
h卜汎

節

十

六
鞍

節

六
舵

川

7.TrJ

地
名
の
地
理
学
的
考
察
と
そ
の

7
例

(
二
)

小

林

倦

山

郎

前
述
せ
る
卑
考
を
茸
際
に
故
は
人
為
め
拓
に

一
文
を

草
す
る
の
で
あ
る
｡
而
し
て
橡
め
断
っ
て
置
か
ぬ
ば
な

ら
ぬ
乙
と
は
先
づ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
rJ
と

であ
る
｡

(節

一
図
参
照
)

通
栴
す
る
背
振
山
塊
と
肥
筑
平
野
を
取
っ
た
の
で
あ

る
｡
rJ
れ
は
筆
者
の
政
も
親
し
め
る
地
名
で
あ
る
ば
か

ら
で
な
-
､
朝
鮮
と
の
柚
係
79
あ
ら
､
尚
は
山
地
性
と

平
地
性
を
諭
ず
る
に
好
個
の
地
な
る
べ
-
考

へ
ね
が
為

で
あ
る
｡
を
の
四
蓮
に
就

い
て
は
第

山
間
に
示
す
が
加

-
､
来
遊
は
涌
…塑

一
日
市
か
ら
朝
倉
相
違
は
随
以
て
杷

木
は
至
る
荷
造
に
従
ふ
｡
南
蓮
は
耳
細
川
麓
の
富
来
等

高
線
は
随
つ
ね
が
､
fJ
の
山
脈
の
酉
鼎
か
ら
先
さ

は
'

主
と
し
て
地
形
よ
わ
案
じ
て
兜
正
し
た
所
も
あ
る
｡
但

し
市
来
よ
ら
高
さ
所
は
絶

封に
加
は
つ
て
ゐ
な

い
｡
而

し
三

二
池
郡
は
隈
川
ま
で
を
加

へ
て
以
南
は
域
外
と
し

た
｡
西
遊
も
右
の
方
法
む
探
-
塵
m
川
以
南
は
武
雄
の

盆
地
と
北
ハほ
除
外
し
ね
が
'
時
に
参
照
す
る
rJ
と
あ
る

を
許
し
て
も
ら
以
た
い
｡
松
浦
川
の
谷
で
は
大
健
腺
道

に
随
っ
た
｡

山
地
部
と
平
地
部
と
･り
堺
は
､
雷
光
等
高
線
に
は
依

-
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
両
虎
原
と
も
い
ふ
べ
き
地

は
､荷
は
平
野
は
加

へ
難

い
所
で
あ
っ

て､
背
後
の
｢山

｣
と

い
ふ
催
件
に
支
配
さ
れ
る
所
で
あ
る
O
大
約
二
十

ナ
り
･..

光
線
に
近

い
粘
鵜
は
な
っ
た
が
､
概
略
小
城

･
千

栗

･

鳥
栖

｡
本
郷

･
依
井
を
辿
ぬ
る
線
と
考

へ
て
頂
d
J
た

〃
0枚

拳
し
た
地
名
は
五
薗
介
の

一
地
形
図
に
載
っ
て
ゐ

る
も
の
と

い
ふ
こ
と
に
範
囲
を
探
っ
た
｡
豚
魔
に
基
錬

アザ

し
あ
る
｢
字

｣

は
依
ら
う
か
と
考

へ
た
が
､
讃
者
の
便

宜
か
ら
言
っ
て
好
都
合
で
も
あ
-
､
地
形
を
琴
不
す
る



場
合
は
利
便
で
あ
っ
た
篤
め
'
地
形
図
h
基

準
と
し
た
｡

アザ
1
字
｣
全
部
に
就

い

ては
後
口
相
研
究
を
頂
け
て
行

き
庇

い
と
;･3ふ
｡
紙
数
は

一
千
丸
首
十
佃
で
あ
る
.
両
岡

｡

久
留
米

｡
佐
賀
の
三
市
を
始
め
町
村
の
締
匿
名
は
今
庇

地
名

の
地
;j
喋
的
苛
酷
と
そ
の

1
例

は
取
扱
は
な

い
｡
餌
匿
名
に
は
別
は
革
す
べ
き
特
色
が

r

あ
っ
tJ
､
今
魔
排
す
る
地
名
と
は
嗣
じ
-
し

た
-
無

い

か
ら

であ
る
｡
そ
れ
ら
は
迫

っ
て
稿
を
革
す
る
裸
定
で

あ
る
｡

次
ぎ
は
前
掲
の
分
棉
項
に
随
ふ
rJ
と
で
あ
る
が
'
此

の
度
は
を
の

一
部
'
静
的
自
然
と
地
名
に
就

い
て
だ
け

に
止
め
死
rJ
と
で
あ
る
｡
即
ち
fJ
の
編
は

一
例
に
過
ぎ

覆

い
の
で
あ
る
｡
賓
は
金
部
こ
の
文
に
加

へ
庇

い
の
で

あ
る
が
､
本
文
の
主
旨
が
を
の
研
究
法
を
論
ず
る
に
あ

る
鳥
め
'
全
部
を
掲
げ
る
は
讃
者
の
煩
に
堪
え
ら
れ
覆

い
,J
と
を
恐
れ
ぬ
ば
琴

b
ぬ
乙
と
と
な
る
｡
故
に
今
回

は

一
部
に
止
め
で
他
は
絹
を
別
に
し
て
発
表
し
た

い
と

瓜
ふ
｡
間
葉
の
充
分
は
揃
は
な
か
っ
た
の
は
今
後
埼
補

す
る
積
-
で
あ
る
｡

乾
に
地
坪
的
原
則
を
求
め
ん
と
す
る
場
各
に
も
､
乙

の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
基
け
る
論
断
に
の
み
傾
き
､
又
筆
者

の
短
見
低
織
を
表
明
す
る
乙
と
多
か
る
べ
-
､
rJ
の
鮎

ま
た
世
に
問
ふ
動
機
で
も
あ
る
｡
蘭
者
よ
-
諒
察
あ
ら

ん
rJ
と
恕
乞
ふ
｡

自
然
地
坪
撃
的
地
名

JP.
i

三

二
.[



地

球

節
十

六

篠

自
然
の
大

い
さ
､

そ
の
人
文
雄
清
に
及
ぼ
す
影
響
1

物
質
的
生
活
精
榊
的
生
活
は
作
用
す
る
自
然
を
定
め

て
云
為
す
る
は
愚
で
あ
ら
う
が
､
自
然
は
人
類
の
棲
家

で
あ
る
｡
入
鹿
が
そ
の
楼
家
の
各
部
は
如
何
な
る
桁
呼

を
川
以
た
か
､
そ
こ
に
も
自
然
と
人
頻
と
の
壷

捗
む
探

ら
れ
は
し
ま

い
か
､
ま
ね
集
落
名
と
し
て
考

へ
る
時
､

衆
群
に
ま
つ
は
る
す
べ
て
の
人
数
性
が
自
然
と
如
何
に

交
渉
し
て
ゐ
る
か
"LJ探
-
得
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
慣
値

な
d
TJも
の
で
あ
ら
う
か
｡
筆
者
は
そ
の
間
の
要
素
を
物

日
の
原
則
は
依
っ
て
~

一
家
言
を
試
み
戒
と
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
｡

第

一
自
然
地
班
的
地
名

.1
､
静
的
自
然
地
名

静
的
自
然
と
は
無
生
且
不
能
動
な
る
自
然
と
言
っ
て

聡

い
LJ
加
-
､
地
質
撃
地
形
撃
の
封
象
は
在
る
自
然

の

<i
部
を
指
す
が
内
外
の
皆
カ
と
し
て
動
く
も
の
は

加

へ
な

い
｡
又
こ
れ
に
は
位
進
を
衷
は
す
詞
を
も
加

へ
て
置
く
｡

A

位

置

詞

妨
大
約

望

山

三
二

地
名
は
位
置
性
を
持

つ
｡
そ
の
位
健
を
垂

ボ
す
と

い

ふ
乙
と
は
地
名
の
意
義
あ
る
朗
で
あ
る
｡
位
硯
と

い
ふ

思
想
あ
る
が
為
に
地
名
は
茂
れ
る
｡
地
名
の
中
そ
の
位

置
を

不
す
言
葉
そ
の
も
の
が
地
名
で
あ
る
79
の
を
本
項

と
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
位
置
詞
に
就

い
て
は
'
地
理

的
要
素
の
探
る
べ

き
も
の
が
あ
る
の
で
'
二
次
眼
と
三

次
隈
に
分
け
て
調
べ
て
見
た

い
｡

二
次
限

平
面
を
衷
は
す
言
葉
は
敢
79
多

い

｡
これ
は

一
般
の

塞
聞
皿
憩
が
平
面
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
r
Jと
を
明
か
は

示
す
｡
東
西
南
北
'
前
後
左
右
､
横
(脇
､
添
)向
､
遊

(
鼎
､
未
､
際
､
寄
'
付
､
切
､
頭
'
方
等
)輿
(
沖
)
口

内
外
等
で
あ
る
｡
そ
し
て
同
じ
位
置
を
ホ
す
に
も
地
方

性
が
あ
る
様
で
あ
る
｡

a

東

本
地
域
に
於

tJ.
兼

を用以
る
も
の
四
十
四
の
中
十

佃
の
み
が
山
地

部
に
屈

す
る｡
そ
の
中
異
の
山
地
の
も

の
は
東
背
振

(
機
世
山
名
か
ら
収
･Jl
凍
っ
た
村
名
で
あ

アヅ
マ

っ
て
緊
群
名
と
し
て
は
例
外
と
せ
ぬ
ば
在
ら
ぬ
)
､
兼



河
内

(
乙
の
ア
ブ
マ
は
東
方
堅
不
す
も
の
で
夜
-
四
阿

屋
の
河
内
の
義
で
あ
る
四
阿
屋
は
後
述
)
兼
小
河
内
の

三
つ
で
之
を
除
け
ば
東
組
'
兼
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡

フ
.T
I
ル
ド
ほ
於

い
て
筆
者
が
数

へ
允
地
名
の
数
は
､

山
地
部
に
千
首
五
十

二

平
地
部
に
千
七
百
五
十
九
で

山
地
部
は
平
地
の
六
十
五
%
飴
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
乙
の

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
か
ら
見
た
托
し
て
79
､
兎
に
角
未
は

山
地
部
に
少
-
平
野
に
大
部
あ
る
こ
と
に
在
っ
た
｡

幾
部
落
か
を
入
れ
得
る
飴
裕
を
必
要
と
す
る
方
向
詞

が
､
山
地
部
に
少

い
の
は
薗
熱
で
も
あ
ら
う
が
､
乙
の

背
振
山
地
な
る
も
の
が
南
北
に
延
長
す
る
谷
の
多

い
馬

に

.L
層
来
酉
の
方
向
詞
を
制
限
し
て
ゐ
る
戒
で
あ
る
.

併
し

一
般
に
は
'
東
西
の
方
向
詞
の
方
が
商
北
の
そ

れ
よ
む
も
多
-
用
ひ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
之
も
方
向
の

基
準
が
東
西
.
即
ち
太
陽
の
HH
投
に
あ
る
こ
と
を
暗
示

し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
憩
い
か
O
東
酉
は
合
し
て
LTTT
fI

南

北合
し
三

二
十
九
で
あ
る
｡
特
は
衆
蕗
の
縦
横
に
聴

達
し
易

い
'
そ
し

て方
向
詞
の
自
由
に
用
以
得
ら
れ
る

平
地
に
於
い
て
､

この
観
の
深

い
fJ
と
は
右
の
考
を
弧

う
す
る
の
で
あ
る
｡

地
銘
の
地
弧
蝉
的
奇
祭
と
そ
の
.i
例

叉
か
J
る
方
向
詞
は
'
二
万
相
対
す
る
時
p
兼
と
相
.

南
と
北
と

い
ふ
様
は
互
に
封
挿
し
て
ゐ
る
79
の
と
.

然

ら
ず
し
て
原
衆
群
を
ど
な
基
準
と
し
て
.
そ
れ
か
ら

呼

ん
だ
方
向
と
が
あ
る
｡
乙
の
後
者
の
場
合
は
宋
群
の
新

嘗
を
明
示
し
て
ゐ
る
乙
と
J
を
-
'
引

い
て
は
そ
の
地

方
に
於
け
る
緊
群
の
発
達
し
て
行
っ
た
方
向
を
探
･4
得

る
わ
け
で
あ
る
｡
兼
酉
封
栴
せ
る
79
の
と
'
然
ら
ざ
る

も
の
と
は
別
け
て
.
フ
ィ
ー
ル
ド
の
｢兼
｣
を
列
革
す
る

と
左
の
如
-
で
あ
る
｡

(
)
内
は
郡

の
頭
串
｡
即
ち
銑
=
筑
紫
郡
｡
早
=
早
良
郡
｡糸
=
糸
梅

郷
･
米
=
北
松
榊
郡
｡
小
-
小
城
郡

｡
佐
=
件
数
郡
血榊
=
榔
略
部
ユ
ニ

･～
ヤ
キ

=
三
巷

鉱

郡
｡
瀦
=
三
鮒
郷
｡
非
-
三
井
郡
･池
=
三
池
郡
｡
山
=
山
門

抑
･
八
=
八
女
邸
･
浮
=
浮
羽
邪
｡
軸
=
朝
倉
郷

二
は
山
地
と
平
地
両

部

の
別

A

封

柄
せ
る
も
の
'
即
ち
之
に
封
し
て
.酉
｣
を
件

i
.t7P
の
｡

北
限
(銑
)
･氷
入
部
｡災
納
出
･
光

(Ei･)｡火
糾
(糸
)
･
水
分
(
小
)
こ

氷

山
｡
取
分
｡
米
付
根
｡
恥
郷
(
秤
)

｡恥四
･
兆
寺
井
･
北
八
円
｡光
高

木
｡恥
淵
｡
恥
中
野
e
粧
帥
野
｡
光
新
･Fi
i･耽
古
兜
･
弧
田
虫

｡
東
山
刑

(
煤
)
｡藤
木
水
分
中沢
大
石
｡
(
抑
)
光
椙
｡河
井
光
｡
取
分
(
≡
)
曲
水
常

永
(
山
)
北
都
山
川
｡
瀧
閉
｡氷
原
｡
氷
原
(
八
)
･
米
朝
(
非
)

望

三

三
二



地

紋

箪
十
六
懇

B

判
栴
せ
ざ
る
も
の

･L巾ノ

氷

小
河
内
(銑
)
氷

原

(小
)光
背
拭
(
紳
)
氷
河
内
(
≡
)
ニ
火
梅
･
求

-
討
ウ
ト
ツ

ト
ウ
′

iE
V
シ

名
｡
恥

新

地

｡
外

正

数
(
碓
)
端
封
盟
(
紳
)
氷
津
(
≡
)光
悦

敷

(
瀦

)

常
恨
(
八
)

方
向

詞

の

用
払
方
は
東
尾
.
来
隈
の
如
-
上
に
附
け

る
も
の
と
､
酒
井
束
､
藤
木
来
分
の
如
-
下
に
附
-
場

合
と
が
あ
-
'
B
級
に
し
て
も
尭
小
川
内
の
如
-
基
準

iE
ガ
シ

と
な
っ
た
地
名
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
､
束

屋

敷

の
如

-
そ
れ
を
ポ
ruざ
る
も
の
叉
は
略
せ
る
も
の
が
あ
る
｡

束
高
木
の
如
き
は
を
の
封
桁
は
酉
で
夜
-
､
上
下
の
高

水
に
な
っ
て
ゐ
る
.

右
は
列
興
し
た
東
閣
(
佐
)
は
､
そ
の
部
落
を
貫
-
拷

の
尭
西
に
あ
る
部
落
の
各
種
ら
し
い
.
八
女
郡
の
密
使

は
一
修
を
ど
の
東
方
は
潜
る
の
で
あ
る
｡
兼
を
ア
ブ
マ

と
呼
ぶ
は
兼
河
内

一
つ
で
､
あ
ま
-

用以
ら
れ
な

い
fJ

と
は
乙
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
み
で
も
な

い

｡
ト
ク
と
よ
ひ

の
は
八
女
郡
の
東
原
二
つ
'
小
城
郡
の
尭
原
と
佐
賀
郡

ト･;▲ノ

の

兼

瓦

勢
で
あ
る
が
､
八
女
の
は
封
桁
酉
原
が
各
々
あ

る
し
､
兼
宜
勢
も
瓦
勢
の
束
に
あ
る
｡
小
城
の
79
束
の

意
は
違
以
な
い
と
恩
ふ
｡
東
桧
浦
に
は
膚
原
が
あ
る
.

解
六
銑

望

四

三
内

幕
原
ら
し
-
で
も
東
で
な

い
ら
し
い
が
.
そ
う
言
ふ
も

の
と
の
紛
れ
は
あ
る
こ
と
～
凪
ふ
.

b

閣

こ
れ
は
五
十
七
個
数
数

へ
ね
中
､
山
地
部
が
二
十
四

で
あ
る
｡
中
で
も
酉
山
(
早
)
｡酉
谷
･閥
ノ
捕
･酉
堂
(糸

)･閣
宇
土
(莱
)
｡
西
野
(
小
)
は
最
も
山
地
性
の
79
の
で

あ
る
O
栗
に
比
べ
て
山
地
部
の
多

い
の
は
興
あ
る
こ
と

㌧
PH
3
ふ
｡
山
谷
に
於
で
閥
と

い
へ
ば
兼
而
せ
る
傾
斜
地

は
替
る
rJ
と
が
こ
れ
を
結
果
し
た
の
で
夜

い
か
と
鳳
ふ

の
で
あ
る
｡
酉
入
部

･
閣
山
(
早
}
･西
谷
(
糸
)が酉
宇
土

(衣
)
｡
酉
晴
乗
(
小
)夜
ど
皆
東
面
し
て
ゐ
る
｡
早
良
の

西
脇
も
そ
こ
は
作
地
と
の
鏑
係
あ
る
と
は
い
へ
､
か
の

東
方
山
麓
に
寄
添
っ
た
｢
野
芥
｣
の
部
落
に
勤
し

七､
日

射
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
｡
典
例
と
し
て
は
閏
脱
(
小
)
･
閣

ノ
捕
(糸
)
の
様
夜
の
が
あ
る
が
､
併
し
少
-
と
も
rJ
の

却
賓
は
山
間
は
於
け
る
緊
落
延
長
の
繭
聯
す
る
所
と
思

は
れ
る
｡

叉
概
し
て
酉
が
束
に
封
し
て
は
平
地
に
於
い
て
7P
多

い
と
い
ふ
乙
と
は
､
別
は

珊由
も
あ
る
ら
し
い
｡
西
田

西
島
と

い
ふ
が
如
4
1,
ニ
シ
に
は
'
螺
で
あ
っ
た
も
の
も



な

い
と
断
言
出
凍
粕
｡
西
が
日
本
民
族
東
進
は
対
し
て

本
族
の
故
地
の
方
向
で
あ
る
と

い
ふ
が
如
き
rJ
と
は
､

小
栗
蕗
名
に
依
っ
て
決
定
は
閤
難
で
あ
る
ほ
し
で
79
､

衰
滅
入
寂
と

い
ふ
接
を
,J
と
が
兼
洋
民
族
の
心
を
､
を

の
反
対
の
現
象
よ
-
以
上
に
捉

へ
る
傾
向
が
､
来
よ
ゎ

も
り
の
入
る
滑
を
よ
り
多
-
息
ふ
こ
と
が
多

5'と

い
ふ

棟
夜
鮎
7?
あ
ら
う
｡

晋

音
韻
し
雷

の
は
両

川

(
小
)
儲

(

刺
)-

那

?
T

珍
ら
し

い
方
で
､
西
郷
を
ど
は
多

い
の
で
あ
る
O

東
西
に
閥
す
る
古
語
は
戎
っ
て
ゐ
老

い
様
で
あ
る
｡

弧い
て
疑

へ
ば
琉
球
語
は
近

い
も
の
で
､
赤
司

(
佐
'

井
)
と
八
地
(朝
)と
が
各
々
東
及
西
の
義
で
在

い
か
と

m
心
は
れ
る
が
､
今
の
鷹
他
の
意
義
あ
る
79
の
と
考

へ
て

ぬ
る
｡
ア
･T
ヌ
語
の
柑

kes
に
因
る
か
と
恩
は
れ
る

も
の
に
､
今
朝
丸
(罪
)J
J
い
ふ
の
が
あ
る
｡
之
は
可
を

カ
.JJニシ

･et信
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
水
上
に
上

西
と

い
ふ
の
が
あ
る
｡
即
ち
今
朝
丸
は
､
酉
の
悪
あ
る
ア
イ

ヌ
語

kes
の
晒
､｢
今
朝
｣
は
相
の
意
の
｢
丸
｣
が
附
け
ら

れ
ね
も
の
と
〓
心
ふ
の
で
あ
る
｡
上
酉
と
共
は
十
架
元
成

地
名

の
他

州
桝的

考

雛
と
そ
の

.I例

あ
た
ら
に
封
し
て
酉
と
呼
<
ガ
も
の
か
と
胤
ふ
が
'
今

F

朝
丸
は
資
溝
川
の
酉
岸
で
も
あ
る
｡

e

宙二‥~川1

十
五
胸
中
背
振
山
地
部
に
三
伯
あ
る
｡

南
山
｡下
南
(
湘
)
㈲
州
(
小
)
ニ
摘
上
流

･
箱
桁
帖

｡
南
有
明
(
秤
)

.1ヽ削
南
崇

佐
)
南
警

聖

乙
ノ
南
崇

柵
)
南
i｡
懲

南
中
禁

柵
)
柄

新
閏
･
南
五
十
丁
(
池
)
南
野
(
山
)
江
揃
(
梓
)
(
側
維

ハ
封
祁
譜
北
ヲ

作

へ
ル
モ
ノ
し

杵
島
郡
の
前
二
者
を
山
地
性
と
見
放
し
て
も
額
､
平

地
の
方
が
割
合
以
上
で
洩
る
｡
叉
山
地
に
於

い
て
も
.

背
振
列
が
筑
前
は
面
す
る
所
に
は

.i
っ
も
南
が
な

い
こ

ナ
メ
ロ

と
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
筑

紫

捕

面

且

と
言
ふ
の
は
あ
つ
て

も
常
傭
せ
る
州
草
で
あ
っ
て
'
南
の
意
な
q
Jも
の
で
あ

る
｡
同
郡
の
南
畑
相
と

い
ふ
の
は
'
小
城
の
南
山
村
と

共
は
政
治
的
匝
割
の
必
要
か
ら
産
れ
た
後
世
の
79
の
で

別
は
政
は
ね
ば
在
ら
ぬ
｡
之
れ
以
外
に
は

一
個
も
探
し

得
な
か
っ
た
と

い
ふ
乙
と
は
､
土
地

lI
股
に
北
は
斜
下

す
る
が
篤
め
､
そ
の
傾
斜
に
逆
っ
て
商
伸
す
る
栄
藤
の

少

い
乙
と
翠
ポ
し
符
で
ゐ
る
事
と
恩
は
れ
る
｡

.i
烹

:1.二
九



地

拭

節

十

六

怨

肥
前
の
山
地
に
あ
る
南
山
(莱
)
は
玉
島
谷
の
寓
の
悪

':･.+

で
あ
っ
て
之
も
両
神
を
不
し
た
も
の
で
は
な

い
｡
下
寓

は
南
川
の
下
つ
方
で
あ
る
｡
平
地
部
は
放
け
る
南
有
明

も
新
し

い
村
名
で
､
緊
落
延
長
に
は
闘
係
を

い
と
言

へ

る
0肥

前
の
平
地
に
は
寓
里
が
多

い
.
そ
れ
に
封
し
て
北

里
と

い
ふ
の
は
兄
を

い
｡
南
旦
即
ち
ナ

リ
は
別
義
あ
る

か
も
介
ら
幻
と
恩
は
れ
る
が
曹
-
字
義

に
依
る
な
ら
ば

之
も
土
地
開
襟
の
方
面
栄
蕗
延
長
の
大
勢
に
因
由
す
る

と
見
ら
れ
る
｡
即
ち
rJ
の
肥
前
の
平
野
そ
の
も
の
が
南

に
向
つ
て
磯
蓮
し
開
聡
ru
紅
で
行
っ
た
も
の
で
あ
-
､

従
っ
て
繋
落
名
､
地
名
も
南
伸
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡

d

附
ル･′

三
十
五
佃
の
中
南
と
朝
鮮
は
覆

い
も
の
を
翠
げ
る
と

左
の
如
き
も
の
で
あ
る
｡

北
峠
｡
即
北

｡北
脱

･山
北
｡
北
新
地
(糸
)
北
棚
｡
北
川
(
小
)
北
原
｡新

北
(
佐
)
北
抑

三

)
ニ
北
方
｡
北
路
(
秤
)
北
坊
(
小
)
北
地
｡
北
総
津

｡

北
村
(
樵
)
北
打
飢
(
≡

北
偽
｡
北
甘
究
血
北
串
醐
(
瀦
)
北
田
(
-;
)
舵

川
｡
北
鴇
｡北
辛
目
｡
北
長
川
･
北
m
(
八
)

右
の

中

三

瀦

の

北

古

賀
は
前

記
同

郡
の
商
古
賀
と
封

節
大
紋

河
芸

三

六

す
る
も
の
で
覆

い
rJ
と
を
念
の
馬
め
附
記
し
て
置
く
｡

｢寓
｣
よ
-
は
､
平
地
部
は
比
し

て山
地
部
は
79
相
常

あ
る
｡
糸
島
の
数
は
八
女
と
北
ハに

可な
-
多

い
の
で
あ

る
が
､
之
に
は
志
摩
山
塊
を
加

へ
て
ゐ
る
の
で
､
北
崎

野
牝
は
rJも
あ
る
べ
き
地
瓢
で
あ
る
｡

+
I...

北
の
起
-
ほ
､
分

1

万
の
語
か
ら
水
て
牝
字
を
暇
ら

れ
る
に
至

っ
た
も
の
が
な

い
と
は
い
へ
な

い
.
野
北
､

山
北

｡
新
北
を
ど

一
腰
詮
考
す
べ
き
も
の
と
‖
心
ふ
｡

牟
田
に
は
北

･
閣
の
み
で
来
車
田
､
前
車
附
と

い
ふ

も
の
を
見
な

い
｡
そ
れ
と
同
じ
-
島
に
も
南
島
が
見
督

ら
な
か
っ
た
｡

額

フ

ィ
ー

ル
ド
で
は
津
留
に
も
歯
が
覆

い
偶
然
か
知
れ
覆

い
が
､
何
か
因
由
す
る
所
が
あ
-
は

し
ま

い
か
と
遮
ふ
｡
兎
に
角
北
は
南
よ
-
も
多

い
FJ
と

は
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

南
北
の
古
語
に
就

い
て
は
'
津
逆
と

5'
ふ
の
が
三
井

郡
に
あ
っ
て
.
耳
純
山
麓
の
衆
路
線
か
ら
見
れ
ば
.
北

方
な
る
野
の
沖
に
あ
る
｡
ヅ
イ
と
言
ふ
の
で
碑
の
古
語

VF
即
ち
北
の
意
で
な

い
か
と
示
し
て
-
れ
死
人
が
あ
る

併
し
露
も
方
俗
ツ
イ
と
耽
る
し
､
そ
の
西
の
水
の
裕
か

で
な

い
川
の
あ
っ
た
の
む
ツ
イ
川
と
言
っ
て
ゐ
る
か
ら



も
つ
と
状
櫨
を
得
た
上
で
な

い
と
採
-
難

い
こ
と
に
な

る
｡
鋸
の
古
語
叶
制
に
就

い
て
は
後
に
ア
ラ
の
項
に
譲

る
乙
と
む
許
し
て
も
ら
以
庇

い
｡

乙
の
東
西
南
北
の
外
に
十
二
支
の
方
向
詞
が
あ
る
｡

之
は
明
白
に
判
明
せ
る
も
の
は
少
か
っ
た
｡
そ
し
て
動

物
名
で
あ
る
の
で
別
ち
難

い
も
の
が
あ
る
｡
併
し
大
抵

正
四
方
か
ら
外
れ
る
も
の
が
多
-
,J
の
方
法
で
呼
ば
れ

た
の
で
孜
い
か
と
皿
ふ
｡
牛
p
辰
な
ど
に
貰
う
言
ふ
も

の
が
あ
ら
う
と
も
皿
ふ
が
'
丑
､
反
位
の
方
向
は
大
方

を
オ1
-
-
-
北
p来
な
ど
で
呼
ば
れ
勝
ち
で
あ
る
｡
確
か
と

息
は
れ
る
も
の
は
乾
-
戊
亥
で
あ
る
｡
御
崎
郡
の
犬
井

谷
は
松
隈
あ
た
-
か
ら

言
っ
て
正
し
-
乾
は
向
ふ
直
線

を
断
層
線
谷
に
あ
る
部
落
で
あ
る
0
そ
の
隣
-

の
ポ
ロ

メ
キ
ほ
は
反
封
に
辰
巳
谷
と

い
ふ
用
字
が
し
〆し
あ
る
0

イ
ヌヰ
才
1
ダイ.･Rク

三
補
の
大
野
偽
に
あ
る
舵

角

は

大
角

と

い
ふ
渡
場
以
北

は
於
け
る
方
形
路
-
之
は
新
地
の
整
班
上
か
ら
饗
允
と

息
ふ
が
･-
･弓
に
於
い
て
文
字
通
り
の
乾
で
あ
る
｡
或
は

車
上
に
あ
る
鎮
守
か
ら
呼
び
出
し
た
も

の
か
も

知
れ

粕
｡
佐
賀
郡
に
も
犬
非
道
と
言
ふ
の
が
あ
る
が
之
等
の

意
映
あ
る
も
の
と
m
心
ふ
｡

地
裁

の
地

蛸塀的
考
;翳
と
そ
の

.J
例

基
地
で
は
三
井
の
念
島
が
手
ノ
島
で
な

い
か
と
息
は

れ
る
し
､
糸
島
の
畏
方
が
午
方
で
在

い
か
と
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡

e

前

と

後

前
後
は
政
も
初
期
の
位
置
乃
至
は
方
向
堅
不
す
言
葉

で
あ
る
が
先
づ

マ
へ
か
ら
調
べ
る
と
左
の
如
き
も
の
が

肇
げ
ら
れ
る
.
サ
キ
は
地
形
の
部
に
述
べ
る
｡

前
嘩
(銑
)前
串
[

(早
)
前
4g
(糸
)
前
門
(小
)
門
前
(
≡
)
Ji
門
前

(
秤
)
門
前
(
小
)
前
牟
‖
(
:77)
宮
前
'
門
前
(
那
)
沖
的
(
池
)
的
津

池
‖
ノ
前
､
伊
勢
ノ
前
､
前
古
豹
､
八
)

シ
1

Tl

後
で
は
後
野
(筑
)

岬叫
沖
ノ

後

(

瀦
)

後
ノ
江
(
入
)な
ど

が
あ
る
が
彼
の
部
に
入
れ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
の
は
､
尻
'
背

な
ど
が
あ
る
｡
曹
字
を
用
S
た
79
の
は

フ
ィ
ー
ル
ド

に

は
在
か
つ
允
が
'
城
字
を
皆
で
た
ら
し

577P
の
は
あ
る

之
は
城
の
部
に
於
い
て
研
究
を
加

へ
る
乙
と
は
し
て
基

に
｢
尻
｣
を
畢
げ
る
と

非
況
'
非
仇
(
銑
)
ニ鵬
非
稚
児
〔佑
)
目
尻
(
池
)鵬
尻
t
E
尻
(
山
)

符

が
あ

る

0

着
を
見
る
と
尻
は
後
の
意
よ
-
も
未
輔
の
意

は
用
以
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

望

七

三
七



地

球

節
十
六
懲

戒
は
脈
原
(
早
)
は
背
頂
で
覆

い
か
と
は
は
れ
る
が
断

じ
難

い
｡
故
に
今

泉
は
後
の
意
と
息
は
れ
る
も
の
は
初

め
に
畢
げ
聖

二
榊
と

い
ふ
rJ
と
は
在
る
｡
｢
筏
｣
よ
-
也

｢前
｣
の
方
が
多

い
と

い
ふ
事
は
､
地
名
を
乱
す
場
合
の

心
排
79
親
ふ
rJ
と
が
川
凍
様
と
;
･3ふ
が
p
前
後
と

い
ふ

こ
と
は
地
形
及
日
射
に
闘
係
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
後
者

の
支
配
に
依
り
､
多
-
東
と
南
が
前
と
在
る
｡
之
は
家

屋
個
々
に
就

い
て
特
に
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
し
ヱ
肌
着

即
ち
地
形
は
そ
の
束
又
は
南
の
5,づ
れ
が
前
と
在
る
か

む
制
限
す
る
様
で
あ
る
｡
時
と
し
て
は
地
形
の
薦
め
は

西
､
北
な
ど
も
前
と
呼
ば
ざ
る
を
程
を
く
さ
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡

又
方
向
を
指
す
場
合

の
基
準
と
な
る
も
の
に
は
､
山

川
自
然
の
外
港
造
物
在
ど
種
々
で
あ
る
が
､
紳
酢
寺
院

が
特
に
然
-
で
あ
る
｡
醐
配
の
如
き
は
そ
れ
か
ら
の
鬼

門
は
留
る
所
､
そ
れ
か
ら
如
何
な
る
方
向
と

い
ふ
rJ
と

は
現
に
荷
話
題
に
上
る
位
で
あ
る
.
門
前
術
の
数
多

い

rJ
と
は
特
に
日
に
就
-
乙
と
で
あ
る
が
､
そ
の
章
動
の

向
き
と
経
も
柑
地
形
と
交
渉
を
持
つ
様
で
あ
る
｡

f

左
右
'
脇
､
横

節

六

舵

望

八

三
八

左
の
用
字
は
見
な
か
っ
た
右
は
石
原
(
紳
)
二
着
原
(

小
)
が
あ
る
が
､
之
も
或
は
ク
F',t
lフ
-
大
悦

･
茨
は
宙

ウ
ト

で
た
の
か
も
知
れ
肘
｡
小
城

の

石

渡

に
は
右
の
意
は
な

い
の
で
あ
る
｡
酬
崎
の
乙
ノ
馬
手
は
面
白

い
と
瓜
ふ
｡

脇
に
就

い
て
は
う
脇
田
(筑
)脇
山
も
西
脇
(
早
)脇
田

(
≡
)
ニ
田
脇
(
瀦
)等
が
あ
る
｡

横
は
脇
よ
-
も
温
か
に
多

い
が
そ
の
代

.々縦
｣
に
封

す
る
槽
が
知
っ
て
ゐ
る
｡
側
線
を
加

へ
て

ゐる
の
が
央

で
あ
る
と
瓜
は
れ
る
｡

枕
崎
｡析
票
筑
)構
内
(
耳
遠

,:leg
(糸
)
桃

m
｡精
枕
(
淡
)構
町
(
小
)

椛
掲
揚
(位
)
釈
-
(
榊
)
椛
非
(
≡
)
構
禦

非
)
二
柿
平
(
秤
)
析
江

(
任
)桃
武
(
榊
､構
溝
(那
)
桝
大
(覗
)

rJ
の
横

は
山

地
部

に

温

か

に
多

い
結
果
に
在
っ
て
ゐ

る
｡
山
麓
を
ど
の
横
側
と

い
ふ
様
な
衆
落
位
置
が
多

い

か
ら
で
も
あ
ら
J,
那
.
｢
横
｣
と

い
ふ
も
の
が
傾
斜
は
闘

係
あ
る
言

粟
で
夜

い
か
と
恩
ふ
.
即
ち
傾
斜
の
方
向
を

る
縦
に
封
す
る
横
が
多
-
加
つ
で
ゐ
る
わ
け
で
あ
ら
う

rJ
の
横
は
左
右
と
同
項
に
す
べ
き
も
の
で
な
く
在
る
わ

け
で
あ
る
が
｢穐
｣
が
地
名
に
夜
か
っ
た
の
で
苗
に

一
緒

に
し
て
置
-
の
で

あ
る
.



g

表
裏
内
外
出
大

衆
薬
に
就

い
て
は
糸
島
郡
の
川
付
の
中
に
衣
川
付
と

い
ふ
の
が
あ
り
､
大
字
川
付
の
中
の
大
原
在
ど
に
射
し

て
直
接
川
に
接
す
る
か
ら
と
も
皿

へ
る
が
'
川
村
早
川

付
に
勤
し
で
こ
そ
嘉
川
付
と

い
つ
た
と
す
れ
ば
､
を
の

瓜
憩
は
注
意
す
る
に
足
る
｡
何
と
な
れ
ば
H
に
向
っ
て

求
と
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
'
即
ち
束
か
南
で
あ
る
｡

せ
め
て
は
酉
も
あ
る
に
し
て
も
､
北
は
少

い
も
の
で
あ

る
｡
タ
ラ
が
下
で
あ
る
rJ
と
は
iL
託
は
微
せ
ら
れ
る
所

で
､

そ
れ
か
ら
言

へ
ば
表
は
上
で
あ
る
｡
然
る
に
東
を

上
と
適
者
し
た
乙
と
は
之
も
た
し
か
で
'
日
出
の
方
向

だ
か
ら
で
あ
ら
う
｡
琉
球
の
｢
ア
ガ
リ
｣
は
之
に
関
連
せ

し
め
て
い
ゝ
と
瓜
ふ
の
で
あ
る
｡
粘
極
東
は
古
裾
表
と

m
仙憩
さ
れ
て
ゐ
た
79
の
と
恩
ふ
｡
南
も
日
射
の
澱
も
よ

き
方
向
で
､
家
が
南
向
き
の
多

い
こ
と
は
兼
以
上
で
あ

る
｡
僻
で
常
に
基
に
あ
る
屈
を

tu
i
k
an
北
開
と

い
ふ

の
も
乙
の
共
通
;
･;憩
の
表
れ
と
恩
は
れ
る
｡
然
る
は
rJ

の
衣
川
付
は
川
付
の
北
で
あ
る
｡

何
故
は
北
を
表
と
し
た
か
は
鼓
で
は
地
形
に
臓
っ
て

解
決
す
る
よ
～,l
外
覆

い
TJ
と
～
Ⅲ
心
ふ
｡
北
に
開
き
低
下

地
名
の
地
秋
蝉
的
考
察
と
そ
の

i
例

す
る
谷
地
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
.

仝
郡
に
於
い
て
は
も

一
つ
於
閥
と

い
ふ
の
が
畢
選
に

別
れ
て
ゐ
七
七
そ
こ
で
は
西
側
の
が
衣
と
在
か
東
の
丘

陵
に
入
る
所
が
基
と
さ
れ
て
ゐ
る
｡
乙
の
給
開
及
川
付

の
例
か
.W
を
の
土
地
の
地
形
が
変
温
の
思
想
に
如
何
に

強
い
影
響
む
及
ぼ
す
か
む
見
る
こ
と
が
出
凍
る
と
皿
ふ

即
ち
開
放
せ
る
低
野
に
向
つ

て衷
と
し
反
封
に
傾
斜
に

逆
ふ
て
表
と
呼
ぶ
こ
と
は
覆

い｡
rH

｣
に
依
る
表
裏
の

思
想
は
平
坦
部
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
山
間
に
於

い
て

は
そ
れ
よ
-
79
地
形
の
方
が
却
っ
て
蚤
-
疲
ら
れ
て
ゐ

る
と
恩
は
れ
る
｡

以
上
二
つ
は
山
間
で
あ
る
が
､
平
地
部
で
は
三
井
に

表
と

い
ふ
の
が
あ
っ
て
.
南
北
に
通
ず
る
道
路
が
鋼
棒

ti'+.

を
持
っ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
｡
醐
帽
の
猪
ノ

両

は

堰
の
表

か
と
瓜
は
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
就

い
て
は
オ
･#
タ

在
る
語
の
有
す
る
意
味
の
範
囲
に
就

い
て
研
究
し
た

い

EJ
と
が
あ
る
.

｢内
｣
は
か
な
-
多

い
の
で
あ
る
が
､
古
水
谷
の
意
に

用
以
ら
れ
た
ク
チ
と

一
拍
に
地
形
の
部
に
述
べ
る
fJ
と

を
許
さ
れ
庇

い
C

｢
外
｣
は
そ
れ
よ
か
も
少
-
､
外
野

望

九

三
九



山

f･JT

第
十
六
俗

(
佐
)
士
屠
外
(
≡
)外
野
､
外
開
(
瀦
)等
で
皆
平
地
に
あ

る
｡
土
居
外
と
外
聞
は
そ
れ
ぞ
れ
土
居
内
､
内
聞
と
封

す
る
も
の
で
あ
る
｡
前
者
は
成
富
兵
庫
む
し
で
佐
賀
藩

が
築
か
せ
た
天
建
寺
放
水
路
の
土
居
に
よ
-
P
内
外
に

別
た
れ
た
も
の
で
'
人
馬
の
自
然
短
正
が
地
名
に
も
衷

は
れ
る
に
至
っ
た
79
の
で
あ
る
｡
外
野
の
ホ
カ
は
方
俗

の
用
語
野
良
の
意
即
ち
沖
で
あ
る
も
の
と
瓜
ふ
rJ
と
が

出
来
る
｡

出
入
の
方
で
は
作
出
を
ど
の
川
村
を
除
-
JJ
.
出
羽

(
佐
)洗
出
(筑
)と
い
ふ
の
が
出
の
方
の
も
の
で
､
人
は

イT
I;∵

節
六

抑

四
川
0

四

〇

ら
.

乙
の
揖
人
と
言
ふ
の
は
位
置
詞
と

い
ふ
よ
か
も
地

形
は
関
係
あ
る
戒
に
在
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
入
部
は

脇
山
内
野
の
入
る
蓮
で
あ
っ
て
､
大
入
は
敢
初
か
ら
音

読
し
た
か
否
か
は
属
は
し
い

にし
て
も
配
崎
の
陸
繁
島

は
抱
か
れ
た
襖
で
あ
る
｡
操
人
は
玉
島
川
の
谷
の
又
支

谷
の
奥
に
あ
っ
て
､
字
義
明
瞭
で
あ
る
｡
大
地
は
宮
野

相
か
ら
金
川
相
に
か
け
て
の
洪
積
地
と
'
筑
水
の
右
岸

即
ち
育
毛
､
長
淵
あ
た
-
の
高
み
と
の
間
の
低
地
で
あ

っ
て
､
二
十
米
の
コ
ン
ト
γ
は
よ
-
大
勢
堅
ホ
し
稗
で

ゐ
る
｡
即
ち
窪
み
入
る
意
味

の
八
と
考

へ
る
｡

入
部
(
早
)大
入(
糸
＼_ノ
沫
A

義
)
ニ
入
地
(覗
)と
四
つ
あ

ア

ビ

シ

ニ

ア
図

五

に
謁

す

る

の
記

(

〓

小

牧

音

楽

1
九
二
九
年
五
月
､
巴
旦
大
軍
土
俗
撃
研
究
所
が
第

一
回
先
史
時
代
造
蹟
糖
密
単
行
の
計
豊
を
徴
表
す
る
や

余
は
直
ち
に
全
天
撃
地
排
撃
研
究
所
の
第
三
階
を
占
領

す
る
土
俗
撃
研
究
所
の
助
手
リ

グ
ェ
-
女
史
(
ア
メ
リ
カ

ニ
ス
ト

R
iv
et
博
士
の
令
妹
)
の
許
ま
で
参
加
を
申
込

み
串
も
快
-
許
可
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡


