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｢
た
地
名
｣
と
い
う
の
は
'
本
論
文
の
た
め
に
つ
け
た
試
み
の
呼
称
で
､
詳
し

-
言
え
ば

｢
た
と
い
う

一
書
節
そ
の
も
の
､
お
よ
び
た
を
含
ん
で
種
々
に
構
成
さ

れ
た
体
系
的
ま
と
ま
り
の
あ
る
自
然
地
名
群
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
｢
た
地
名
｣
は
諺

形
の
種
類
も
全
体
語
数
も
非
常
に
多
い
｡
そ
の
中
で
表
記
上
目
立
つ
の
は
､
｢
田
｣

や

｢
玉
｣
で
あ
る
｡
特
に

｢
田
｣
が
多
い
の
は
'
日
本
人
が
永
ら
-
米
を
主
食
に

し
､
利
用
で
き
る
極
限
に
近
い
ほ
ど
ど
こ
に
で
も
水
田
が
営
ま
れ
る
に
至

っ
て
､

そ
れ
が
地
名
と
な
り
地
名
の
語
源
と
も
さ
れ
て
い
る
の
が
理
由
の

1
端
か
と
思
わ

れ
る
｡

さ
て
し
か
し
'
多
-
の

｢
た
地
名
｣
が
､
す
べ
て
水
田
の
意
味
に
解
し
て
不
自

然
で
な
い
か
と
い
う
と
､
大
い
に
問
題
で
あ
る
｡
実
は
'
世
に
多
-
出
て
い
る
地

名
辞
典
類
で
も

｢
た
｣
と
い
う
根
源
的
な
形
の
地
名
に
つ
い
て
は
､
ほ
と
ん
ど
説

明
が
な
い
｡
特
に

｢地
名
語
源
｣
と
銘
打
つ
な
ら
ば
'
等
閑
に
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
の
に
'
日
本
語

(地
名
)
の
内
部
徴
証
に
照
ら
し
た
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な

い
に
等
し
い
｡

歴
史
的
に
言
う
な
ら
ば
'
稲
作
は
､
あ
る
限
ら
れ
た
時
代
に
国
外
か
ら
導
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
国
外
か
ら
入
っ
た
も
の
に
は
本
来
や
ま
と
こ
と
ば
の
名
が

な
-
､
従

っ
て
将
来
し
た
当
国
の
名
が
借
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
o
L
か
し
､
日

本
に
と
っ
て
､
た
と
え
稲
は
外
来
で
あ
る
に
せ
よ
､
そ
れ
を
育
て
る
大
地
は
借
り

物
で
は
な
い
､
歴
と
し
た
日
本
の
土
地
で
あ
る
｡
稲
作
に
好
適
な
地
に
限
ら
れ
る

し
､
ま
た
何
が
し
か
の
手
を
加
え
て
造
成
す
る
に
し
て
も
う
そ
の
大
地
は
や
ま
と

民
族
の
住
ん
で
い
た
こ
の
国
土
で
あ
る
｡
即
ち
､
稲
作
の
場
と
し
て
の
た
は
､
稲

作
導
入
以
前
か
ら
存
在
し
､
稲
作
を
す
る
よ
う
に
な
る
所
だ
な
ど
知
ら
ぬ
な
が
ら
'

そ
れ
に
適
し
た
地
相
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
や
ま
と
こ
と
ば
で
あ
る
｡
日
本
に
稲

作
を
も
た
ら
し
た
の
が
中
国
人
で
あ
る
に
し
て
も

｢
田
｣
の
テ
ン
･
デ
ン
の
書
か

ら
タ
に
転
じ
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
同
様
に
稲
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も

｢
い
ね

･

い
な

･
よ
ね

･
よ
な
｣
な
ど
明
か
に
日
本
語
で
あ

っ
て
､
微
細
粒
の
崩
壊
土

(稲
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田
に
好
適
を
地
質
及
び
そ
の
土
地
)
が
稲
を
生
産
す
る
母
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
｢
稲
タ
ウ
｣
な
ど
漠
字
音
と
は
仝
-
別
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
｡

稲
作
の
場
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
名
は

｢
た
｣
と
い
う
日
本
語
だ
と
考
え
た
が
､

で
は
､
そ
れ
が
本
来
ど
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
か
､
ど
ん
な
地
相
の
名
で
あ

っ
た

の
か
､
そ
れ
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

手
は
じ
め
に
水
田
を
観
察
す
れ
ば
､
相
当
の
面
積
が
平
ら

(こ
れ
は
湛
水
の
た

め
に
必
要
な
条
件
)
で
あ
る
｡
そ
の
土
は
軟
か
-
(稲
が
根
を
張
る
た
め
に
必
要
)
､

全
体
と
し
て
は
あ
る
程
度
の
傾
斜
地
で
あ
る
こ
と

(流
水
に
よ
る
濯
概
の
た
め
に

必
要
)
､
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
土
は
適
宜
に
養
分
を
含
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
必

要
条
件
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
現
代
の
よ
う
に
'
そ
の
造
成
に
機
械
力
を
駆
使
し
て

大
規
模
な
土
木
工
事
を
し
た
り
､
濯
概
に
も
動
力
を
使

っ
て
広
大
な
平
地
を
も
水

田
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
は
､
稲
作
初
期
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
D
土
を
掘
る

に
も
人
力
で
鍬

･
ス
コ
ッ
プ
状
の
用
具
を
便
う
に
し
て
も
'
刃
が
木
や
石
の
物
し

か
使
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
時
代
で
あ
る
か
ら
'
稲
作
の
場
は
､
自
然
の
地
質
地

形
が
既
に
具
わ
っ
て
い
て
､
造
成
は
手
仕
事
の
小
規
模
な
程
度
で
あ

っ
た
は
ず
で

あ
る
｡
そ
う
し
て
み
る
と
､
初
原
的
な
水
田
は
､
谷
間
の
底
な
ど
に
軟
い
土
が
溜

っ
た
所
を
小
面
積
ず
つ
区
切
っ
て
落
差
を
つ
け
て
行
-
､
い
わ
ゆ
る
棚
田
が
近
い

形
態
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
古
代
の
田
を
念
頭
に
お
い
て
み
る
と
､
い
わ
ゆ
る

｢
田
地
名
｣
の

中
に
も
疑
わ
し
い
例
が
浮
ん
で
-
る
｡
た
と
え
ば

｢岩

(磐
)
田
｣
は
､
周
囲
が

岩
盤
で
囲
ま
れ
た
中
に
軟
い
土
が
溜
っ
て
田
に
な
っ
た
よ
う
な
場
合
は
納
得
で
き

る
が
'
岩
そ
の
も
の
で
は
決
し
て
田
に
な
れ
な
い
｡
ま
た

｢
田
川
･田
山
｣
な
ど
､

実
体
が

｢
川
･山
｣
な
の
で
あ
り
'
｢
田
が
あ
る
川
､
田
が
あ
る
山
｣
な
ど
の
解
は

不
自
然
で
あ
る
｡
植
物
名
が
か
か
わ
る
も
の
で
も

｢松
田

･
栗
田
｣
な
ど
水
田
の

意
か
疑
わ
し
い

(
い
ず
れ
も
地
形
と
し
て
'
尾
根
筋
1

マ
ッ
ト

崩
壊
浸
食
相
-

ク
リ
挟
-
と
見
る
べ
き
例
が
多
い
)
｡
こ
う
い
う

｢
た
｣
に
は
､
｢所
｣
の
意
が
あ

て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
で
は

｢
た
｣
が
ど
う
し
て

｢所
｣
の
意
に
な
り
え
た

か
､
そ
う
い
う
根
本
的
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
'
｢沼
田

･
題

(糠
)
田

･
深
田

･
浅
田

･
広
田
｣
な
ど
'
水
田
の
意
と
し

て
不
自
然
で
な
い
田
地
名
も
多
い
｡
こ
う
い
う
例
に
は
特
に
問
題
は
な
い
と
思
う

の
で
筆
者
は
触
れ
な
い
｡
要
す
る
に
副
題
に
示
し
た
と
お
-

｢水
田
で
な
い
田
と

は
何
か
｣
の
追
究
な
の
で
あ
る
｡
こ
う
い
う
考
え
は
'
か
つ
て

｢
坂
な
ら
ざ
る
サ

カ
地
名
｣
に
注
目
し
た

(本
紀
要
第
38
集
)
こ
と
と
軌
を

一
に
す
る
｡

断

っ
て
お
-
が
'
先
述
し
た
よ
う
に
､
日
本
全
国
至
る
所
に
水
田
は
作
ら
れ
て

い
る
｡
従

っ
て
'
以
下
に

｢水
田
な
ら
ざ
る
田
地
名
｣
と
し
て
述
べ
る
所
に
も
'

多
少
の
田
は
当
然
な
が
ら
あ
る
こ
と
が
あ
る
｡
要
は
､
水
田
が
あ
る
か
ど
う
か
で

は
な
-
'
そ
の
田
が
水
田
の
意
と
し
て
つ
い
た
か
?

ふ
さ
わ
し
い
か
-

の
問

題
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
そ
の

｢水
田
な
ら
ざ
る
田
地
名
｣
も
実
は
多
-
て
､
網
羅
し
て
論
ず
る

わ
け
に
行
か
な
い
｡
結
果
的
に
代
表
的
な
地
名
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に

な
る
が
､
今
回
は
筆
者
の
従
来
の
や
り
方
と
は
少
し
違

っ
た
方
法
を
と
り
た
い
｡

従
来
は
､
基
本
語
形
'
語
尾
な
ど
の
つ
い
た
派
生
語
形
､
熟
語
に
な
っ
た
形
な
ど
､

(地
名
)

主
に
語
構
成
の
上
か
ら
分
類
し
て
述
べ
て
き
た
が
'
そ
う
す
る
と
挙
げ
る
例
語
の

場
所
は
と
び
と
び
に
な
-
'
ま
た
同
じ
所
の
地
相
を
何
度
も
説
明
せ
ね
ば
な
ら
な

い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の

｢
た
地
名
｣
に
つ
い
て
は
､
リ
ス
-

ア
ッ
プ
中
に
気
づ
い
た
こ
と
で
あ
る
が
'
特
定
地
域
に
集
中
し
て
存
す
る
｡
こ
う

い
う
事
は
'
従
来
も
'
秋
田
県
北
秋
田
郡
の
同

一
川
筋
に
-
ク

･
-
コ
地
名
が
あ

サ
ク

-
'
福
島
県
の
阿
武
隈
高
地
に
｢
作

｣

地
名
が
非
常
に
多
く

長
野
県

･
群
馬
県

に
か
け
て

｢
ア
タ
系
地
名
｣
が
集
中
す
る
な
ど
の
例
が
見
出
さ
れ
､
こ
れ
は
同

一

の
地
相
の
範
囲
に
同

一
ま
た
は
同

一
体
系
内
の
地
名
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事

だ
と
考
え
ら
れ
る

(本
紀
要
第
45

･
46
集
)
｡

従

っ
て
本
論
文
で
も

｢
た
地
名
｣
の
集
中
は
同
様
に
考
え
､
論
述
の
都
合
上
'

一
つ
地
域
ず

つ
ま
と
め
て
論
ず
る
方
が
'
｢同

一
地
相
｣
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
や

す
い
と
考
え
た
｡
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
に
つ
い
て
は
､
根
源
的
な
語
形
｢
た
｣
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を
中
心
に
､
構
成
面
か
ら
配
列
し
て
述
べ
､
同
じ
地
名
で
他
地
域
に
あ
る
例
を
補

説
し
た
り
し
て
述
べ
て
行
-
こ
と
は
従
来
ど
お
り
で
あ
る
｡

以
上
の
要
点
を
二
三
例
示
し
て
説
明
す
る
と
､
た
と
え
ば
'
北
関
東
に
は

｢
た

地
名
｣
が
集
中
し
て
い
る
｡
茨
城
県
下
に

一
音
節
の

｢
た

(田
)
｣
が
二
カ
所
､
茨

城

･
群
馬
の
各

｢太
田
(市
)
｣
'
栃
木
の

｢大
田
原
｣
､
栃
木
の

｢宝
(木
)
｣
な
ど

で
あ
る
が
'
｢太
田
｣
は
全
国
的
に
多
く

こ
れ
ら
の
代
表
を
各
地
域
で
と
-
あ
げ

る
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
こ
の

｢宝
(木
)
｣
を
調
べ
る
と
､
語
尾
の
な
い

｢宝
｣
が

他
地
域
に
も
あ
り
､
表
記
が
異
る

｢
田
柄
｣
も
他
に
あ
る
｡
｢太
田
｣
を
と
り
あ
げ

れ
ば

｢小
田
｣
も
落
せ
な
い
｡
こ
う
い
う
対
応
形

･
関
連
形
を
同

一
体
系
内
の
地

名
と
し
て
と
り
あ
げ
る
｡

千
葉
県
も

｢
た
地
名
｣
が
集
中
し
て
い
る
｡
代
表
に

｢多
古
｣
を
あ
げ
る
｡
そ

た
む
か
い

の
多
古
町
に

｢
田
町
｣
が
､
し
か
も
中
心
部
に
あ
-
､
ま
た
近
-
に

｢田
向

｣

が

あ
る
｡
筆
者
は
こ
の
地
名
が

｢
た
地
名
｣
と
し
て
の
課
題
語
だ
と
い
う
こ
と
に
今

回
は
じ
め
て
気
づ
い
た
の
で
あ
る
が
､
地
元
秋
田
の
仙
北
郡
田
沢
湖
町
に
も
あ
る
｡

た
む
き
｡た
む
ぎ

た
むぎ

1
万
､
同
表
記
で
｢
田

向

｣

が
あ
り
､
他
地
域
の

｢田
麦

｣

に
通
じ
'
い
ず
れ
も

｢峠
｣
に
当
る
例
が
あ
る
点
か
ら
地
(形
)名
あ
る
い
は

1
般
語
菜
と
し
て
の
｢峠
｣

と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
｡

た
ん
ば

｢
丹

波

｣

と
い
え
ば
京
都
府
が
あ
げ
ら
れ
る
が
'
そ
こ
は

｢
た
地
名
｣
が
集
中

し
て
は
い
な
い
よ
-
な
の
で
こ
の
地
域
は
と
り
あ
げ
な
い
｡
外
に
は
東
京

･
神
奈

た
ば

川
～
山
梨
に
わ
た
っ
て
多
摩
川
上
流
に

｢丹
波

｣
が
あ
る
｡
し
か
し
丹
波
は
'
ほ

か
に
対
照
す
べ
き
好
例
と
と
も
に
島
根
県
に
あ
る
の
で
､
そ
こ
で
述
べ
る
o
な
お

丹
波
に
は
､

一
国
を
二
分
し
た
対
の
地
名
と
し
て

｢丹
後
｣
が
あ
る
が
､
丹
波

･

丹
後
が
そ
れ
ぞ
れ
前
後
対
立
し
て
で
な
-
独
自
に
使
わ
れ
た
例
も
あ
-
'
表
記
の

異
る

｢束

･
田
場
｣
や
語
頭
濁
音
の

｢
駄
場

･
駄
馬
｣
も

一
括
し
て
見
る
べ
き
例

が
あ
る
｡

以
上
､
｢
た
地
名
｣
の
集
中
と
し
て
と
り
あ
げ
る
場
所
の
サ
ン
プ
ル
を
示
し
た
が
'

本
論
で
と
り
あ
げ
る
箇
所
を
目
次
を
兼
ね
て
示
せ
ば
､

前
篇123

後
篇4567

紀
伊
半
島

(和
歌
山

二
二
重
の
二
県
)

北
関
東

(茨
城

･
栃
木

･
群
馬
の
三
県
)

千
葉
県

山
陽
地
方

(広
島

･
岡
山
の
両
県
へ
付
兵
庫
県
)

島
根
県

九
州

(特
に
北
部
､
佐
賀

･
大
分

･
福
岡
の
三
県
)

静
岡
県

(伊
豆
半
島
)

で
あ
る
が
､
金
井
弘
夫
氏
の
編
に
な
る

｢新
日
本
地
名
索
引
｣
で
検
索
し
て
も
'

こ
れ
ら
の
地
域
に

｢
た
地
名
｣
の
分
布
が
多
い
こ
と
は
直
ち
に
わ
か
る
｡

と
こ
ろ
で
'
語
数
も
地
域
も
多
-
､
小
論
に
全
部
を
収
め
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
｡
よ
っ
て
前
篇

･
後
篇
に
分
け
る
｡
後
篇
に
は
前
掲
の
地
域
外
の
例
に
言
及

す
る
こ
と
が
多
-
な
る
で
あ
ろ
う
｡

本

論

第

一
節

和
歌
山
県

･
三
重
県

紀
伊
半
島
で
あ
る
が
､
中
央
部
を
占
め
る
奈
良
県
を
除
-
帯
状
の
C
字
形
地
域

で
あ
る
｡
こ
こ
の
地
形
を

一
口
に
言
う
と
'
山
と
谷
と
で
あ
る
｡
ま
ず
山
は
､
い

わ
ゆ
る
日
本
の
中
央
構
造
線
を
含
み
'
そ
れ
に
治

っ
て
際
立
っ
た
壮
年
期
の
摺
曲

山
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
､
そ
の
山
脈
の
間
に
川
を
挟
む
と
と
も
に
､
そ

の
川
に
落
ち
る
多
-
の
谷
筋
を
擁
す
る
｡

具
体
的
に
あ
げ
る
と
､
北
か
ら
和
泉
山
脈
(大
阪
･和
歌
山
の
境
)
､
長
峯
山
脈
･

白
馬
山
脈

･
果
無
山
脈

(
一
部
は
奈
良
県
と
の
境
)
で
あ
り
'
外
に
も
､
山
脈
名

Akita University
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は
な
い
が
山
の
連
続
が
顕
著
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
山
脈
の
間
に
は
大
小
の
河
川
が
あ

る
｡
和
泉
山
脈
の
す
ぐ
南
に
沿
う
の
が
断
層
谷
の
紀
ノ
川

(上
流
は
奈
良
県
下
で

吉
野
川
)
で
あ
り
'
長
峯
山
脈
の
南
に
沿
う
の
が
有
田
川
､
白
馬
山
脈
の
南
な
の

が
日
高
川
で
あ
る
な
ど
｡
こ
れ
ら
の
川
は
ほ
ぼ
東
か
ら
西
に
流
れ
る
に
対
し
'
紀

伊
半
島
南
端
部

(大
塔
山
地
)
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
北
か
ら
南
に
流
れ
'
山
脈
状
の

連
な
り
も
南
北
方
向
が
目
立
つ
｡
そ
の
川
は
富
田
川

･
古
座
川

･
熊
野
川
な
ど
で

あ
る
｡

川
の
流
路
は
､
紀
ノ
川

(こ
の
部
分
)
が
断
層
谷
で
非
常
に
直
線
的
で
あ
る
に

対
し
'
有
田
川

･
日
高
川

･
日
置
川

･
熊
野
川
な
ど
は
山
々
を
迂
回
す
る
曲
流
で

あ
る
｡

谷

･
川
は
上
記
の
山
地
を
深
く
削
り
､
渓
谷
が
多
-
､
平
地
は
､
紀
ノ
川
流
域

を
除
き
､
ほ
と
ん
ど
は
最
下
流
部
に
見
ら
れ
る
｡

年
間
両
量
は
四
〇
〇
〇
,,,リ
メ
I
-
ル
に
達
し
､
山
々
に
は
樹
木
が
繁
茂
し
て

い
て
'
古
来
建
築

用
の
良
材
が
得
ら
れ
た
の
で
､
｢紀
伊
国
｣
は

｢木
の
国
｣
の
意

で
あ
っ
た
｡
｢紀
伊
｣
の
表
記
は
'
例
の

｢
地
名
は
嘉
字
二
字
で
｣
と
い
う
令
に
よ

る

(
一
書
節
語
の
母
音
を
引
き
の
ば
す
発
音
法
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
)
0こ

の
よ
う
な
地
形
と
雨
量
と
に
よ
っ
て
､
川
は
水
量
が
多
-
､
豪
雨
に
よ
る
水

害
も
少
-
な
い
｡
熊
野
神
社
本
宮
は
明
治
22
年
に
熊
野
川
の
洪
水
の
た
め
諸
社
殿

を
流
失
し
､
現
在
の
は
位
置
を
か
え
て
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
｡
有
田
川
の
氾
濫

も
著
名
で
あ
る
｡
ま
た
本
論
文
執
筆
中
の
七
月
上
旬
､
紀
ノ
川
支
流
に
臨
む
九
度

山
町

(高
野
山
参
詣
の
要
地
)
に
水
害
が
あ

っ
た
｡

町
を
形
成
し
て
い
る
平
地
は
､
多
-
は
海
岸
線
で
あ
る
が
'
広
い
砂
原
に
遠
浅

の
海
岸
は
少
-
､
岩
浜
が
大
部
分
で
'
特
に
山
並
の
突
端
が
海
岸
線
に
当

っ
て
い

る
所
は
崖
状
の
海
岸
が
多
い
｡

こ
の
地
域
の

｢
た
地
名
｣
は
､
大
凡

1
.内
陸
の
川
沿
い

(主
に
有
田
郡
内
)
､

2
.
海
岸
部
､
3
.
川
名
と
し
て
､
4
.
三
重
県

(多
気
郡
･度
会
郡
)
に

一
ま
ず
分

け
て
見
出
さ
れ
る
｡

｢

中
央
部
東
西
に

タ

タ

a
田

-

海
草
郡
美
里
町
田

｡

貴
志
川
上
流
域
の
小
台
地
に
あ
る

｡
古
-
は

う
つ
ろ

｢
空

室

｣

と
呼
ば
れ
て
い
た
が
､
｢村
が
貧
し
い
の
は
村
名
が
悪
い
た
め
｣
と
考
え

て
享
和
年
間
に
改
名
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
空
室
と
い
う
の
は
､
文
字
ど
お
り
洞

穴
が
で
き
て
い
る
程
で
は
な
-
と
も
､
浸
食
地
形
で
あ
ろ
う
｡
で
は
な
ぜ
｢
た
(田
)
｣

に
改
め
た
の
か
-

先
の
説
明
に
よ
る
と

｢
稲
作
が
豊
か
で
あ
る
よ
う
｣
の
意
と

た

解
さ
れ
る
が
､
そ
れ
に
し
て
も

｢
田
｣
で
あ
る
必
然
性
は
い
ま
ひ
と
つ
納
得
で
き

な
い
｡
地
蘭
的
に
も
水
田
に
は
厳
し
い
起
伏
の
あ
る
谷
あ
い
で
あ
る
｡

現
地
は
貴
志
川
が
曲
流
し
'
外
岸
は
崖
で
あ
り
'
川
は
水
音
を
立
て
て
い
る
｡

そ
の
昔
が
､
実
感
と
し
て

｢
タ
-
｣
と
聞
え
る
の
に
驚
い
た
｡

付
近
に
は
小
さ
な
谷
の
支
流
あ
り
､
観
音
寺
が
あ

っ
て

｢
谷
｣
と
い
う
｡
こ
れ

も

｢
た
地
名
｣
で
あ
る
o
ご
-
小
さ
な
流
れ
で
あ
る
が
､
こ
ち
ら
は

｢ザ
-
｣
と

だ
あ

聞
え
る
｡
岡
山
県
北
の
加
茂
町
に

｢陀
阿

｣

と
い
う
地
名
が
あ
る
の
が
思

い
合
わ

さ
れ
る
｡

夕

夕

b

田

-

-
｣
角
田
郡
湯
浅
町
田

｡

有
田
川
下
流
左
岸
o
紀
伊
水
道
の
湯
浅
湾
に
面

す
る
｡
表
記

は

｢多
｣
と
も
さ
れ
た
が
'
意
味
は

｢
田
｣
と
受
け
と
ら
れ
て
き
た

(続
風
土
記
)
｡
し
か
し
'
地
形
的
に
は
海
岸
の
小
丘
の
崖
の
多
い
所
で
あ
っ
て
'

水
田
の
意
と
い
う
の
は
疑
わ
し
い
｡

タ

以
上
の
｢
田

｣

に
つ
い
て
は
､
次
節
の
茨
城
県
参
照
の
こ
と
D

夕
二

c
谷

-
-
･有
田
川
中
流
部
の
支
流
岩
野
河
谷
川
の
上
流
に

｢谷
｣
と
い
う
地
名

が
あ
る
｡

地名
の
由
来
は

｢岩
野
河
谷
村
｣
を
略
し
た
と
も
'
岩
野
河
か
ら
八
人

が
移
住
し
て
開
拓
し
た
か
ら

｢
八
人
口
｣
を
合
わ
せ
て

｢
谷
｣
だ
と
い
う
頓
知
様

の
も
の
も
あ
る
が
､
地
形
的
に
起
伏
の
多
い
所
で
'
流
水
も
落
下

･
激
流
を
含
ん

で
､
文
字
ど
お
り
谷
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
｢
谷
｣
地
名
は
こ
の
ほ
か
に
も
美
里
町

に
も
あ
り
'
更
に
田
辺
市
の
北
5
-
6
km
の
所
に
も
あ
る
｡
こ
こ
は
田
辺
湾
に
流
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ド

メ

キ

入
す
る
川
と
､
そ
の
支
流
に
は
さ
ま
れ
た
所
で
､
近
-
に
｢
動
鳴

気

峡
｣
が
あ
る
｡

こ
れ
は
水
音
の
ド
メ
ク
で
あ
ろ
う
｡
谷
も
同
様
の
地
相
で
あ
る
｡
こ
の
小
支
流
を

田
川
と
言
い
'
相
侯

っ
て

｢
た
地
名
｣
は
崖
地
､
水
音
の
あ
る
急
流
の
相
と
言
え

る
｡そ

の
点
で
､
和
歌
山
市
､
紀
ノ
川
下
流
部
右
岸
'
和
泉
山
脈
の
断
層
崖
下
の
河

岸
段
丘
面
に
あ
る

｢
谷
｣
地
名
に
つ
い
て
は

｢
谷
あ
い
に
立
地
す
る
散
｣
の
よ
-

に
解
さ
れ
て
い
る

(続
風
土
記
)

o

d

有
田
郡

･
有
田
川

･
有
田

-

こ
の
地
域
は
有
田
川
流
域
で
､
平
地
は
有
田

川
･
広
川
両
河
川
の
下
流
部
に

し
か
な
-
､
大
部
分
は
山
が
ち
な
地
相
で
､
東
西

に
長
い
谷
で
あ
る
｡

歴
史
上
は
､
奈
良
期
に
は

｢阿
提

(安
諦

･
阿
氏
)
郡
｣
と
称
し
た
が
'
平
城

ア〓ノ
タ

天
皇
の
諒

｢安
殿
｣
に
発
音
が
似
て
い
る
の
で
は
ば
か
り
､
在

田

郡
と
し
た
も
の

(日
本
後
紀
､
大
同
元
年
七
月
七
日
の
条
)
D

こ
の

｢有
(在
)
｣
は
､
文
字
を
も
と
に
考
え
れ
ば
､
｢存
在
｣
の
意
で
あ
る
が
､

｢
田
｣
に
か
か
る
位
置
に
立
つ
点
か
ら
見
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
意
味
で

は
不
適
当
で
あ
る
｡
田
を
修
飾
す
る
具
体
的
意
味
で
あ
-
た
-
思
わ
れ
る
｡
参
考

例
は
と
み
れ
ば
､
幸
い
同
じ
和
歌
山
県
南
端
部
と
佐
賀
県
西
部
と
に

｢有
臼
｣
が

あ
る
｡
特
に
陶
器
で
有
名
な
佐
賀
の
有
田
は
激
し
い
浸
食
の
跡
を
と
ど
め
る
崖
山

が
地
形
を
代
表
す
る
｡
外
に

｢有
地
名
｣
に
は

｢有
馬

(間

･
真
)
｣
も
あ

っ
て
､

こ
れ
ま
た
浸
食
の
進
ん
だ
崖
地
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
み
で
は
速
断
で
き
ぬ
が
､
こ

の
｢有
｣
は
意
味
的
に
｢荒
｣
に
通
じ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る

(文
法
的
に
は

｢荒
｣

は
下
二
段
､
｢有
｣
は
ラ
変
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
)
｡

α

こ
の
和
歌
山
県
を
東
西
に
貫
-
有
田
の
ほ
か
に
､
南
部
'
串
本
町
に
南
北
の

ダ

ダ

有
田

川
が
あ
-
､
川
口
に
有
田

が
あ
る
｡
こ
こ
は
､
川
に
そ
っ
て
水
田
が
あ
る
の

で
､
そ
れ
に
因
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(続
風
土
記
)
よ
う
だ
が
､
角
川
地
名
辞

典
で
は

｢未
詳
｣
と
し
て
い
る
｡
同
辞
典
も
そ
の
項
で
述
べ
る
よ
う
に
､
こ
の
有

田
は
海
岸
ま
で
山
が
迫

っ
た
所
で
平
地
は
乏
し
い
な
が
ら
､
｢
こ
の
川
に
治
っ
て
水

≠

>3濁
題
意

田
が
比
較
的
に
目
立
つ
か
ら
'
そ
れ
に
関
連
す
る
地
名
が
多
い
｡
｣
と
い
う
の
だ
が
う

そ
の
有
田
川
に
沿
う

｢
EE
｣
地
名
は
､
｢有
田
､
有
田
上
'
田
ノ
郷
｣
な
ど
で
あ
り
､

川
筋
か
ら
少
し
外
れ
る
こ
と
を
客
せ
ば
､
｢
田
子

･
江
田

･
田
並
｣
な
ど
で
あ
る
D

た
だ
､
こ
れ
ら
が
す
べ
て
水
田
の
意
味
と
し
て
の
田
で
あ
る
か
は
検
討
を
要
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
｡

筆
者
と
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
､
こ
れ
ら
の
田
地
名
の
所
は
'
指
摘
の
よ
う
に

｢
川
に
治

っ
て
水
田
が
あ
る
｣
け
れ
ど
も
'
そ
の
川
は
崖
状
の
丘

･
台
地

･
尾
根

(要
す
る
に
山
)
に
挟
ま
れ
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
､
ど
こ
に
目
を
つ
け
て
地
名
を

(

考
え
る
か
､
名
づ
け
の
本
質
を
ど
う
み
る
か
の
問
題
で
あ
る
｡

こ
こ
に
田
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
川
の
作
用
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ

の
川
水
が
ど
の
よ
う
に
流
れ
は
た
ら
-
か
は
山

･
地
形
が
決
め
る
｡
も
ち
ろ
ん
川

の
流
れ
が
ま
た
山
を
削
り
'
山
の
形
を
変
え
な
が
ら
､
自
分
の
川
水
の
流
れ
の
様

相
を
形
成
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
川
は
自
分
の
流
れ
を
作
る
と
と
も
に
､
自
ら
形
づ

-
っ
た
山

･
土
地
の
形

･
流
路
に
規
制
さ
れ
る
｡

な
お
､
次
の
点
は
現
段
階
で
は
十
分
明
か
に
な
し
得
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
､
注

意
を
要
す
る
と
思
う
の
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
す
な
わ
ち
､
こ
れ
が
水
田
の
意
の

｢
た
｣
な
ら
､
稲
作
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
な
い
と
､
こ
の
地
名
は
あ

り
え
な
い
事
に
な
る
｡
筆
者
の
予
測
的
な
考
え
で
は
あ
る
が
､
や
ま
と
こ
と
ば
の

基
本
的
自
然
地
名
は
非
常
に
古
い
と
思
う
｡
従

っ
て
､
前
の
説
明
の

｢水
田
が
あ

た

る
か
ら
田
地
名
が
あ
る
｣
と
い
う
の
は
結
果
を
追

っ
た
も
の
で
､
根
源
的
に
考
え

れ
ば
｢後
世
水
田
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
地
質
･地
形
が
あ
っ
て
'
そ
こ
を
『た
』

と
言
っ
て
い
た
｣
｢
『
た
』
は
稲
作
以
前
か
ら
の
そ
の
土
地
を
い
う
自
然
地
名
で
あ

る
｣
｢
そ
れ
を
'
水
田
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
､
水
田
と
い
う
意
味
に
解
釈
(再

名
づ
け
に
当
る
)
し
た
｣
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
｡
｢角
川
地
名
｣
が

｢未

詳
｣
と
し
た
こ
と
に
も
大
い
に
意
義
が
あ
る
｡

2

タ
マ
･
ダ
マ
ヨ

こ
の
地
名
に
つ
い
て
は
､
先
覚
の
論
を
あ
げ
ず
に
は
述
べ

ら
れ
な
い
｡
即
ち
､
柳

田
国
男
博
士
が

｢地
名
考

･
風
位
考
｣
に

｢
タ
マ
は
'
タ
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マ
川
の
流
路
に
よ
っ
て
北
西
か
ら
南
東

へ
の
方
向
で
､
そ
れ
は
船
乗
り
た
ち
が
恐

れ
る
季
節
風

(タ
マ
風
)
の
方
向
で
あ
る
｡
そ
の
畏
怖
か
ら
タ
マ
ー
魂

･
霊
と
い

う
｣
の
よ
-
に
読
み
と
れ
る
説
明
を
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

も
-
少
し
-
だ
い
て
言
う
と
､
川
の
方
向
か
ら
風
の
方
向

へ
､
そ
の
風
の
属
性

か
ら
タ
マ
の
1
殻
的
意
味
へ
と
結
び
つ
け
た
も
の
で
'
こ
の
論
が
ど
の
く
ら
い
受

け
い
れ
ら
れ
て
い
る
か
知
ら
な
い
が
､
筆
者
は
次
の
点
か
ら
疑
念
を
抱
-
｡
す
な

わ
ち
'

て
流
れ
て
い
る
｡
流
れ
は
音
を
立
て
て
い
る
O

タ
マ

ィ
､
田

間

-

三
重
県
度
会
町
｡
宮
川
中
流
域
右
岸
｡
角
川
地
名
辞
典
で
は

｢平

坦
な
田
の
間
に
家
が
あ
る
こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
(度
会
町
史
)
｡
し
か
し
'
烈

マ
に
は
崖
地

･
淵
の
意
が
あ
り
､
当
地
に
長
さ
三
五
〇
m
'
高
さ
約

一
五

m
の

.
タ
マ
川
を
北
西
1
東
南
の
方
向
に
結
び
つ
け
る
点
｡
日
本
に
タ
マ
川
は
多

い
が
､
こ
の
方
向
に

一
致
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
多
-
な
い
｡
タ
マ
川
は
東

北
地
方
に
多
-
､
関
東

･
甲
信
越
地
方
ま
で
で
大
部
分
を
占
め
る
｡
主
な
タ

マ
川
の
流
れ
の
方
向
は
､

7
､
秋
田
県
仙
北
郡
玉
川
1
ほ
ゞ
北
か
ら
南

へ

ィ
､
山
形
県
西
置
玉
郡
玉
川
-
南
か
ら
北

へ

ウ
､
福
島
県
大
沼
郡
玉
川
-
南
か
ら
北

へ

工
､
茨
城
県
那
珂
郡
玉
川
-
北
西
か
ら
南
東

へ

オ
､
神
奈
川
県
小
田
原
市
玉
川
-
西
南
西
か
ら
東
北
東

へ

(･11法仙部
丹
｣汲
川
と
～J)

カ
､
東
京

･
神
奈
川

･
山
梨
に
わ

た

る

多

摩

川

-
北
西
か
ら
南
東

へ

(以
上
'
支
流
で
あ
る
玉
川
は
､
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
範
囲
で
の
方
向
)

.
タ
マ
川
が
恐
れ
ら
れ
る
川
で
あ
る
事
は
同
感
で
あ
る
が
､
そ
の
理
由
を
川

自
体
の
性
質

･
状
態
か
ら
導
き
出
さ
な
か
っ
た
点
｡

こ
の
タ
マ
川
の
中
に
は
､
上
記
カ
の
よ
う
に
タ
マ
と
呼
ば
れ
る
ば
か
-
で

は
な
い
例
も
あ
る
｡

さ
て
タ
マ
は
タ
バ
と
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
が
'
タ
バ
は
ま
た
タ
ン
パ
と
と
も

に
考
え
る
べ
き
点
が
あ
る
｡
タ
ン
パ
は
島
根
県
に
の
べ
る

(第
五
節
)
｡

ま
た
タ
マ
川
は
先
述
の
よ
う
に
東
日
本
に
多
い
の
に
､
紀
伊
半
島
で
述
べ
た
の

は
､
こ
の
地
域
に
タ
マ
に
対
応
す
る
デ
マ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
左
の
ウ
'
エ
｡

タ
マ

7
､
田

摩

-

和
歌
山
県
九
度
山
町
｡
丹
生
川
が
山
裾
を
S
字
状
の
峡
谷
を
な
し

崖
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｣
と
あ
り
､
こ
の
波
線
部
分

(筆
者

注
記
)
に
同
考
で
は
あ
る
が
､
意
味
の
中
心
は

｢
た
｣
に
あ
る
と
考
え
る
も
の

で
あ
る
｡
1
結
論

(後
篇
)
｡

ウ
､
ダ
マ
～

紀
伊
田
辺
市
上
富
田
町
デ
マ
o
タ
マ
に
対
し
語
頭
濁
音
で
'
表
記

は
仮
名
書
き
で
あ
る
｡
地
形
的
に
は
､
富
田
川
の
上
流
で
こ
の
辺
は
汗
川

･
岡

川
の
二
本
に
分
れ
'
ほ
ぼ

一
km
間
隔
で
大
体
平
行
に
流
れ
て
い
る
｡
こ
の
間
は

細
長
い
岡
で
あ
り
､
深
い
切
れ
こ
ん
だ
谷
が
続
-
｡

ダ
マ

エ
'
玉

-

南
部
川
村
｡
こ
ち
ら
は
漢
字
表
記
で
あ
る
が
ダ
マ
の
音
で
あ
る
D
南

部
川
の
二
本
の
支
流
に
は
さ
ま
れ
た
細
長
い
岡
が
形
成
さ
れ
て
い
る
｡
谷
の
切

れ
こ
み
は
前
者
の
ダ
マ
程
深
-
は
な
い
が
'
類
似
地
形
で
あ
る
｡

語
頭
が
清
音
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
濁
音
例
は

タ
コ
ー

ダ
コ

タ
ケ
～

ダ
ケ

タ
キ
ー

ダ
キ

タ

ー

ダ
ア

な
ど
あ
げ
る
事
が
で
き
､
地
域
的
に
も
東
北
か
ら
中
国
地
方
ま
で
､
見
出
さ
れ

る
｡

-

滝
ア
､
有
田
市
滝
-

有
田
川
下
流
右
岸
に
位
置
す
る
o
山
麓
扇
状
地
か
ら
沖
積

地
は
水
田
に
'
山
腹
傾
斜
地
は
階
段
状
の
-
カ
ン
畑
に
利
用
さ
れ
た
｡
村
の

北
の
山
に
滝
が
あ
る
と
い
う
が
未
詳

(角
川
地
名
辞
典
)
0

ィ
､
か
つ
ら
ぎ
町
滝
-

紀
ノ
川
中
流
穴
伏
川
上
流
域
の
山
間
部
で
､
和
泉
山

脈
の
南
に
位
置
す
る
｡
地
名
の
由
来
は

｢不
動
院
の
東
に
千
坪
ノ
滝
と
い
ふ
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あ
り
L
よ
り
名
つ
-
る
な
る
へ
し

(続
風
土
記
)
｣
と
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の

滝
に
限
ら
な
-
と
も
'
当
地
域
が
起
伏
に
富
む
地
形
で
､
降
雨
が
あ
れ
ば
滝

状
に
流
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡

ウ
､
南
部
川
村
滝
-

南
部
川
の
中
流
で
高
野
川
と
の
合
流
点
に
あ
る
｡
こ
こ

も
地
内
の
滝
に
ち
な
む
と
い
う
が
､
地
相
的
に
は
イ
に
類
す
る
｡

ノ

エ
'
滝
複
合
地
名
-

右
の
外
'

一
々
説
明
し
な
い
が
､
こ
の
地
域
に
｢滝
野
･

ガ
シラ

ガ
ハラ

ジ
リ

ダ
こ

滝

頭

･

滝
川

原

･

滝
ケ
峰

･滝
尻

･滝
谷

･

滝
ノ
拝

･
滝
畑

･
滝
本
｣
な
ど

見
ら
れ
る
の
は
､
自
然
地
形
に
基
-
地
名
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
必
然
的
で
あ

る
と
思
う
｡
楓
ば
か
り
で
な
-
i
i
を
は
じ
め

｢
た
地
名
｣
の
占
め
る
率
が
､

和
歌
山
県
は
非
常
に
高
い
｡

オ
､
地
名
の
集
中
｡
南
部
川
村
に
は
デ
マ
と
タ
キ
が
あ
る
｡

二
､
南
部
海
岸

前
述
の
よ
う
に
'
本
地
域
は
山
が
海
岸
ま
で
迫
り
'
崖
状
海
岸
･岩
浜
が
多
い
｡

そ
の
中
に

｢
た
地
名
｣
が
集
中
し
て
い
る
o
紀
伊
半
島
南
端
海
岸
で
あ
る
o
I
Rタ

紀
勢
線
で
和
歌
山
の
方
か
ら
伊
勢
の
方
向
に
向
う
と
'
串
本
の
直
前
で
駅
名
が
｢田

コ

タ
ナ
ミ

アリ
ダ

タ

子

･
田
並

･有
田

｣

と
並
ん
で
い
て
､
い
や
で
も
こ
れ
ら
に
共
通
す
る

｢田
｣

と

は
何
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
｡
今
の
コ
ー
ス
で
述
べ
る
と
'
海
岸
に
山
が
迫
っ
て

タ
コ

タ
ナ
ミ

き
て
､
そ
れ
を
-
ン
ネ
ル
で
抜
け
る
と

｢田
子

｣

で
あ
る
D
次
の
田

並

と
の
問
に

は
八
つ
の
-
ン
ネ
ル
が
あ
り
'
や
は
り
-
ン
ネ
ル
に
は
さ
ま
れ
る
よ
う
に
田
並
が

アリ
ダ

あ
る
｡
そ
の
点
｢
有

田

｣

は
東
側
の
最
初
の
-
ン
ネ
ル
が
少
し
違
い
が
､
同
じ
よ

う
に
岬
の
-
ン
ネ
ル
に
挟
ま
れ
て
あ
る
｡

ア
､
こ
の
三
地
名
の
う
ち

｢
田
子
｣
に
つ
い
て
は
､
本
紀
要
第
34

･
38

･
40
集

に
述
べ
た
事
が
あ
る
｡
こ
の
執
筆
当
時
は
､
筆
者
の
地
名
研
究
の
初
期
で
､

な
お
十
分
と
は
言
い
難
い
点
も
あ
っ
た
｡
特
に
当
時
'
｢
田
｣
の
表
記
に
釣
ら

れ
な
い
よ
-
に
心
し
な
が
ら
も
､
現
実
に
水
臼
が
あ
る
事
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
ず
'
語
源
的
な
意
味
と
水
田
と
を
無
理
な
-
説
明
で
き
る
段
階
ま
で
行

っ
て
は
い
な
か
っ
た
｡
今
こ
の
和
歌
山
南
端
の
タ
コ
を
と
り
あ
げ
る
に
当
っ

タ
コ

て
思
い
出
す
の
は
'
群
馬
県
の

｢多
胡

｣

の
調
査
に
行
っ
た
時
'
町
の
書
店

主
人
が

｢
土
地
の
人
が

『多
崩
の
タ
コ
』
と
言
っ
て
い
る
所
が
あ
る
｣
と
敬

え
て
-
れ
'
｢
そ
れ
は
黄
も
タ
コ
ら
し
い
所
に
違
い
な
い
｣
と
思
い
'
直
ち
に

出
向
-
と
'
そ
こ
は
町
部
の
外
の
恐
し
い
程
起
伏
の
あ
る
雑
木
林
の
原
野
で

あ
っ
た
｡
水
田
と
は
全
-
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
-

こ
れ
を
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
な
-
て
､
こ
の
事
は
論
文
の
上
に
は
の
べ
な
か
っ
た
｡

タ
コ

そ
の
後
島
根
半
島
突
端
部
の
｢
多

古

｣

の
調
査
を
経
て
'
こ
の

｢紀
伊
の
田

(第
二廿即)

子
｣
を
と
り
あ
げ
る
に
至
っ
て
は
'
千
葉
県
の
｢
多

古

｣

'
静
岡
県
伊
豆
半

(第
七
節
後
也uE=)

島
の
｢
田

子

｣

と

共
に
統

1
見
解
を
口王
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
O

こ
こ
は
尾
根
状
の
地
形
が
海
に
突
き
当
っ
て
い
て
､
海
岸
線
こ
そ
顕
著
な

出
入
は
な
い
が
'
つ
っ
切
っ
て
通
る
に
は
峻
し
い
岬
状
の
地
形
を
上
り
下
り
､

左
右
曲
折
し
て
通
ら
ぬ
ば
な
ら
な
い
｡
現
代
の
鉄
道
や
道
路
で
こ
そ
､
-
ン

ネ
ル
と
い
う
方
法
は
あ
っ
て
も
､
古
代
で
は
峻
し
い
｡
こ
う
い
う
岬
状
の
地

形
を
当
地
で

｢
ひ
ら
み

(平
見
)
｣
と
い
う
｡
こ
の
ヒ
ラ
は
崖
･急
斜
面
の
こ

と
で
あ
り
､
下
の

｢
み
｣
は
動
作
性
の
語
尾

(本
例
で
は
連
用
形
名
詞
に
当

る
)
で
あ
る
｡
こ
の
地
域
に
は

｢す
さ
み

(周
参
見
)
｣
が
あ
り
､
こ
れ
は
崩

(本
鮎
要
47
集
)

落

･
浸
食
1
堆
積
の

ス

サ

に

ミ
が
つ
い
た
も
の
で
同
構
成
と
考
え
る
｡

タ
コ
地
名
は
各
地
に
散
在
す
る
｡
表
記
上

｢
田
子
･
多
古
･多
胡
･達
古
･

駄
子

･
丹
後
｣
等
と
し
､
発
音
上
も

｢
タ
コ
･
タ
ゴ

･
タ
ツ
コ
･
ダ
ゴ

･
タ

ン
ゴ
｣
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
す
べ
て
に
共
通
す
る
地
相
は
崖

･
不
整
地

で
あ
り
､
こ
れ
は

｢
タ
カ

･
タ
キ

･
タ
ク

･
タ
ケ
･
タ
コ
｣
｢
タ
ガ

･
タ
ギ

･

(タ
グ

･
タ
ゲ
)
･
タ
ゴ
･
(タ
ン
''n
)
｣
と

1
つ
の
体
系
を
な
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡

タ
ナ
ミ

イ
'
田

並

-

地
形
的
に

ア
'
日
子
と
特
に
相
違
は
な
い
｡
た
だ
岬
の
間
隔
が

そ
れ
よ
り
広
-
平
地
が
広
い
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
の
田
並
の
奥

(川
の
上
流
)

タ
コ
ダ

に
｢
田

子

田

｣
が
あ
る
｡
こ
れ
も

｢
た
地
名
の
集
中
｣
の
ケ
ー
ス
｡
田
子
田
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は
田
並
よ
り
3
km
程
で
平
地
の
最
奥
で
あ

っ
た
｡
集
落
と
い
っ
て
も
家
は
≡

軒
し
か
な
-
'
水
流
は
川
な
ど
言
え
る
も
の
で
な
-
､
小
滝
を
形
成
し
た
谷

間
で
あ
る
｡

アリ
ダ

ウ
､
有

田

-

尾
根

(岬
状
地
)
に
囲
ま
れ
た
地
形
で
あ
る
点
全
-
同
じ
｡
東

側
の
岬
状
地
は
寺
と
墓
地
に
な
り
'
そ
の
下
は
特
に
崖
状
で
あ
る
｡
有
田
の

地
形
に
つ
い
て
は
先
に
も
述
べ
た
の
で
以
上
に
と
ど
め
る
｡

こ
れ
ら
の
外
に
､
紀
伊
田
辺

(市
)
･田
川

(田
辺
市
内
)
･太
田
川

(太
地
町
)

な
ど
あ
る
が
'
省
略
す
る
｡

三
､
三
重
県

タ
マ

タ

マ

7
､
田

間

…

度
会
郡
度
会
町
田

問

｡

宮
川
が
岸
の
山
を
よ
け
る
よ
う
に
琴
曲

し
た
所

で
､
か
な
-
広
い
水
田
は
あ
る
が
､
川
ぞ
い
の
山
の
麓
が
急
斜
面
で

あ
り
'
や
は
り
崖
地
と
し
て
の

｢
た
地
名
｣
で
あ
る
と
思
う
｡

タ
キ

タ
キ

こ
の
外
､
三
重
県
下
の

｢多
気

郡
･
多

気

町
｣
､
｢
田
郷

(勢
和
村
内
)
｣
な
ど
問

題
に
す
べ
き

｢
た
地
名
｣
で
あ
ろ
う
が
'
今
回
は
省
略
す
る
｡

第
二
節

北
関
東

(茨
城
県

･
栃
木
県

･
群
馬
県
)

こ
の
地
域
は
､
利
根
川
･鬼
怒
川
･那
珂
川
水
系
で
あ
り
'
山
地
は
日
光
山
地
･

(谷
〓ノ吐山)

足
尾
山
地

･
八
溝
山
地

･
三
国

山

脈

な

ど
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
水
系
の
大
小
の
河

川
が
山
地
を
浸
食
し
た
筋
が
非
常
に
明
瞭
で
､
全
体
的
に
地
相
の
類
似
が
見
ら
れ

る
｡
浸
食
が
進
ん
だ
河
岸
段
丘
が
多
く

段
丘
線
に
関
連
し
て

｢
た
地
名
｣
が
多

い
｡

タ

タ

a

田

-

茨
城
県
真
壁
郡
真
壁
町
田
｡

こ
こ
を
わ
か
り
や
す
-
言
え
ば
､
筑
波

夕

山
の
北
西
麓
に
位
置
す
る
真
壁
町
で
あ
り
､
そ
の
中
心
が
田

で
あ
る
｡
別
段
特
色

は
な
い
農
村
地
帯
の
小
さ
な
町
で
､
全
体
は
ほ
ぼ
平
坦
な
台
地
上
に
あ
る
｡
し
か

し
､
そ
の
台
地
の
周
縁
部
を
見
る
と
崖
が
多
く

そ
う
い
う
所
を
流
れ
る
堰
は
高

い
水
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
台
地
周
縁
部
の
相
は
｢
た
地
名
｣

の
相
に

1
致
し
て
い
る
c

夕

夕

b

田

-

茨
城
県
筑
波
郡
谷
和
原
村
田

｡

も
と
谷
原
で
､
台
通
用
水
左
岸
の
沖

積
地
か
ら
､
筑
波
台
地
の
西
端
に
か
け
て
'
広
い
台
地
を
な
し
て
い
る
｡
台
地
周

縁
部
に
は
縄
文
早
期

･
前
期
の
遺
跡
が
あ
る
｡
早
-
か
ら
の
生
活
の
場
で
あ

っ
た

所
で
あ
る
｡
台
地
の
平
坦
部
か
ら
少
し
離
れ
て

(広
義
で
は
そ
の
台
地
の
中
で
あ

夕

る
)
小
さ
な
丘
陵
が
ぼ
こ
ぼ
こ
続
-
所
が
｢
田

｣

で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
丘
の
周
縁

は
急
傾
斜
で
固
ま
れ
､
丘
は
草
木
が
繁
茂
し
て
い
て
'
現
在
は
人
も
踏
み
込
ま
な

い
よ
う
な
所
で
あ
る
｡
こ
の
起
伏
の
多
い
地
形
は
､
後
述
す
る

｢宝
地
名
｣
の
う

ち
宇
都
宮
市
北
西
の

｢宝
木
本
町
｣
と
酷
似
し
て
い
る
D
ま
た
台
地
状
の
地
形
及

サ

び
周
縁
崖
状
の
様
相
は
同
じ
地
域
の
筑
波
郡
大
穂
町

｢佐

｣
に
も
酷
似
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

タ

C

太
田

-

茨
城
県
常
陸
太
田
市
｡
和
名
抄
所
収
の
地
名
だ
が
､
所
属
は
久
慈

郡
｡
地
形

を
広
域
的
に
見
れ
ば
､
北
に
接
す
る
の
が
多
賀
郡
で
ま
ず

｢
た
地
名
｣

で
あ
る
｡
こ
の
多
賀
郡
か
ら
の
深
い
浸
食
谷
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
が
太
田
(市
)

で
あ
る
｡

さ
て
､
全
国
に

｢太
(大
)
田
｣
の
地
名
は
多
-
､
規
模
も

｢市
｣
で
あ
る
も
の

か
ら

｢集
落
｣
程
度
の
も
の
ま
で
あ
る
｡
今
回
は
代
表
的
な
所
に
絞
っ
て
と
り
あ

げ
る
｡

と
こ
ろ
で

｢太
田
｣
は

｢
田
｣
に

｢太
｣
が
修
飾
語
と
し
て
つ
い
た
も
の
で
あ

る
｡
し
か
ら
ば
､
意
味
的
に
は
反
対
だ
が
同
様
の
修
飾
要
素
と
し
て

｢小
｣
を
考

を
だ

え
る
と
'
果
せ
る
か
な

｢小
田
｣
が
あ
る
｡
こ
れ
は
対
等
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
で

あ
る
｡

実

は
､
本
格
的
調
査
に
入
る
前
'
身
近
な
秋
田
市
内
の
｢太
田
町
｣
を
調
べ
た
｡

(今
金
照
町
と
-J)

市
街
南
部
楢
山
の
う
ち
金

牌

寺

山

に

あ
る
｡
頂
が
二
つ
あ
り
'
そ
の
間
が

｢太
田

町
｣
､
隣
接
地
が

｢太
田
沢
｣
で
あ
る
｡
人
家
は
麓
の
道
路
に
沿
い
崖
を
背
負

っ
て

並
ん
で
い
る
｡

同
じ
-
県
内
に
は
仙
北
郡
に
太
田
町
あ
-
'
奥
羽
山
系
の
真
木
真
昼
山
な
ど
の
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迫
っ
た
西
麓
を
中
心
と
し
た
地
名
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
下
に
か
け
て
水
田
が
広
が

っ
て
い
る
か
ら
､

一
般
に
は

｢大
水
田
｣
の
意
に
と
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
を

1

面
は
あ
る
｡
広
さ
か
ら
言
え
ば
下
の
水
田
の
方
が
圧
倒
的
に
広
い
｡
し
か
し
'
名

づ
け
の
根
源
を
見
よ
う
と
し
'
太
田
町
の
中
心
を
求
め
れ
ば

(太
田
町
字
太
田
)
､

先
述
の
山
の
す
ぐ
麓
で
､
見
上
げ
る
よ
う
に
山
が
迫
っ
て
い
る
所
で
あ
る
｡
従
っ

て
地
面
に
も
か
な
り
の
傾
斜
が
見
え
る
所
で
あ
る
｡

常
陸
太
田
に
戻
ろ
う
｡
北
方
の
川
の
上
流
方
向
か
ら
訪
れ
た
｡
多
賀
山
地
の
南

西
部
に
当
り
､
里
川
と
そ
の
支
流
の
源
氏
川
と
に
挟
ま
れ
た
台
地
に
位
置
し
､
こ

の
台
地
は
北
か
ら
細
長
-
伸
び
て
太
田
市
街
に
至
り
､
そ
の
先
端
部
に
は
八
幡
神

社
あ
-
､
境
内
の
縁
は
､
高
さ
10
m
に
達
す
る
崖
で
あ
る
｡
こ
れ

1
つ
な
ら
ず
､

大
田
市
に
は
北
方
か
ら
鋸
歯
状
に
尾
根

(台
地
)
筋
が
と
ど
い
て
い
る
｡
更
に
南

に
移
れ
ば
広
い
水
田
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
､
北
側
に
山
が
迫
っ
て
い
る

の
に
驚
い
た
｡

し
か
し
､
更
に
筆
者
を
驚
か
し
た
の
は
､
こ
の
北
側
の
山
に
入
っ
た
所
に
藩
公

の
廟
所
が
あ
り
､
｢
元
太
田
山
｣
と
い
う
｡
即
ち
本
来

｢太
田
｣
と
い
う
の
は
山
な

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
こ
の

｢元
太
田
｣
と
い

う
地
名
が
､
い
つ
か
ら
､
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
な
ど
'
不
詳
で
は
あ
る
0

そ
れ
に
し
て
も
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
事
は
次
に
訪
れ
た
群
馬
県
大

田
市
で
も
仝
-
同
じ
経
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
｡

夕

d

太
田

-

群
馬
県
大
田
市
｡
こ
こ
は
第
二
次
大
戦
中
､
軍
用
飛
行
場
が
あ
っ

た
上
に

｢太
田
｣
と
い
う
か
ら
､
い
か
に
も
広
々
と
し
た
所
の
よ
う
に
思
わ
れ
や

す
い
｡
し
か
し
'
こ
こ
も
前
述
の
常
陸
太
田
と
類
似
で
､
北
側
に
山
が
迫
っ
て
い

る
｡
訪
れ
て
み
る
と
､
こ
の
北
側
の
山
は
'
か
な
り
顕
著
に
市
街
地
に
届
い
て
い

て
､
市
街
地
も
こ
の

｢金
山
丘
陵
｣
の
南
に
続
-
低
台
地
に
当
る
の
で
あ
る
｡
し

か
も
こ
の
金
山
丘
陵
麓
が
､
大
田
市
の
中
心
と
さ
れ
る
所
で
あ
る
｡

地
名
の
由
来
と
し
て
は

『義
重
山
風
土
間
録
』
に

｢当
所
之
良
田
也
'
田
之
大

也
｡
故
名
太
田
｣
と
あ
る
が
､
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
田
=
水
田
を
前
提
と
し
た
説
明

で
あ
り
､
｢本
来
的
に

『タ
』
と
は
何
か
｣
の
間
に
答
え
う
る
も
の
で
は
な
い
｡

こ
の
丘
陵
の
南
半
部
の
山
麓
斜
面
に
は
小
円
墳
が
群
集
L
t
北
半
部
の
山
麓
斜

面
に
は
生
産
遺
跡
が
あ
っ
て
､
古
-
か
ら
の
生
活
の
場
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
｡

金
山
丘
陵
南
端
に
金
竜
寺
あ
り
､
領
主
由
良
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
｡
そ
の
す
ぐ

下
あ
た
り
が
市
街
の
中
心
だ
っ
た
事
は
先
に
の
べ
た
｡
事
情
は
常
陸
太
田
に
よ
-

似
て
い
る
D

と
こ
ろ
で
､
現
地
調
査
の
と
き
'
太
田
市
役
所
の
職
日月
た
ち
と
話
し
な
が
ら
､

地
図
に
は
金
山
丘
陵
の
中
心
部
に

｢太
田
｣
の
表
示
が
あ
る
の
に
気
づ
い
て
筆
者

は
た
ず
ね
た
｡
す
る
と
､
｢太
田
｣
は
後
の
金
山
を
含
ん
で
い
て

｢字
太
田
｣
は
金

山
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
角
川
地
名
辞
典
で
も

｢
(太
EE
は
)
明
治
22
年
-
現
在

の
大
字
名
｡
は
じ
め
太
田
町
｡
昭
和
23
年
か
ら
は
大
田
市
の
大
字
｡
当
地
は
金
山

兵
陵
と
太
田
の
中
心
市
街
を
含
ん
で
い
た
が
､
昭
和
42
年
金
山
町

･

マ
マ

西
本
町

･
熊

野
町

･
東
本
町

･
本
町

･
浜
町
が
起
立
｡
こ
の
結
果
'
大
字
太
田
は
金
山
丘
陵
の

山
頂
部
を
除
-
山
地

･
丘
陵
部
だ
け
と
な
っ
た
｡
し
か
し
広
域
の
た
め
太
田
と
い

う
行
政
区
は
設
置
せ
ず
'
各
集
落
は
隣
接
す
る
行
政
区
に
含
ま
れ
て
い
る

(波
線

筆
者
)
｣
と
の
説
明
あ
り
'
こ
の
地
図
や
市
役
所
職
月
の
説
明
の
｢大
日
は
山
を
含

む
｣
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
｡

以
上
､
常
陸
太
田
と
地
形
上
や
､
本
来
は
山
で
あ
る

(山
を
含
む
)
こ
と
な
ど

非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
､
｢水
田
で
な
い
『
た
地
名
』
は
浸
食
な
ど
の
結
果
､
高
低
差

の
激
し
い
崖

･
急
斜
面
を
含
む
地
形
を
言
う
｣
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お

｢太
田
｣

な
ど
各
地
に
例
が
多
い
か
ら
順
次
照
合
確
認
し
て
行
こ
う
｡

さ
び

2

大
田
原
-

栃
木
県
大
田
原
市
｡
蛇

尾

川
右
岸
の
丘
陵
地
｡
こ
こ
に
は
社
会

事
情
か
ら
の
説
明
が
あ
る
｡
そ
れ
は

｢
天
文
12
年

(ま
た
は
14
年
)
大
俵
氏
が
町

島
の
水
口
城
か
ら
移
り
､
当
地
に
城
郭
を
構
､冬
‥

(中
略
)
大
俵
氏
が
大
田
原
氏

と
改
め
た
の
に
伴
い

(地
名
も

(大
田
原
と
改
め
た
｣
と
伝
え
る

(大
田
原
市
史
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
文
献
的
に
は
い
か
に
も
と
思
わ
れ
る
が
､
大
俵
と
い
う
姓
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自
体
が
逆
に
大
田
原
と
い
う
地
名
に
依
拠
す
る
の
を
改
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡

1
万
こ
こ
は

｢前
室
｣
と
い
-
名
で
あ
っ
た
O

地
形
的
に
は
全
体
的
に
台
地
で
平
坦
面
は
広
い
が
､
周
縁
部
は
崖
状
の
段
差
が

今
も
あ
り
､
述
べ
て
き
た

｢
た
地
名
｣
の
地
形
に
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
D

対
比
的
に

｢小
田
｣
を
検
べ
る
｡
前
の

｢太
田
｣
と
意
味
的
に
反
対
で
も
､
也

形
的
に
大
小
関
係
'
地
相
的
に
程
度
の
差
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
｡

-

小
田
～

岩
手
県
水
沢
市
小
田
｡
手
近
な
所
と
し
て
ま
ず
調
査
す
る
｡
衣
川

の
上
流
部
北
股
川
に
あ
り
､
流
れ
が
川
岸
を
削

っ
て
琴
曲
し
た
岩
壁
を
露
出
さ
せ
､

高
い
水
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
る
｡

も
ち
ろ
ん
川
筋
に
そ
っ
て
細
長
-
水
田
が
作
ら
れ
て
は
い
る
が
､
小
田
の
地
の

特
色
は
今
の
べ
た
琴
曲
し
た
崖
状
の
川
岸
と
水
音
を
立
て
て
い
る
水
流
と
で
あ

る
｡

g

小
田
原
-

神
奈
川
県
小
田
原
市
｡
北
関
東
で
は
な
い
が
､
｢小
田
地
名
｣
の

規
模
の
大
き

い
も
の
と
し
て
挙
げ
る
｡
こ
こ
は
､
西
方
の
箱
根
､
北
西
方
の
足
柄

タ
コ

か
ら
の
尾
根
筋
と
川
と
が
落
ち
合
う
所
で
'
そ
の
中
に

｢多
古

｣

が
あ
-
､
尾
根

筋
の
突
端
が
川
に
断
ち
切
ら
れ
た
位
置
で
､
地
形
上
起
伏
が
強
い
所
で
あ
る
｡
市

街
地
に
も
こ
の
台
地
状
の
地
形
が
届
い
て
い
て
､
小
田
原
城
も
そ
う
い
う
地
形
に

建
っ
て
い
る
｡

な
お

｢小
田
｣
は
､
既
述
の
和
歌
山
県
に
も
あ
る
｡
紀
ノ
川
ぞ
い
の
高
野
口
町

で
あ
る
｡
紀
ノ
川
が
曲
流
し
､
外
側
の
岸
が
崖
と
な
っ
て
い
る
所
で
あ
る
｡
｢
小
田

原
｣
も
こ
の
地
域
で
高
野
山
の
三
宝
院

･
普
賢
院
あ
た
り
の
地
名
と
し
て
'
ま
た

そ
こ
の
大
通
り
と
し
て
｢
小
田
原
通
り
｣
が
あ
る
｡
な
お
島
根
県
で
も
述
べ
る

(第

五
節
)
0

タ
カ
ラ

h

宝

｡

本
論
文
作
制
に
臨
む
ま
で
'
こ
れ
が

｢
た
地
名
｣
に
入
る
も
の
と
は
忠

わ
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
語
構
成
か
ら
み
る
と
､
様
態
を
表
す

｢
タ
カ

(語
源
的

に
は
タ
十
カ
に
分
析
可
能
)
｣
に
様
態
性
の
語
尾

｢
ラ
｣
が
つ
い
た
も
の
で
､

一
般

語
に
も
地
名
に
も
あ
る

｢あ
き
ら
(明
)
｣
と
同
じ
｡
品
詞
的
に
は
形
容
動
詞
語
幹

(の
一
部
)
と
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
下
に

｢ギ
(木
)
｣
を
伴
っ
て
動

作
的
な
意
に
展
開
す
る
の
も
何
ら
不
思
議
は
な
い

(宝
木

･
明
木
)｡

｢宝
木
町

二
五
木
本
町
｣
-

栃
木
県
宇
都
宮
市
｡
宇
都
宮
市
か
ら
日
光
に
通

ず
る
日
光
街
道
に
入
る
と
間
も
な
-
､
こ
の
宝
木
の
わ
き
を
通
る
｡
細
長
い
台
地

状
の
所
で
あ
る
｡
さ
て
'
角
川
地
名
辞
典
に
よ
れ
ば
､
｢
田
川
右
岸
の
洪
積
台
地
上

に
位
置
す
る
｡
地
名
の
由
来
は
､
地
内

(中
戸
祭

一
丁
目
)
に
残
る
古
木
が
宝
の

木
と
よ
ば
れ
､
こ
の
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
｣
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
確
証
に
乏
し
い
｡
む
し
ろ

｢宝
木
｣
と
い
う
地
名
が
先
で
'

な
れ
ば
こ
そ

｢宝
の
木
｣
と
よ
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

所
で
､
現
在
｢宝
木
町
｣
と
い
っ
て
い
る
の
は
さ
ほ
ど
広
-
は
な
い
が
'
｢宝
木
｣

の
名
は
地
学
的
に
は

｢宝
木
台
地

二
玉
木
段
丘
｣
な
ど
呼
ば
れ
'
宇
都
宮
市
北
方

10
km
の
徳
次
郎
町
付
近
か
ら
､
市
の
西
側
の
宝
木

･
西
川
田

･
雀
宮
を
経
て
､
石

ダ
イ
ヤ

櫛
町
･小
山
市

へ
と
続
-
40
km
近
い
台
地

(段
丘
)
の
名
で
あ
る
｡
｢
旧
大

谷

川
や

姿
川
そ
の
他
の
河
川
が
形
成
し
た
扇
状
地
面
が
開
析
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
｡
砂
襟
層
の
上
位
に
宝
木

･
田
原
の
各

ロ
ー
ム
が
重
な
る
｡
台
地
は
代
表
的
扇

状
地
性
の
乏
水
原
野

(角
川
地
名
辞
典
)
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
台
地
上
は
今
は
殆

ど
平
坦
で
宅
地
化
が
進
ん
で
い
る
が
､
台
地
の
縁
は
急
傾
斜
で
不
整
な
所
も
あ
る
D

そ
の
点
や
は
り
述
べ
て
き
た

｢
た
地
形
｣
な
の
で
あ
る
｡

タ
カ
ラギ
ホ
ンチ
ヨウ

こ
の
事
は
二

王

木

本

町

｣

に
至
っ
て
明
確
に
な
る
｡
も
と
は

｢国
本
村
宝
木
｣

で
あ
っ
た
が
昭
和
29
年
よ
り

｢宝
木
本
町
｣
と
な
っ
た
｡
従

っ
て
こ
の

｢本
町
｣

の
名
は
新
し
い
が
､
地
形
を
代
表
す
る
が
故
の
名
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
今
､
東

北
自
動
車
道
が
通
り
､
地
相
は

一
部
様
変
り
し
た
が
､
な
お
純
農
村
の
形
態
を
保

っ
て
い
る
｡

現
地
は
､
緩
い
傾
斜
を
含
む
農
地

(水
田

･
畠
)
が
あ
る
と
と
も
に
､
樹
木
の

繁
茂
し
た
小
丘
が
綿
々
と
続
き
､
小
径
が
そ
の
麓
を
た
ど
っ
て
集
落
を
つ
な
い
で

10
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い
る
｡
こ
れ
ら
の
小
丘
の
麓
は
急
傾
斜
で
'
最
近
で
も
人
の
踏
み
込
ま
な
い
原
野

の
趣
を
保
っ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
起
伏
の
多
い
地
相
で
あ
り
､
｢宝
木
｣
の
代
表
と

み
う
る
と
と
も
に
､
｢
た
地
名
｣
の
相
に
よ
-
合
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
｡
前
述
し

タ

た
よ
う
に
､
こ
の
地
相
は
茨
城
県
谷
和
原
村
田

に
酷
似
し
て
い
る
｡

-

宝
川
-

群
馬
県
水
上
町
大
字
藤
原
字
宝
川
o
白
鷹
の
湯
と
い
う
温
泉
地
で

あ
る
｡｢宝

川
｣
は
秋
田
市
郊
外
に
も
あ
り
､
丘
陵
地
を
開
析
し
た
小
河
川

(宝
川
)

流
域
の
小
村
で
あ
る
｡
地
形
は
浸
食
の
相
で
あ
り
､
土
質
は
や
わ
ら
か
い
｡

な
お
､
｢宝
地
名
｣
に
は
'
単
独
の
｢宝
｣
だ
け
の
地
名
が
あ
る
｡
当
該
地
域
で

は
な
い
が
､
山
形
県
寒
河
江
市
宝
で
あ
る
｡
寒
河
江
市
郊
外
の
農
村
で
小
集
落
が

あ
る
o
こ
こ
は
､
本
紀
要
第
46
集
に
の
べ
た
と
お
り
､
朝
日
山
地
か
ら
遥
々
続
-

ア
テ
ラザ
ワ

尾
根
筋
の
先
端
部
｡
脇
が

左

沢

で
､
更
に
そ
の
尾
根
筋
の
延
長
線
の
突
端
に
当
る

辺
が

｢宝
｣
な
の
で
あ
る
｡
あ
る
年
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば
､
こ
の
宝
に
も
崖
地
が
及

ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
'
現
地
は
現
在
殆
ん
ど
平
地
で
あ
る
｡

表
記
は
違
う
が

｢
田
柄
｣
が
あ
る
｡

タ
ガ
ラ

-

田
柄
-

宮
城
県
気
仙
沼
市
田

柄

.

気
仙
沼
湾
を
か
こ
む
南
側
の
尾
根
状
台

地
の
中
に
あ
る
｡
非
常
な
高
低

･
起
伏
の
あ
る
山
林

･
農
地
で
あ
る
｡
水
田
も
あ

る
が
､
そ
れ
が
名
づ
け
の
中
心
で
あ
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
地
形
で
あ
る
｡

k

東
京
都
練
馬
区
田
柄
､
昭
和
初
期
に
は
大
体
水
田
だ
っ
た
と
い
う
が
'
今
は

ほ
と
ん
ど
住
宅
地
で
あ
る
｡
全
体
平
坦
で
あ
る
が
'

一
丁
目
の
中
に

一
km
に
達
す

る
落
差
は

一
-
二
m
の
崖
が
あ
る
｡
た
だ
し
こ
の
崖
は
現
在
ほ
と
ん
ど
際
立
ち
が

杏
-
'
特
に
そ
こ
を
渡
っ
て
い
る
道
路
は
緩
い
坂
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
こ
う
い
う
地
形
か
ら
で
も
'
も
と
の
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
､

そ
れ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
｡

な
お
'
宝
地
名
に
つ
い
て
は
'
山
陽

(第
四
節
)
に
｢宝
塚
｣､
島
根

(第
五
節
)

に

｢大
宝
｣
を
述
べ
る
｡
補
足
し
て
大
分
県

｢宝
(山
)
｣
を
述
べ
る
｡

第
三
節

千
葉
県

一
般
に
よ
-
使
わ
れ
る
名
で
言
え
ば
房
総
丘
陵
･下
総
台
地
で
､
｢
た
地
名
｣
は

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
下
総
の
方
に
多
い
と
言
え
る
｡
従
っ
て
ま
ず
下
総
台
地
か
ら

述
べ
る
｡
角
川
地
名
辞
典
に
よ
る
と

｢
こ
の
台
地
は
主
と
し
て
浅
海
性
の
砂
層
か

ら
成
り
､
最
上
部
は
下
末
吉

･
武
蔵
野

･
立
川
な
ど
の
火
山
灰
層
が
み
ら
れ
る
｡

こ
う
し
た
地
形
と
地
質
の
状
態
か
ら
'
こ
の
台
地
の
平
坦
面
は
約
10
万
年
前
の
下

末
吉
期
の
海
進
時
の
干
潟
と
し
て
つ
-
ら
れ
た
も
の
を
出
発
と
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
｡
そ
の
後
の
海
退
の
中
で
台
地
化
が
進
み
'
台
地
面
も
数
段
に
分
か
れ
､

多
-
の
谷
で
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
-
-
台
地
を
刻
む
谷
は
谷
地

･
谷
津
と

呼
ば
れ
､
多
-
谷
底
に
湧
水
を
み
る
o
古
い
集
落
は
こ
の
谷
に
沿
う
低
い
段
丘
上

に
立
地
L
t
谷
底
を
水
田
化
し
て
き
た
｡
そ
の
多
-
は
湿
田
で
あ
-
'
泥
炭
を
伴

-
こ
と
も
あ
る
｡
｣

比
較
的
軟
弱
な
地
質
の
台
地
を
､
多
-
の
谷
が
刻
ん
だ
地
形
が
浮
ん
で
-
る
｡

こ
の
地
域
の

｢
た
地
名
｣
を
あ
げ
る
と
､

a

多
古
-

千
葉
県
多
古
町
｡
藩
政
時
代
多
古
藩
あ
-
廃
藩
置
県
に
お
い
て
千

葉
県
の
前
身
の
多
古
県
が
置
か
れ
た
(明
治
四
年
七
月
-
十

1
月
)
D
当
地
域
の
中

心
地
と
見
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
｡
地
名
の
変
化
と
し
て
､
古
-
は
広
沼
と
言
っ
た

が
'
元
仁
元
年
､
駿
河
国
富
士
浅
間
宮
を
勧
請
し
た
際

｢
田
子
｣
と
改
め
､
の
ち

｢多
古
｣
と
な
っ
た
と
い
う

(多
古
由
来
記
)
｡
文
献
的
に
は
そ
う
か
と
思
わ
れ
る

が
､
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
｡

1
.
な
ぜ
浅
間
宮
が
勧
請
さ
れ
た
か
-

ふ
さ
わ
し
い
地
相
が
あ
る
か
-

2
.
ふ
さ
わ
し
い
地
相
で
も
'
な
ぜ

｢
田
子

(多
古
)
｣
で
あ
る
か
-

こ
れ
ら
の
疑
問
に
も
相
当
の
数
紙
を
費
し
て
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
が
'
今
は
そ
の
余
裕
が
な
い
｡
簡
単
に
記
せ
ば
､

1
.
富
士
山
は
遠
-
か
ら
見
る
と
､
円
錐
形
に
極
め
て
整
っ
て
い
る
が
'
細
部

で
は
高
低
差
､
大
小
の
岩
の
散
在
で
峻
し
い
D
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2
.
右
の
具
体
的
な
相
が
山
で
は
な
い
が
'
｢多
古
｣
の
地
形
に
類
似
し
て
い
る
｡

富
士
山
を
源
と
す
る
富
士
川
の
川
口
に

｢
田
子
｣
地
名
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
'
こ
こ
に
富
士
浅
間
宮
が
勧
請
さ
れ
､
地
名
も

｢
タ
コ
｣

と
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
は

一
ま
ず
整
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
､
多

古
の
地
形
は
､

下
の
水
田
面
か
ら
比
高
20
m
-
ら
い
の
高
さ
の
範
囲
に
高
低
複
雑
に
入
-
組

ん
で
町
に
な
っ
て
い
る
｡
急
斜
面

･
起
伏
の
多
い
地
形
で
あ
る
｡
町
の
外
の
台

地
頂
点
が
40
m
程
度
で
あ
る
か
ら
､
山
と
い
っ
た
り
富
士
山
な
ど
と
較
べ
た
り

は
で
き
な
い
が
､
こ
の
地
名
の
地
形
の
特
色
は
､
絶
対
的
な
高
さ
に
あ
る
の
で

は
な
-
､
地
相
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
卑
近
な
例
で
言
え
ば
'
｢
一
般
的
に
は
山
で

･デ
ケ

あ
っ
て
む
､
丁

岳

｣

と
呼
ば
れ
る
山
は
峻
し
い
o
高
さ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
o
｣
こ
と
に
た
と
え
ら
れ
よ
う
｡
富
士
山
は

｢富
士
山獄
･冨
猛
｣
な

(た
地
名
)

ど
'

タケ
で
呼
ば
れ
る
事
も
多
か
っ
た
山
で
あ
る
｡

な
お

｢多
古
｣
の
地
形
の
特
色
は
､
そ
の
地
形
に
か
か
わ
る
川
が
｢栗
山
川

(山

を
決
る
川
)
｣
で
あ
り
､
近
-
に

｢喜
多

(高
低
曲
折
の
ギ
ザ
ギ
ザ
相
)
｣
な
ど
が

あ
る
点
も
参
考
に
な
一る
｡

多
古
町
の
地
形
は
栗
山
川
と
そ
の
支
流
の
多
古
橋
川
に
は
さ
ま
れ
た
台
地
で
､

地
質
的
に
は
台
地
は
洪
積
土
へ
低
地
は
砂
質
の
沖
積
土
で
あ
る
｡
台
地
に
は
多
数

の
遺
跡
が
分
布
L
t
町
域
内
に
は
縄
文
時
代
か
ら
の
遺
跡
が

一
三
〇
カ
所
も
あ
る
0

古
墳
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
､
43
群
三
六
〇
基
以
上
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
古
代

か
ら
の
生
活
の
場
で
あ
っ
た
証
で
あ
り
､

｢多
古
｣
の
地
名
の
古
き
が
う
か
が
わ
れ

る
｡

b

田
子
-

千
葉
県
南
半
部
に
入
っ
て
鋸
南
町
に
あ
る
o
東
京
湾
を
見
お
ろ
す

位
置
に
鋸
山
淵
m
が
あ
る
｡
こ
れ
は
第
三
紀
三
浦
層
の
砂
質
凝
灰
岩
が
浸
食
さ
れ

て
稜
線
が
鋸
の
歯
の
よ
-
に
な
っ
た
も
の
｡
頂
上
付
近
に
は
風
食
も
見
ら
れ
る
｡

こ
の
鋸
山
の
南
麓
で
川
を

へ
だ
て
て
鋸
南
町
が
あ
り
､
｢
田
子
｣
の
地
形
も
'
類

似
の
浸
食
相
｡

C

田
町
I

a
の
多
古
町
の
中
心
部
o
現
地
の
人
は
､
も
と
水
田
だ
っ
た
か
ら

｢
田
町
｣
だ
と
思
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
小
学
校
な
ど
あ
る
台
地
が
張
り
出
し
､

崖
状
の
斜
面
の
下
に
続
-
の
が
田
町
で
あ
る
｡
茨
城

･
群
馬
の

｢太
田
｣
と
共
通

点
が
あ
る
｡
水
田
だ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
､
前
述
し
た
地
形
を

｢
た
｣

と
呼
ぶ
こ
と
は
水
田
以
前
の
古
き
を
持
つ
か
と
思
わ
れ
る
｡
東
京
を
江
戸
以
後
の

町
と
み
れ
ば
四
〇
〇
年
の
歴
史
し
か
な
い
が
'
東
京
に
も
田
町
が
あ
る
｡

タ
マチ

〔付
〕

秋
田
県
大
館
市
田

町

｡
市
街
に
西
か
ら
入
る
と
登
り
坂
に
な
り
､
頂
点
が

十
字
路
で
､
左
折
す
る
と
長
木
川
に
向
っ
て
下
り
に
な
る
｡
道
路
は
坂
で
あ
る
が
'

地
形
は
長
木
川
に
よ
る
浸
食
崖
で
､
下
か
ら
見
る
と
壁
状
で
あ
る
｡
こ
の
崖
の
あ

る
所
が
田
町

(そ
の
下
は
平
地
で
昔
は
水
田
が
あ
り
､
そ
の
田
へ
行
-
道
だ
か
ら

｢
田
町
｣
だ
と
解
さ
れ
て
い
た
)
で
あ
り
'
こ
こ
を
つ
っ
き
る
道
の
わ
き
が

｢字

大
館
｣
で
あ
る
｡
筆
者
は

｢大
館
｣
は
自
然
地
名
だ
と
考
え
る
｡

d

田
向
I

千
葉
県
に
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
タ
ム
カ
ィ
､
も
う

l
つ
は
タ
ム
キ

と
も
さ
れ
る
が
､
現
地
で
は
両
方
と
も
タ
ム
カ
イ
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
の
地
名
は

殆
ど
関
東
以
北
に
あ
り
､
外
に
は
僅
少
で
あ
る
｡

ま
た
､
広
域
的
な
地
名
で
な
-
､
言
語
的
に
も
問
題
に
さ
れ
ず
､
地
名
辞
典
な

ど
に
も
記
述
を
見
な
い
｡
従
っ
て
､
仝
-
独
自
に
解
明
に
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
ま
ず
､
手
は
じ
め
に
地
元
の
例
で
､

タ
ム
カイ

ア
､
田
向
-

仙
北
郡
田
沢
湖
町
田

向

｡

仙
北
郡
を
貫
流
す
る
玉
川
に
入
る
小

さ
な
支
流

｢大
沢
｣
の
ほ
と
り
で
あ
る
｡
こ
の
集
落
に
向
っ
て
行
-
と
､
前

方
に
立
ち
ふ
さ
が
る
よ
う
に
急
斜
面
の
山
が
迫
る
｡
集
落
を
つ
き
抜
け
る
と

(砂
防
堤
)

大
沢
に
出
る
｡
落

差

が

あ
-
滝
状
に
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
る
｡
対
岸
の
山

は
比
高
1-0
m
-
ら
い
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
集
落
で

｢何
に
向
っ
て
い
る
と
思
う

か
｣
と
尋
ね
る
と

｢
や
は
り
こ
の
山
だ
｣
と
の
答
が
返
っ
て
-
る
｡
し
か
し
'

集
落
突
端
よ
り
上
流
を
み
る
と
､
両
岸
と
も
切
り
立
っ
た
崖
状
の
岸
で
､
急

斜
面

(田
)
が
向
い
あ
っ
て
い
る

(田
向
)
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
D
そ
の

上
で
当
面
の
千
葉
県
で
の
例
を
み
る
と
､
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井上 -｢た地名｣考 (前篇)

タ

ム
キ
(現
地

の
人
は
タ

ム
カ
イ
と

い
Jつ
)

ィ
､
千
葉
県
山
武
郡
九
十
九
里
町
田

向

-

地

形

的

に

は

九

十

九
里
浜
続
き
の

平
地
で
'
町
域
の
大
半
が
標
高
5
m
前
後
の
沖
積
低
地
で
あ
る
｡
こ
の
田
向

は
､
西
隣
東
金
市
と
の
境
に
あ
る
｡
今
は
仝
-
平
ら
な
土
地
で
あ
る
が
､
所
々

に
自
然
の
原
野
の
趣
を
と
ど
め
た
所
が
あ
り
､
段
差

･
深
い
堰
な
ど
が
見
ら

れ
る
｡
東
金
の
台
地
縁
と
は
6
km
離
れ
て
い
る
｡

タ
ム
カイ

ウ
､
千
葉
県
山
武
郡
松
尾
町
田

向

1

当
町
の
北
部
は
両
総
台
地
の
小
丘
陵
が

続
き
､
縄
文
遺
跡

･
古
墳
群
が
散

在

す
る
｡
北
西
か
ら
東
南
に
流
れ
る
木
戸

川
が
低
地
を
作
る
が
､
そ
れ
に
沿
っ
て
細
長
い
尾
根
が
あ
り
'
そ
の
斜
面
に

タ
ム
カイ

は
さ
ま
れ
て
深
い
谷
間
の
小
集
落
｢
田

向

｣

が
あ
る
｡

後
者
は
急
斜
面
に
挟
ま
れ
た
谷
間
で
あ
る
｡
｢峠
扱
い
｣
は
さ
れ
て
い
な
い
が
､

次
例
は
明
か
に
峠
で
あ
る
｡

タ
ム
カイ

工
､
岩
手
県
久
慈
市
夕

向

峠

-

北
上
山
地
の
北
端
付
近
の
東
海
岸
に
久
慈
市

が
あ
る
が
､
市
街
地
は
久
慈

川

･
長
内
川
な
ど
多
数
の
河
川
が
山
形
村

･
久

慈
市
奥
地
の
山
地
を
削

っ
た
沖
積
平
野
で
あ
る
｡
こ
の
川
の
う
ち
'
久
慈
川

支
流
が
深
-
削

っ
た
谷
ぞ
い
の
山
の
尾
根
筋
が

｢夕
向
峠
｣
で
あ
る
｡
比
高

100
m
-
ら
い
で
1
km
程
の
峠
｡
な
お
､
こ
の
一
帯
は
'
｢
た
地
名
｣
が
集
中
し

て
い
て
､
7
km
X
10
km
の
四
角
形
内
に

｢夕
向
峠

･
滝

･
小
田
瀬
･
田
高
良
･

田
高
｣
の
五
つ
が
見
ら
れ
る
｡
現
地
で
は
ユ
ウ
ム
カ
イ
と
い
う
が
誤
で
あ
ろ

｢ヽノ

こ
の

下
の
キ
が
濁
音
化
し
た
の
が

｢
た
む
ぎ
｣
で
あ
る
｡
表
記
は

｢
田
向

･
田

麦
｣
で
岩
手

･
福
島

･
山
形

･
新
潟

･
長
野
の
各
県
に
見
ら
れ
る
｡

タ
ムギ

オ
､
岩
手
県
岩
手
町
田

向

-

標
高
九
〇
〇
m
台
の
二
本
の
尾
根
に
は
さ
ま
れ

(麦
-
モ
)

た
川
ぞ
い
の
集
落

｡

南

北

二
つ
の
山
並
は
'
ぐ

っ
と
両
側
か
ら
押
し
っ
け
る

よ
う
に
迫

っ
て
い
る
｡
今
ま
で

｢
た
｣
が
崖

･
急
傾
斜
の
意
に
当
る
の
を
見

て
き
た
目
に
は
､
明
か
に

｢
た
(崖
)
が
向
い
合

っ
て
い
る
｣
と
言
え
る
｡

タ
ムギ

カ
'
岩
手
県
岩
泉
町
田

麦

1

前
例
の
東
10
km
ほ
ど
の
所
で
､
北
に
権
現
山
9-3

m
､
南
に
葡
萄
森
10-5
m
に
は
さ
ま
れ
た
川
ぞ
い
の
集
落
｡
地
相
は
前
例
に
同

じ

｡

タ

ム
ギ
マ
タ

キ
､

山
形
県
朝
日
村
田

麦

俣

-

庄
内
地
方
｡
焚
芋
川
右
岸
の
山
麓
盆
地
o
古

来
､
鶴
岡
～
山
形
を
結
ぶ
六
十
里
越
街
道
の
宿
場
町
｡
｢
田
麦
俣
｣
の
集
落
の

説
明
な
ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
明
か
に
す
べ
き
な
の
は
山

･

川
の
相
な
の
だ
｡

ま
ず
'
川
は

一
本
だ
け
で
は
な
い
｡
田
麦
川
を
は
じ
め
ざ
っ
と
五
本
の
川

が
こ
こ
で
合
流
し
て
下
方
が
焚
字
川
で
あ
る
｡
｢･
俣
｣
は
こ
の
分
岐
を
言
う
｡

さ
て
､
山
の
方
は
､
ま
ず
地
質
的
に
は
風
化
花
尚
岩
の
赤
土
で
浸
食
さ
れ
や

す
い
｡
川
が
深
-
浸
食
L
t
国
道
112
号
線
に
か
か
る
橋
か
ら
谷
底
を
見
お
ろ

す
と

20
m
-
ら
い
あ
る
｡
岸
は

一
様
で
な
-
曲
折
が
多
-
､
川
と
川
の
間
は
､

尾
根

状
で岸
は
崖
の
連
続
で
あ
り
､
こ
れ
は
述
べ
て
き
た

｢
た
地
名
｣
に
よ

-
合
っ
て
い
る
｡

さ
て
'
と
り
あ
げ
た
地
域
を
は
な
れ
て

｢
田
向

･
田
麦

(細
か
-
言
え
ば
熊
本

タ
ムカ
エ

に

｢田
迎

｣

も
あ
る
が
1
省
略
)
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
結
論
的
に
い
う
と
'

-

人
が

｢
た
(崖
)
｣
に
向
う
｡

HI

崖
と
崖
と
が
川
を
挟
ん
で
向
う
｡

…

Ⅲ

崖
と
崖
と
が
峯
を
挟
ん
で
背
中
合
わ
せ
に
向
う
｡

の
三
種
に
向
け
ら
れ
る
と
思
う
が
､
-
と
…111
は

｢峠
｣
に
当
る
と
言
え
る
｡
｢峠
｣

(イ
)

(ギ
)

は
古
語
で

｢
た
む
け
｣
と
言
わ
れ
る
が
､
前
記

｢
タ
ム
カ

ヒ

･
タ
ム

キ

｣

は
自
動

詞
形
で
あ
る
に
対
し

｢
タ
ム
ケ
｣
は
他
動
詞
形
な
の
だ
と
思
う
｡

こ
の

｢峠
｣
の

｢
タ
ム
ケ
｣
は

｢
山
を
登
り
つ
め
た
頂
点
で
神
に
供
え
物
を
す

る
故
｣
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
い
う
所
で
宗
教
的
な
気
拝
を
抱
-
こ
と
は
自
然

な
も
の
で
あ
る
が
､
そ
う
い
う
理
由
な
ら
ば

｢供

へ
･
捧
げ
｣
と
言
っ
て
も
い
い

は
ず
で
あ
る
し
'
西
日
本

(峠
を
タ
ヲ
と
い
う
圏
内
)
で
は
､
神
に

｢
た
む
け
｣

な
い
の
か
t
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
｡
近
畿
を
中
心
と
し
た
文
化
圏
を
認
め
な
が

ら

｢峠
｣
の
語
源
に
つ
い
て
は
東
国
語
の
言
い
方
を
基
に
し
て
考
え
て
き
た
点
に

も
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
o
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(た
)

し
か
も
､
見
て
き
た
と
お
-
'
東
日
本
の
｢
田
向
｣
が
､
｢急
斜
面
で
形
づ
-
ら

(杏
)

れ
た

尾

根
筋
｣
が
多
-
､
ま
さ
に

｢峠
の
地
形
｣
に
合
致
し
て
い
る
｡
そ
の
点
で
'

(た
)

(杏
)

峠
と
い
う
も
の
を

｢急
斜

面
の

尾

根
｣
と
考
え
れ
ば
､
西
日
本
の
言
い
方
を
も
説

明
し
得
る
の
で
あ
り
'
峠
で
行
う
宗
教
的
行
事
か
ら
間
接
的
に
説
-
よ
り
､
峠
の

地
形
そ
の
も
の
か
ら
説
-
だ
け
分
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
｡

自
然
地
名
に
お
い
て
も
､
漢
字
表
記
は
そ
の
地
名
の
真
意
を
表
さ
な
い
場
合
が

多
い
が
､
ケ
ー
ス
･
バ
イ

･
ケ
ー
ス
で
見
た
い
｡
中
国

･
山
陰
な
ど
で

｢峠
｣
と

書
-
例
は
小
論
に
は
と
り
あ
げ
な
い
が
､
他
の
表
記
例
を
求
め
る
と
'
予
想
さ
れ

る
と
お
り

｢
田
尾
･多
尾
｣
で
､
｢
た
｣
が
述
べ
て
き
た

｢
た
地
名
｣
で
あ
る
と
と

も
に

｢
を
｣
が

｢尾
根
｣
の
意
で
あ
る
こ
と
が
､
間
接
的
な
が
ら
示
さ
れ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
｡

e

ア
､
田
間
-

千
葉
県
東
金
市
｡
先
の

｢
田
向
｣
の
上
流
に
当
り
'
台
地
の

麓
に
あ
る
｡

一
帯
は
農
地
と
市
街
地
に
な
っ
て
い
て
､
特
徴
が
な
い
が
'
台
地
の

縁

(浸
食
相
が
あ
る
)
に
近
い
所
で
あ
る
｡

ィ
､
玉
-

千
葉
県
香
取
郡
山
田
町
玉
｡
台
地
の
縁
部
｡
台
地
を
浸
食
し
た
小

川
沿

い
｡
す
ぐ
下
流
に
田
部
が
あ
る
｡
小
規
模
地
形
だ
が
合
っ
て
い
る
｡

タ
マ
に
つ
い
て
は
､
第

一
節
紀
伊
半
島
南
部
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
'
地
勢
や

全
体
地
形
の
大
小
の
差
は
あ
る
が
､
本
質
的
な
面
で
は
全
-
共
通
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
｡
農
地

(特
に
水
田
)
･居
住
地

(町
村
)
に
す
る
た
め
に
手
を
加
え
た
と

思
わ
れ
る
所
に
は
､
特
色
の
不
明
な
例
も
あ
っ
た
｡

夕

〔付
記
〕

本
論
文
は

｢水
田
な
ら
ざ
る
田
地
名
｣
の

｢前
篇
｣
で
あ
る
か
ら
'
｢結

論
｣
は
こ
こ
に
は
述
べ
な
い
｡
し
か
し
､
結
論
に
当
る
も
の
は
'
｢
田
｣
に
も
｢
玉
｣

に
も

｢宝
｣
に
も
共
通
し
て
幾
度
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
極
端
で
あ
る
が
､

一
カ
所
だ
け
で
も
'
要
点
を
つ
か
め
ば
結
論
は
得
ら
れ
る
｡
逆
に
い
-
ら
本
を
よ

み
､
現
地
を
見
て
も
､
〓
貝
す
る
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
結
論
は
出
な
い
｡
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