
東
北
地
方
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名

中
世
の
道
と
渡
河

青

山

宏

夫

第
一
章

本

稿

の

目

的

地
名
は
︑
人
々
の
認
識
に
基
づ
い
て
あ
る
場
所
が
分
節
化
さ
れ
︑
そ
の
自

然
的
特
徴
︑
社
会
的
機
能
︑
歴
史
的
経
緯
な
ど
に
応
じ
て
︑
そ
こ
に
与
え
ら

れ
た
呼
称
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
地
名
は
す
ぐ
れ
た
歴
史
資
料
た
り
う
る
︒
し

か
し
︑
多
く
の
場
合
︑
地
名
と
そ
の
意
味
す
る
事
象
と
の
関
係
を
的
確
に
把

握
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
に
︑
歴
史
研
究
に
お
い
て
主
た
る
資
料
と
し
て

利
用
す
る
に
は
制
約
が
あ
っ
た
︒
地
名
が
も
つ
多
様
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
十
分

に
受
け
と
め
て
︑
こ
れ
を
歴
史
研
究
の
確
実
な
資
料
と
す
る
た
め
に
は
︑
地

名
そ
の
も
の
の
実
証
的
な
研
究
が
欠
か
せ
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
制
約
を
回
避
す
る
方
法
と
し
て
︑
地
理
学
の
千
葉
徳
爾
は
︑

地
名
の
直
接
資
料
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
他
の
資
料
な
ど
の
援
用
︑
地
名
相
互

の
比
較
︑
現
地
調
査
︑
事
例
の
蓄
積
の
必
要
性
を
指
摘
し
た①
︒
ま
た
︑
実
際

の
考
察
に
お
い
て
は
︑
地
理
学
的
関
心
に
即
し
て
地
名
を
セ
ッ
ト
で
と
ら
え

て
そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
か
ら
地
域
誌
を
描
き
出
す
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
が
︑
そ

の
際
に
重
視
し
た
の
は
︑
人
と
土
地
と
の
関
係
を
直
接
に
表
す
小
字
ま
た
は

そ
れ
よ
り
下
位
レ
ベ
ル
の
地
名
や
通
称
地
名
な
ど
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
中
世
史
の
服
部
英
雄
は
小
字
や
通
称
地
名
を
収
集

し
︑
と
く
に
各
地
に
み
ら
れ
る
特
定
の
地
名
に
つ
い
て
現
地
調
査
と
文
献
資

料
な
ど
も
用
い
て
解
釈
し
︑
歴
史
資
料
と
し
て
の
地
名
の
意
義
を
追
究
し
た②
︒

た
と
え
ば
︑
ミ
ソ
サ
ク
と
い
う
地
名
が
領
主
直
営
田
の
御
正
作
を
意
味
す
る

こ
と
を
見
出
し
︑
そ
の
土
地
条
件
か
ら
中
世
農
村
の
実
態
を
と
ら
え
よ
う
と

し
た
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
文
献
資
料
の
み
で
は
な
し
え
な
い
歴
史
資
料
と
し

て
の
地
名
の
可
能
性
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

ま
た
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
本
稿
と
の
関
連
で
は
︑
タ
ン
ガ
と
い
う
地

名
の
考
察
も
注
目
さ
れ
る③
︒
タ
ン
ガ
と
は
︑
僧
侶
を
は
じ
め
と
す
る
行
旅
の

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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図� カリヤドという地名等の分布

漢字で「仮宿」「借宿」「苅宿」「狩宿」などと表記される地名について、その読みに応じて「カリヤ

ド」と「カリシュク」に区分した。

〇：カリヤド系の地名 ●：カリシュク系の地名 ×：その他または読み方が不明の地名

人
が
一
時
的
に
滞
在
す
る
︑
禅
宗
寺
院

な
ど
に
あ
っ
た
旦
過
寮
に
由
来
す
る
地

名
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
湊
や
渡
し
場
な

ど
の
交
通
の
要
衝
や
都
市
的
な
場④
に
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
と
い
う
︒
中
世
の
道

や
旅
の
多
様
な
実
態
を
探
る
資
料
が
か

ぎ
ら
れ
る
な
か
で
︑
鈴
木
沙
織
が
河
川

に
近
接
し
た
交
通
の
要
衝
に
あ
る
と
指

摘
し
た
マ
ル
コ
と
い
う
地
名⑤
と
並
ん
で
︑

新
た
な
歴
史
資
料
と
し
て
の
地
名
が
追

加
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
地
名
を
確
か
な
歴

史
資
料
と
す
る
動
き
の
な
か
で
︑
地
名

の
実
証
的
研
究
を
一
歩
で
も
前
進
さ
せ

て
︑
歴
史
資
料
と
し
て
の
地
名
の
足
場

を
固
め
る
た
め
に
は
︑
実
証
的
な
事
例

を
一
つ
一
つ
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
︑

迂
遠
に
み
え
る
が
確
実
な
捷
路
と
な
る
︒

ま
た
︑
中
世
の
道
や
旅
に
関
す
る
資
料

が
求
め
ら
れ
て
い
る
な
か
で
︑
本
稿
で
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地 名 よ み 所 在 地
立 地

地形等 幹線道路 渡河点

苅宿 カリシュク 岩手県岩手町川口字苅宿 ― ― ―

仮宿崎 カリヤドザキ 岩手県山田町仮宿崎 岬

仮宿
大仮宿

カリヤド
オオカリヤド

岩手県釜石市箱崎町字仮
宿・字大仮宿

臨海

仮宿 カリヤド
宮城県名取市愛島塩手字
仮宿

岩沢川 奥大道 〇

苅宿 カリヤド 福島県浪江町苅宿 請戸川 東海道 〇

借宿 カリヤド 福島県二本松市借宿 阿武隈川、杉田川 東山道、奥大道 〇

借宿 カリヤド
福島県鏡石町字東借宿・
字西借宿

釈迦堂川、江花川 奥大道、牧本街道 〇

借宿 カリヤド 福島県石川町形見字借宿 今出川、飛鳥川 御斎所街道 〇

仮宿 カリヤド 福島県古殿町山上字仮宿 大平川 現在の国道349号 〇

借宿 カリヤド 福島県白河市借宿 阿武隈川 東山道、奥大道 〇

表� 東北地方のカリヤドという地名等一覧

＊幹線道路については、原則として中世以前の主なものを記載した。ただし、推定を含む。渡河点欄の〇

印は渡河点であることを示す。岩手町の苅宿については、「カリシュク」と呼ぶことから、ひとまず検

討から除外した。

は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
前
稿⑥
を
承
け
て
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
を
と
り
あ
げ

る
が
︑
そ
の
結
果
は
中
世
の
道
や
旅
に
関
す
る
多
様
な
実
態
を
探
る
た
め
の
︑

検
証
を
踏
ま
え
た
新
た
な
歴
史
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
︒

さ
て
︑
前
稿
で
は
︑
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
︑
現
地
に
即
し
て
検
討
し
︑
そ
れ
ら
の
相

互
比
較
を
通
じ
て
帰
納
法
的
に
論
じ
る
こ
と
で
︑
そ
の
立
地
に
関
す
る
特
徴

と
機
能
を
探
っ
た⑦
︒
実
際
に
は
︑
そ
の
手
は
じ
め
と
し
て
関
東
地
方
の
事
例

を
具
体
的
に
検
討
し
︑
そ
れ
以
外
の
地
方
に
つ
い
て
は
予
察
的
な
検
討
に
よ

っ
て
適
宜
事
例
を
列
挙
し
た
︒
そ
こ
で
は
︑
ひ
と
ま
ず
の
総
括
と
し
て
︑
カ

リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
は
︑
ⓐ
東
海
・
関
東
甲
信
か
ら
東
北
南
部
に
か
け
て
主

と
し
て
分
布
す
る
こ
と
︵
図
�
︶
︑
ⓑ
河
川
に
面
す
る
こ
と
︑
ⓒ
道
と
く
に

中
世
の
幹
線
道
路
と
関
連
す
る
こ
と
︑
ⓓ
そ
の
た
め
渡
河
点
に
立
地
す
る
も

の
が
多
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
︒

具
体
的
な
検
討
で
は
︑
五
つ
の
事
例
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
︒

㋐
神
奈
川
県
川
崎
市
の
苅
宿
は
︑
多
摩
川
最
下
流
部
に
お
い
て
両
岸
の
台
地

が
も
っ
と
も
接
近
し
た
地
点
に
あ
っ
て
︑
奥
大
道
に
接
続
す
る
鎌
倉
街
道
中

道
ま
た
は
下
道
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
こ
と
︑
㋑
埼
玉
県
鳩
山
町
の
仮
宿
は
︑

越
辺
川
に
臨
む
段
丘
端
に
あ
っ
て
︑
対
岸
の
苦
林
宿
︵
毛
呂
山
町
堂
山
下
遺

跡
︶
を
通
過
し
て
北
上
す
る
鎌
倉
街
道
上
道
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
こ
と
︑
㋒

東
京
都
日
の
出
町
の
狩
宿
は
︑
平
井
川
に
突
き
出
た
舌
状
の
段
丘
面
上
に
あ

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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っ
て
︑
秩
父
へ
通
じ
る
鎌
倉
街
道
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
こ
と
︑
㋓
群
馬
県
伊

勢
崎
市
の
仮
宿
は
︑
旧
広
瀬
川
に
臨
む
台
地
端
に
あ
っ
て
︑
世
良
田
長
楽
寺

へ
通
じ
る
道
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
こ
と
︑
㋔
栃
木
県
足
利
市
の
借
宿
は
︑
新

旧
の
渡
良
瀬
川
や
清
水
川
に
面
す
る
地
点
に
あ
っ
て
︑
古
代
東
山
道
お
よ
び

そ
れ
に
由
来
す
る
幹
線
道
路
な
ど
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
こ
れ
を
承
け
て
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
の
主
な
分
布
域
の
一

つ
で
あ
る
東
北
地
方
を
対
象
と
し
て
︑
そ
の
検
討
事
例
を
蓄
積
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
︒
い
ま
そ
の
分
布
を
概
観
す
る
と
︑
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
︑
東

日
本
で
唯
一
﹁
カ
リ
シ
ュ
ク
﹂
と
呼
ば
れ
る
岩
手
県
岩
手
町
川
口
字
苅
宿
を

の
ぞ
け
ば
︑
表
�
の
よ
う
に
九
箇
所
に
み
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
太
平
洋
側

と
く
に
そ
の
南
部
に
分
布
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
福
島
県
と
宮
城

県
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒
そ
の
際
︑

東
北
南
部
の
太
平
洋
側
に
は
関
東
に
お
け
る
鎌
倉
街
道
の
延
長
で
あ
る
奥
大

道
が
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
関
東
の
事
例
で
指
摘
し
た
ⓒ
の
特
徴
と
関
わ

っ
て
︑
奥
大
道
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
︒

①

千
葉
徳
爾
﹃
新
・
地
名
の
研
究
︵
新
訂
版
︶
﹄
古
今
書
院
︑
一
九
九
四
年
︒

②

服
部
英
雄
﹃
景
観
に
さ
ぐ
る
中
世

変
貌
す
る
村
の
姿
と
荘
園
史
研
究

﹄
新

人
物
往
来
社
︑
一
九
九
五
年
︒

③

ａ
服
部
英
雄
﹃
地
名
の
歴
史
学
﹄
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
二
一

一
四

六
頁
︒
ｂ
同
﹃
峠
の
歴
史
学

古
道
を
た
ず
ね
て

﹄
朝
日
新
聞
社
︑
二
〇
〇
七

年
︑
二
三
〇

二
五
二
頁
︒

④

次
の
文
献
は
︑
旦
過
は
必
ず
し
も
禅
宗
寺
院
に
か
ぎ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
︑

都
市
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
榎
原
雅
治
﹁
都
市
と
い
う

場
の
宗
教
性
﹂
︵
高
埜
利
彦
・
安
田
次
郎
編
﹃
宗
教
社
会
史
﹄
山
川
出
版
社
︑
二

〇
一
二
年
︶
四
二
七

四
五
一
頁
︒

⑤

鈴
木
沙
織
﹁
中
世
に
お
け
る
交
通
と
丸
子

丸
子
地
名
の
特
性
を
探
る

﹂

︵
﹃
青
山
史
学
﹄
二
六
︑
二
〇
〇
八
年
︶
一
五

四
〇
頁
︒

⑥

青
山
宏
夫
﹁
地
名
﹃
カ
リ
ヤ
ド
﹄
と
渡
河
の
景
観

関
東
の
事
例
か
ら

﹂

︵
金
田
章
裕
編
﹃
景
観
史
と
歴
史
地
理
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
一
〇

四

一
二
八
頁
︵
以
下
︑
前
稿
と
す
る
︶
︒

⑦

前
稿
で
は
︑
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
と
読
む
可
能
性
の
あ
る
地
名
す
な
わ
ち
漢
字
で

﹁
仮
宿
﹂
﹁
借
宿
﹂
﹁
苅
宿
﹂
﹁
狩
宿
﹂
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
地
名
を
ま
ず
と
り
あ

げ
︑
東
日
本
で
は
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
︑
西
日
本
で
は
﹁
カ
リ
シ
ュ
ク
﹂
と
読
ま
れ
る

こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
検
討
し
た
︒
本
稿

は
そ
れ
を
承
け
て
い
る
︒

第
二
章

東
北
地
方
の
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
の
検
討

第
一
節

宮
城
県
名
取
市
の
仮
宿

名
取
市
愛
島
塩
手
︵
近
世
の
塩
手
村
︶
に
小
字
仮
宿
が
あ
る
︒
そ
こ
は
︑

名
取
平
野
の
西
縁
を
か
ぎ
る
高
舘
丘
陵
か
ら
東
へ
突
き
出
た
三
つ
の
半
島
状

の
丘
陵
︵
北
か
ら
北
台
丘
陵
︑
野
田
山
丘
陵
︑
愛
島
丘
陵
と
す
る
︶
の
う
ち
︑

野
田
山
丘
陵
と
愛
島
丘
陵
が
そ
の
付
け
根
近
く
で
合
わ
さ
っ
た
付
近
の
北
縁

に
あ
っ
て
︑
岩
沢
川
が
形
成
す
る
谷
底
平
野
を
は
さ
ん
で
北
台
丘
陵
と
向
き

合
う
位
置
に
あ
る
︵
図
�
︶
︒
詳
し
く
み
る
と
︑
仮
宿
は
谷
底
平
野
に
舌
状
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国土地理院の電子地形図25000を利用した。

図� 名取仮宿の周辺

に
突
き
出
た
微
高
地
上
に
あ
り
︑
対
岸
の
北
台
丘
陵
か
ら
南
に
突
き
出
た
部

分
と
対
峙
し
て
︑
谷
底
平
野
の
狭
隘
部
を
な
し
て
い
る
︵
図

︶
︒

一
方
︑
仮
宿
の
微
高
地
か
ら
続
く
背
後
の
丘
頂
部
に
は
︑
近
世
の
塩
手
村

と
笠
島
村
の
境
界
が
東
西
に
走
り
︑
道
祖
神
社
︵
佐
倍
乃
神
社
︶
が
立
地
す

る
︒
こ
の
神
社
に
は
︑
長
徳
四
︵
九
九
九
︶
年
︑
陸
奥
守
と
し
て
赴
任
し
た

藤
原
実
方
が
下
馬
し
な
い
ま
ま
社
前
を
通
行
し
た
た
め
に
︑
神
罰
が
下
っ
て

落
馬
し
落
命
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る①
︒
後
世
こ
の
伝
説
は
人
口
に
膾
炙
し
︑

文
治
二
︵
一
一
八
六
︶
年
に
は
西
行
も
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
る②
︒
そ
の
伝
説

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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図� 名取仮宿とその付近

空中写真は1975年国土地理院撮影（TO75-28-C18A-33, 34）。

の
真
偽
は
と
も
か
く
︑
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
こ
と
は
︑
そ
の
社
前
を
国
守
が
通

行
す
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
︒

道
祖
神
社
の
表
参
道
は
︑
愛
島
丘
陵

南
側
の
谷
底
平
野
か
ら
︑
愛
島
笠
島

︵
近
世
の
笠
島
村
︶
の
小
字
東
南
沢
と

小
字
西
台
の
境
界
を
な
す
峰
を
北
上
し
︑

神
社
正
面
の
鳥
居
前
に
突
き
当
た
る
︒

こ
の
道
は
︑
地
元
で
は
﹁
あ
ず
ま
か
い

ど
う
︵
東
街
道
︶
﹂
と
称
さ
れ
て
︑
古

道
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の

途
中
に
は
奈
良
・
平
安
期
の
笠
島
廃
寺

跡
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
道
祖
神
社
前
に

は
重
要
な
道
が
通
過
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

伝
承
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
東
街
道
﹂

は
さ
ら
に
道
祖
神
社
の
西
裏
を
ま
わ
っ

て
仮
宿
の
舌
状
微
高
地
に
下
り
︑
曹
洞

宗
の
永
禅
寺
付
近
を
通
過
し
た
の
ち
︑

岩
沢
川
を
渡
っ
て
北
台
丘
陵
南
縁
の
小
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字
北
野
に
至
る
と
い
う③
︒
そ
れ
か
ら
先
は
︑
北
台
丘
陵
南
縁
を
し
ば
ら
く
東

西
に
通
過
し
た
の
ち
︑
鞍
部
を
抜
け
て
北
上
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
ル
ー
ト
上
の
北
野
地
内
に
は
︑
式
内
社
の
佐
具
叡
神
社
が
︑
明
治
四

一
年
の
道
祖
神
社
へ
の
合
祀
ま
で
立
地
し④
︑
そ
の
近
く
に
は
実
方
の
墓
も
伝

え
ら
れ
て
い
る⑤
︒
ま
た
︑
仮
宿
に
は
落
馬
し
た
実
方
が
養
生
し
た
仮
の
宿
が

あ
っ
た
た
め
に⑥
︑
あ
る
い
は
薬
師
如
来
︵
塩
薬
師
堂
︶
の
仮
の
宿
が
あ
っ
た

た
め
に⑦
︑
そ
の
名
が
起
こ
っ
た
と
い
う
地
名
起
源
譚
が
あ
る
︒

そ
の
後
︑
﹁
東
街
道
﹂
は
︑
北
台
丘
陵
北
端
を
下
り
て
旧
道
を
北
上
し
︑

桑
島
長
者
伝
説
に
ち
な
む
永
和
二
︵
一
三
七
六
︶
年
銘
を
も
つ
幾
世
の
墓
と

小
佐
治
の
墓⑧
が
並
ん
で
建
つ
あ
い
だ
を
通
り
抜
け
て
増
田
川
を
渡
り
︑
五
方

の
辻
と
呼
ば
れ
る
五
差
路
に
至
る
︵
図
�
︶
︒
そ
こ
は
︑
平
安
末
期
に
は
成

立
し
た
と
さ
れ
る
︑
東
北
地
方
に
お
け
る
熊
野
信
仰
の
中
心
で
あ
っ
た
名
取

熊
野
三
社
の
一
つ
熊
野
那
智
神
社⑨
の
入
口
に
あ
た
り
︑
一
三
世
紀
後
半
か
ら

一
五
世
紀
頃
の
宿
坊
跡
と
推
定
さ
れ
る
川
上
遺
跡
が
あ
る⑩
︒

旧
道
は
︑
五
方
の
辻
か
ら
北
へ
数
百
メ
ー
ト
ル
い
っ
た
地
点
で
東
北
に
向

き
を
か
え
︑
仙
台
市
と
名
取
市
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
小
道
に
至
る
が
︑
こ

れ
が
﹁
東
街
道
﹂
と
伝
え
ら
れ
て
い
る⑪
︒
そ
の
沿
道
の
高
舘
吉
田
字
乗
馬
に

は
︑
名
取
郡
地
頭
三
浦
氏
の
後
裔
と
伝
え
ら
れ
る
家⑫
や
三
浦
光
村
の
子
と
さ

れ
る
駒
王
丸
の
墓
︵
﹁
ご
り
ん
さ
ま
﹂
と
も
い
う
︶
が
あ
る⑬
︒
ま
た
︑
そ
こ

に
隣
接
す
る
仙
台
市
太
白
区
柳
生
に
は
︑
三
浦
氏
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
有
し
︑

熊
野
信
仰
の
人
々
を
集
め
て
︑
建
治
三
︵
一
二
七
七
︶
年
か
ら
弘
治
二
︵
一

五
五
六
︶
年
ま
で
十
数
基
の
板
碑
を
残
し
た
延
命
寺
が
あ
っ
た⑭
︒

さ
ら
に
こ
れ
を
進
む
と
︑
現
在
で
は
一
部
で
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
︑

明
治
八
︵
一
八
七
五
︶
年
の
﹃
吉
田
村
全
図⑮
﹄
や
﹃
柳
生
村
縮
図⑯
﹄
で
確
認

で
き
る
道
を
通
っ
て
︑
柳
生
字
上
河
原
で
名
取
川
南
岸
に
至
る
︒
そ
こ
に

﹁
相
の
瀬
渡
し
﹂
が
あ
っ
た⑰
︒
こ
の
渡
し
に
は
︑
奥
州
合
戦
の
折
に
名
取
川

を
渡
ろ
う
と
し
た
源
頼
朝
の
馬
が
進
も
う
と
し
な
か
っ
た
が
︑
上
流
に
あ
る

名
取
熊
野
社
へ
の
祈
願
に
よ
り
渡
河
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
伝
説
が
あ

る⑱
︒
こ
の
ル
ー
ト
が
頼
朝
や
鎌
倉
と
関
係
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
点⑲
や
︑

熊
野
信
仰
と
渡
河
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
点
は
興
味
深
い
︒
後
者
に
関
し
て

は
︑
後
述
の
白
河
借
宿
に
お
い
て
も
言
及
す
る
︒

相
の
瀬
で
名
取
川
を
越
え
る
と
仙
台
市
太
白
区
大
野
田
で
あ
る
︒
周
知
の

よ
う
に
そ
こ
に
は
王
ノ
壇
遺
跡
が
あ
り
︑
奥
大
道
と
推
定
さ
れ
る
道
路
跡
が

出
土
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
両
側
に
側
溝
を
も
つ
幅
四
メ
ー
ト
ル
前
後
の
一

三
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
前
半
の
舗
装
道
路
で
あ
り
︑
長
さ
は
三
七
〇

メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ⑳
︒
真
北
か
ら
東
へ
約
四
十
五
度
傾
い
た
方
向
の
部
分
と

六
十
度
近
く
傾
い
た
方
向
の
部
分
な
ど
が
接
続
し
た
屈
曲
部
を
も
ち
つ
つ
も
︑

全
体
と
し
て
は
東
北

西
南
の
方
向
に
走
っ
て
い
る
︒
そ
れ
を
西
南
方
に
た

ど
る
と
相
の
瀬
に
至
り
︑
名
取
川
南
岸
の
﹁
東
街
道
﹂
に
接
続
す
る
︒

こ
の
名
取
川
南
岸
の
﹁
東
街
道
﹂
は
︑
真
北
か
ら
東
へ
約
五
十
度
の
傾
き

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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を
も
っ
て
走
っ
て
い
る
の
で
︑
鳥
瞰
的
に
は
︑
王
ノ
壇
遺
跡
の
道
路
跡
の
方

向
と
一
致
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
︒
と
す
れ
ば
︑
相
の
瀬
で
接
続
す
る
名
取

川
両
岸
の
二
本
の
道
は
︑
高
舘
丘
陵
の
東
北
端
か
ら
名
取
平
野
を
横
断
す
る

一
本
の
連
続
す
る
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
名
取
仮
宿
に
は
か
つ
て
の
幹
線
道
路
お
そ
ら
く
奥
大
道

が
通
過
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
こ
は
ま
た
︑
北
台
丘
陵
と
野
田
山
・

愛
島
丘
陵
と
の
あ
い
だ
を
流
れ
る
岩
沢
川
に
向
か
っ
て
舌
状
に
突
き
出
た
微

高
地
で
あ
り
︑
小
流
と
は
い
え
渡
河
に
適
し
た
地
点
で
あ
っ
た
︒

第
二
節

福
島
県
白
河
市
の
借
宿

白
河
市
借
宿
は
阿
武
隈
川
右
岸
に
あ
っ
て
︑
幅
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
谷

底
平
野
に
南
か
ら
張
り
出
し
た
河
岸
段
丘
の
北
東
端
に
位
置
す
る
︒
し
か
し
︑

そ
の
南
と
西
に
は
小
谷
が
入
り
込
ん
で
い
る
た
め
︑
そ
こ
は
阿
武
隈
川
に
舌

状
に
突
き
出
た
よ
う
な
形
態
を
呈
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
阿
武
隈
川
に
も
っ
と

も
接
近
し
た
安
定
的
な
平
坦
地
と
な
っ
て
い
る
︵
図
�
︶
︒

文
化
二
︵
一
八
〇
五
︶
年
に
完
成
し
た
白
河
藩
の
地
誌
﹃
白
河
風
土
記
﹄

に
よ
る
と
︑
こ
の
借
宿
に
は
︑
貴
人
が
逗
留
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
起
こ

っ
た
と
い
う
地
名
起
源
譚
や
︑
現
集
落
の
東
部
に
あ
た
る
小
字
白
幡
に
前
九

年
合
戦
の
折
に
源
義
家
が
陣
を
張
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る㉑
︒
ま
た
︑
約
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
東
方
の
新
地
山
は
﹃
八
雲
御
抄㉒
﹄
に
歌
枕
と
し
て
載
る
﹁
人

忘
れ
ず
の
山
﹂
と
さ
れ
︑
山
頂
に
は
源
義
経
の
家
臣
で
あ
る
佐
藤
継
信
・
忠

信
兄
弟
の
母
が
そ
の
供
養
の
た
め
に
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
羽
黒
神
社
が

あ
る
︒
一
方
︑
阿
武
隈
川
を
は
さ
ん
で
そ
れ
と
対
峙
す
る
の
が
﹁
人
懐
か
し

の
山
﹂
と
詠
わ
れ
た
木
ノ
内
山
で
あ
り
︑
そ
の
南
東
麓
に
も
佐
藤
兄
弟
を
供

養
し
た
阿
弥
陀
堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒
し
か
も
こ
れ
ら
二
つ
の
山
に

は
︑
弁
慶
が
そ
の
あ
い
だ
で
阿
武
隈
川
を
せ
き
止
め
よ
う
と
し
た
︑
あ
る
い

は
か
つ
て
は
地
続
き
で
あ
っ
た
と
語
る
伝
説
も
あ
る㉓
︒
こ
の
よ
う
に
︑
両
岸

を
関
連
付
け
る
伝
説
が
あ
る
の
も
こ
の
付
近
の
特
徴
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
﹃
白
河
風
土
記
﹄
は
︑
借
宿
に
多
数
の
古
瓦
片
が
堆
積
し
た
塚

が
あ
り
︑
周
囲
に
十
個
ほ
ど
の
柱
礎
石
が
あ
る
と
記
す
︒
い
ま
こ
れ
を
借
宿

廃
寺
跡
と
い
い
︑
七
世
紀
末
頃
の
創
建
と
推
定
さ
れ
る
法
隆
寺
式
伽
藍
配
置

の
寺
院
跡
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る㉔
︒
そ
こ
か
ら
採
集
さ
れ
た
軒
丸
瓦
は
︑
阿

武
隈
川
対
岸
の
関
和
久
官
衙
遺
跡
︵
泉
崎
村
︶
の
出
土
瓦
と
共
通
し
︑
と
も

に
大
岡
窯
跡
︵
白
河
市
表
郷
大
岡
︶
な
ど
で
焼
成
さ
れ
た
と
い
う㉕
︒

関
和
久
官
衙
遺
跡
は
︑
阿
武
隈
川
左
岸
の
木
ノ
内
山
南
東
麓
に
位
置
し
︑

七
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀
後
半
の
白
河
郡
衙
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る㉖
︒
そ
の

う
ち
︑
中
宿
・
古
寺
地
区
は
山
麓
の
微
高
地
上
に
あ
っ
て
︑
門
を
有
す
る
柱

列
で
区
画
さ
れ
た
多
数
の
建
物
か
ら
な
り
︑
郡
名
を
示
す
﹁
白
﹂
や
﹁
駅

家
﹂
な
ど
の
墨
書
土
器
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
︑
郡
庁
院
︑
館
院
︑
厩
院
な

ど
の
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
明
地
地
区
は
そ
れ
よ
り
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図� 白河借宿とその付近

空中写真は1975年国土地理院撮影（TO75-33-C4B-23, 25および TO75-33-C5B-21, 23）。

阿
武
隈
川
に
近
い
低
地
に
位
置
し
︑
溝
で
区
画

さ
れ
た
な
か
に
整
然
と
並
ぶ
多
数
の
大
き
な
建

物
か
ら
な
る
こ
と
か
ら
︑
正
倉
院
と
推
定
さ
れ

て
い
る
︒

正
倉
院
を
区
画
す
る
溝
の
う
ち
︑
北
辺
の
そ

れ
は
阿
武
隈
川
に
合
流
す
る
小
河
川
に
接
続
し

て
い
る
た
め
︑
運
河
の
機
能
を
果
た
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
か

ら
東
南
方
へ
向
か
う
﹁
常
陸
街
道
﹂
と
い
う
古

道
が
あ
る
こ
と
か
ら㉗
︑
こ
こ
か
ら
常
陸
に
至
る

道
が
通
じ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
す

な
わ
ち
白
河
郡
衙
と
は
︑
水
陸
交
通
の
結
節
点

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

一
方
︑
そ
れ
が
白
河
郡
衙
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

﹁
駅
家
﹂
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
み
て
も
︑
古
代
東
山
道
も
ま
た
そ
こ
を
通

過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
そ

こ
か
ら
﹁
白
河
関
﹂
方
面
に
至
る
に
は
ど
こ
か

で
阿
武
隈
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
借

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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図� 白河借宿の周近

国土地理院の電子地形図25000を利用した。

宿
と
関
和
久
官
衙
遺
跡
の
距
離
は
阿
武
隈
川

を
は
さ
ん
で
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
︑

前
述
の
よ
う
な
地
形
条
件
の
も
と
に
あ
っ
て

渡
河
に
適
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
借
宿
に
は
︑

白
河
郡
衙
と
瓦
を
共
通
に
し
て
互
い
に
関
連

す
る
と
み
ら
れ
る
同
時
代
の
借
宿
廃
寺
が
立

地
し
︑
幹
線
道
路
が
通
過
し
て
い
た
と
み
て

も
無
理
は
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
古
代
東
山
道

は
借
宿
と
関
和
久
官
衙
遺
跡
の
あ
い
だ
で
阿

武
隈
川
を
渡
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

時
代
を
下
る
と
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
の
隣

接
地
︵
泉
崎
村
北
平
山
字
古
寺
︶
に
は
︑
本

願
寺
第
二
世
の
如
信
が
奥
州
に
お
い
て
真
宗

布
教
の
拠
点
と
し
た
大
網
寺
が
あ
り
︑
前
述

の
佐
藤
兄
弟
を
供
養
し
た
阿
弥
陀
堂
を
前
身

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
︑
実
際

に
も
鎌
倉
期
の
中
国
銭
や
火
葬
墓
が
出
土
し

て
い
る㉘
︒
こ
の
付
近
が
︑
中
世
以
降
に
お
い

て
も
人
々
の
行
き
交
い
集
ま
る
場
所
で
あ
っ

た
と
考
え
て
も
無
理
は
な
い
︒
ま
た
︑
次
に
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述
べ
る
よ
う
に
︑
こ
こ
に
は
中
世
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
阿
武
隈
川
の
渡

河
伝
説
が
あ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
付
近
に
お
い
て
︑

古
代
に
通
じ
て
い
た
幹
線
道
路
が
あ
る
程
度
そ
の
後
も
存
続
し
て
い
た
と
す

れ
ば
︑
そ
れ
は
奥
大
道
の
可
能
性
が
高
い
︒

で
は
︑
そ
の
渡
河
伝
説
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑
木
ノ
内
山
に
連
な
る
烏
峠

と
い
う
山
塊
の
東
麓
に
あ
る
熊
野
神
社
に
関
わ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
前
九
年
合

戦
の
折
︑
源
義
家
は
こ
の
付
近
で
阿
武
隈
川
を
渡
る
の
に
難
儀
し
て
い
た
が
︑

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
て
泳
い
で
渡
っ
た
熊
を
み
て
︑
そ
れ
を
ま
ね
す
る

こ
と
で
つ
い
に
渡
河
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
︑
義
家
は
そ
れ
を
熊
野
の
神

徳
に
よ
る
と
し
て
治
暦
年
間
に
当
社
を
建
立
し
た
と
い
う㉙
︒
地
元
で
も
こ
の

付
近
を
﹁
熊
渡
の
渡
﹂
と
呼
ぶ㉚
︒
こ
の
よ
う
な
伝
説
は
︑
第
一
に
こ
の
付
近

が
阿
武
隈
川
の
渡
河
点
で
あ
る
こ
と
︑
第
二
に
︑
前
述
の
名
取
川
の
場
合
と

同
様
に
︑
そ
の
渡
河
に
熊
野
信
仰
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

点
で
意
義
深
い
︒

さ
て
︑
借
宿
を
古
代
東
山
道
や
奥
大
道
な
ど
の
幹
線
道
路
が
通
っ
て
い
た

と
す
れ
ば
︑
そ
れ
よ
り
南
ま
た
は
西
︑
あ
る
い
は
北
ま
た
は
東
へ
の
ル
ー
ト

は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
︒

南
ま
た
は
西
に
つ
い
て
は
︑
借
宿
よ
り
南
西
に
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ

た
芳
野
遺
跡
︵
白
河
市
白
坂
芳
野
︶
が
手
が
か
り
に
な
る㉛
︵
図
�
︶
︒
そ
こ

で
は
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
の
東
西
方
向
に
走
る
幅
約
五
メ
ー
ト
ル
の
道

路
跡
が
出
土
し
︑
奥
大
道
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
位
置
は
︑
白
坂
越
え

の
陸
奥
・
下
野
国
境
か
ら
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
北
上
し
た
皮
籠
付
近
で
あ

る
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
奥
大
道
は
白
坂
越
え
で
北
上
し
︑
皮
籠
付
近
で
東
折

し
て
芳
野
遺
跡
を
東
西
に
通
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
皮
籠
は
中
世
に
は

﹁
皮
子
辻
﹂
と
も
称
さ
れ
た
交
通
の
要
衝
で
あ
り㉜
︑
金
売
り
吉
次
に
因
む
地

名
起
源
譚
や
︑
吉
次
兄
弟
の
墓
︑
彼
ら
を
義
経
が
祀
っ
た
と
い
う
八
幡
神
社

な
ど
︑
金
売
り
吉
次
に
関
す
る
伝
説
が
多
い㉝
︒

芳
野
遺
跡
よ
り
東
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
説
は
︑
中
世
後
期
に
は
そ
こ
か

ら
東
に
向
か
い
︑
十
文
字
付
近
で
北
上
し
て
土
武
塚
を
通
り
︑
白
川
城
︵
搦

目
城
︶
西
麓
を
ま
わ
っ
て
阿
武
隈
川
右
岸
に
至
っ
た
と
す
る㉞
︒
し
か
し
︑
中

世
前
期
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
言
及
が
な
か
っ
た
が
︑
借
宿
や
関
和
久
官

衙
遺
跡
周
辺
に
お
け
る
交
通
路
上
の
意
義
に
注
目
す
る
な
ら
ば
︑
芳
野
遺
跡

の
道
路
跡
の
方
向
に
沿
っ
て
そ
の
ま
ま
谷
筋
を
東
に
向
か
い
︑
源
義
家
の
通

行
伝
説
の
あ
る
魂
消
坂
︵
玉
坂
と
も
い
う㉟
︶
を
下
っ
て
双
石
で
阿
武
隈
川
右

岸
に
至
り
︑
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
進
し
て
借
宿
へ
向
か
う
コ
ー
ス
が
浮
上
す

る
︒
そ
れ
は
︑
芳
野
遺
跡
か
ら
借
宿
ま
で
ほ
ぼ
直
線
で
到
達
し
︑
し
か
も
谷

中
を
通
る
た
め
に
魂
消
坂
を
の
ぞ
け
ば
ほ
と
ん
ど
平
坦
な
道
で
あ
る㊱
︒

一
方
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
よ
り
北
ま
た
は
東
に
つ
い
て
は
︑
さ
ほ
ど
有
力

な
手
が
か
り
は
な
い
︒
し
か
し
︑
前
述
の
﹁
熊
渡
の
渡
﹂
の
伝
説
を
も
つ
熊

野
神
社
が
烏
峠
東
麓
に
あ
り
︑
そ
の
北
方
に
は
﹁
大
家
﹂
の
墨
書
土
器
が
出

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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土
し
関
和
久
官
衙
遺
跡
と
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
平
安
期
の
集
落
跡
︵
同
村

上
礼
堂
遺
跡
︶
が
あ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
か

ら
烏
峠
東
麓
を
北
上
し
て
阿
武
隈
川
有
数
の
支
流
で
あ
る
釈
迦
堂
川
右
岸
に

至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
白
河
借
宿
に
は
古
代
東
山
道
や
奥
大
道
の
よ
う
な
幹
線

道
路
が
通
過
し
て
い
た
︒
し
か
も
︑
阿
武
隈
川
に
向
か
っ
て
舌
状
に
突
き
出

た
段
丘
上
に
位
置
し
︑
河
川
近
く
ま
で
安
定
し
た
道
を
確
保
で
き
る
た
め
︑

渡
河
に
有
利
な
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

第
三
節

福
島
県
鏡
石
町
の
借
宿

鏡
石
町
に
東
借
宿
と
西
借
宿
と
い
う
小
字
が
あ
る
︵
以
下
︑
鏡
石
町
に
関

し
て
借
宿
と
い
う
場
合
は
両
者
を
さ
す
︶
︒
そ
こ
は
︑
釈
迦
堂
川
と
江
花
川

の
合
流
点
に
あ
り
︑
現
在
で
は
釈
迦
堂
川
左
岸
に
位
置
す
る
︒
し
か
し
︑
釈

迦
堂
川
は
︑
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
直
線
化
工
事
以
前
に
は
︑
借
宿
付
近
で

東
か
ら
舌
状
に
突
き
出
た
段
丘
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
西
に
曲
流
し
て
い
た
︒
つ

ま
り
︑
借
宿
は
曲
流
す
る
釈
迦
堂
川
の
右
岸
に
位
置
し
て
い
た
︵
図
 
︶
︒

借
宿
の
段
丘
手
前
で
曲
流
し
た
釈
迦
堂
川
は
︑
空
中
写
真
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
屈
曲
部
内
側
の
滑
走
斜
面
で
は
浸
水
し
や
す
く
︑
そ
の
た
め
川
幅
は

広
い
が
比
較
的
浅
瀬
で
流
れ
も
緩
や
か
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
自
然
条
件

に
あ
っ
た
た
め
に
渡
河
点
と
し
て
利
用
さ
れ
︑
須
賀
川
か
ら
牧
本
村
に
至
る

牧
本
街
道
が
借
宿
で
釈
迦
堂
川
を
渡
っ
て
い
た
と
い
う㊲
︒
事
実
︑
借
宿
で
渡

河
す
る
そ
の
道
が
明
治
期
の
地
籍
図㊳
で
も
確
認
で
き
る
︒

牧
本
村
は
︑
明
治
二
二
年
に
牧
之
内
村
が
上
松
本
村
・
下
松
本
村
と
合
併

し
て
成
立
し
た
村
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
牧
之
内
村
は
︑
白
河
か
ら
会
津
に
至

る
白
河
街
道
の
宿
駅
で
あ
り
︑
戦
国
期
に
そ
の
名
が
み
え
る㊴
︒
つ
ま
り
︑
鏡

石
借
宿
で
釈
迦
堂
川
を
越
え
る
道
は
︑
須
賀
川
の
あ
る
中
通
り
か
ら
牧
之
内

経
由
で
会
津
に
も
抜
け
う
る
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
鏡
石
借

宿
は
︑
河
川
に
突
き
出
た
段
丘
な
い
し
そ
れ
続
く
微
高
地
に
あ
っ
て
︑
幹
線

道
路
が
通
過
し
︑
そ
の
渡
河
点
に
あ
た
っ
て
い
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
古
代
東
山
道
や
奥
大
道
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
道
路
跡
が
︑

須
賀
川
市
の
す
ぐ
北
︑
阿
武
隈
川
左
岸
の
笹
原
川
合
流
点
近
く
に
あ
る
荒
井

猫
田
遺
跡
︵
郡
山
市
南
︶
で
発
見
さ
れ
て
い
る
︵
図
$
︶
︒
そ
れ
は
︑
一
二

世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
中
頃
ま
で
の
町
を
と
も
な
い
つ
つ
︑
屈
曲
部
を
も

ち
な
が
ら
も
ほ
ぼ
直
線
状
に
︑
お
お
む
ね
北
北
東
か
ら
南
南
西
に
か
け
て
約

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
走
る
路
面
幅
五
メ
ー
ト
ル
前
後
の
道
路
跡
で

あ
り
︑
奥
大
道
と
推
定
さ
れ
て
い
る㊵
︒
ま
た
︑
そ
の
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
西

で
は
︑
ほ
ぼ
並
行
し
て
走
る
古
代
東
山
道
も
出
土
し
て
い
る㊶
︒
つ
ま
り
︑
荒

井
猫
田
遺
跡
に
は
︑
古
代
や
中
世
の
幹
線
道
路
が
南
北
に
通
過
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
︒

時
代
は
下
る
が
︑
そ
の
道
路
跡
の
方
向
に
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
に
向
か
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図� 鏡石借宿とその付近

空中写真は1972年国土地理院撮影（TO729Y-C3-13）。

う
と
︑
阿
武
隈
川
左
岸
の
自
然

堤
防
上
に
位
置
す
る
篠
川
御
所

跡
︵
同
市
安
積
町
笹
川
︶
に
至

る㊷
︒
篠
川
御
所
と
は
︑
稲
村
御

所
︵
須
賀
川
市
稲
︶
と
と
も
に

応
永
六
︵
一
三
九
九
︶
年
に
鎌

倉
府
が
設
置
し
た
機
関
で
︑
南

部
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
は
い
え
奥

羽
支
配
の
拠
点
で
あ
っ
た㊸
︒
そ

れ
ら
の
立
地
は
交
通
条
件
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
れ

て
お
り
︑
篠
川
御
所
は
︑
南
北

に
走
る
奥
大
道
と
会
津
・
越
後

へ
至
る
道
と
の
結
節
点
で
あ
り
︑

ま
た
釈
迦
堂
川
左
岸
に
あ
る
稲

村
御
所
も
︑
同
様
に
南
北
に
走

る
奥
大
道
と
太
平
洋
側
に
至
る

道
と
の
結
節
点
に
あ
た
っ
て
い

た
と
い
う㊹
︒
し
か
し
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
︑
稲
村
御
所
に
つ
い

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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国土地理院の電子地形図25000を利用した。

図� 鏡石借宿の周辺

て
は
︑
そ
こ
か
ら
西
に
向
か
う
道
が
︑
前
述
し
た
白
河
街
道
に
長
沼
で
接
続

し
︑
会
津
を
経
由
し
て
日
本
海
側
へ
も
通
じ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
そ
こ
は
日

本
列
島
横
断
ル
ー
ト
の
結
節
点
で
あ
っ
た
︒

一
方
︑
天
保
一
二
︵
一
八
四
一
︶
年
に
完
成
し
た
二
本
松
藩
の
地
誌
﹃
相

生
集
﹄
に
よ
れ
ば
︑
郡
山
の
如
宝
寺
︵
安
積
郡
衙
比
定
地
の
清
水
台
遺
跡
に

至
近
︶
か
ら
︑
針
生
︑
川
田
︑
成
田
な
ど
を
経
て
岩
瀬
郡
に
至
る
道
が
あ
り
︑

そ
の
道
は
虎
丸
長
者
伝
説
と
関
わ
っ
て
如
宝
寺
観
音
堂
修
造
料
の
木
材
を
牛

で
運
ん
だ
こ
と
か
ら
﹁
牛
道
﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
の
両
側
は
掘
り
上
げ
ら
れ
た

形
態
を
し
て
い
る
と
い
う㊺
︒
現
在
で
も
そ
の
コ
ー
ス
は
お
お
む
ね
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
が
︑
そ
の
先
は
岩
瀬
郡
内
の
稲
村
御
所
に
続
く
︒
栃
木
県
下
野

市
の
下
古
館
遺
跡
の
中
央
を
貫
通
し
奥
大
道
︵
鎌
倉
街
道
︶
と
推
定
さ
れ
て

い
る
道
が
︑
地
元
で
﹁
う
し
み
ち
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と㊻
に
注
意
す
る
な

ら
ば
︑
﹃
相
生
集
﹄
の
牛
道
も
︑
そ
の
名
称
と
構
造
か
ら
み
て
近
世
以
前
に

さ
か
の
ぼ
る
幹
線
道
路
の
可
能
性
が
あ
る㊼
︒
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
︑
前

述
の
篠
川
御
所
か
ら
会
津
・
越
後
へ
至
る
道
が
こ
の
牛
道
と
交
差
し
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
両
御
所
が
道
で
直
接
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

両
御
所
が
こ
の
よ
う
な
交
通
条
件
に
よ
っ
て
立
地
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑

こ
れ
ら
の
道
路
網
は
遅
く
と
も
一
四
世
紀
末
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
み
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い㊽
︒
つ
ま
り
︑
一
四
世
紀
末
以
前
に
奥
大
道
あ
る
い
は
奥

州
を
南
北
に
縦
貫
す
る
幹
線
道
路
が
︑
荒
井
猫
田
遺
跡
か
ら
篠
川
御
所
を
経

由
し
︑
部
分
的
に
は
阿
武
隈
川
や
釈
迦
堂
川
沿
岸
か
ら
離
れ
つ
つ
も
︑
稲
村

御
所
に
向
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
古
代
の
磐
瀬
郡
衙
︵
須

賀
川
市
栄
町
遺
跡
︶
や
磐
瀬
駅
︵
同
市
う
ま
や
遺
跡
か
︶
が
︑
釈
迦
堂
川
左

岸
の
阿
武
隈
川
合
流
点
近
く
に
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
そ
の
付
近
に
釈

迦
堂
川
の
﹁
岩
瀬
渡
﹂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら㊾
︑
古
代
東
山
道

は
よ
り
阿
武
隈
川
沿
岸
近
く
を
通
過
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

さ
て
︑
前
節
で
は
︑
古
代
東
山
道
や
奥
大
道
と
み
ら
れ
る
幹
線
道
路
が
︑

関
和
久
官
衙
遺
跡
か
ら
北
上
し
て
釈
迦
堂
川
右
岸
に
至
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

一
方
︑
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
︑
時
代
は
下
が
る
も
の
の
︑
荒
井
猫
田
遺
跡

か
ら
篠
川
御
所
を
経
て
稲
村
御
所
に
至
る
幹
線
道
路
が
︑
釈
迦
堂
川
左
岸
を

南
下
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
も
し
両
者
が
接
続
す
る
と
す
れ
ば
︑
稲
村
御

所
以
南
の
ど
こ
か
で
釈
迦
堂
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

鏡
石
借
宿
は
︑
稲
村
御
所
か
ら
台
地
上
を
南
南
西
に
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

進
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
そ
こ
で
釈
迦
堂
川
を
渡
れ
ば
︑
小
字
西
借
宿
で
前

述
の
牧
本
街
道
と
交
差
し
︑
東
隣
の
小
字
桜
岡
の
段
丘
上
を
通
っ
て
久
来
石

付
近
に
至
る
古
道
に
接
続
す
る
︵
図
 
︶
︒
こ
の
道
は
明
治
期
の
地
籍
図㊿
で

も
確
認
で
き
る
︒
そ
の
沿
線
に
は
︑
高
月
左
大
弁
な
る
者
の
霊
を
祀
る
と
伝

え
ら
れ
る
高
月
大
明
神
社
や
和
田
義
盛
の
甥
平
太
胤
長
の
墓
碑
と
伝
え
ら
れ

る
平
太
の
碑
が
あ
る
︒
久
来
石
か
ら
は
︑
ま
っ
す
ぐ
に
南
下
す
れ
ば
四
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
前
後
で
矢
吹
町
に
至
り
︑
関
和
久
か
ら
北
上
し
て
き
た
ル
ー
ト
と

そ
の
付
近
で
出
会
う
可
能
性
が
高
い
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
鏡
石
借
宿
は
︑
中
通
り
と
会
津
を
結
ぶ
東
西
の
幹
線
道

路
に
加
え
て
︑
南
北
に
縦
貫
す
る
中
世
奥
州
の
大
動
脈
と
も
い
え
る
道
が
通

っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
こ
は
︑
釈
迦
堂
川
に
舌
状
に
突
き
出
た
段
丘

や
そ
れ
に
続
く
微
高
地
上
に
あ
り
︑
渡
河
の
自
然
条
件
を
備
え
て
い
た
︒

第
四
節

福
島
県
二
本
松
市
の
借
宿

二
本
松
市
の
借
宿
は
︑
阿
武
隈
川
に
合
流
す
る
杉
田
川
右
岸
に
あ
る
︒
地

形
的
に
は
︑
杉
田
川
の
低
地
に
臨
む
丘
陵
北
縁
に
位
置
し
︑
そ
の
対
岸
の
丘

陵
が
南
に
突
き
出
て
い
る
地
点
と
向
き
合
う
位
置
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
両

岸
の
丘
陵
の
あ
い
だ
は
幅
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
り
で
あ
り
︑
杉
田
川
の
形
成

す
る
低
地
は
こ
の
付
近
で
も
っ
と
も
狭
く
な
っ
て
い
る
︵
図
0
︶
︒

杉
田
川
右
岸
を
詳
し
く
み
る
と
︑
借
宿
の
西
は
丘
陵
を
刻
む
大
沢
で
か
ぎ

ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
越
え
る
と
さ
ら
に
西
側
に
も
末
端
に
平
坦
部
を
有
す
る

丘
陵
が
続
く
︒
そ
の
大
沢
に
近
い
丘
陵
末
端
附
近
が
小
字
長
者
宮
で
あ
る
︒

こ
こ
に
は
虎
丸
長
者
伝
説
が
あ
り
︑
前
述
し
た
郡
山
の
そ
れ
と
一
連
を
な
す

物
語
と
し
て
古
く
か
ら
語
ら
れ
︑
ま
た
焼
米
が
出
土
す
る
こ
と
で
近
世
か
ら

有
名
で
あ
っ
た1
︒
そ
の
伝
説
に
よ
れ
ば
︑
後
三
年
合
戦
の
折
︑
源
義
家
が
長

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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図	 二本松借宿とその付近

空中写真は1975年国土地理院撮影（TO75-7-C11B-3, 4および TO75-7-C12B-9, 10）。

者
に
一
夜
の
宿
を
乞
う
た
が
断
ら
れ
た
た
め
︑
付
近
で
野
宿
を
余
儀
な
く
さ

れ
︑
義
家
は
つ
い
に
長
者
の
家
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
い
︑
そ
の
際
に
野
宿
し

た
地
が
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う2
︒
焼
米
の
出
土

と
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
︒

実
際
︑
長
者
宮
で
は
大
量
の
焼
米
と
倉
庫
と
み
ら
れ
る
大
型
建
物
跡
が
出

土
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
す
ぐ
西
の
小
字
郡
山
台
で
は
︑
八
世
紀
中
頃
か

ら
一
〇
世
紀
後
半
の
多
数
の
建
物
跡
が
出
土
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
郡
山
台

遺
跡
︵
東
地
区
︶
と
呼
ば
れ
︑
前
身
と
な
っ
た
九
世
紀
ま
で
の
建
物
を
と
も

な
い
つ
つ
も
︑
多
く
は
企
画
性
の
あ
る
一
〇
世
紀
以
降
の
建
物
群
で
あ
る
こ

と
か
ら
︑
延
喜
六
︵
九
〇
六
︶
年
に
設
置
さ
れ
た
安
達
郡
衙
跡
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
丘
陵
末
端
に
あ
っ
て
杉
田
川
や
大
沢
に
近
い

長
者
宮
は
水
運
に
も
好
立
地
で
あ
る
た
め3
︑
出
土
し
た
遺
構
・
遺
物
か
ら
み

て
︑
正
倉
院
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る4
︒

郡
山
台
遺
跡
︵
東
地
区
︶
が
安
達
郡
衙
跡
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
一
〇
世
紀

初
頭
の
郡
衙
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
幹
線
道
路
が
通
過
し
て
い
た
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
点
で
注
目
す
べ
き
は
︑
郡
山
台
に
お
い
て
︑
幅

二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
溝
で
区
切
ら
れ
た
建
物
跡
を
起
点
と
し
て
東
に
の
び
る

一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
の
道
路
跡
が
︑
両
側
に
側
溝
を
も
た
な
い
簡
易
な

構
造
な
が
ら
︑
幅
四
メ
ー
ト
ル
前
後
で
ほ
ぼ
直
線
状
に
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上

に
わ
た
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る5
︒
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国土地理院の電子地形図

25000を利用した。

図
 二本松借宿の周辺

こ
の
道
路
跡
と
の
具
体
的
な
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
︑
こ
の

付
近
の
古
代
東
山
道
に
つ
い
て
は
︑
杉
田
川
南
岸
の
丘
陵
端
を
東
西
走
し
︑

安
達
郡
衙
推
定
地
の
小
字
郡
山
台
を
経
て
︑
小
字
長
者
宮
に
あ
る
唐
木
神
社

付
近
に
至
り
︑
そ
こ
で
杉
田
川
を
渡
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る6
︒
唐
木
神
社
と

は
︑
道
路
跡
を
東
へ
延
長
し
た
方
向
に
あ
る
丘
陵
先
端
の
小
丘
に
あ
っ
て
︑

安
達
郡
の
前
身
と
さ
れ
る
安
積
郡
安
達
郷
な
ど
を
開
発
し
︑
安
達
連
の
姓
を

賜
っ
た
渡
来
系
の
狛
造
子
押
麻
呂
の
一
族7
に
関
連
す
る
と
さ
れ
る
神
社
で
あ

り8
︑
そ
の
直
下
に
あ
る
大
沢
を
は
さ
ん
で
借
宿
に
隣
接
す
る
︒
地
形
的
に
み

る
と
郡
山
台
か
ら
借
宿
ま
で
大
沢
以
外
は
台
地
上
を
通
過
し
︑
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
距
離
に
あ
る
︒
長
者
宮
付
近
に
お
け
る
水
運
の
立
地
条
件
と
も

関
わ
っ
て
︑
こ
こ
に
幹
線
道
路
が
通
過
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
強
ち
無
理
な

想
定
で
は
あ
る
ま
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
よ
り
北
で
古
代
東
山
道
や
奥
大
道
が
通
過
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
田
地
ヶ
岡
館
︵
二
本
松
市
塩
沢
町
︶
で
あ
る:
︵
図

;
︶
︒
伝
承
に
よ
れ
ば
︑
そ
こ
は
﹁
国
司
ヶ
館
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
そ
の
西
北

に
あ
る
﹁
ど
じ
ょ
う
は
ら
﹂
す
な
わ
ち
道
場
原
と
呼
ば
れ
る
地
は
時
宗
称
念

寺
の
跡
地
で
あ
り
︑
ま
た
南
北
朝
期
に
は
奥
州
探
題
の
畠
山
氏
が
拠
っ
た
地

で
も
あ
る
と
い
う<
︒
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
︑
政
治
的
拠
点
で
あ
り
交
通

の
要
衝
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
ま
た
︑
塩
沢
の
東
に
接
す
る

油
井
に
は
小
字
油
井
宿
な
ど
が
あ
り
︑
田
地
ヶ
岡
館
を
含
め
て
こ
の
付
近
は

古
代
東
山
道
の
湯
日
駅
に
比
定
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
田
地
ヶ
岡
館
は
︑
阿
武
隈
川
左
岸
に
注
ぐ
油
井
川
右
岸
に
位
置
し
︑

二
本
松
借
宿
か
ら
は
北
に
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
あ
る
︒
そ
の
あ
い

だ
に
阿
武
隈
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
点
は
な
い
︒
も
し
郡
山
台
遺

跡
︵
東
地
区
︶
か
ら
田
地
ヶ
岡
館
付
近
に
向
か
う
道
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
杉
田
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
の
渡
河
点
と

は
そ
の
自
然
条
件
を
備
え
た
二
本
松
借
宿
付
近
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
︒

そ
こ
を
古
道
が
通
り
︑
渡
河
点
が
あ
っ
た
と
す
る
想

定
を
支
持
す
る
伝
承
が
現
地
に
残
っ
て
い
る
︒
二
本
松

借
宿
の
地
先
に
あ
っ
て
渡
河
点
と
想
定
さ
れ
る
付
近
は
︑

近
世
の
北
杉
田
村
字
下
町
に
あ
た
る
が
︑
﹃
相
生
集
﹄

に
よ
れ
ば
︑
﹁
北
杉
田
村
関
山
の
あ
た
り
下
町
と
字
す

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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る
処
よ
り
舟
形
石
在
ま
で
古
へ
の
往
来
に
も
あ
り
し
な
ら
ん
﹂
と
い
う=
︒
ま

た
︑
そ
の
北
側
の
山
は
地
元
で
は
﹁
関
山
﹂
と
呼
ば
れ
︑
関
址
と
考
え
ら
れ

て
い
る>
︒
こ
の
山
の
裾
野
を
そ
の
古
道
に
沿
っ
て
北
に
進
ん
で
舟
形
石
の
集

落
に
至
る
と
︑
慈
覚
大
師
の
開
基
と
伝
え
ら
れ?
︑
前
九
年
合
戦
の
折
に
源
頼

家
・
義
家
が
戦
勝
祈
願
し
た
と
い
う
伝
説
の
ほ
か
︑
源
義
経
の
家
臣
で
あ
る

常
陸
坊
海
尊
が
一
時
滞
在
し
た
と
い
う
伝
説
の
あ
る
船
形
山
薬
王
院
善
応
寺

が
あ
る@
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
二
本
松
借
宿
は
︑
安
達
郡
衙
跡
に
隣
接
し
て
水
陸
交
通

の
結
節
点
に
近
く
︑
古
代
か
ら
中
世
の
幹
線
道
路
の
渡
河
点
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
︒
地
形
的
に
み
る
と
︑
杉
田
川
に
面
し
て
︑
対
岸
の
丘
陵
と
と
も

に
谷
底
平
野
の
狭
隘
部
を
形
成
し
て
い
る
た
め
︑
渡
河
に
適
し
た
自
然
条
件

を
備
え
て
い
る
︒

①

﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
第
七
﹁
笠
島
道
祖
神
事
﹂
︒

②

﹃
山
家
集
﹄
巻
中
︒

③

名
取
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
名
取
市
史
﹄
名
取
市
︑
一
九
七
七
年
︑
二
三
頁
・

八
八
七
頁
︒

④

﹃
愛
嶋
村
全
図
﹄
︵
宮
城
県
公
文
書
館
所
蔵
︑
配
架
番
号
Ⅴ

二
七
五
︶
︒

⑤

前
掲
③
︵
八
八
七
頁
︶
で
は
︑
実
方
の
落
馬
地
点
を
佐
具
叡
神
社
の
前
と
す
る
︒

⑥

﹃
封
内
風
土
記
﹄
巻
之
五
﹁
塩
手
邑
﹂
︒

⑦

氏
家
重
男
﹃
な
と
り
の
伝
説
と
造
物


﹄
名
取
市
郷
土
史
研
究
会
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
ふ
れ
あ
い
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
二

四
三
頁
︒

⑧

松
本
源
吉
﹁
陸
前
名
取
郡
の
古
碑
﹂
︵
﹃
考
古
学
﹄
八

二
︑
一
九
三
七
年
︶
七

六

一
〇
五
頁
︒

⑨

熊
野
那
智
神
社
か
ら
は
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
の
懸
仏
や
鏡
が
多
数
発
見
さ
れ

て
い
る
︒
前
掲
③
︵
二
〇
九

二
一
三
頁
︶
︒

⑩

名
取
市
教
育
委
員
会
編
﹃
川
上
遺
跡

中
世
に
お
け
る
名
取
熊
野
那
智
神
社
門

前
宿
跡
調
査

﹄
名
取
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
〇
年
︒

⑪

仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
仙
台
市
史

通
史
編
二

古
代
中
世
﹄
仙
台
市
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
二
四
二
頁
︒

⑫

伊
藤

信
﹁
名
取
市
新
宮
寺
一
切
経
の
歴
史
的
背
景
﹂
︵
東
北
歴
史
資
料
館
編

﹃
名
取
新
宮
寺
一
切
経
調
査
報
告
書
﹄
東
北
歴
史
資
料
館
振
興
会
︑
一
九
八
〇

年
︶
四
七
六

四
八
九
頁
︒

⑬

名
取
市
教
育
委
員
会
編
﹃
名
取
市
金
石
史
料
Ⅰ
︵
板
碑
編
︶
﹄
名
取
市
教
育
委

員
会
︑
一
九
八
八
年
︑
一
〇
一
番
︒
た
だ
し
︑
同
書
で
は
所
在
地
の
地
番
に
誤
り

が
あ
る
︒

⑭

佐
藤
正
人
﹁
道
々
に
建
つ
板
碑
﹂
︵
入
間
田
宣
夫
監
修

菊
池
勇
夫
・
斎
藤
善
之

編
﹃
講
座
東
北
の
歴
史

第
四
巻

交
流
と
環
境
﹄
清
文
堂
︑
二
〇
一
二
年
︶
四

一

六
九
頁
︒

⑮

宮
城
県
公
文
書
館
所
蔵
︒
配
架
番
号
Ⅴ

二
三
五
︒

⑯

宮
城
県
公
文
書
館
所
蔵
︒
配
架
番
号
Ⅴ

二
二
〇
︒

⑰

木
村
孝
文
﹃
太
白
の
散
歩
手
帖

郡
山
か
ら
二
口
ま
で
の
史
跡
を
訪
ね
て

﹄

宝
文
堂
︑
二
〇
〇
一
年
︑
九
五
頁
︒

⑱

小
川
淳
一
・
高
橋
綾
子
編
﹃
王
ノ
壇
遺
跡
﹄
仙
台
市
教
育
委
員
会
︑
二
〇
〇
〇

年
︑
二
〇
頁
︒

⑲

前
掲
第
一
章
⑥
︒

⑳

前
掲
⑱
︵
一
二
頁
・
四
六
〇
頁
︶
︒

㉑

﹃
白
河
風
土
記
﹄
巻
八
﹁
借
宿
村
﹂
︒

㉒

﹃
八
雲
御
抄
﹄
巻
第
五
︒

㉓

白
河
市
編
﹃
白
河
市
史

第
九
巻

各
論
編
�

民
俗
﹄
白
河
市
︑
一
九
九
〇

86 (774)



年
︑
六
一
二

六
一
三
頁
︒

㉔

鈴
木

功
﹃
白
河
郡
衙
遺
跡
群
﹄
同
成
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
二
五

一
三
八

頁
︒

㉕

前
掲
㉔
︵
五
八

六
四
頁
︶
︒

㉖

前
掲
㉔
︵
二
八

四
七
頁
︶
︒

㉗

鈴
木

啓
﹁
遺
跡
の
現
況
﹂
︵
福
島
県
教
育
委
員
会
編
﹃
関
和
久
遺
跡
﹄
︵
福
島

県
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
五
年
︶
四

九
頁
︒
こ
の
道
は
︑
明
治
四
二
年
の
五
万

分
の
一
地
形
図
﹁
棚
倉
﹂
で
確
認
で
き
る
︒

㉘

泉
崎
村
教
育
委
員
会
編
﹃
泉
崎
の
文
化
財
﹄
泉
崎
村
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
三

年
︑
一
五
頁
︒

㉙

西
白
河
郡
役
所
編
﹃
西
白
河
郡
誌
﹄
西
白
河
郡
役
所
︑
一
九
一
五
年
︑
二
五
八

頁
︒

㉚

岩
越
二
郎
﹁
西
白
河
郡
烏
峠
附
近
の
遺
跡
遺
物
に
就
い
て
︵
下
︶
﹂
︵
﹃
岩
磐
史

談
﹄
一

九
︑
一
九
三
六
年
︶
三
四
三

三
四
九
頁
︒

㉛

鈴
木
一
寿
﹁
奥
大
道
吉
野
宿

福
島
県
白
河
市
芳
野
遺
跡
の
調
査

﹂
︵
藤
原

良
章
・
飯
村

均
編
﹃
中
世
の
宿
と
町
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
九
一

一

〇
六
頁
︒

㉜

前
掲
㉛
︒

㉝

﹃
白
河
風
土
記
﹄
巻
之
三
﹁
皮
籠
村
﹂
︒

㉞

ａ
安
田
初
雄
﹁
所
謂
奥
六
郡
絵
図
と
そ
の
歴
史
地
理
学
的
意
義
﹂
︵
﹃
福
島
大
学

教
育
学
部
論
集
社
会
科
学
部
門
﹄
四
三
︑
一
九
九
八
年
︶
二
一

三
六
頁
︒
ｂ
佐

川
庄
司
﹁
白
河
城
下
と
奥
州
街
道
の
整
備
﹂
︵
白
河
市
編
﹃
白
河
市
史

第
二
巻

通
史
編
�

近
世
﹄
白
河
市
︑
二
〇
〇
六
年
︶
六
七

八
八
頁
︒

㉟

﹃
白
河
風
土
記
﹄
巻
之
八
﹁
双
石
村
﹂
︒

㊱

白
河
関
を
旗
宿
に
想
定
し
た
場
合
は
︑
そ
こ
か
ら
谷
に
沿
っ
て
北
上
し
︑
関
山

東
麓
を
ま
わ
っ
て
郷
渡
に
至
り
︑
関
和
久
官
衙
遺
跡
や
借
宿
廃
寺
跡
で
出
土
し
た

瓦
を
生
産
し
た
窯
跡
の
あ
る
大
岡
付
近
で
小
丘
を
越
え
て
板
橋
に
出
て
︑
阿
武
隈

川
右
岸
を
借
宿
に
向
か
う
コ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
が
古
代
東
山

道
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

㊲

鏡
石
町
教
育
委
員
会
編
﹃
鏡
石
の
民
話
﹄
鏡
石
町
・
鏡
石
町
教
育
委
員
会
︑
一

九
九
〇
年
︑
九
一

九
二
頁
︒

㊳

福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
︑
明
治
一
五
年
以
前
の
小
字
図
﹃
岩
代
国
岩
瀬
郡

鏡
田
村
字
七
曲
り
﹄
︑
同
﹃
字
境
﹄
︵
以
上
︑
整
理
番
号
�
︶
︑
明
治
一
六
年
以
前

の
小
字
図
﹃
岩
代
国
岩
瀬
郡
久
来
石
村
字
東
借
宿
﹄
︑
同
﹃
字
西
借
宿
﹄
︵
以
上
︑

整
理
番
号

岩
瀬
�
︶
︑
明
治
一
九
年
以
前
の
小
字
図
﹃
岩
代
国
岩
瀬
郡
保
土
原
村

字
堤
Ý
根
﹄
︵
整
理
番
号
30
︶
な
ど
︒

㊴

天
正
八
︵
一
五
八
〇
︶
年
六
月
の
青
竜
寺
棟
札
に
﹁
奥
州
岩
瀬
郡
牧
之
内
村
太

永
山
聖
竜
寺
造
立
﹂
と
み
え
る
︒
福
島
県
編
﹃
福
島
県
史

第
七
巻

資
料
編
�

古
代
・
中
世
資
料
﹄
福
島
県
︑
一
九
六
六
年
︑
一
〇
二
四
頁
︒

㊵

高
橋
博
志
﹁
鎌
倉
時
代
の
奥
大
道
と
町
跡

荒
井
猫
田
遺
跡
の
調
査
�

﹂

︵
藤
原
良
章
・
飯
村

均
編
﹃
中
世
の
宿
と
町
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
一

七

三
九
頁
︒

㊶

押
山
雄
三
﹁
中
世
後
期
の
館
と
﹃
北
の
町
﹄

荒
井
猫
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
�

﹂
︵
藤
原
良
章
・
飯
村

均
編
﹃
中
世
の
宿
と
町
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶

四
〇

五
四
頁
︒

㊷

垣
内
和
孝
﹁
篠
川
御
所
と
篠
川
館
﹂
︵
藤
原
良
章
・
飯
村

均
編
﹃
中
世
の
宿

と
町
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
五
五

七
〇
頁
︒

㊸

柳
原
敏
昭
﹁
中
世
陸
奥
国
の
地
域
区
分
﹂
︵
柳
原
敏
昭
・
飯
村

均
編
﹃
鎌

倉
・
室
町
時
代
の
奥
州
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
︶
三

二
四
頁
︒

㊹

黒
嶋

敏
﹁
奥
州
探
題
考

中
世
国
家
と
陸
奥
国

﹂
︵
﹃
日
本
歴
史
﹄
六
二
三
︑

二
〇
〇
〇
年
︶
一

一
七
頁
︒

㊺

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
七
稿
﹁
郡
山
﹂
︵
翻
刻

二
本
松
市
編
﹃
相
生
集

上
﹄
二

本
松
市
︑
二
〇
〇
五
年
︶
︒
な
お
︑
郡
山
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
編
﹃
郡
山

の
伝
説
﹄
︵
郡
山
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
六
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
旧
川
田
村
地
内

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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の
正
法
寺
跡
︵
小
字
牛
ノ
塔
︶
か
ら
東
北
方
向
へ
成
田
方
面
に
至
る
溝
状
の
道
が

残
り
︑
牛
道
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
実
際
に
は
針
生
︑
成
田
︑
川
田
の
順

だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

㊻

財
団
法
人
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
﹃
下
古
館
遺
跡

本
文
編

﹄
︵
栃
木
県
教
育
委
員
会
・
財
団
法
人
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団
︑

一
九
九
五
年
︶
一
四

一
七
頁
︒

㊼

次
の
文
献
は
古
道
と
牛
の
伝
説
の
検
討
か
ら
﹁
ウ
シ
﹂
が
幹
線
道
路
と
関
係
す

る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒
坂
井

隆
﹁
﹃
あ
ず
ま
道
﹄
︑
上
野
の
ポ
ス
ト
東
山

道
﹂
︵
藤
原
良
章
編
﹃
中
世
の
み
ち
を
探
る
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
四
年
︶
一
五

三
六
頁
︒
な
お
︑
古
道
に
ま
つ
わ
る
牛
の
伝
説
は
︑
貴
人
や
そ
の
荷
物
の
運
搬

手
段
と
し
て
の
牛
に
焦
点
を
あ
て
て
語
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
︑
﹁
ウ
シ
﹂
と
は

﹁
大
人
︵
ウ
シ
︶
﹂
で
あ
っ
て
﹁
土
地
を
領
有
す
る
人
や
事
物
を
主
宰
す
る
人
を

尊
敬
し
て
い
う
語
﹂
︵
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
︶
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

㊽

実
際
に
︑
稲
村
は
鎌
倉
期
に
岩
瀬
郡
を
治
め
た
二
階
堂
氏
の
本
拠
地
で
あ
り
︑

ま
た
観
応
二
︵
一
三
五
一
︶
年
に
は
南
朝
勢
と
対
峙
す
る
た
め
に
奥
州
管
領
の
吉

良
貞
家
が
拠
点
と
し
た
地
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
こ
こ
で
述
べ
た
道
路
網
を
前
提

と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

㊾

﹃
白
河
風
土
記
﹄
巻
之
十
二
﹁
表
町
﹂
︒

㊿

福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
の
︑
明
治
一
五
年
以
前
の
小
字
図
﹃
岩
代
国
岩
瀬
郡

岩
淵
村
字
日
光
下
﹄
︵
整
理
番
号
29
︶
︑
明
治
一
六
年
以
前
の
小
字
図
﹃
岩
代
国
岩

瀬
郡
久
来
石
村
字
西
借
宿
﹄
︑
明
治
一
六
年
の
﹃
岩
代
国
岩
瀬
郡
久
来
石
村
全
図
﹄

︵
以
上
︑
整
理
番
号

岩
瀬
�
︶
な
ど
︒

1

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
八
稿
﹁
北
杉
田

虎
丸
長
者
宅
址
﹂
︵
翻
刻

前
掲
㊺
︶
︒

2

ａ
二
本
松
市
教
育
委
員
会
編
﹃
ふ
る
さ
と
の
伝
え
語
り
﹄
二
本
松
市
教
育
委
員

会
︑
一
九
七
六
年
︑
一
一
頁
︒
ｂ
二
本
松
市
編
﹃
二
本
松
市
史

第
八
巻

各
論

編
�
﹄
二
本
松
市
︑
一
九
八
六
年
︑
五
九
六

五
九
九
頁
︒

3

明
治
一
六
年
の
﹃
岩
代
国
安
達
郡
北
杉
田
村
全
図
﹄
︵
福
島
県
歴
史
資
料
館
蔵
︒

整
理
番
号

安
達
17
︶
に
よ
れ
ば
︑
当
時
の
杉
田
川
の
河
道
は
小
字
長
者
宮
付
近

で
は
現
在
よ
り
も
南
の
丘
陵
端
直
下
を
流
れ
て
い
た
︒

4

ａ
二
本
松
市
編
﹃
二
本
松
市
史

第
三
巻

資
料
編
�
﹄
二
本
松
市
︑
一
九
八

一
年
︑
四
七
七
頁
︒
ｂ
同
編
﹃
二
本
松
市
史

第
一
巻

通
史
編
�
﹄
二
本
松
市
︑

一
九
九
九
年
︑
一
八
八

一
九
〇
頁
︒
ｃ
二
本
松
市
教
育
委
員
会
編
﹃
郡
山
台

Ⅱ
﹄
二
本
松
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
七
八
年
︒
ｄ
同
編
﹃
郡
山
台
Ⅲ
﹄
二
本
松
市

教
育
委
員
会
︑
一
九
七
九
年
︒

5

ａ
前
掲
4
ａ
︒
ｂ
前
掲
4
ｂ
︵
一
九
〇

一
九
一
頁
︶
︒
ｃ
二
本
松
市
教
育
委

員
会
編
﹃
郡
山
台
Ⅳ
﹄
二
本
松
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
〇
年
︒
ｄ
同
編
﹃
郡
山

台
Ⅵ
﹄
二
本
松
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
二
年
︒

6

福
島
県
教
育
委
員
会
編
﹃
﹁
歴
史
の
道
﹂
調
査
報
告
書

奥
州
道
中

白
坂
境

明
神

貝
田
﹄
福
島
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
三
年
︑
六
三

六
六
頁
︒

7

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
一
〇
年
一
一
月
一
六
日
条
︒

8

二
本
松
市
編
﹃
二
本
松
市
史

第
九
巻

各
論
編
�
﹄
二
本
松
市
︑
一
九
八
九

年
︑
四
一
四

四
一
七
頁
︒

:

前
掲
4
ｂ
︵
二
五
七
頁
︶
︒

<

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
八
稿
﹁
塩
沢

殿
地
岡
館
﹂
︑
同
﹁
塩
沢

古
称
念
寺
﹂

︵
翻
刻

前
掲
㊺
︶
︒

=

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
二
十
稿
﹁
古
官
道
﹂
︵
翻
刻

二
本
松
市
編
﹃
相
生
集

下
﹄
二
本
松
市
︑
二
〇
〇
五
年
︶
︒
前
掲
6
も
こ
れ
と
同
様
の
ル
ー
ト
を
近
世
以

前
の
古
道
と
す
る
︒
な
お
︑
地
元
で
も
︑
小
字
下
町
付
近
か
ら
ほ
ぼ
山
裾
を
通
っ

て
舟
形
石
集
落
に
至
る
道
は
か
つ
て
﹁
奥
州
街
道
﹂
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
︒

>

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
四
稿
﹁
北
杉
田
﹂
︑
同
巻
之
第
八
稿
﹁
北
杉
田

関
址
﹂

︵
翻
刻

前
掲
㊺
︶
︒
前
掲
3
の
地
図
に
は
舟
形
石
集
落
の
東
北
に
小
字
関
が
あ

る
︒
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?

﹃
相
生
集
﹄
巻
之
第
十
二
稿
﹁
北
杉
田

善
応
寺
﹂
︵
翻
刻

前
掲
=
︶
︒

@

桑
原
兵
次
﹃
古
代
中
世
杉
田
村
の
文
化
﹄
杉
田
郷
土
研
究
会
︑
一
九
五
九
年
︑

三
一

三
二
頁
︒

第
三
章

東
北
地
方
の
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
か
ら
み
え
る
道
と

渡
河

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
東
北
地
方
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
に
つ

い
て
︑
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
㋐
名
取
仮
宿
は
谷
底
平
野
に
舌
状
に

突
き
出
た
微
高
地
上
に
あ
る
奥
大
道
の
渡
河
点
で
あ
る
こ
と
︑
㋑
白
河
借
宿

は
谷
底
平
野
に
舌
状
に
突
き
出
た
河
岸
段
丘
上
に
あ
る
古
代
東
山
道
や
奥
大

道
の
阿
武
隈
川
渡
河
点
で
あ
る
こ
と
︑
㋒
鏡
石
借
宿
は
舌
状
に
突
き
出
た
段

丘
お
よ
び
そ
の
地
先
に
あ
る
東
西
お
よ
び
南
北
を
貫
く
中
世
の
幹
線
道
路
の

渡
河
点
で
あ
る
こ
と
︑
㋓
二
本
松
借
宿
は
谷
底
平
野
に
面
す
る
丘
陵
端
に
あ

る
水
陸
交
通
の
結
節
点
に
近
く
古
代
か
ら
中
世
の
幹
線
道
路
の
渡
河
点
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
四
箇
所
の
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
は

い
ず
れ
も
河
川
に
面
し
︑
河
川
に
突
き
出
た
台
地
端
や
丘
陵
端
に
位
置
し
て
︑

と
く
に
中
世
の
幹
線
道
路
が
通
過
し
︑
そ
の
渡
河
点
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
︒
こ
の
よ
う
な
東
北
地
方
に
お
け
る
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
の
特
徴
と
機

能
は
︑
関
東
地
方
に
お
け
る
検
討
結
果
と
一
致
す
る
︒

関
東
地
方
で
は
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
を
通
過
す
る
幹
線
道
路
は
鎌
倉

街
道
で
あ
る
場
合
が
目
立
っ
た
が
︑
東
北
地
方
で
は
そ
れ
は
奥
大
道
で
あ
っ

た
︒
名
取
仮
宿
は
︑
﹁
東
街
道
﹂
と
伝
え
ら
れ
る
古
道
が
通
過
し
︑
奥
大
道

と
推
定
さ
れ
る
王
ノ
壇
遺
跡
の
道
路
跡
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑

白
河
借
宿
は
︑
白
河
郡
衙
跡
の
対
岸
に
あ
っ
て
古
代
東
山
道
が
通
過
し
て
い

た
と
み
ら
れ
る
が
︑
周
辺
の
中
世
の
遺
跡
や
伝
承
な
ど
か
ら
み
て
そ
の
後
も

道
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
︑
奥
大
道
と
推
定
さ
れ
る
芳
野
遺
跡
の

道
路
跡
と
の
接
続
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
道
は
奥
大
道
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
鏡
石
借
宿
は
︑
奥
大
道
と
推
定
さ
れ
る
荒
井
猫
田
遺
跡

の
道
路
跡
か
ら
篠
川
・
稲
村
両
御
所
へ
続
く
ル
ー
ト
の
延
長
線
上
に
あ
る
︒

二
本
松
借
宿
に
つ
い
て
は
︑
現
段
階
で
は
奥
大
道
に
結
び
つ
く
直
接
の
資
料

は
な
い
が
︑
安
達
郡
衙
跡
の
隣
接
地
で
か
つ
周
辺
の
地
理
的
条
件
な
ど
か
ら

奥
大
道
が
通
過
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
こ
で
検
討
し
た

の
は
四
箇
所
に
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
れ
ら
を
起
点
と
す
る
こ
と
で
線
と
し
て
の

奥
大
道
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
も
本
稿
の
成
果
で
あ
る
︒

文
治
五
︵
一
一
八
九
︶
年
︑
奥
州
合
戦
に
際
し
て
進
軍
し
た
三
ル
ー
ト
の

う
ち
︑
源
頼
朝
は
大
手
軍
を
指
揮
し
て
鎌
倉
街
道
中
道
か
ら
白
河
関
を
越
え

て
奥
大
道
を
北
に
攻
め
上
っ
た①
︒
こ
の
事
実
は
︑
鎌
倉
街
道
中
道
と
そ
れ
に

接
続
す
る
奥
大
道
が
︑
鎌
倉
か
ら
奥
州
に
至
る
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ

と
を
端
的
に
物
語
る
︒
そ
の
ル
ー
ト
上
に
は
前
稿
で
検
討
し
た
川
崎
苅
宿
が

あ
る
が
︑
関
東
地
方
と
東
北
地
方
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
が
︑
と
も
に
連

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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図10 浪江町の苅宿

ベースマップは国土地理院の電子地形図25000。

図11 石川町の借宿

ベースマップは国土地理院の電子地形図25000。

図12 古殿町の仮宿

ベースマップは国土地理院の電子地形図

25000。

続
す
る
道
に
立
地
し
て

い
る
点
に
注
意
し
て
お

き
た
い
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
︑
福

島
県
・
宮
城
県
に
あ
り

な
が
ら
こ
れ
ま
で
検
討

し
て
こ
な
か
っ
た
三
箇

所
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う

地
名
に
つ
い
て
簡
単
に

み
て
お
こ
う
︒
福
島
県

浪
江
町
の
苅
宿
は
︑
関
東
地
方
か
ら
東
北
地
方
へ
至
る
も
う
一
つ
の
古
代
・

中
世
の
奥
州
縦
貫
道
路
で
あ
る
東
海
道
が
通
過
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

そ
こ
は
︑
請
戸
川
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
に
あ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
な
自
然
条
件
を
備
え
た
渡
河
点
で
あ
る
︵
図
10
︶
︒
ま
た
︑
標
葉
六
騎

七
人
衆
の
一
角
を
な
す
苅
宿
氏②
の
苗
字
の
地
で
あ
り
︑
同
氏
が
神
官
を
務
め

る
標
葉
神
社
も
立
地
す
る③
︒
奥
州
合
戦
に
お
い
て
︑
千
葉
常
胤
や
八
田
知
家

が
率
い
た
東
海
道
軍
の
進
軍
ル
ー
ト
は
こ
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
福
島
県
石
川
町
の
借
宿
は
︑
前
述
し
た
稲
村
御
所
あ
る
い
は
鏡
石

借
宿
か
ら
太
平
洋
に
抜
け
る
ル
ー
ト
上
に
あ
る
が
︑
こ
れ
は
お
お
む
ね
御
斎

所
街
道
に
重
な
る
︒
詳
し
く
み
る
と
︑
現
石
川
町
市
街
の
東
郊
で
今
出
川
と

飛
鳥
川
が
合
流
す
る
付
近
に

あ
り
︑
地
形
的
に
は
飛
鳥
川

あ
る
い
は
合
流
後
の
今
出
川

左
岸
す
ぐ
の
山
麓
に
位
置
す

る
︵
図
11
︶
︒
し
か
も
︑
対

岸
で
は
︑
そ
こ
に
向
か
っ
て

舌
状
に
微
高
地
が
張
り
出
し

て
い
る
た
め
︑
そ
の
あ
い
だ

に
は
さ
ま
れ
た
低
地
の
幅
は

五
十
メ
ー
ト
ル
前
後
に
す
ぎ

な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
石
川
借
宿
付

近
の
御
斎
所
街
道
は
︑
近
世

で
は
飛
鳥
川
右
岸
を
走
っ
て

い
る
が
︑
左
岸
の
山
麓
に
は

飛
鳥
川
に
沿
っ
て
下
流
か
ら
︑

借
宿
に
一
基
︑
小
原
に
二
基

︵
文
和
三
︹
一
三
五
四
︺
年

銘
の
板
碑
を
含
む
︶
︑
古
市

場
に
十
四
基
︵
康
暦
三
︹
一
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三
八
一
︺
年
銘
︑
康
応
二
︹
一
三
九
〇
︺
年
銘
の
板
碑
を
含
む
︶
︑
中
屋
敷

に
一
基
の
板
碑
が
線
状
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら④
︑
中
世
に
は
左
岸
に
道

が
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る⑤
︒
と
す
れ
ば
︑
借
宿
よ
り
下
流
部
で
は
白
坂

に
一
基
︑
普
門
寺
に
二
基
の
板
碑
が
右
岸
に
あ
る
の
で⑥
︑
借
宿
付
近
に
渡
河

点
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

さ
ら
に
︑
福
島
県
古
殿
町
の
仮
宿
は
︑
同
町
内
で
御
斎
所
街
道
と
交
差
す

る
国
道
三
四
九
号
線
を
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
上
し
た
と
こ
ろ
の
旧
道
に
沿

っ
て
位
置
し
て
い
る
︒
こ
こ
も
ま
た
尾
根
の
末
端
に
あ
り
︑
谷
底
を
蛇
行
し

て
流
れ
る
大
平
川
の
渡
河
点
に
あ
た
る
︵
図
12
︶
︒
現
在
で
は
国
道
三
四
九

号
線
と
称
さ
れ
る
こ
の
道
は
︑
阿
武
隈
高
地
を
南
北
に
貫
く
幹
線
道
路
で
あ

り
︑
こ
こ
か
ら
南
へ
行
け
ば
常
陸
や
磐
城
︑
北
へ
向
か
え
ば
阿
武
隈
高
地
北

端
に
近
い
伊
達
郡
に
至
る
︒
そ
こ
は
伊
達
氏
の
本
拠
地
で
あ
り
︑
そ
の
阿
武

隈
川
対
岸
に
は
奥
州
合
戦
の
戦
場
と
な
っ
た
厚
樫
山
が
そ
び
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
す
で
に
本
稿
で
は
︑
東
北
地
方
の
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
が
︑

関
東
地
方
に
お
け
る
鎌
倉
街
道
と
同
様
に
︑
奥
大
道
に
関
わ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
︒
し
か
し
︑
い
ま
こ
こ
で
み
た
よ
う
に
︑
浪
江
苅
宿
︑
石
川
借
宿
︑
古

殿
仮
宿
で
は
奥
大
道
に
関
連
し
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
関
東
地
方
で

も
同
様
で
あ
る
の
だ
が
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
は
︑
必
ず
し
も
鎌
倉
街
道

や
奥
大
道
の
よ
う
な
特
定
の
幹
線
道
路
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

そ
の
よ
う
な
特
筆
さ
れ
る
幹
線
道
路
ほ
ど
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
に
準
じ
て
︑

地
域
間
を
結
ぶ
幹
線
と
み
な
し
う
る
道
に
も
︑
そ
の
特
徴
と
機
能
を
と
も
な

い
つ
つ
立
地
し
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

さ
て
︑
本
稿
の
目
的
は
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
帰
納
法
的
に

論
じ
る
た
め
に
︑
東
北
地
方
を
対
象
地
域
と
し
て
︑
現
地
に
即
し
て
検
討
し

た
事
例
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
の
点
で
は
︑
以
上
で
そ
の
目
的

は
達
成
し
た
こ
と
に
な
る
︒
今
後
は
︑
も
う
一
つ
の
主
た
る
分
布
域
で
あ
る

東
海
・
甲
信
地
方
を
対
象
地
域
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
︒
し

か
し
︑
こ
れ
ま
で
の
検
討
事
例
を
踏
ま
え
て
︑
カ
リ
ヤ
ド
と
い
う
地
名
に
関

し
て
ひ
と
ま
ず
作
業
仮
説
を
得
て
お
く
こ
と
は
︑
今
後
の
道
標
に
も
な
る
こ

と
か
ら
︑
最
後
に
現
時
点
に
お
け
る
予
察
を
加
え
て
お
き
た
い
︒

道
を
通
行
す
る
人
々
に
と
っ
て
河
川
は
と
き
と
し
て
難
所
に
な
っ
た
︒
普

段
は
︑
橋
︑
船
橋
︑
船
︑
徒
歩
で
渡
っ
た
が
︑
日
本
に
特
有
の
季
節
的
な
大

雨
や
融
雪
な
ど
に
よ
る
河
川
の
増
水
︑
さ
ら
に
は
暴
風
雨
な
ど
の
悪
天
候
と

も
な
れ
ば
︑
危
険
が
と
も
な
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
な
か
で
は
橋
は
比
較
的

安
定
し
て
い
る
が
︑
鎌
倉
な
ど
の
都
市
内
部
や
そ
の
周
辺
は
別
と
し
て
︑
東

国
の
幹
線
道
路
に
か
ぎ
れ
ば
︑
天
竜
川
︑
相
模
川
︑
鶴
見
川
︑
高
野
川
︵
古

利
根
川
︶
な
ど
に
架
橋
の
事
例
は
あ
る
も
の
の
︑
全
体
と
し
て
み
る
と
そ
れ

は
さ
ほ
ど
多
く
は
あ
る
ま
い
︒
ま
た
︑
船
橋
も
墨
俣
川
や
富
士
川
な
ど
に
確

認
で
き
る
が
︑
そ
れ
で
も
状
況
に
よ
っ
て
は
水
勢
を
避
け
る
た
め
に
船
を
繫

い
だ
綱
を
切
り
落
と
す
こ
と
も
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
い
ず
れ
も
耐
用
年
数
や

東北地方のカリヤドという地名（青山）
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維
持
す
る
負
担
を
考
え
れ
ば
︑
常
時
通
行
が
可
能
だ
っ
た
と
は
想
定
し
に
く

い
︒
船
と
徒
歩
で
あ
れ
ば
︑
渡
河
不
能
の
場
合
は
さ
ら
に
多
か
っ
た
に
ち
が

い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
河
畔
で
の
一
時
的
な
滞
留
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
そ

れ
は
数
時
間
の
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
数
日
以
上
に
お
よ
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
で
︑
通
常
の
宿
が
近
く
に
な
い
か
そ
れ
を
利
用
で
き
な

い
場
合
な
ど
に
は
︑
渡
河
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
雨
風
を
し
の
ぎ
︑
あ
る

い
は
休
息
を
と
れ
る
よ
う
な
応
急
の
施
設
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
前
稿
で
引
い

た
﹃
更
級
日
記
﹄
で
も
︑
体
調
を
崩
し
た
作
者
が
天
竜
川
の
畔
に
設
け
て
あ

っ
た
仮
屋
で
休
養
を
と
る
た
め
に
し
ば
ら
く
留
ま
っ
て
い
る
︒
時
代
は
さ
か

の
ぼ
る
が
︑
承
和
二
︵
八
三
五
︶
年
︑
渡
船
の
あ
っ
た
美
濃
・
尾
張
国
境
の

墨
俣
川
両
岸
に
︑
渡
河
に
窮
し
た
調
庸
物
の
運
脚
夫
の
た
め
に
布
施
屋
が
設

置
さ
れ⑦
︑
久
安
六
︵
一
一
五
〇
︶
年
に
は
﹁
旅
人
の
仮
の
布
施
屋
は
風
寒
み

柴
折
り
く
べ
て
明
か
し
つ
る
か
な⑧
﹂
と
︑
旅
人
が
一
時
的
に
布
施
屋
で
夜
を

越
す
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
渡
河
点
に
立
地
す

る
カ
リ
ヤ
ド
と
は
︑
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
引
く
も
の
と
し
て
︑
ひ
と
ま
ず
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
場
合
︑
カ
リ
ヤ
ド
を
﹁
一
時

的
﹂
す
な
わ
ち
﹁
仮
﹂
ま
た
は
﹁
借
﹂
の
︑
難
を
遁
れ
る
た
め
の
﹁
滞
留
施

設
﹂
す
な
わ
ち
﹁
宿
﹂
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
ま
た
︑
湊
や
渡
し

場
に
み
ら
れ
る
タ
ン
ガ
と
い
う
地
名
の
も
と
と
な
っ
た
旦
過
寮
や
︑
往
来
の

僧
尼
な
ど
に
便
益
を
与
え
る
接
待
所⑨
に
も
一
脈
通
じ
る
こ
と
に
な
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
事
例
を
み
る
と
︑
道
が
渡
る
河
川

の
規
模
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
︒
多
く
の
場
合
︑
そ

れ
は
中
規
模
以
上
の
河
川
で
あ
り
︑
川
幅
と
水
量
な
ど
か
ら
み
て
︑
渡
河
が

困
難
に
な
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
本
稿
で
検
討

し
た
阿
武
隈
川
︵
白
河
借
宿
︶
︑
釈
迦
堂
川
︵
鏡
石
借
宿
︶
︑
杉
田
川
︵
二
本

松
借
宿
︶
︑
請
戸
川
︵
浪
江
苅
宿
︶
︑
前
稿
で
検
討
し
た
多
摩
川
︵
川
崎
苅

宿
︶
︑
越
辺
川
︵
鳩
山
仮
宿
︶
︑
平
井
川
︵
日
の
出
狩
宿
︶
︑
旧
広
瀬
川
︵
伊

勢
崎
仮
宿
︶
︑
渡
良
瀬
川
︵
足
利
借
宿
︶
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
現
在
の
と
こ

ろ
︑
こ
れ
ら
の
地
点
に
橋
や
船
橋
が
古
代
中
世
に
架
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

記
録
は
み
あ
た
ら
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
一
時
的
に
滞
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
場

合
が
あ
っ
て
︑
カ
リ
ヤ
ド
の
成
立
す
る
条
件
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
︒
な
お
︑

今
出
川
・
飛
鳥
川
︵
石
川
借
宿
︶
︑
大
平
川
︵
古
殿
仮
宿
︶
も
こ
れ
ら
に
準

じ
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
段
階
で
は
保
留
し
て
お
く
︒

一
方
︑
残
り
の
一
事
例
で
あ
る
岩
沢
川
︵
名
取
仮
宿
︶
は
小
河
川
で
あ
り
︑

川
幅
も
さ
ほ
ど
広
く
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
小
河
川
は
︑
関
東
地
方
の
未
検

討
事
例
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
が
渡
河
不
能
に
な
る
こ
と
が
あ
っ

て
︑
前
述
の
よ
う
な
カ
リ
ヤ
ド
成
立
の
条
件
を
備
え
て
い
た
か
否
か
に
つ
い

て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
た
と
え
ば
︑
岩

沢
川
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
谷
底
平
野
は
泥
炭
質
の
低
湿
地
で
あ
っ
て
︑
松
尾

芭
蕉
が
実
方
の
墓
を
訪
ね
よ
う
と
し
て
悪
路
の
た
め
に
果
た
せ
ず
﹁
笠
島
は
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い
づ
こ
五
月
の
ぬ
か
り
道
﹂
︵
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
︶
と
詠
ん
だ
よ
う
に
︑
降

雨
に
よ
っ
て
通
行
が
困
難
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
渡
河
不
能
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
小
河
川
で
あ
っ
て
も
︑

あ
る
い
は
そ
れ
が
小
河
川
で
な
く
て
も
︑
﹁
カ
リ
ヤ
ド
﹂
の
特
徴
や
機
能
の

類
似
性
か
ら
︑
派
生
的
に
そ
の
呼
称
が
生
じ
る
場
合
を
想
定
し
て
お
く
こ
と

は
︑
事
例
蓄
積
の
現
段
階
で
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
渡
河

点
に
か
ぎ
ら
ず
交
通
の
要
衝
や
難
所
な
ど
に
立
地
し
て
い
た
布
施
屋
︑
接
待

所
︑
タ
ン
ガ
︑
マ
ル
コ
と
の
比
較
の
間
口
を
広
げ
て
お
き
た
い
︒

①

﹃
吾
妻
鏡
﹄
文
治
五
年
七
月
一
七
日
条
︑
一
九
日
条
︑
二
五
日
条
︑
二
八
日
条
︑

二
九
日
条
︑
八
月
七
日
条
な
ど
︒

②

康
永
二
︵
一
三
四
三
︶
年
の
仲
禅
寺
十
一
面
観
音
座
像
胎
内
銘
に
は
﹁
借
宿
六

郎
﹂
の
名
が
み
え
る
︵
翻
刻

浪
江
町
史
編
集
委
員
会
編
﹃
浪
江
町
史
﹄
浪
江
町

教
育
委
員
会
︑
一
九
七
四
年
︑
一
一
一

一
一
五
頁
︶
︒

③

浪
江
町
史
編
集
委
員
会
編
﹃
浪
江
町
史
﹄
浪
江
町
教
育
委
員
会
︑
一
九
七
四
年
︑

四
一
四

四
一
九
頁
︒

④

石
川
町
板
碑
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
石
川
町
の
板
碑
﹄
石
川
町
中
央
公
民
館
︑
一

九
七
九
年
︑
四
～
六
番
︑
一
七
～
三
〇
番
︑
三
九
番
︒

⑤

福
島
県
教
育
委
員
会
編
﹃
御
斎
所
街
道
﹄
福
島
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
五
年
︑

三
五
頁
︒

⑥

前
掲
④
︵
一
～
三
番
︶
︒

⑦

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
一
六
﹁
太
政
官
符
︵
応
造
浮
橋
布
施
屋
幷
置
渡
船
事

承

和
二
年
六
月
二
九
日
︶
﹂
︒

⑧

﹃
群
書
類
従
﹄
巻
第
一
六
九
﹁
久
安
六
年
御
百
首
﹂
︒

⑨

相
田
二
郎
﹁
中
世
の
接
待
所
﹂
︵
同
﹃
中
世
の
関
所
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八

三
年
復
刻
︶
三
六
四

四
〇
〇
頁
︵
初
出
は
︑
歴
史
地
理
六
九

二
︑
一
九
三
六

年
︶
︒

︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
︶
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The Place Name Kariyado in the Tōhoku Region of Japan:

Roads and River Crossings in Medieval Times

by

AOYAMA Hiroʼo

Place names are given to locations after people have recognized their

distinctive characteristics based on such factors as natural features, social

functions and historical background of the locations. Place names, therefore,

can serve as excellent historical source materials. In order to confirm their

value as reliable sources for historical studies, it is indispensable to conduct

empirical studies of such place names. With this in mind, this article seeks to

reach a general understanding of place names by taking an inductive

approach, examining a specific place name that is found in multiple locations

in Japan and considering the characteristics of each site and then comparing

them.

Specifically, this article focuses on the place name Kariyado. This name

was examined in a previous article (Aoyama, 2018), which confirmed that the

name is found mainly in central and northern Japan, i.e., ranging from the

Tōkai and Kantō-Kōshin regions up to the southern Tōhoku region. The

article focused on five cases in the Kantō region: Kawasaki City (in

Kanagawa Prefecture), Hatoyama Town (in Saitama Prefecture), Hinode

Town (in Tokyo), Isesaki City (in Gunma Prefecture) and Ashikaga City (in

Tochigi Prefecture). The case study determined that the place name

Kariyado is: (1) found in places along rivers and in relatively stable

conditions; and (2) found along medieval highways, particularly at river

crossings on the Kamakura Kaidō, which starts in Kamakura, the capital of

the Kamakura Shogunate, and from which several highways heading in

various directions originate. Based on those findings, this article focuses on

the Tōhoku region, which is one of the major distribution ranges of this

place name, and examines in detail places named Kariyado in the following

four locations: Natori City (in Miyagi Prefecture), Shirakawa City, Kagamiishi

Town and Nihonmatsu City (all in Fukushima Prefecture).

The findings were as follows. Kariyado in Natori City is located at a

slightly elevated point that protrudes in a tongue shape into a small valley

( 813 )



bottom plain. The point is located where Oku-no-Daidō, a major highway that

ran through the Tōhoku region from north to south in medieval times,

crosses Iwasawagawa river. Kariyado in Shirakawa City is located in a

fluvial terrace that protrudes in a tongue shape into the valley bottom plain

along Abukumagawa river. It is the point where the ancient Tōsandō

highway and Oku-no-Daidō highway crossed the Abukumagawa river.

Kariyado in Kagamiishi Town is located on a tongue-shaped protruding

terrace along Shakadōgawa river and beyond. It is also a point where Oku-

no-Daidō, a highway running north to south, and an east-to-west highway

crossed one other and was also a crossing of the Shakadōgawa river.

Kariyado in Nihonmatsu City is located near the confluence of the

Abukumagawa and Sugitagawa rivers. It lies at the edge of a hill facing the

valley bottom plain along the Sugitagawa, close to the juncture of land and

water traffic routes and was very likely a point where the highway crossed

the river.

Thus, all four of the above-mentioned locations named Kariyado are

located at the edge of a hill or plateau protruding into a river. These places

are where medieval highways passed through and points where these

highways crossed rivers. The characteristics and functions of places named

Kariyado in the Tōhoku region correspond to the results obtained in the

previous article that focused on the Kantō region.

In the Kantō region, it is evident the place name Kariyado has a

relationship with the Kamakura Kaidō. This article has determined that in

the Tōhoku region, too, this name has a relationship with the Oku-no-Daidō,

which is an extension of the Kamakura Kaidō into the Tōhoku region. Yet,

not all places named Kariyado are along the Oku-no-Daidō. Although they

are not discussed in detail due to space restrictions, Kariyado in Namie

Town, Ishikawa Town and Furudono Town (all in Fukushima Prefecture)

are not located along the Oku-no-Daidō. These places, however, are along

important roads in their regions and also at river crossing points. These

findings indicate that places with the place name Kariyado are found not

only along extensive national-level highways, such as the Oku-no-Daidō, but

also similarly important regional highways and have specific characteristics

and functions.

Key Words ; Words; place name, road, river crossing, travel, Oku-no-Daidō
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