
江

雑
誌
『
信
濃
』
第
六
五
巷
第
l
O
号
通
巻
第
七
六
五
号
ヰ
録
二
L
,
詐
術
所
載
別
刷

論

　

文軽
井
沢
地
名
の
成
立

良

　

　

武
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論

　

文軽
井
沢
地
名
の
成
立

は
じ
め
に

地
名
は
一
般
に
土
地
の
特
徴
を
最
も
的
確
に
示
す
と
考
え
ら
れ
て

い
る
｡
未
だ
名
称
の
な
い
土
地
に
対
し
て
､
先
ず
は
関
係
す
る
人
々

が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
に
符
号
'
す
な
わ
ち
地
名
ら
し
き
も
の
を
つ
け
る

の
で
あ
る
が
'
｢
な
る
ほ
ど
､
こ
れ
が
自
分
た
ち
の
生
活
に
重
要
な

土
地
の
特
徴
を
的
確
に
示
し
て
い
る
｣
と
い
う
地
名
の
み
が
多
-
の

中
で
生
き
延
び
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
地
名
の
由
来

は
郷
土
史
の
重
要
課
題
で
あ
り
､
多
-
の
論
考
の
対
象
と
な
っ
て
き

た
｡

地
名
の
中
で
も
｢
軽
井
沢
｣
は
比
較
的
多
-
議
論
の
姐
上
に
の
ぼ

る
地
名
で
あ
り
､
諸
説
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
簡
単
に
概
観

す
れ
ば
下
記
の
如
-
で
あ
る
｡

(
-
)

村
岡
良
弼
は
『
甲
信
紀
程
』
に
お
い
て
軽
井
沢
は
諸
州
に
あ
る
嘉

江

　

　

ノ

　

　

良

　

　

武

例
郷
'
嘉
礼
郷
と
同
様
､
潤
渓
(
か
れ
さ
わ
)
　
で
あ
り
､
ま
た
水
源

-
=
J
,

滴
渇
の
渓
頑
の
謂
な
ら
ん
と
し
た
｡
吉
田
東
伍
も
大
日
本
地
名
辞
書

W
3
i
X
四

で
､
村
岡
の
説
を
採
っ
て
い
る
｡
柳
田
国
男
は
こ
の
潤
沢
説
に
異
を

唱
え
､
｢
背
負
う
｣
　
の
中
古
の
俗
語
で
あ
る
カ
ル
フ
の
連
体
言
'
カ

ル
ヒ
か
ら
来
て
い
る
と
し
た
｡
峠
路
の
麓
に
軽
井
沢
地
名
は
あ
る
と

し
､
そ
の
先
は
急
坂
で
馬
が
適
わ
な
い
か
ら
､
馬
で
運
ん
で
き
た
荷

(
4
)

物
を
人
肩
に
変
え
た
場
所
と
し
た
の
で
あ
る
｡
1
･
バ
チ
ェ
ラ
ー
は
､

｢
k
a
r
u
｣
　
は
ア
イ
ヌ
語
で
軽
石
､
｢
i
｣
　
は
大
い
な
る
､
｢
s
a
w
a
｣
　
は

沢
で
あ
る
か
ら
｢
軽
石
の
大
沢
｣
　
の
意
で
あ
る
と
し
た
｡
日
本
地
名

･
1
-
,
,

ル
ー
ツ
辞
典
に
よ
れ
ば
古
代
出
雲
語
の
　
｢
コ
オ
リ
サ
ワ
　
(
水
沢
)
｣

が
音
韻
変
化
し
た
'
あ
る
い
は
｢
カ
ル
｣
は
碓
氷
峠
の
　
｢
ウ
ス
｣
と

･

･

卜

ヽ

同
じ
-
産
鉄
地
名
と
の
説
も
あ
る
と
い
う
｡
地
名
用
語
　
語
源
辞
典

は
吉
田
東
悟
の
説
と
し
て
｢
狩
猟
｣
と
の
関
連
を
紹
介
し
､
こ
れ
に

ニ

1

疑
義
を
示
し
て
い
る
｡
地
名
語
源
辞
典
は
'
乾
飯
(
か
れ
い
い
)
　
の
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･
-
I
-
I

弁
当
を
水
に
浸
し
て
食
べ
た
所
と
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
｡
君
野
は
､

碓
氷
峠
直
下
の
軽
井
沢
の
居
住
者
が
各
地
の
軽
井
沢
に
移
住
'
そ
こ

を
軽
井
沢
と
名
付
け
た
と
す
る
｡
そ
し
て
'
そ
も
そ
も
の
軽
井
沢
地

名
は
｢
黒
い
｣
　
に
当
た
る
蒙
古
語
､
｢
k
a
r
u
i
｣
又
は
　
｢
k
u
r
i
｣
か

ら
来
て
お
り
､
ク
ロ
ボ
ク
土
を
指
し
て
い
る
と
い
う
｡

こ
れ
ら
の
諸
説
の
内
､
こ
れ
ま
で
論
議
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
の

は
'
柳
田
の
カ
ル
フ
説
で
あ
ろ
う
｡
何
と
な
れ
ば
､
他
の
説
は
音
の

類
似
性
と
い
う
直
感
に
基
づ
い
て
お
り
､
換
言
す
れ
ば
論
理
に
乏
し

い
う
ら
み
が
あ
っ
て
､
論
議
の
対
象
と
な
り
に
-
い
が
'
カ
ル
フ
説

は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
結
果
'
カ
ル
フ
説
は
批
判
の
対
象

と
な
り
､
今
日
'
潤
沢
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
ま
で
の
地
名
に
関
す
る
諸
説
は
､
多
-
は
学
術
論
文
で
は
な
く
'

単
行
本
や
地
名
辞
書
の
中
で
出
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

多
-
の
地
名
を
扱
っ
て
お
り
､
軽
井
沢
地
名
は
そ
の
中
の
一
つ
に
過

ぎ
な
い
｡
各
地
の
軽
井
沢
の
現
地
訪
問
･
調
査
記
事
が
大
半
を
占
め

1･,

る
君
野
や
後
述
の
渡
部
影
俊
に
よ
る
著
書
･
論
文
を
除
け
ば
､
｢
長

(
1
0
)

文
｣
の
柳
田
や
吉
田
茂
樹
の
軽
井
沢
地
名
を
論
じ
た
文
章
で
す
ら
､

本
誌
｢
信
濃
｣
の
ペ
ー
ジ
数
に
換
算
す
れ
ば
､
そ
れ
ぞ
れ
三
ペ
ー
ジ

に
及
ば
な
い
｡
記
載
に
基
づ
-
分
析
に
乏
し
い
傾
向
が
､
少
な
く
と

も
紙
面
上
で
は
出
て
-
る
の
を
否
定
で
き
な
い
｡
な
お
渡
部
は
秋
田

県
内
に
限
っ
て
軽
井
沢
地
名
を
博
捜
し
､
多
-
は
峠
道
に
あ
る
と
し

て
柳
田
説
に
傾
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
'
調
査
範
囲
の
狭
さ
が
l

般
化
を
阻
ん
で
い
る
｡

(

l

l

)

(

1

2

)

近
年
は
､
日
本
歴
史
地
名
大
系
や
新
日
本
地
名
索
引
な
ど
､
全
国

の
地
名
を
総
覧
で
き
る
研
究
環
境
が
整
い
'
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
っ
て
国
土
地
理
院
の
二
万
五
千
分
一
地
形
図
(
以
下
､
地
形
図
)

や
航
空
写
真
を
容
易
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
ら
､
か

っ
て
よ
り
も
多
数
の
地
名
サ
ン
プ
ル
を
基
に
由
来
を
考
察
す
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
こ
で
筆
者
は
軽
井
沢
地
名
を
可
能
な

限
り
採
集
L
t
　
そ
の
上
で
地
名
の
由
来
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
｡

な
お
､
｢
軽
井
沢
｣
　
の
方
言
的
変
異
と
も
さ
れ
る
嘉
例
川
な
ど
の

｢
カ
レ
イ
地
名
｣
　
に
つ
い
て
は
特
に
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
触
れ
る

に
と
ど
め
る
｡
詳
し
-
は
'
い
ず
れ
別
稿
で
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

一
｢
軽
井
沢
｣
地
名
の
仮
定
義

先
ず
｢
軽
井
沢
｣
を
検
討
す
る
場
合
'
作
業
の
便
宜
上
､
｢
軽
井

沢
｣
　
の
範
囲
を
定
め
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
音
に
つ
い
て
は
､
｢
カ

ル
イ
ザ
ワ
｣
と
｢
カ
ル
イ
サ
ワ
｣
が
あ
る
｡
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
著

名
な
碓
氷
峠
の
軽
井
沢
(
以
下
､
北
佐
久
郡
軽
井
沢
)
は
カ
ル
イ
サ
ワ

で
あ
っ
た
が
'
外
国
人
が
来
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
､
カ
ル
イ
ザ
ワ

と
な
っ
た
｡
両
者
は
容
易
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
､
い
ず

れ
も
｢
軽
井
沢
｣
と
み
な
す
｡
漢
字
表
記
で
は
軽
井
沢
以
外
に
｢
駒

沢
｣
､
｢
軽
沢
｣
が
あ
る
が
､
地
名
は
音
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
ら
､

過
去
ま
た
は
現
在
に
カ
ル
イ
ザ
ワ
ま
た
は
カ
ル
イ
サ
ワ
と
訓
ま
れ
た
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と
す
る
資
料
が
あ
れ
ば
｢
軽
井
沢
｣
と
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
青
森

市
の
　
｢
王
余
魚
沢
(
カ
レ
イ
ザ
ワ
)
｣
は
｢
軽
井
沢
｣
と
も
表
記
さ
れ

た
か
ら
｢
軽
井
沢
｣
　
に
含
め
る
｡
軽
沢
は
新
潟
県
十
日
町
市
と
福
島

県
耶
麻
郡
西
会
津
町
の
二
つ
に
あ
る
が
､
前
者
は
カ
ル
イ
サ
ワ
と
訓

ん
だ
と
い
う
か
ら
'
こ
れ
の
み
を
｢
軽
井
沢
｣
　
に
含
め
る
｡
｢
入
軽

井
沢
｣
､
｢
軽
井
沢
前
｣
は
か
つ
て
存
在
し
た
軽
井
沢
に
対
す
る
位
置

関
係
を
示
す
か
ら
､
｢
軽
井
沢
｣
と
見
な
す
｡
後
に
改
め
て
議
論
す

る
が
､
｢
軽
井
沢
｣
　
の
　
｢
沢
｣
は
東
日
本
特
有
の
地
名
語
尾
で
あ
り
､

西
日
本
の
対
応
す
る
語
尾
は
｢
谷
｣
や
｢
川
｣
　
で
あ
る
こ
と
か
ら
'

｢
軽
井
谷
｣
､
｢
軽
井
川
｣
を
｢
軽
井
沢
｣
　
に
含
め
る
｡
｢
沢
｣
､
｢
谷
｣
､

｢
河
｣
と
い
っ
た
地
名
語
尾
の
別
を
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
'
こ
れ
を
欠
-
｢
町
軽
井
｣
､
｢
入
軽
井
｣
'
｢
荷
軽
井
｣
も
｢
軽

井
沢
｣
と
見
な
す
｡
こ
れ
ら
の
便
宜
的
に
｢
軽
井
沢
｣
　
の
範
囲
に
含

め
た
も
の
を
､
以
降
　
｢
軽
井
沢
型
地
名
｣
　
と
総
称
す
る
｡
な
お
'

｢
カ
ル
イ
｣
　
の
音
を
持
つ
地
名
は
　
｢
軽
井
沢
型
地
名
｣
　
の
他
に
存
在

し
な
い
｡
｢
軽
油
(
カ
ル
イ
ケ
)
｣
'
｢
軽
石
(
カ
ル
イ
シ
)
｣
は
｢
カ
ル
｣

+
　
｢
イ
｣
　
で
あ
っ
て
　
｢
カ
ル
イ
｣
　
で
は
な
い
｡

二
　
軽
井
沢
型
地
名
の
探
索

地
名
の
立
地
条
件
や
分
布
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る
た
め
に
は
事
例

を
出
来
る
だ
け
多
-
探
索
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
｡
そ
こ
で
可
能
な

限
り
字
･
小
字
(
以
下
､
字
と
総
称
)
　
レ
ベ
ル
ま
で
採
取
す
る
こ
と
と

し
た
｡
た
だ
し
そ
れ
ら
は
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
｡

地
名
探
索
の
第
一
次
資
料
と
し
て
､
新
日
本
地
名
索
引
1
-
Ⅲ
を
用

い
た
｡
位
置
情
報
を
含
む
採
録
地
名
数
が
最
も
多
い
か
ら
で
あ
る
｡

､

〓

､

角
川
日
本
地
名
大
辞
典
や
日
本
歴
史
地
名
大
系
は
､
基
本
的
に
近
世

の
　
｢
村
｣
を
最
小
の
地
域
単
位
と
し
て
扱
っ
て
お
り
､
採
録
が
今
日

の
大
字
名
や
町
名
よ
り
上
位
の
地
名
に
限
ら
れ
る
｡
も
っ
と
も
前
者

は
多
-
の
県
で
字
名
を
列
挙
し
て
い
る
が
､
位
置
情
報
が
な
-
､
本

研
究
で
の
利
用
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る
｡
郵
便
番
号
検
索
帳
､
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
住
所
に
よ
る
地
図
提
供
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
地
名

収
集
資
料
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
､
こ
れ
ら
で
用
い
ら
れ
て
い
る
住

所
の
多
-
は
市
町
村
が
行
政
の
便
宜
の
た
め
に
土
地
の
登
記
な
ど
で

使
わ
れ
て
い
る
｢
地
番
｣
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
字
が
除
外

さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
-
､
こ
れ
も
本
研
究
に
不
都
合
で
あ
る
｡

新
日
本
地
名
索
引
1
-
Ⅲ
は
金
井
弘
夫
が
国
土
地
理
院
の
地
形
図

に
注
記
さ
れ
て
い
る
地
名
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
地
名
は
｢
地
番
｣
上
の
大
字
､
字
と
名
称
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
､

そ
れ
ら
と
は
内
容
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
｡
後
の
議
論
と
関
係
す

る
の
で
若
干
の
解
説
を
し
て
お
-
｡
地
形
図
に
注
記
さ
れ
る
地
名
は
､

市
町
村
な
ど
の
行
政
区
名
を
除
け
ば
｢
自
然
地
名
｣
､
｢
居
住
地
名
｣

の
二
つ
で
あ
っ
て
'
原
理
的
に
大
字
'
字
と
は
関
係
な
い
｡
自
然
地

名
は
顕
著
な
景
観
を
持
つ
山
や
川
､
野
な
ど
の
名
称
で
あ
っ
て
'
境

界
線
で
も
っ
て
こ
の
範
囲
が
○
○
山
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
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く
'
漠
然
と
し
た
｢
通
称
地
名
｣
で
あ
る
｡
居
住
地
名
も
特
定
の
集

落
の
　
｢
景
観
｣
　
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
名
称
で
あ
っ
て
'
｢
領
域
｣

を
示
す
も
の
で
は
な
い
｡
人
々
が
大
字
あ
る
い
は
字
が
指
す
領
域
に

無
頓
着
な
ま
ま
'
そ
こ
に
位
置
す
る
集
落
を
大
字
名
あ
る
い
は
字
名

で
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
､
地
形
図
の
注
記
も
こ
れ
に
近
い
｡
し
た
が
っ

て
､
地
形
図
に
お
け
る
居
住
地
名
の
注
記
に
あ
た
っ
て
､
大
字
'
字
'

は
た
ま
た
通
称
の
別
は
考
慮
さ
れ
な
い
｡
逆
に
字
は
勿
論
'
大
字
で

あ
っ
て
も
水
田
･
畑
あ
る
い
は
山
林
･
原
野
な
ど
の
場
合
は
注
記
さ

れ
な
い
｡
た
だ
し
字
で
あ
っ
て
も
｢
軽
井
沢
｣
　
の
場
合
は
居
住
地
名

と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
､
新
日
本
地
名
索
引
1

-
Ⅲ
が
位
置
情
報
を
含
む
採
録
地
名
数
が
最
も
多
い
結
果
と
な
る
｡

な
お
､
新
日
本
地
名
索
引
Ⅰ
～
Ⅲ
は
l
九
六
〇
年
代
末
か
ら
l
九
七

〇
年
代
に
測
量
し
た
地
形
図
を
基
に
し
て
い
る
か
ら
､
こ
れ
よ
り
後

に
居
住
地
と
な
っ
た
字
名
な
ど
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
､
最
新
の
地

形
図
で
補
完
す
る
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
逆
に
､
一
九
六
〇
年
代
ま
で

に
廃
村
と
な
っ
た
居
住
地
名
は
消
去
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
'

そ
の
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
明
治
､
大
正
期
の
旧
五
万
分
一
地
形
図

を
探
索
し
た
｡
地
形
図
に
も
注
記
さ
れ
て
い
な
い
字
地
名
の
場
合
は
､

l
般
に
位
置
が
不
明
で
あ
る
が
､
l
部
は
君
野
､
渡
部
に
よ
っ
て
探

索
さ
れ
て
い
る
｡
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
示
さ
れ
る
キ
ャ
ン
プ
場

な
ど
施
設
の
案
内
に
は
'
字
地
名
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
､

施
設
の
位
置
を
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
れ
が
字
位
置
で
あ
る
｡
さ

ら
に
一
部
の
字
の
位
置
は
地
元
自
治
体
で
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
た
｡
｢
軽
井
沢
川
｣
､
.
｢
中
軽
井
沢
｣
､
｢
北
軽
井
沢
｣
､
｢
南
軽
井
沢
｣

な
ど
が
軽
井
沢
地
名
の
傍
に
存
在
し
て
も
'
地
名
の
起
源
は
一
つ
で

あ
ろ
う
か
ら
'
こ
れ
ら
は
省
略
し
た
｡
｢
軽
井
沢
｣
が
な
-
､
｢
軽
井

沢
山
｣
の
み
が
検
索
で
き
た
場
合
は
軽
井
沢
山
と
し
て
記
載
し
た
｡

な
お
､
字
地
名
で
あ
る
｢
軽
井
沢
｣
も
極
力
記
載
す
べ
-
角
川
地
名

大
辞
典
を
探
索
し
た
が
'
作
業
量
が
膨
大
に
な
る
た
め
東
北
六
県
の

み
と
し
た
｡
そ
の
結
果
'
福
島
県
宇
多
郡
蒲
庭
村
軽
井
沢
(
現
相
馬

市
)
､
山
形
県
東
村
山
郡
白
岩
町
白
岩
カ
ル
イ
沢
(
現
寒
河
江
市
)
が

兄
い
だ
さ
れ
た
が
､
位
置
を
特
定
で
き
ず
､
検
討
の
対
象
か
ら
外
し

た
｡
仮
に
東
北
六
県
以
外
に
調
査
を
伸
ば
し
た
と
し
て
も
､
未
知
の

｢
軽
井
沢
｣
の
地
点
数
は
一
〇
に
は
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

三
　
軽
井
沢
型
地
名
の
分
布

全
国
の
軽
井
沢
型
地
名
を
､
後
に
検
討
す
る
立
地
条
件
と
共
に
表

-
に
'
ま
た
分
布
を
図
1
に
示
す
｡
同
国
に
は
比
較
資
料
と
し
て
カ

レ
イ
地
名
､
軽
石
沢
地
名
､
水
沢
地
名
を
合
わ
せ
て
表
示
し
た
｡
軽

井
沢
型
地
名
は
全
国
で
四
七
を
数
え
た
｡
そ
の
内
､
｢
軽
井
沢
｣
は

四
l
と
圧
倒
的
多
数
を
占
め
､
｢
軽
井
川
｣
､
｢
軽
井
沢
山
｣
､
｢
軽
井

谷
L
t
接
尾
語
の
な
い
　
｢
軽
井
｣
は
ご
-
少
な
い
｡
仮
に
カ
ル
フ
説

を
採
る
な
ら
､
歩
行
可
能
な
｢
沢
｣
が
多
数
で
あ
っ
て
､
水
域
で
あ

る
｢
川
｣
が
例
外
的
で
あ
る
の
は
理
解
し
や
す
い
｡
カ
レ
イ
地
名
の



表1各地の軽井沢型地名およびそれらの立地条件

香 地名 号 剽` 傀ｨﾝﾙ&���&霹��劔田 代 謡主要街道など 性 土 也 刺 用 佩9g��屍���&�&���&��ｨ｢�.��&��谷 頭 i 料 面 

1 �Iuﾘｹｹ�"�青森 刔�圷�8唔uﾘｹｹ�"���Y62�(⊃ �� ��● ��h,�?ﾉ>�;ｸﾇ�I�(,iUﾈｴﾈ+8.ｨ+ﾒ�

2 �xﾇ�B�青森 未 倅�ｸﾅ8ﾍﾈﾌｹ*ﾂ���Y62�○ �� ��● 俛�､y�ﾘ･�;唏�9zﾈ,��Y$ｩ&�&駝ﾊH�&�,ﾉ�ﾘ*)�R�ﾆ�,i�I�｢�

3 ��鉸�蘇 ��ｸﾌｸ�9*ﾂ��� �� �� �,�,�*�*�.ﾘ.���h/�耳+x<�爾�

4 佗�I�"�岩手 �6ﾘ�ｹXhﾌ��ﾘ(ｻﾒ���Y62�○ �� ��● �=�6x8ﾒ��ｧ�･�;唏ｽ�x,�69�9[ﾙ&駝ﾂ�

5 佗�I�"�岩手 �Hｪｨ�98ﾉ��*ﾂ���Y62� 宙�ﾒ� ��● 儻Hｽ�,丶�$ｨｩ9&駝ﾂ�

h 佗�I�"�宮城 �&ｨﾋH�8扞nr���Y62� ��ｲ� ��ﾉ�h,俛�ﾊ�;ｺI>ﾉYH･�;��

7 伜�4ｵｨ鉸�宮城 ��Xﾞ育9l(��孳�"�凩�&�� �� �� 偬���Y�H･�;�(h�(略I���9&��

8 冑�8�ｨ鉸�宮城 ��Oﾉ78��Oﾉ*ﾂ�凩�&�� �� 宙�ﾒ�● 仞(�(ﾇ�I�(略I;ｸ,佗�I�)MH��

9 ��$d箸� �7��ｲ�冉�� �� ��● �,侘ｹ&��

10 俶�鯖�"�秋田 ��Xｭ倡8ﾇ�I�"���Y62� �� ��▲ 仗�H,ﾈ�?��,ﾘ憙ﾖ�I:�+i&亶X�8,�,ﾙ$ｩ&�6ﾙ[ﾚB���ｭ唔69�8,�,x,ﾉ&駝ﾂ�

ll 佗�I�"�秋田 俾ﾘｧ��9Ohｸ��"�偖ｩ��� �� �� 仗�H,ﾈ扞}h,ﾘ憙ﾖ�Hﾋ9&霹�W9k��

12 ���鯖�"�秋田 做�68�9�ﾙ¥｢� ���&�� ��ｲ� �� ��饉ﾘ�)6��;日I&亶R�

13 冑�皐�8鉸�秋田 做�68�9u刎�-h�ﾅｲ����&�� �� ��▲ �&亶X/�ﾘ�-��#��

14 佗�I�"�秋田 �夷9gｹ�8�8蝿ﾔﾂ���Y62� ��ｲ� ��● ��h,冢騷y;ｺHﾙ�､y�ﾘ･�;��

15 佗�I�"�秋田 ��訷�8�)>�7��｢���Y62� �� �� ����8�"�

16 佗�I�"�秋田 �=(蝎gｸ汜添<ｴ)*ﾂ���Y62� ��○ ��● 俛�､y�ﾘ･�;��

17 ��田 ���� �� ��● �,�.�&隰2�

18 �:�鯖�(�"�秋田 �9)�(�8､i�2�凩�&�� �� �� �7唏�ﾈ靡r�

19 佗�I�"�山形 �-�ｨ�9:��"���Y62�○ � ��● ��h,��Y?ｨﾞ);ｺHﾙ�､y�ﾘ･�;��

20 佗�I�"�山形 乖)>X蠶��*ﾂ���Y62� ��○ ��● 佇韃)6��;唔WHｽ�,��ｹ$ｩ&�&駝ﾂ�

21 佗�I�"�山形 ��ﾉ�､Tﾂ�ﾙ*ﾂ���Y62� ��ｲ� ��● ��h,�-鞍�;ｺHﾈ韃)6��;日Hﾙ�､y�ﾘ･�;��

22 佗�I�"�山形 �8ﾉ�ｨ�(ﾅ8�)]9*ﾂ���Y62� 宙�ﾒ� ��● ��

23 佗�I�"�山形 ��8�(�8ﾇ�I�)*ﾂ�偖ｩ��� ��○ ��● �咽(･�;��

24 佗�I�"�山形 帝tﾈ蝎{�%r��ﾉ*ﾂ���Y62� ��○ ��● 侈)�ﾈ*ｨﾇ�I�)�ﾈ*�.x,ﾉ7俚ｸ,�.h.���8+�.x.ｨ,B�*(.儻Hｽ�,�)$ｩ&�6:9&駝ﾂ�

25 �.(6ﾒ�v��山形 ��ﾉ'YZ�ﾅ9I)��*ﾂ�伜)}�� �� �� ��h,佗86ﾙ_Y;ｺHﾈ韃)6��;��

26 佗�I�"�福島 ��洩ﾈﾎB���Y62� ��ｲ� ��● �ｩzﾈ,ﾙ�Y&險ｨ.�&鶇���8+�.x.ｨ+ﾘ�)Eﾉ�ｲ�

27 倆�� 俣･�*ﾂ��62� �� ��● ��,ﾗ�ﾖ�H,�$｢�

28 仞��"�福島 冢ｹh8ﾅ9)iV9�9*ﾂ���Y62�○ �� ��● 侘隴ﾘ�&��

29 佗�I�"�福島 �69�ｨ�9�H初*ﾂ���Y62� 宙�ﾒ� ��● ��

30 佗�I�"�福島 �>ﾈ檠,8ﾅ9>ﾈ檠,9*ﾂ�價�&�� 剪� 佰�,ｨ,兢iy�,�&亶X*ｩ��.ｨ+ﾘ,h+�.ｲ�

31 佗�I�"�福島 �*(.ﾘ*ｸ�9?���*ﾂ���Y62� ��ｲ� ��● ��

32 佗�I�"�千葉 乘�9i$ｨ�8ﾇ�I�"�偖ｩ��� �� �2�� �&亶X/�ﾘ�-��"�

33 ��､ノl ������ �� ��● �,h,ﾙ�)lｨ,ﾈｻR�

34 �*ﾈﾇ�B�新潟 �+x圷�8鮖I�*ﾂ���Y62�○ �� ��● 繁ur�憙ﾖ�抦��~y]ｲ�5(4ｨ8ﾈ487｢傀侈�,ﾉ&�*��

35 ��ﾈﾇ�B�新潟 �+x圷�8鮖I����Y62�○ �� ��● ��

36 佗�I�"�新潟 �+x圷�8ﾇ�I�"���Y62� ��○ ��● ��h,��越y;ｺHﾙ�､y�ﾘ･�;��

37 ��8ﾇ�I�ﾂ�新潟 僮�ﾞ育8�8ﾇ�I�ﾂ���Y62�○ �� ��● ��

38 �ｨﾇ�I�ﾂ�新潟 僮�ﾞ育8岑ﾇ�I�ﾂ���Y62�○ ����● ��

39 佗��"�新潟+H町筋蘇昼 劔�Y62� ��(⊃ ��● ��h,��I�Y;ｲ�

40 佗�I�"�長野 �+ynﾈ�9�ﾘﾕ�*ﾉ69�"���Y62� ��(⊃ ��● ��

41 ��ﾈﾇ�I�"�長野 ��968�9��69*ﾂ���Y62� �� 劔�h,�&���;ｺHﾇ�I�)MH�*ｨ*�,�+ﾚH鉑�9;唏�2�zﾈ,�(��?ﾊ9&駝ﾂ�

42 �� ���� �� �� �;俘(8�,械�

43 冑�鯖�"�長野 �>ﾈﾛ(ｷi78抦､9*ﾂ�凩�&�� �� �� 價ｨ9hｧ��Y_h�8,YW9,ｨ,h,�,�+ﾘﾛ(ｷhﾖ(�(･�;�,ﾉ�9�i;尼�5i�ﾘﾋ9D飩ｨ9hｧ��Y_h�8,ﾉ7俚ｸ,�.h.冑Igh/�lh.ｨ+ﾘｷY|ｲ�

44 佗�I�"�静岡 �69_ｸﾅ9I�>ﾉ*ﾂ���Y62� ��ｲ� ��● ��

45 俶�鯖�"�奈良 ��hｾ韈8ﾇ�I�)*ﾂ�偖ｩ��� �� �� 傴ｩ��3僖��8ｹｹkﾈ,ﾉ�i&駝ﾂ�

46 佗�I�ﾂ�和歌山 �?ｨⅸﾅ8-ﾘ,�-y*ﾂ���Y62� ��ｲ� �� ���

47 冑�9�"�佐賀 俚(棹�9?�､9�ｩ?��9�Y62�� ��ｲ�劔�h,俛Y7�;ｲ�

地名列の普通体は居住地名､等線体は自然地名､斜字体は注記されていない字地名 所在地列の斜字体は世帯数おおむね5戸以下(廃村を含む) 田代可能性列の黒丸は確実､▲は可能性大､記号なしは可能性かないか不明な所 ｢主要街道など｣列の｢峠｣は地形図上に注記されている近傍のもの､国絵図街道とは国絵図上の街道に明瞭に沿っている場合 
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図1軽井沢型地名(●および○)とカレイ地名､ならびに軽石沢と水沢の分布(括弧内は
地名の数)

832

場
合
は
｢
川
｣
が
多
-
軽
井
沢
型

地
名
と
対
照
的
で
あ
る
｡

表
-
の
　
｢
地
名
｣
　
の
列
に
お
い

て
､
明
朝
普
通
書
体
が
居
住
地
名
､

等
線
書
体
が
自
然
地
名
'
斜
書
体

が
居
住
地
以
外
の
田
畑
や
山
林
･

原
野
の
地
名
で
あ
る
｡
自
然
地
名

の
数
は
三
､
そ
の
外
の
地
形
図
上

で
注
記
の
対
象
と
な
ら
な
い
田

畑
･
山
林
原
野
は
七
に
す
ぎ
な
い
｡

そ
れ
ら
に
対
し
て
居
住
地
名
は
三

七
､
総
数
が
四
七
で
あ
る
か
ら
七

八
%
に
及
ぶ
｡
居
住
地
名
'
自
然

地
名
な
ど
の
区
分
は
時
間
経
緯
と

伴
に
変
化
す
る
か
ら
相
対
的
な
も

の
で
は
あ
る
が
'
居
住
地
名
が
大

多
数
を
占
め
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
｡
山
間
の
集
落
は
江
戸
時
代

に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
行
政
村

で
あ
っ
た
か
ら
､
居
住
地
名
を
多

数
と
す
る
軽
井
沢
地
名
も
多
-
は

大
字
で
あ
る
｡
一
部
の
み
が
字
'



あ
る
い
は
そ
れ
ら
で
す
ら
な
く
通
称
地
名
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
字
と

し
て
の
軽
井
沢
型
地
名
は
大
字
よ
り
も
少
な
い
｡
我
が
国
で
大
字
は

∴

1

J

/

一
九
万
'
字
以
下
は
百
万
以
上
あ
る
と
い
う
｡
字
地
名
ま
で
全
て
を

探
索
し
た
東
北
六
県
に
限
っ
て
も
､
居
住
地
名
は
総
数
三
一
中
二
三

と
七
三
%
に
達
し
､
大
字
の
多
い
こ
と
は
軽
井
沢
地
名
の
顕
著
な
特

徴
と
い
っ
て
よ
い
｡
ち
な
み
に
'
小
字
地
名
と
し
て
膨
大
に
あ
る

｢
山
の
神
｣
地
名
に
つ
い
て
､
地
形
図
に
注
記
さ
れ
て
い
る
数
(
居

住
地
名
数
)
は
全
国
で
二
五
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
大
き
な
相
違
と
い

え
よ
う
｡
｢
軽
井
沢
｣
　
の
大
半
は
東
日
本
に
分
布
す
る
が
､
奈
良
県

生
騎
市
に
l
つ
だ
け
例
外
が
あ
る
｡
市
域
の
l
部
を
住
宅
用
地
と
し

て
分
譲
し
た
際
に
開
発
業
者
が
昭
和
四
六
年
に
軽
井
沢
と
名
付
け
た

も
の
で
あ
り
､
歴
史
と
無
関
係
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
以
後
の
検
討

か
ら
除
外
す
る
｡
な
お
､
北
海
道
､
沖
縄
は
､
軽
井
沢
型
地
名
が
存

在
し
な
い
｡
地
名
成
立
の
経
緯
が
本
州
･
四
国
･
九
州
と
異
な
る
か

ら
で
あ
ろ
う
｡

地
名
の
接
尾
語
な
る
｢
沢
｣
と
｢
谷
｣
が
'
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ
を

概
ね
の
境
界
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
東
日
本
､
西
日
本
に
特
有
で
あ
る
こ

(
1
4
)

と
は
､
多
-
の
請
者
(
例
え
ば
鏡
味
)
　
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
｡
軽
井
沢
型
地
名
に
つ
い
て
も
確
か
に
東
日
本
に
限
ら
れ
て
い

る
が
､
｢
沢
｣
を
接
尾
語
と
し
な
い
西
日
本
で
は
､
｢
軽
井
｣
の
つ
-

地
名
は
､
軽
井
谷
'
軽
井
川
と
な
る
は
ず
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
相
当

数
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
｢
軽
井
谷
｣
､
｢
軽
井
川
｣

は
'
佐
賀
県
と
和
歌
山
県
に
そ
れ
ぞ
れ
字
と
し
て
l
つ
ず
つ
あ
る
に

過
ぎ
な
い
｡
沢
と
谷
の
東
西
の
差
異
に
加
え
て
､
｢
軽
井
｣
が
ほ
と

ん
ど
東
日
本
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡
軽
井
沢
は

東
日
本
の
栃
木
､
群
馬
､
埼
玉
､
山
梨
の
各
県
お
よ
び
東
京
都
を
の

ぞ
く
全
て
の
県
に
分
布
し
て
い
る
｡
そ
し
て
河
川
の
河
口
に
近
い
平

野
と
､
山
中
の
中
上
流
に
位
置
す
る
も
の
の
二
極
に
分
化
し
て
い
る

の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
｡
特
に
後
者
は
辺
都
な
地
域
に
分
布
し
て

い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
'
近
隣
の
方
々
で
す
ら
知
ら
な
い
場
合
が

あ
る
｡

四
　
軽
井
沢
型
地
名
の
成
立
年
代

一
般
に
､
地
名
は
｢
あ
の
あ
た
り
｣
と
い
う
漠
然
と
し
た
広
い
範

囲
を
指
す
こ
と
か
ら
始
ま
り
､
人
口
の
増
大
､
開
発
の
進
行
に
伴
っ

て
次
第
に
各
戸
の
所
有
権
を
示
す
検
地
帳
上
の
字
名
に
命
名
が
及
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
軽
井
沢
型
地
名
の
大
部
分
は
大
字
に
属
す
る
か

ら
前
者
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
歴
史
地
名
大
系
は
各
地
の
軽
井
沢
の
文
献

上
の
初
出
を
紹
介
し
て
い
る
が
､
大
多
数
は
戦
国
期
か
ら
江
戸
時
代

で
あ
っ
て
､
静
岡
県
田
方
郡
函
南
町
の
｢
軽
井
沢
｣
が
貞
和
二
(
一

三
四
六
)
年
文
書
に
出
て
お
り
｢
鯛
沢
｣
と
あ
る
｡
一
方
'
平
安
中

(I.21

期
成
立
と
さ
れ
る
和
名
類
衆
抄
注
に
は
一
つ
の
軽
井
沢
も
記
さ
れ
て

い
な
い
｡
北
佐
久
郡
軽
井
沢
の
場
合
､
真
楽
寺
山
門
(
応
永
様
式
)
　
3
38

の
木
造
金
剛
力
士
像
後
頭
部
墨
書
銘
に
旦
那
名
｢
追
分
講
同
佐
久
二



834

＼

郎
､
軽
井
沢
□
市
右
衛
門
-
応
永
二
　
(
一
三
九
五
)
年
｣
と
記
さ
れ

(
1
6
)

て
い
る
(
信
濃
史
料
第
七
巻
)
｡
一
方
､
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
前
期
の

(

1

7

)

(

1

8

)

成
立
と
さ
れ
る
曽
我
物
語
､
謡
曲
･
鉢
木
な
ど
の
説
話
に
碓
氷
(
磨

文
で
は
碓
氷
川
)
､
離
山
(
同
離
坂
)
'
沓
掛
な
ど
の
近
隣
地
名
が
見
ら

れ
る
が
'
軽
井
沢
は
存
在
し
な
い
｡
こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
軽
井
沢

地
名
の
成
立
は
中
世
と
見
て
良
い
と
思
わ
れ
る
｡
軽
井
沢
型
地
名
の

大
部
分
が
居
住
地
名
で
あ
る
こ
と
は
'
成
立
年
代
の
反
映
ば
か
り
で

な
く
'
命
名
が
農
林
業
で
は
な
い
何
ら
か
の
別
の
作
業
､
例
え
ば
交

通
､
商
工
業
､
祭
紀
な
ど
に
関
係
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
｡

軽
井
沢
型
地
名
の
当
初
は
音
だ
け
で
あ
っ
て
漢
字
表
記
を
伴
わ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
.
今
日
､
充
て
る
漢
字
は
ほ
ぼ
軽
井
沢
に
統
l

さ
れ
て
お
り
､
カ
レ
イ
地
名
な
ど
に
比
べ
て
も
こ
れ
ま
た
著
し
い
表

記
の
斉
一
性
を
示
し
て
い
る
｡
漢
字
表
記
は
検
地
に
よ
っ
て
促
進
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
､
｢
軽
井
｣
　
の
定
着
は
近
世
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ

う
｡
一
般
的
に
こ
の
段
階
で
の
文
書
数
は
激
増
し
て
い
る
か
ら
､
表

記
に
あ
た
っ
て
は
､
互
い
の
参
照
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
｡
し
か
し

ベ
ー
ス
に
音
の
統
一
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

五
　
軽
井
沢
型
地
名
の
散
在
性
と
安
定
性

軽
井
沢
型
地
名
の
分
布
の
一
つ
の
特
徴
は
特
定
の
県
､
地
域
に
集

中
す
る
の
で
は
な
-
､
東
日
本
全
体
に
散
在
し
､
し
か
も
多
-
は
今

日
で
い
う
｢
限
界
集
落
｣
　
で
あ
っ
て
互
い
に
孤
立
し
て
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
｡
軽
井
沢
型
地
名
の
成
立
が
中
世
と
す
れ
ば
'
古

代
に
比
べ
て
交
通
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
と
は
い
え
､
今
も
っ
て
知

る
人
の
少
な
い
　
｢
軽
井
沢
｣
が
広
域
の
交
通
網
に
組
み
入
れ
ら
れ
､

ど
こ
か
で
発
生
し
た
軽
井
沢
型
地
名
が
こ
こ
に
伝
搬
し
た
と
は
考
え

に
く
い
｡
君
野
は
北
佐
久
郡
軽
井
沢
の
住
人
が
各
地
の
軽
井
沢
に
移

住
'
地
名
も
伝
搬
し
た
と
説
い
て
い
る
｡
今
日
の
北
佐
久
郡
軽
井
沢

は
追
分
､
沓
掛
を
含
ん
で
い
る
が
､
当
時
の
軽
井
沢
は
現
在
の
旧
軽

井
沢
に
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
､
せ
い
ぜ
い
1
0
戸
程
度
の
寒
村
で

あ
っ
た
ろ
う
｡
各
地
の
軽
井
沢
が
､
容
易
に
地
名
の
伝
播
を
受
け
る

よ
う
な
｢
開
か
れ
た
｣
土
地
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
､
当
時
の

軽
井
沢
に
人
材
供
給
源
た
る
人
口
が
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
｡
一
方
'
多
-
の
論
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
､
カ
ル
イ
ザ
ワ
･
カ

ル
イ
サ
ワ
が
カ
レ
サ
ワ
､
コ
オ
リ
サ
ワ
'
カ
ル
イ
シ
ザ
ワ
な
ど
か
ら

の
音
韻
変
化
で
あ
る
と
す
る
な
ら
､
音
韻
変
化
の
様
態
は
様
々
だ
っ

た
は
ず
で
あ
り
､
は
る
か
に
多
-
の
種
類
の
地
名
が
生
じ
た
は
ず
で

あ
る
｡
し
か
し
現
実
に
は
､
カ
ル
イ
サ
ワ
･
カ
ル
イ
ザ
ワ
に
収
欽
し

て
い
る
｡
こ
う
し
た
　
｢
矛
盾
｣
を
解
-
唯
一
の
解
は
､
地
域
を
超
え

て
人
々
が
普
通
に
用
い
て
い
た
言
語
が
そ
の
ま
ま
カ
ル
イ
ザ
ワ
､
カ

ル
イ
サ
ワ
　
(
一
部
､
カ
ル
イ
カ
ワ
､
カ
ル
イ
タ
二
な
ど
)
　
と
な
っ
た
と
い

う
想
定
で
あ
る
｡
各
地
の
軽
井
沢
型
地
名
は
､
互
い
に
他
地
域
を
知

ら
な
い
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
命
名
さ
れ
た
が
､

日
常
言
語
が
共
通
し
て
い
た
た
め
に
'
結
果
的
に
ほ
ぼ
同
一
の
名
称
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カルフの四段活用図2

が
同
時
並
行
的
に
発
生
し
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡

音
韻
変
化
な
し
に
カ
ル
イ
ザ
ワ
を
説
明
し
た
の
は
柳
田
で
あ
っ
た
｡

柳
田
は
カ
ル
フ
の
連
体
言
･
カ
ル
ヒ
が
カ
ル
イ
ザ
ワ
の
源
と
し
た
が
'

連
体
言
(
連
体
形
と
も
い
う
)
に
カ
ル
ヒ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
連
用

形
に
カ
ル
ヒ
は
あ
り
(
図
2
参
照
)
､
我
が
身
に
照
ら
し
て
柳
田
の
高

い
学
識
を
想
う
と
不
遜
の
極
み
で
あ
る
が
'
正
し
-
は
こ
れ
で
あ
る

と
思
い
た
い
｡
連
用
形
で
あ
る
な
ら
動
詞
は
そ
の
ま
ま
で
名
詞
に
な

る
か
ら
､
カ
ル
ヒ
は
現
代
語
に
当
て
は
め
れ
ば
｢
背
負
い
｣
で
あ
る
｡

ま
た
連
用
形
は
複
合
語
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
､
サ
ワ
と
合
体

し
て
カ
ル
ヒ
ザ
ワ
す
な
わ
ち
｢
背
追
い
沢
｣
が
成
立
す
る
｡
カ
ル
ヒ

ザ
ワ
の
と
は
､
音
便
と
い
わ
れ
る
中
世
に
進
行
し
た
音
韻
変
化
に
よ

∴∵

り
子
音
が
消
え
て
イ
と
な
る
か
ら
､
カ
ル
ヒ
ザ
ワ
は
カ
ル
イ
ザ
ワ
と

な
る
｡
連
体
言
か
連
用
形
か
は
と
も
か
-
､
柳
田
の
主
張
も
こ
れ
で

あ
っ
た
と
確
信
す
る
｡
青
森
県
三
戸
郡
五
戸
町
の
荷
軽
井
は
｢
荷
｣

が
接
頭
語
で
あ
り
､
運
搬
に
関
す
る
地
名
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
｡
平
素
は
馬
に
背
負
わ
せ

て
比
較
的
楽
に
物
資
を
輸
送
し
て
い

る
の
に
､
特
定
の
場
所
に
来
る
と
自

身
で
重
い
荷
物
を
背
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
'

｢
あ
そ
こ
は
背
負
い
沢
だ
｣
　
と
嘆
き

の
言
葉
が
少
な
か
ら
ず
の
人
々
の
口

か
ら
出
た
で
あ
ろ
う
､
そ
し
て
そ
れ
が
地
名
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易

に
推
測
で
き
る
｡
音
韻
変
化
な
し
に
軽
井
沢
地
名
を
説
-
別
の
学
説

が
'
将
来
生
ま
れ
な
い
と
は
限
ら
な
い
が
､
現
段
階
で
は
軽
井
沢
地

名
の
散
在
性
と
斉
一
性
は
柳
田
説
に
頼
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

六
　
軽
井
沢
型
地
名
の
立
地

｢
背
負
い
沢
｣
が
言
語
的
に
合
理
的
だ
と
し
て
も
､
立
地
条
件
が

そ
れ
に
な
じ
む
の
か
ど
う
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
｡
吉
田
茂
樹
は
'

柳
田
説
を
正
面
か
ら
批
判
し
た
代
表
と
い
え
よ
う
が
､
彼
は
軽
井
沢

地
名
が
山
越
え
を
準
え
た
地
に
多
-
発
生
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
'

海
岸
近
-
の
平
地
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
､
ま
た
馬
の
運
搬

に
関
す
る
地
名
で
あ
れ
ば
､
当
然
あ
っ
て
然
る
べ
き
軽
井
坂
､
軽
井

峠
の
地
名
が
皆
無
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
と
す
る
｡
さ
ら
に
勾
配
が

急
す
ぎ
て
交
通
路
と
は
な
り
に
-
い
地
点
が
あ
る
と
主
張
す
る
が
､

果
た
し
て
ど
こ
を
指
す
か
､
筆
者
に
は
思
い
当
た
ら
な
い

軽
井
沢
型
地
名
の
各
地
点
を
通
る
街
道
名
や
近
傍
の
峠
な
ど
を
表

-
の
｢
主
要
街
道
な
ど
｣
の
列
に
記
す
｡
｢
耕
地
に
乏
し
-
食
糧
自

給
率
の
低
い
山
村
で
は
､
出
稼
ぎ
か
､
換
金
性
の
よ
り
有
利
な
も
の

を
生
産
し
て
､
食
料
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
用
品
を
入
手
し
な
い
限

り
生
活
は
な
り
た
た
な
い
｡
-
-
山
村
の
生
活
史
は
即
交
易
の
歴

(
2
0
)

史
-
-
｡
｣
で
あ
る
か
ら
､
峠
や
路
の
な
い
山
村
は
あ
り
得
な
い
｡
　
3
5Q

U

し
か
し
表
-
に
記
し
た
峠
は
地
形
図
に
も
注
記
さ
れ
て
い
る
代
表
的
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な
も
の
で
あ
る
｡
示
し
た
街
道
は
歴
史
地
名
大
系
､
外
川
日
本
地
名

大
系
に
名
称
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
､
巻
末
の
近
世
道
路
地
図

の
路
線
上
に
明
ら
か
に
位
置
し
て
い
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る
が
'

い
ず
れ
か
に
沿
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
｡
ま
た
軽
井
沢
型
地
名
は
大

館
市
､
鹿
角
市
､
河
沼
郡
柳
津
町
､
長
岡
市
寺
泊
な
ど
の
よ
う
に
舟

運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
大
河
の
脇
に
位
置
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
｡

軽
井
沢
型
地
名
を
な
す
各
地
の
多
-
は
'
定
量
的
に
示
す
こ
と
は
出

来
な
い
も
の
の
交
通
の
要
衝
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
今
日
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
､
柳
田
は
軽
井

沢
地
名
と
田
代
地
名
が
近
接
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
彼
は
そ

れ
を
示
す
事
例
と
し
て
四
ヶ
所
､
す
な
わ
ち
秋
田
県
大
館
市
､
秋
田

県
雄
勝
郡
羽
後
町
､
福
島
県
河
沼
郡
柳
津
町
､
静
岡
県
田
方
郡
函
南

町
の
そ
れ
ぞ
れ
､
あ
る
い
は
北
佐
久
郡
軽
井
沢
に
対
す
る
か
な
り
離

れ
た
群
馬
県
嬬
恋
村
田
代
を
加
え
れ
ば
'
五
ヶ
所
を
挙
げ
て
い
る
の

み
で
あ
る
｡
し
か
し
｢
こ
の
二
地
が
し
ば
し
ば
柏
接
し
て
あ
る
こ
と

は
､
よ
も
や
偶
合
で
は
あ
る
ま
い
｣
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

大
家
の
説
と
い
え
ど
も
批
判
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
看

過
は
す
べ
き
で
な
い
｡
な
お
彼
は
｢
軽
井
沢
｣
と
｢
田
代
｣
の
双
方

が
山
奥
に
あ
る
と
い
う
以
外
､
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て

い
な
い
｡
田
代
と
は
､
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
｢
田
地
｣
と
あ
り
､
単
に

耕
地
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
､
柳
田
も
述
べ
る
よ
う

に
そ
の
字
義
か
ら
推
し
て
も
､
ま
た
そ
の
所
在
が
多
-
谷
の
奥
で
あ

る
こ
と
を
考
え
て
も
'
も
と
は
た
だ
水
田
適
地
､
開
け
ば
水
田
に
な

り
そ
う
な
土
地
す
な
わ
ち
湿
地
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

福
島
･
群
馬
県
境
の
尾
瀬
湿
原
を
は
じ
め
多
-
の
山
地
に
田
代
地
名

が
あ
る
が
､
こ
れ
ら
は
高
標
高
で
あ
る
が
故
に
か
つ
て
の
用
法
が
今

日
ま
で
残
っ
て
い
る
と
見
て
良
い
｡

現
代
の
顕
著
な
湿
地
は
地
形
図
上
に
湿
地
記
号
で
示
さ
れ
る
｡
水

田
は
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
規
定
に
従
え
ば
紛
れ
も
な
い
湿
地
で
あ
る

が
'
か
と
い
っ
て
水
田
が
昔
か
ら
湿
地
す
な
わ
ち
田
代
だ
っ
た
と
い

ぅ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
濯
概
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
水
不
足
地
帯
が

水
田
に
化
し
た
場
合
も
多
い
か
ら
で
あ
る
｡
全
国
に
散
ら
ば
る
軽
井

沢
の
立
地
条
件
を
探
る
に
は
､
現
在
の
土
地
利
用
に
加
え
て
地
形
か

ら
類
推
す
る
し
か
な
い
｡
湿
地
を
も
た
ら
す
水
理
条
件
は
地
形
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
湿
地
と
類
似
語
に
湿
原
が
あ
る
｡
湿

地
は
排
水
不
良
地
の
総
称
で
あ
り
､
湿
原
は
今
日
も
自
然
植
生
に
覆

わ
れ
て
い
る
湿
地
を
指
す
場
合
が
多
い
｡
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は

湿
地
の
方
で
あ
る
が
､
時
空
の
変
化
に
富
み
研
究
の
対
象
に
し
難
い

た
め
か
､
研
究
論
文
の
標
題
と
し
て
後
に
触
れ
る
｢
後
背
湿
地
｣
を

除
-
と
｢
湿
地
｣
が
現
れ
る
こ
と
は
皆
無
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
｡

湿
地
の
研
究
は
非
常
に
遅
れ
て
お
り
'
地
形
と
の
対
応
関
係
は
ほ
と

W
紺
E

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
叶
内
敦
子
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら

筆
者
な
り
に
両
者
の
対
応
を
案
出
し
た
｡

湿
地
を
示
す
地
形
と
し
て
､
①
後
背
湿
地
､
②
小
盆
地
､
③
地
滑



ll

837

り
地
､
④
谷
頭
緩
斜
面
を
取
り
上
げ
た
｡
①
後
背
湿
地
は
河
川
･
湖

の
下
流
部
に
お
い
て
自
然
堤
防
'
砂
州
な
ど
の
微
高
地
の
背
後
に
現

れ
る
こ
と
が
多
い
｡
平
坦
度
が
高
-
パ
ン
ク
ロ
航
空
写
真
で
は
黒
-

写
る
な
ど
で
そ
れ
と
し
て
認
識
で
き
る
｡
｢
デ
ル
タ
地
域
｣
な
ど
と

い
わ
れ
現
在
､
都
市
化
し
て
い
る
所
も
多
い
｡
横
浜
市
西
区
･
軽
井

沢
は
こ
の
一
つ
と
整
理
し
た
が
､
こ
こ
で
若
干
の
説
明
を
し
て
お
-
0

横
浜
市
西
区
･
軽
井
沢
は
東
海
道
神
奈
川
宿
の
一
部
で
あ
っ
た
｡
現

東
海
道
は
低
平
地
を
通
過
し
て
い
る
が
､
か
つ
て
は
丘
陵
上
に
主
要

部
が
あ
り
'
丘
陵
と
丘
陵
を
切
断
す
る
谷
部
分
で
の
み
､
や
む
な
-

低
平
地
に
下
り
て
い
た
｡
こ
の
谷
が
､
横
浜
市
の
他
の
低
地
部
と
同

叫
駆
E

様
､
か
つ
て
は
湿
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
杉
本
　
実
･
梅
原
傾
造
な

ど
で
明
瞭
で
あ
る
｡
横
浜
市
西
区
･
軽
井
沢
は
､
こ
う
し
た
湿
地
に

面
し
て
い
た
と
見
な
し
､
後
背
湿
地
と
し
た
｡
②
小
盆
地
は
､
本
論

文
で
は
谷
中
に
現
れ
る
延
長
l
け
㍍
か
ら
数
は
山
の
､
小
さ
な
平
地
を

言
う
｡
下
流
か
ら
上
流
に
向
か
う
と
､
谷
は
幅
が
一
般
に
狭
-
､
深

-
､
急
に
な
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
､
こ
の
小
盆
地
で
は
反
対
に
広

-
'
浅
-
､
緩
-
な
る
｡
｢
河
内
｣
､
｢
水
内
｣
　
と
も
言
わ
れ
る
｡
地

方
都
市
な
ど
が
占
め
る
一
般
的
な
盆
地
よ
り
は
る
か
に
規
模
が
小
さ

い
｡
氷
河
期
が
終
わ
り
後
氷
期
に
な
る
と
降
雨
量
が
増
え
た
が
､
谷

は
そ
れ
に
伴
い
､
大
流
量
を
さ
ば
け
る
よ
う
に
形
状
変
化
(
浸
食
)

を
受
け
た
｡
こ
の
形
状
変
化
は
一
般
に
河
口
部
か
ら
上
流
に
向
か
っ

て
進
む
の
で
あ
る
が
'
堅
い
地
質
な
ど
に
遭
遇
す
る
と
､
そ
こ
で
停

滞
し
て
し
ま
う
｡
そ
れ
よ
り
上
流
は
'
氷
河
期
の
降
水
量
が
少
な
い

時
期
の
谷
の
形
状
の
頂
ま
と
な
り
､
河
川
水
が
停
滞
し
て
湿
地
と
な

る
｡
現
在
は
一
般
の
盆
地
と
同
様
､
小
盆
地
も
排
水
が
進
み
一
般
に

立
派
な
水
田
に
化
し
て
い
る
所
が
多
い
が
'
過
去
に
あ
っ
て
は
深
い

谷
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
本
調
査
で
は
地
形
図
上
で
下
流
部
に
谷

の
狭
窄
部
を
備
え
'
ま
た
下
流
よ
り
緩
傾
斜
の
土
地
を
｢
小
盆
地
｣

と
し
た
｡
⑨
地
滑
り
地
は
地
滑
り
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
土
地
を
い

う
｡
大
多
数
は
､
現
在
は
安
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
地
滑
り

土
塊
は
斜
面
を
下
る
過
程
で
様
々
に
変
形
し
'
後
に
地
滑
り
地
形
を

残
す
｡
地
滑
り
地
形
は
一
般
に
湿
地
を
伴
う
｡
地
滑
り
地
で
あ
る
か

ど
う
か
の
判
定
は
航
空
写
真
判
読
が
最
も
効
果
的
で
あ
り
､
そ
の
疑

い
の
あ
る
と
こ
ろ
は
全
て
そ
れ
を
実
施
し
た
｡
④
谷
頭
緩
斜
面
は
､

河
川
の
最
上
流
部
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
緩
斜
面
で
あ
っ
て
多
-
は

湿
地
で
あ
る
｡
北
ア
ル
プ
ス
の
幅
の
あ
る
お
花
畑
の
稜
線
'
霧
ヶ
峰

高
原
の
ゆ
る
や
か
な
谷
筋
'
菅
平
､
野
辺
山
高
原
､
北
佐
久
郡
軽
井

沢
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
北
佐
久
郡
軽
井
沢
が
湿
地
で
あ
る
と
は

他
地
方
の
人
に
は
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
'
観
光
開
発
が
進
む
前
は

叫
噸
刑

日
本
有
数
の
湿
地
で
あ
っ
た
｡
谷
頭
緩
斜
面
が
一
般
に
湿
地
で
あ
る

の
は
'
盆
地
の
項
で
述
べ
た
如
-
､
河
口
部
か
ら
上
流
に
向
か
っ
て

進
む
谷
の
浸
食
(
谷
頭
浸
食
)
が
源
頭
部
に
未
だ
及
ん
で
お
ら
ず
'

後
氷
期
の
多
雨
を
さ
ば
け
る
地
形
に
未
だ
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
｡
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こ
れ
ら
地
形
条
件
の
存
否
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
か
ら
田
代
で
あ
っ

た
可
能
性
を
判
定
し
た
｡
後
背
湿
地
は
言
葉
通
り
湿
地
で
あ
る
｡
小

盆
地
は
本
来
的
に
湿
地
で
あ
る
が
､
排
水
性
の
高
い
河
川
が
形
成
さ

れ
れ
ば
そ
う
で
な
-
な
る
｡
地
滑
り
地
も
全
て
が
湿
地
で
な
く
､
地

滑
り
土
塊
が
難
透
水
性
で
あ
っ
て
､
排
水
条
件
の
良
く
な
い
地
形
で

あ
る
こ
と
を
要
す
る
｡
谷
頭
緩
傾
斜
の
地
は
湿
地
が
あ
る
と
見
て
良

い
だ
ろ
う
｡
こ
う
し
た
判
断
か
ら
表
1
､
｢
田
代
可
能
性
｣
の
列
の

如
-
判
定
し
た
｡
柳
田
が
主
張
し
た
よ
う
に
､
軽
井
沢
型
地
名
の
多

-
は
､
田
代
=
湿
地
を
伴
う
と
見
て
良
い
｡

柳
田
は
､
馬
で
運
ん
で
き
た
荷
物
を
人
肩
に
変
え
る
要
件
を
急
坂

と
し
た
が
'
馬
の
運
搬
能
力
が
落
ち
'
人
間
が
全
て
あ
る
い
は
一
部

を
肩
代
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
環
境
は
他
に
も
多
数
あ
る
｡
そ

の
一
つ
が
湿
地
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
馬
の
ひ
ず
め
の
接
地
面
積
は
小
さ

く
走
る
に
は
良
い
が
湿
地
や
積
雪
地
､
融
雪
後
の
泥
薄
地
を
苦
手

と
す
る
｡
明
治
大
正
期
に
至
っ
て
も
山
間
で
は
こ
う
し
た
地
は
人
間

が
背
負
子
で
運
ん
で
い
た
｡
今
日
に
お
い
て
も
､
山
小
屋
へ
の
荷
揚

げ
は
人
に
よ
る
運
搬
'
す
な
わ
ち
歩
荷
(
ぽ
っ
か
)
が
通
例
で
あ
り
､

道
路
状
況
の
良
-
な
い
と
こ
ろ
で
の
人
間
の
運
搬
能
力
の
高
さ
は
顕

著
で
あ
る
｡
北
佐
久
郡
軽
井
沢
の
丸
山
友
次
郎
氏
(
大
正
十
二
年
生

ま
れ
)
は
､
大
正
年
間
の
話
と
し
て
'
｢
軽
井
沢
駅
の
南
に
広
い
沼

が
あ
り
､
人
間
は
歩
け
た
が
馬
は
無
理
で
山
裾
を
遠
回
り
し
た
｣
と

述
懐
し
て
い
る
｡
強
引
に
馬
で
突
破
す
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
が
､

馬
は
非
常
に
大
事
に
さ
れ
た
｡
特
に
明
治
･
大
正
期
よ
り
は
る
か
に

馬
が
貴
重
で
あ
っ
た
中
世
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

(
2
0
)

飯
野
頼
治
は
､
｢
峠
路
を
ゆ
-
人
々
　
山
村
の
交
易
･
交
通
と
運
搬
､

奥
秩
父
の
馬
方
た
ち
｣
　
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
剛
気
者
も
'
苦
労
を
伴
に
す
る
馬
に
は
滅
法
や
さ
し
か
っ
た
｡
た

ま
に
空
荷
の
時
が
あ
っ
て
も
､
自
分
が
乗
る
こ
と
は
絶
対
に
な
く
､

日
暮
れ
に
疲
れ
て
帰
っ
た
時
で
も
'
馬
よ
り
先
に
食
事
を
と
る
こ
と

は
な
か
っ
た
｡
厩
舎
に
し
て
も
､
母
屋
の
納
戸
や
板
間
は
昼
日
中
で

も
暗
い
が
､
南
向
き
の
風
通
し
の
良
い
位
置
に
作
り
'
家
族
同
様
に

世
話
し
た
｡
子
供
が
日
暮
れ
に
帰
ら
な
-
と
も
一
向
に
気
に
掛
け
な

い
が
'
厩
舎
か
ら
飼
葉
桶
の
音
が
し
な
い
と
'
そ
っ
と
小
屋
を
覗
く

の
か
普
通
だ
っ
た
｡
｣
｡
軽
井
沢
型
地
名
の
多
く
が
豪
雪
地
域
に
位
置

し
て
お
り
'
雪
解
期
に
は
泥
棒
に
悩
ま
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
田
代
の

少
な
か
ら
ず
で
､
人
が
全
て
あ
る
い
は
一
部
を
肩
代
わ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
不
思
議
で
な
い
｡

し
か
し
田
代
の
全
て
が
馬
に
よ
る
運
搬
の
支
障
と
な
っ
た
か
ど
う

か
は
疑
わ
し
い
｡
ま
た
軽
井
沢
型
地
名
の
中
に
は
田
代
と
は
い
え
な

い
土
地
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
田
代
す
な
わ
ち
湿
地
で
な
く
と
も
､
馬

へ
の
人
力
に
よ
る
肩
代
わ
り
が
あ
っ
た
場
合
は
少
な
く
な
い
｡
馬
に

荷
物
を
載
せ
る
に
は
､
一
般
に
背
中
の
両
側
に
振
り
分
け
る
か
ら
､

三
尺
以
上
の
道
幅
を
要
す
る
｡
曲
が
り
角
や
転
落
の
恐
れ
の
あ
る
と

こ
ろ
で
は
さ
ら
な
る
道
幅
が
必
要
で
あ
る
｡
必
要
な
道
幅
が
確
保
で
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き
な
い
場
合
は
人
が
全
て
あ
る
い
は
一
部
を
肩
代
わ
り
せ
ざ
る
を
得

な
い
｡
田
代
の
下
流
あ
る
い
は
上
流
は
地
形
の
変
換
点
で
あ
り
､
道

幅
が
不
足
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
｡
ま
た
河
川
の
近
く
の
軽
井

沢
で
は
運
搬
を
舟
か
ら
人
馬
に
切
り
替
え
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か

ら
'
陸
路
を
｢
背
負
い
沢
｣
と
呼
ん
だ
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
物
理
的
に
馬
に
よ
る
運
搬
が
可
能
な
街
道
で
あ
っ
て
も
人
文

的
な
理
由
で
人
一
層
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
っ
た
｡
物
流
路

の
奪
い
合
い
と
そ
れ
に
関
す
る
訴
訟
が
し
ば
し
ば
発
生
し
た
が
､
藩

あ
る
い
は
幕
府
は
'
特
定
街
道
の
物
流
を
制
限
す
る
た
め
に
､
自
家

用
の
物
資
は
馬
運
搬
を
認
め
る
が
委
託
物
資
は
人
肩
に
よ
る
､
な
ど

(
2
4
)

と
規
制
す
る
場
合
が
あ
っ
た
｡
た
だ
し
こ
れ
は
江
戸
期
に
限
っ
た
こ

と
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

秋
田
市
仁
別
'
大
崎
市
鳴
子
温
泉
､
福
島
県
南
会
津
郡
南
会
津
な

ど
の
軽
井
沢
は
､
交
通
路
と
は
思
え
な
い
狭
い
沢
の
最
低
所
を
そ
れ

と
し
て
呼
ん
で
い
る
｡
元
々
､
そ
れ
ら
の
沢
を
軽
井
沢
と
呼
ん
だ
の

か
､
あ
る
い
は
下
流
の
交
通
路
と
な
り
得
る
幅
の
あ
る
沢
と
交
差
す

る
地
点
が
軽
井
沢
で
あ
っ
て
､
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
沢
の
地
名
と
な
っ

た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し
上
記
の
い
ず
れ
の
交
差
地
点
も
地

形
の
変
換
点
に
あ
り
､
輸
送
形
態
の
変
化
地
点
で
あ
っ
た
可
能
性
は

あ
る
｡
｢
軽
井
沢
山
｣
　
の
場
合
も
下
方
に
軽
井
沢
が
あ
っ
て
後
に
そ

の
地
名
が
成
立
し
た
も
の
か
､
解
釈
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
小

海
町
の
軽
井
沢
は
通
称
｢
軽
井
沢
山
｣
で
あ
る
が
､
八
ヶ
岳
が
仁
和

三
(
八
八
七
)
年
に
大
崩
壊
を
起
こ
し
千
曲
川
を
堰
き
止
め
た
際
に

迂
回
路
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
経
路
に
位
置
し
て
い
る
｡
｢
背
負
い
沢
｣

で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
｡

｢
軽
井
川
｣
は
柏
崎
市
と
和
歌
山
県
旦
南
都
み
な
べ
町
に
出
現
す

る
｡
前
者
は
著
し
い
湿
地
帯
で
あ
っ
て
交
通
の
要
衝
で
あ
る
が
､
後

者
は
判
定
し
か
ね
る
｡
西
日
本
型
の
｢
谷
｣
を
接
尾
語
と
す
る
｢
軽

井
谷
｣
は
'
佐
賀
市
三
瀬
村
三
瀬
に
唯
一
つ
あ
る
が
､
著
し
い
湿
地

帯
と
は
思
え
な
い
｡
た
だ
し
直
上
に
は
｢
黒
土
峠
｣
が
あ
り
､
交
通

路
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
軽
井
川
'
軽
井
谷
を
軽

井
沢
型
地
名
に
入
れ
て
良
か
っ
た
か
は
判
断
し
難
い
｡

七
　
言
語
｢
カ
ル
フ
｣
の
分
布

君
野
は
'
軽
井
沢
地
名
は
東
日
本
に
集
中
す
る
の
に
対
し
て
､
カ

ル
フ
系
統
の
方
言
は
九
州
や
山
口
県
な
ど
に
限
ら
れ
､
矛
盾
す
る
と

し
た
｡
こ
れ
は
カ
ル
フ
説
に
と
っ
て
実
に
痛
い
指
摘
で
あ
る
｡
日
本

J
竹
.
～

言
語
地
図
第
二
集
に
よ
れ
ば
'
カ
ル
フ
の
現
代
型
･
カ
ル
ウ
が
顕
著

に
分
布
す
る
の
は
福
岡
'
大
分
を
除
-
九
州
で
あ
り
'
そ
の
外
で
は

山
口
県
に
採
集
地
点
が
一
個
所
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
日

(
2
6
)

本
方
言
辞
典
に
よ
れ
ば
｢
カ
ル
ウ
｣
は
東
は
三
重
県
飯
南
郡
ま
で
及

ん
で
お
り
､
そ
こ
で
採
集
し
た
例
文
'
｢
男
な
ら
十
二
貫
､
女
な
ら

十
貫
か
る
う
の
を
以
て
一
人
前
と
す
る
｣
を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
｡

日
本
言
語
地
図
は
国
際
的
に
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
方
言
研
究
上
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図3　ミズナシ､カラト､カラ･カレ地

名の県別数

の
大
き
な
業
績
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
｢
見
落
と
し
｣

が
生
じ
た
と
見
る
｡
し
か
し
カ
ル
ウ
は
中
央
日
本
ま
で
使
わ
れ
て
い

る
が
､
東
日
本
に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
｡
｢
日
本

'r,;.,

語
の
歴
史
(
4
)
移
り
ゆ
-
古
代
語
｣
は
､
｢
現
代
の
方
言
は
い
か

に
深
-
発
掘
し
て
も
'
古
代
の
顔
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
｣
と
す
る
｡
文
脈
よ
り
こ
の
　
｢
古
代
語
｣
は
必
ず
し
も
歴
史
区
分

の
古
代
を
示
す
も
の
で
は
な
-
中
世
を
も
含
む
の
で
あ
ろ
う
｡
古
い

時
代
の
方
言
分
布
を
現
代
の
様
相
に
も
と
づ
き
復
元
す
る
こ
と
の
困

難
性
･
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
｡
一
方
で
同
書
は
､
｢
中
世
語
は
九

州
に
も
っ
と
も
よ
-
生
き
て
い
る
｣
'
｢
九
州
方
言
は
も
っ
と
も
古
風

な
日
本
語
の
面
影
を
伝
え
る
｣
と
い
う
｡
こ
れ
ら
を
根
拠
に
カ
ル
ウ

も
か
つ
て
東
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
た
い
｡

八
　
な
ぜ
東
日
本
に
だ
け
分
布
す
る
の
か

軽
井
沢
地
名
は
'
｢
軽
井
｣
と
　
｢
沢
｣
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
に
も
度
々
論
じ
た
よ
う
に
､
｢
沢
｣
　
は
西
日
本
の
　
｢
谷
｣

に
対
す
る
接
尾
語
で
あ
る
が
､
そ
の
成
立
年
代
は
､
石
器
･
土
器
に

同
様
の
東
西
差
異
が
見
ら
れ
る
晩
期
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
早
期
に

か
け
て
か
'
縄
文
晩
期
か
ら
弥
生
前
期
に
か
け
て
の
い
ず
れ
か
と
い

J{l,う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
古
代
以
前
の
成
立
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
西
日
本
に
は
｢
谷
｣
を
接
尾
語
と
す
る
｢
軽

井
｣
す
な
わ
ち
｢
軽
井
谷
｣
が
相
当
数
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
､
現
実

に
は
佐
賀
県
に
た
っ
た
一
つ
あ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

3
弧
刑

吉
田
茂
樹
は
カ
ル
イ
地
名
と
嘉
例
川
'
嘉
例
谷
､
佳
礼
川
な
ど
の
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カ
レ
イ
地
名
は
同
根
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
中
世
以
後
の
新
し
い
地
名

だ
か
ら
集
落
形
成
の
遅
れ
た
東
日
本
や
西
日
本
の
辺
境
に
分
布
し
た

と
す
る
｡
一
万
㌧
　
｢
先
進
地
帯
｣
　
で
は
｢
水
簸
川
｣
地
名
お
よ
び
こ

れ
に
通
じ
る
｢
カ
ラ
･
カ
レ
(
唐
川
､
嘉
例
川
､
滑
れ
川
な
ど
)
｣
地
名
､

さ
ら
に
は
｢
カ
ラ
ト
(
唐
戸
､
枯
戸
､
唐
構
)
｣
地
名
が
多
い
と
し
た
｡

し
か
し
吉
田
が
挙
げ
た
水
無
､
カ
ラ
･
カ
レ
や
カ
ラ
ト
地
名
の
分
布

は
正
確
で
な
い
｡
図
-
よ
り
カ
ラ
･
カ
レ
地
名
は
吉
田
の
主
張
と
は

反
対
に
中
部
地
方
東
半
か
ら
東
北
地
方
商
半
に
集
中
し
て
い
る
し
'

水
無
型
地
名
も
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る
｡
カ
ラ
ト
地
名
に
し
て
も

｢
カ
レ
イ
｣
地
名
の
空
白
地
帯
に
分
布
す
る
と
い
う
の
は
事
実
と
異

な
る
｡
方
言
で
軽
井
沢
型
地
名
の
東
日
本
集
中
を
説
明
す
る
の
は
無

理
で
あ
る
｡

軽
井
沢
が
｢
背
負
い
沢
｣
　
で
あ
っ
て
馬
に
関
連
す
る
な
ら
'
西
日

本
の
船
と
午
に
対
す
る
東
日
本
の
馬
文
化
に
地
名
の
分
布
の
理
由
を

求
め
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
｡
馬
が
軍
事
的
役
割
だ
け
で
な
く
運

搬
手
段
､
交
通
手
段
と
し
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る

T･],

の
は
中
世
で
あ
る
｡
軽
井
沢
地
名
の
成
立
年
代
と
も
一
致
す
る
｡

北
佐
久
郡
･
軽
井
沢
は
､
各
地
の
同
型
地
名
の
中
で
も
有
数
の
交

通
の
要
衝
で
あ
る
｡
そ
の
軽
井
沢
は
､
西
か
ら
追
分
-
沓
掛
-
軽
井

釈
-
坂
本
と
連
な
る
宿
場
町
の
l
　
つ
で
あ
っ
た
　
(
図
4
)
｡
軽
井
沢

以
外
の
全
て
は
明
ら
か
に
交
通
地
名
で
あ
る
か
ら
､
交
通
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
最
奥
の
軽
井
沢
も
同
様
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
な

お
｢
杏
樹
｣
　
に
は
馬
の
草
牡
に
関
連
さ
せ
る
起

源
論
が
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
分
布
は
舟
･
牛
文

化
の
西
日
本
に
も
拡
が
っ
て
い
る
｡
馬
と
は
別

の
'
旅
の
安
全
を
祈
念
す
る
杏
樹
明
神
信
仰
な

ど
に
帰
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

西
日
本
に
限
れ
ば
'
九
州
は
一
地
点
と
は
い

え
前
述
の
如
-
珍
し
-
軽
井
沢
型
地
名
が
あ
り
'

カ
レ
イ
川
地
名
が
顕
著
な
地
域
で
あ
る
｡
｢
平

家
物
語
｣
　
の
名
馬
｢
池
月
｣
は
指
宿
の
産
と
さ

れ
る
が
､
九
州
は
東
国
に
次
い
で
隼
人
な
ど
に

起
因
す
る
馬
文
化
が
盛
ん
で
あ
っ
た
｡
筒
井

(
訓
)

功
は
青
森
県
･
王
余
魚
沢
が
軽
井
沢
と
も
表
記

さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
'
カ
レ
イ
も
カ
ル
フ
の

音
韻
変
化
と
す
る
｡
｢
カ
レ
イ
は
滑
れ
沢
の
意

で
あ
り
､
こ
の
音
韻
変
化
あ
る
い
は
東
国
方
言

が
カ
ル
イ
ザ
ワ
｣
と
す
る
従
来
の
説
と
は
正
反

対
で
あ
る
｡
こ
の
説
の
妥
当
性
は
立
地
の
類
似

性
か
ら
あ
な
が
ち
否
定
で
き
ず
､
ま
た
カ
レ
イ

地
名
と
馬
文
化
と
の
関
連
が
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
｡
た
だ
こ
こ
で
は
各
地
の
実
地
踏
査
に
よ
り
カ
レ
イ
が
滑
れ

沢
と
は
考
え
に
-
い
こ
と
を
記
す
に
と
ど
め
る
｡
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九
　
そ
の
他
の
由
来
説

軽
井
沢
地
名
の
由
来
説
と
し
て
前
記
の
他
に
'
水
沢
､
軽
石
沢
説

が
あ
る
｡
し
か
し
図
1
に
示
す
よ
う
に
コ
オ
リ
沢
'
カ
ル
イ
シ
沢
は

そ
れ
ぞ
れ
長
野
県
上
田
市
'
青
森
県
平
川
市
に
一
つ
ず
つ
あ
る
に
過

ぎ
な
い
｡
音
韻
変
化
を
し
た
と
す
る
軽
井
沢
型
地
名
が
四
七
あ
る
の

に
､
元
の
地
名
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
と
い
う
の
は
考
え
に
-
い
｡
ち
な

み
に
北
佐
久
郡
軽
井
沢
は
､
時
に
マ
イ
ナ
ス
二
十
度
に
も
な
る
厳
寒

地
で
あ
る
が
､
地
下
水
に
よ
る
滴
蓑
が
大
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
'

沢
の
凍
結
は
先
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
い
｡
同
じ
く
北
佐
久
郡
軽
井
沢

に
は
浅
間
山
の
軽
石
が
厚
-
堆
積
し
て
い
る
が
､
軽
石
は
流
れ
去
っ

て
､
少
な
-
と
も
現
状
で
は
｢
軽
石
沢
｣
　
の
状
態
で
な
い
｡

産
鉄
地
名
説
に
つ
い
て
は
出
典
が
明
ら
か
で
な
く
'
し
た
が
っ
て

そ
の
根
拠
も
わ
か
ら
な
い
｡
北
佐
久
郡
軽
井
沢
の
場
合
､
洪
積
世
末

期
か
ら
完
新
世
に
か
け
て
の
火
山
砕
屑
物
や
火
山
灰
に
広
く
覆
わ
れ
､

有
用
鉱
物
を
産
す
る
基
盤
岩
の
露
出
が
極
め
て
憩
い
か
ら
'
お
よ
そ

産
鉄
地
ら
し
-
な
い
｡
現
に
鉱
床
跡
の
報
告
は
､
近
隣
で
は
も
っ
ぱ

M
甜
刑

ら
南
佐
久
郡
に
お
い
て
で
あ
っ
て
'
北
佐
久
郡
で
は
見
当
た
ら
な
い
｡

軽
井
沢
地
名
の
ア
イ
ヌ
語
起
源
説
が
い
-
つ
か
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

そ
の
一
つ
が
1
･
バ
チ
ェ
ラ
ー
の
カ
ル
イ
シ
ザ
ワ
説
で
あ
る
が
'
こ

れ
は
ア
イ
ヌ
語
に
よ
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
｡
そ
れ
以
外
に
も
ネ
ッ

ト
上
で
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
説
が
あ
る
｡
ま
た
君
野
は

蒙
古
語
起
源
説
を
と
っ
て
い
る
が
'
他
言
語
に
起
源
を
求
め
る
の
は
'

東
北
北
部
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
を
除
け
ば
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
の
声

も
強
い
｡
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
､
ア
イ
ヌ
語
や
蒙
古
語

の
本
場
で
カ
ル
イ
ザ
ワ
地
名
が
あ
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
う

し
た
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
｡

ま
と
め

軽
井
沢
お
よ
び
軽
井
沢
と
同
起
源
と
思
わ
れ
る
地
名
は
東
日
本
を

中
心
に
散
在
す
る
｡
各
地
の
軽
井
沢
を
地
理
学
的
に
検
討
し
'
そ
の

由
来
を
検
討
し
た
｡
軽
井
沢
､
軽
井
谷
､
軽
井
川
な
ど
現
在
あ
る
い

は
過
去
に
｢
軽
井
｣
と
表
記
し
た
地
名
を
軽
井
沢
型
地
名
と
す
る
と

そ
れ
は
全
国
に
四
七
存
在
す
る
｡
奈
良
県
の
軽
井
沢
は
北
佐
久
郡
軽

井
沢
を
高
度
成
長
年
代
に
真
似
た
地
名
で
あ
り
､
こ
れ
を
除
外
す
れ

ば
'
｢
軽
井
沢
｣
　
そ
の
も
の
は
全
て
東
日
本
に
集
ま
る
｡
軽
井
谷
は

佐
賀
県
に
一
個
所
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
軽
井
川
は
東
日
本
の
西
端
､

新
潟
県
や
和
歌
山
県
に
出
現
す
る
の
み
で
あ
る
｡
軽
井
沢
型
地
名
は
､

辺
都
な
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
い
ず
れ
も
音
は
カ
ル

イ
ザ
ワ
も
し
-
は
カ
ル
イ
サ
ワ
で
あ
っ
て
'
斉
一
性
が
高
い
｡
仮
に

滴
れ
沢
'
水
沢
'
軽
石
沢
か
ら
音
が
変
化
し
て
き
た
と
す
れ
ば
､
多

-
の
種
類
の
地
名
が
発
生
し
た
に
違
い
な
い
が
､
現
実
は
異
な
る
｡

こ
の
現
象
は
､
各
地
で
使
わ
れ
て
い
た
言
語
が
音
の
変
化
な
し
に
'

そ
の
ま
ま
カ
ル
イ
ザ
ワ
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
音
韻
変
化

＼
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な
し
に
カ
ル
イ
ザ
ワ
を
説
明
し
得
る
の
は
､
現
在
の
と
こ
ろ
､
柳
田

の
カ
ル
ヒ
説
の
み
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢
背
負
い
沢
｣
の
意
味
で

カ
ル
ヒ
ザ
ワ
が
発
生
､
と
の
子
音
が
消
え
て
カ
ル
イ
ザ
ワ
に
な
っ
た

と
す
れ
ば
説
明
可
能
で
あ
る
｡
柳
田
は
'
急
坂
を
控
え
て
馬
の
荷
物

を
肩
代
わ
り
す
る
行
為
を
カ
ル
フ
と
し
た
が
､
そ
れ
で
は
解
釈
で
き

な
い
軽
井
沢
が
あ
る
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
｡
本
研
究
で
軽
井
沢
型

地
名
の
立
地
条
件
を
調
べ
た
と
こ
ろ
､
軽
井
沢
型
地
名
の
多
く
は
田

代
す
な
わ
ち
湿
地
で
あ
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
こ

の
場
合
'
馬
が
足
を
取
ら
れ
､
時
に
人
間
が
肩
代
わ
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
､
仮
に
足
が
取
ら
れ
な
く
と
も
狭
小

な
路
な
ど
で
は
同
様
の
行
為
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
し
た
｡

さ
ら
に
は
舟
運
か
ら
陸
路
に
切
り
替
わ
る
地
点
で
は
､
｢
背
負
い
沢
｣

に
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
た
｡

軽
井
沢
型
地
名
は
東
日
本
に
ほ
と
ん
ど
限
ら
れ
る
｡
こ
の
現
象
は
､

｢
軽
井
沢
｣
が
東
日
本
特
有
の
方
言
だ
か
ら
と
説
明
さ
れ
て
き
た
が
'

妥
当
と
は
思
え
な
い
｡
東
日
本
の
交
通
を
特
徴
付
け
る
の
は
馬
で
あ

り
､
西
日
本
の
船
や
牛
と
明
瞭
な
差
異
を
示
す
｡
こ
れ
に
東
日
本
分

布
の
原
因
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
北
佐
久
郡
軽
井
沢
は
宿
場
町
で

あ
り
､
迫
分
宿
-
沓
掛
宿
-
軽
井
沢
宿
-
坂
本
宿
と
続
-
街
道
上
の

町
で
あ
る
｡
軽
井
沢
宿
を
除
-
宿
場
は
全
て
交
通
地
名
で
あ
り
､
軽

井
沢
も
交
通
地
名
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡
｢
沓
掛
｣
は
東
日

本
ば
か
り
で
な
-
西
日
本
に
も
多
い
｡
こ
れ
ま
で
そ
の
由
来
を
馬
の

草
生
に
関
係
付
け
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
､
も
し
そ
う
な
ら
西
日
本

に
沓
掛
地
名
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
が
現
実
に
は
そ
う
で
な
い
｡
沓

掛
は
馬
で
は
な
-
人
望
早
生
と
関
係
付
け
る
べ
き
で
あ
る
｡
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3
　
柳
田
国
男
『
地
名
の
研
究
』
古
今
書
院
一
九
三
六

4
　
1
･
バ
チ
ェ
ラ
ー
『
ア
イ
ヌ
語
よ
り
見
た
る
日
本
地
名
研
究
』
バ

チ
ェ
ラ
ー
学
園
一
九
三
五

-
　
池
田
末
則
･
丹
羽
基
二
監
修
『
日
本
地
名
ル
ー
ツ
辞
典
』
創
拓
社

一
九
九
二

6
　
梼
原
佑
介
･
溝
手
理
太
郎
編
『
地
名
用
語
　
語
源
辞
典
』
東
京
堂

出
版
一
九
八
三

7
　
山
中
裏
太
『
地
名
語
源
辞
典
』
校
倉
書
房
一
九
六
八

8
　
君
野
徹
三
『
追
分
馬
子
唄
と
軽
井
沢
』
近
代
文
芸
社
一
九
九
九

9
　
渡
部
影
俊
｢
軽
井
沢
地
名
に
つ
い
て
｣
秋
田
地
名
研
究
年
報
第
四

号
一
九
八
八

1
0
　
吉
田
茂
樹
『
地
名
の
由
来
』
新
人
物
往
来
社
一
九
七
九

1
1
　
平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
　
1
九
八
二
～
二
〇
〇
三

1
2
　
金
井
弘
夫
編
『
新
日
本
地
名
索
引
-
～
Ⅲ
』
ア
ポ
ッ
ク
社
･
丸
善

出
版
一
九
九
四

1
3
　
角
川
書
店
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
一
九
七
八
～
一
九
九
〇

1
4
　
鏡
味
完
二
『
日
本
の
地
名
』
角
川
新
書
一
九
六
九

1
5
　
池
遠
　
藤
『
和
名
類
衆
抄
郷
名
考
讃
』
吉
川
弘
文
館
　
l
九
七
〇
　
4
3QU

1
6
　
信
濃
史
料
刊
行
会
編
『
信
濃
史
料
第
八
巻
』
信
濃
史
料
刊
行
会
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一
九
七
〇

1
7
　
笹
川
祥
生
･
信
太
　
周
･
高
橋
喜
一
『
真
字
本
曽
我
物
語
』
東
洋

文
庫
､
平
凡
社
一
九
八
八

1
8
　
野
上
豊
一
郎
編
｢
鉢
木
｣
『
解
注
謡
曲
全
集
巻
四
』
一
九
五
〇

1
9
　
橋
本
進
言
｢
国
語
音
韻
の
変
遷
｣
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
三

年
十
月
特
別
号
一
九
三
八

2
0
　
飯
野
頼
治
｢
奥
秩
父
の
馬
方
た
ち
｣
『
峠
路
を
ゆ
く
人
々
　
山
村

の
交
易
二
父
通
と
運
搬
』
産
学
社
一
九
九
〇

2
1
　
叶
内
敦
子
｢
山
地
湿
原
の
発
達
史
と
古
環
竜
｣
『
植
生
史
研
究
第

七
号
』
一
九
九
一

2
2
　
杉
本
　
実
･
梅
原
順
造
｢
軟
弱
地
盤
の
沈
下
に
関
す
る
調
査
研
究

(
第
二
報
)
-
軟
弱
地
盤
の
沈
下
予
測
に
関
す
る
一
考
察
-
｣
『
横
浜

市
公
害
研
究
所
､
第
十
一
号
』
一
九
八
六

2
3
　
江
川
良
武
｢
リ
ゾ
ー
ト
地
･
軽
井
沢
の
風
土
　
そ
の
〓
『
地
理

1
月
号
』
古
今
書
院
　
二
〇
一
一

2
4
　
長
村
誌
編
纂
委
員
会
『
長
村
誌
』
真
田
町
長
財
産
区
一
九
六
七

4

2
5
　
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
言
語
地
図
第
二
集
』
一
九
六
七
　
　
　
　
8
4

2
6
　
佐
藤
亮
一
編
『
日
本
方
言
辞
典
』
小
学
館
　
二
〇
〇
四

2
7
　
亀
井
孝
･
山
田
俊
雄
･
大
藤
時
彦
編
『
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

日
本
語
の
歴
史
(
4
)
移
り
ゆ
-
古
代
語
』
平
凡
社
　
二
〇
〇
七

2
8
　
鈴
木
秀
夫
『
森
林
の
思
考
･
砂
漠
の
思
考
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス

一
九
七
八

2
9
　
細
野
善
彦
･
森
　
浩
一
『
馬
･
船
･
常
民
』
講
談
社
学
術
文
庫

一
九
九
九

3
0
　
筒
井
　
功
『
日
本
の
地
名
　
6
0
の
謎
の
地
名
を
追
っ
て
』
河
出
書

房
新
社
　
二
〇
一
一

3
1
　
河
内
洋
佑
･
井
上
秀
雄
｢
長
野
県
南
佐
久
郡
下
金
属
鉱
床
の
放
射

能
強
度
｣
『
地
質
調
査
所
月
報
　
第
十
一
巻
第
十
言
方
』
一
九
六
〇

(
え
が
わ
･
よ
し
た
け
　
長
野
県
軽
井
沢
町
長
倉
二
一
六
三
-
一
四
二
)
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