
査
し
て
み
て
自
ら
喜
び
杏

た

覚
え
る
の
は
'
｢水
田
な
ら
ざ
る
田
地
名
｣
は

｢水
田
の
成
立
過
程
を
示
し
た
'
水
田

に
密
着
し
た
地
名
で
あ
る
｣
こ
と
が
判
明
し
た
点
で
あ
る
｡

･
(#
)

収
め
切
れ
な
か
っ
た
所
も
多
い
｡
岩
手
県
下
閉
伊
郡
田
野

畑

､

秋
田
県
鹿
角
市
田

郡
､
秋
田
県
五
城
目
町
田
町
､
山
形
県
飽
海
郡
湯
ノ
田
'
山
形
県
米
沢
市
大
田
町
-

東
北
地
方
だ
け
で
も
こ
う
で
あ
る
｡

(坂
)

先
に

｢
サ
カ

･
サ
ク

･
サ
コ
等
｣
を
論
じ
た
と
き
､
た
と
え
ば

｢大
阪

｣

な
ど
､

｢広
い
低
平
地
を
サ
カ
と
い
う
の
は
､
上
流
山
地
の
麓
か
ら
堆
積
が
進
ん
で
行

っ
て

-
即
ち
坂
が
延
び
て
行

っ
て
ー
全
体
が
サ
カ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(た
だ

し
､
こ
の
サ
カ
は
傾
斜
地
の
意
よ
り
崩
壊
し
た
細
片
シ
ャ
ク

･
ジ
ャ
ク
の
意
と
し

(本
紀
要
第
38
集
)

て
)
､
こ
の
成
立
過
程
を
含
ん
だ
地
名
で
あ
る
｣

と

考

え

た

｡
し
か
し
'
少
な
-
と
も

数
千
年
の
経
過
を
含
む
こ
と
に
､
我
な
が
ら
不
安
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
し

か
し
'
今
回
サ
カ
の
語
根
サ
と
対
応
す
る

｢
た
地
名
｣
に
お
い
て
'
同
じ
-
成
立
過

程
を
含
む
と
考
え
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
｡
細
部
は
と
も
か
-
過
去
の
論
文

(本
紀

要
第
38
集
)
に
も
自
信
を
得
た
｡

現
実
に

｢
た
地
名
｣
の
例
は
多
い
｡
更
に
実
例
を
整
理
し
'
も
っ
と
明
噺
な
表
現

で
述
べ
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
が
'
今
回
は
以
上
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
｡

16

Akita University


	in001a.pdf
	in002a
	in002b
	in003a
	in003b
	in004a
	in004b
	in005a
	in005b
	in006a
	in006b
	in007a
	in007b
	in008a
	in008b
	in009



