
一六世紀末 ｢日本国｣に見る北方地名

〓
ハ
世
紀
末

｢日
本
図
｣
に
見
る
北
方
地
名

長
谷
川

成
一

本
稿
で
と
り
あ
げ
る

一
六
世
紀
末

｢
日
本
国
｣
は
､
日
本
側
で
制
作
し
た

｢
河
盛
氏
蔵
犀
風
日
本
国
｣

(以
下
､
｢河
盛
氏
日
本
図
｣
と
略
記
す
る
)
と
､
外
国
で
制
作
さ
れ
た
天
理
図
書
館
所
蔵

｢
イ
タ
-
ア
古

写
図
｣
(以
下
､
｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
と
略
記
す
る
)
で
あ
る
｡
こ
の
両

｢
日
本
国
｣
に
は
､
日
本
北
方

地
域
の
地
名
が
従
来
の
日
本
図
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
く
､
し
か
も
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点

に
大
き
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
当
時
の
人
々
の
地
理
観

･
世
界
観
を
反
映
し
た
両

｢
日
本

図
｣
の
な
か
で
､
日
本
北
方
地
域
が
ど
の
よ
う
に
視
覚
的
に
認
め
ら
れ
､
い
か
な
る
認
識
の
下
に
北
日
本

の
姿
が
意
識
さ
れ
た
の
か
､
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
当
時
の
国
家
領
域

･
国
家
観
を
う
か
が
う
う
え
で

不
可
欠
の
こ
と
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

両
日
本
図
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
解
説

･
研
究
は
､
中
村
拓

｢戦
国
時
代
の
日
本
国
｣
(
『横
浜
市
立
大

学
紀
要
』
第
五
八
号

一
九
五
七
)
､
岡
本
良
知

『十
六
世
紀
に
お
け
る
日
本
地
図
の
発
達
』
(
八
木
書
店

一
九
七
三
)
が
あ
り
､
ま
た
最
近
の
研
究
成
果
と
し
て
は
､
と
-
に

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
を
子
細
に
論

じ
た
高
橋
正

｢
西
漸
せ
る
初
期
日
本
地
図
に
つ
い
て
｣
(
『
日
本
学
報
』
第
四
号

大
阪
大
学
文
学
部
日
本
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研
究
室

一
九
八
五
)
が
あ
る
｡
本
稿
で
は
'
紙
数
の
関
係
上
､
こ
れ
ら
の
成
果
に
依
拠
し
た
個
所
は
と

-
に
出
典
を
明
記
し
な
か
っ
た
｡
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
絵
図

･
地
図
を
集
成
し
て
編
集
し
た

『
日
本
古
地
図

大
成
』
(講
談
社

一
九
七
八
)
所
収
の
両

｢
日
本
国
｣
も
､
本
稿
の
記
述
に
あ
た

っ
て
参
照
し
た
こ
と

を
断

っ
て
お
く
｡
両

｢
日
本
図
｣
に
つ
い
て
､
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
｡
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｢
河
盛
氏
日
本
図
｣

同
日
本
圃
に
つ
い
て
中
村
氏
は
､
従
来
の
日
本
図
で
あ
る
行
基
図
を
基
本
と
し
つ
つ
､
地
名
を
そ
の
図

中
に
き
わ
め
て
多
く
記
載
し
て
い
る
点
に
お
い
て
､
同
様
の
い
わ
ゆ
る
初
期
南
蛮
犀
風
日
本
図
で
あ
る
浄

得
寺
図
､
池
田
氏
図
､
河
村
民
国
な
ど
と
は
異
な
っ
た
特
徴
を
有
し
､
こ
れ
ら
の
日
本
国
が
嫡
流
と
す
れ

ば
､
｢
河
盛
氏
日
本
図
｣
は
庶
流
に
属
す
る
も
の
と
い
-
｡
記
載
の
地
名
は
､
江
戸
時
代
以
前
に
著
名
で

あ

っ
て
､
江
戸
時
代
に
入

っ
て
か
ら
す
で
に
滅
び
た
い
-
つ
か
の
地
名
が
記
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
ら
は
室

町
後
期
か
ら
の
地
名
と
と
も
に
､
肥
前
名
護
屋
の
地
名
が
見
え
る
こ
と
に
よ
り
､

一
五
九
二
年

(文
禄

1
)
あ
た
り
ま
で
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
う
｡
ち
な
み
に
年
代
を
特
徴
づ

け
る
も
の
と
し
て
､

l
五

九

〇
年

(天
正

l
八
)
･
九

1
年
の
奥
州

1
祭
に
関
す
る
多
-
の
地
名
が
､
こ
の
図
に
見
ら
れ
る
と
し
て

い
る
｡
中
村
氏
は
､
室
町
時
代
に
同
日
本
図
の
原
型
が
あ

っ
て
､
そ
れ
に
書
き
加
え
ら
れ
た
結
果
､
現
在

の
よ
う
な

｢河
盛
氏
日
本
図
｣
が
完
成
し
た
と
し
て
い
る
が
､
岡
本
氏
は
そ
れ
に
反
論
し
､
そ
の
よ
-
な



一六世紀末 ｢日本図｣に見る北方地名

原
図
は
存
在
せ
ず
､
同
日
本
図
は
桃
山
時
代
の
末
に
前
代
以
来
世
に
知
ら
れ
た
地
名
を
の
せ
て
制
作
さ
れ

た
の
で
あ
り
､
以
前
に
知
ら
れ
た
地
名
が
交
じ

っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
､
早
く
あ
ら
わ
れ
た
地
名
の
時

代
ま
で
制
作
の
時
代
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
述
べ
た
｡
筆
者
も
岡
本
氏
の
指
摘
に
賛

同
す
る
も
の
の
､
と
-
に

｢
河
盛
氏
日
本
国
｣
を
特
徴
づ
け
る
､
天
正
末
年

(
一
五
九

一
)
の
北
日
本
の

地
名
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
､
中
村
氏
や
岡
本
氏
の
見
解
を
い
ま

一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣

同
日
本
図
は
､

1
五
九

〇
年

(天
正

1
八
)
七
月
に
イ

エ
ズ
ス
会
巡
察
師
ア
レ
ッ
サ
ン
ド

ロ
･
ヴ
7
-

ニ
ャ
ー
こ
や
天
正
遣
欧
使
節
の

一
行
と
と
も
に
長
崎
に
到
来
し
､

一
五
九
二
年

一
〇
月
､

マ
カ
オ

へ
去
る

間
､
日
本
の
地
理
に
つ
い
て
探
索
し
､
日
本
地
図
を
作
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
イ
ナ
シ
オ

･
モ
レ

イ
ラ
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
こ
の
間
の
事
情
や
モ
レ
イ
ラ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
､
岡
本

氏
の
著
述
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡

モ
レ
イ
ラ
の
手
に
な
る
日
本
国
は
､
モ
レ
イ
ラ
図
と
し
て
ひ

ろ
-
知
ら
れ
､
こ
の

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
も
同
国
の
筋

の
よ
い
写
本
の

一
つ
で
あ
る
｡
中
村
氏
は
､

｢
河
盛
氏
日
本
国
｣
の
地
名
と

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
名
と
を
詳
し
-
検
討
し
て
､

多
-
の
重
な
り
あ
う
地
名
か
ら
両
図
は
時
代
的
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
り
､
相
互
に
き
わ
め
て
近
い
伝

297



承
の
関
係
が
あ
る
ら
し
-
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
､
高
橋
氏
の
論
稿
に
お
い
て
も
そ
れ
に
賛
意
を
示
し
て
い

る
｡
た
だ
し
東
北
地
方
の
地
名
に
つ
い
て
み
た
場
合
､
｢
イ
タ
リ
ア
古
写
図
｣
は

｢河
盛
氏
日
本
国
｣
の

約
二
倍
の
地
名
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
｡
な
お
高
橋
氏
は

｢
イ
タ
-
ア

古
写
図
｣
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
考
証
を
す
す
め
､

一
五
九

一
～

九
六
年

(天
正

一
九
～
慶
長

一
)
の
ほ

ぼ
五
年
の
間
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
｡
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｢
河
盛
氏
日
本
国
｣
と

｢
イ
タ
-
7
古
写
図
｣

に
見
る
北
方
地
名

の
特
徴

両

｢
日
本
図
｣
に
記
載
さ
れ
た
地
名
は
基
本
的
に
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
､
中
村

･

岡
本

･
高
橋
三
氏
の
見
解
は

一
致
し
て
い
る
｡
と
-
に
奥
州
の
地
名
に
関
し
て
は
､
中
村
氏
の
見
解
を
全

面
的
に
踏
襲
し
て
お
り
､
そ
こ
に
は
何
ら
疑
問
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
お
ら
ず
､
最
新
の
研
究
成
果
で
あ
る

高
橋
論
文
に
お
い
て
も
､
北
方
地
域
の
地
名
に
関
す
る
考
察
は
ま
っ
た
-
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
筆
者
は
､

と
-
に
両

｢
日
本
図
｣
に
お
け
る
北
日
本
の
地
名
を
と
り
あ
げ
､
そ
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

｢河
盛
氏
日
本
図
｣
に
見
え
る
北
日
本
の
地
名
は
､
出
羽
国
が
六
､
陸
奥
国
が
二
四
で
､
国
名
を
除
け

ば
全
部
で
三
〇
の
各
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
現
地
名
に
比
定
で
き
な
い
の
が
八
地
名
､
陸
奥

国
に
比
定
不
能
地
が
集
中
し
て
い
る
｡
出
羽
国
で
は
､
南
か
ら

｢米
沢
｣
､
｢庄
内
｣
､
｢
星
麻
｣
(大
宝
等
)
､

｢安
子
津
｣
(赤
字
津

･
赤
尾
津

･
赤
字
骨
)
､
｢秋
鹿
｣
(男
鹿
)
で
あ
り
､
｢
日
山
｣
(槍
山
)
は
陸
奥
国



一六世紀末 ｢日本図｣に見る北方地名

に
描
か
れ
て
い
る
｡

一
方
陸
奥
国
で
は
､
現
地
名
に
比
定
可
能
な
も
の
を
南
か
ら
列
挙
す
る
と
､
｢安
子

島
｣
､
｢
二
本
松
｣
､
｢
尾
森
｣
(大
森
)
､
｢白
石
｣
､
｢渡
｣
(亘
理
)
､
｢岩
沼
｣
､
｢
シ
オ
カ

マ
｣
(塩
釜
)
､

｢
八
幡
｣
､
｢
松
島
｣
､
｢磯
崎
｣
､
｢薄
衣
｣
､
｢屈
原
｣
(大
原
)
､
｢
ソ
ト
ノ
ハ
マ
｣
､
｢
ツ
カ
ル
｣
で
あ
る

(
日

山
は
､
右
に
触
れ
た
よ
-
に
陸
奥
国
に
描
か
れ
て
い
る
が
誤
記
と
思
わ
れ
る
の
で
､
本
稿
で
は
出
羽
国
の

地
名
と
し
て
検
討
す
る
)0

出
羽
国
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
､
次
の
よ
-
に
な
ろ
う
｡
中
村
氏
以
下
各
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
同
日

本
図
が
室
町
末
期
か
ら

一
五
九
二
年
ま
で
の
地
名
を
記
し
て
い
る
と
い
-
点
は
大
筋
で
は
間
違
い
が
な
い

も
の
の
､
と
く
に
東
北
地
方
の
日
本
海
側
地
域
を
見
れ
ば
､
さ
ら
に
異
な
っ
た
視
点
が
出
て
こ
よ
-
｡
周

知
の
ご
と
-

｢米
沢
｣
は
伊
達
氏
の
居
城
､
｢庄
内
｣
は
最
上
氏
と
大
宝
寺
武
藤
氏

(後
に
は
上
杉
氏
)

C･
か(.I

と
が
そ
の
領
有
を
め
ぐ

っ
て
死
闘
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
地
方
で
あ
る
｡
｢屋
蘇
｣
と
い
-
地
名
は
存
在

し
な
い
が
､
こ
れ
は
大
宝
寺
武
藤
氏
が
当
時

｢大
宝
寺
ヤ
カ
タ
上
モ
ア
家
高
也
､

コ
ト
二
義
氏

ハ
名
将
卜

云
々
｣
(｢湊

･
槍
山
両
家
合
戦
覚
書
｣
)
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
､
武
藤
氏
が
拠

っ
た
大
宝
寺
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
｡
武
藤
義
民
は

一
五
八
三
年

(天
正

二

)
に
近
臣
前
森
氏
に
攻
撃
さ
れ
自
刃
し
て

い
る
が
､
上
杉
氏
の
後
援
に
よ
り
武
藤
氏
は
形
だ
け
で
も
再
興
さ
れ
､
最
終
的
に
は

一
五
九

〇
年
の
藤
島

l
探
煽
動
の
罪
に
よ
っ
て
武
藤
義
勝
が
配
流
に
な
る
ま
で

(
『山
形
県
史
』
第

一
巻
)
､
｢
ヤ
カ
タ
｣
あ
る

い
は

｢
星
麻
｣
の
呼
称
は
継
続
し
て
い
た
可
能
性
が
つ
よ
い
｡
た
だ
し

｢
イ
メ
-
ア
古
写
図
｣
で
は
､
こ

の

｢
屋
麻
｣
を
大
宝
寺
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
-
0

あ
こう
づ

｢安
子

津

｣
は
､
由
利
郡
の
北
側
日
本
海
沿
い
の
地
域
を
さ
す
中
世
以
来
の
地
名
で
あ
る
｡
｢湊

･
槍
山
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両
家
合
戦
覚
書
｣
に
よ
れ
ば
､
由
利

〓

一頭
の
う
ち
で
も

｢赤
尾
ツ
一
ノ
頭
也
｣
と
あ

っ
て
､
郡
内
随

一

の
勢
力
を
有
す
る
国
人
の
名
称
で
あ

っ
た
｡

一
五
九

〇
年

二

一月
二
四
日
､
仁
賀
保
氏
を
は
じ
め
と
す
る

由
利
郡
内
の
小
領
主
が
､
豊
臣
政
権
か
ら
知
行
安
堵
状
を
下
付
さ
れ

(｢仁
賀
保
家
文
書
｣
)
､
赤
尾
津
氏

も
同
様
に
知
行
を
安
堵
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
､
そ
の
領
知
高
は
､
お
よ
そ
四
五
〇
〇
石
前
後
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
定
し
て
い
る

(
『本
荘
市
史
』
通
史
編
Ⅰ
)0

｢秋
鹿
｣
(男
鹿
)
､
｢
日
山
｣
(槍
山
)
は
､
周
知
の
ご
と
-
安
東
氏
の
勢
力
圏
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
-
､
ま
た
男
鹿
の
脇
本
城
と
槍
山
の
櫓
山
城
は
､
槍
山
安
東
氏
の
主
要
な
居
城
で
あ

っ
た
｡
こ
の
両
城
と
と
く
に
か
か
わ
り
が
深
い
歴
史
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
は
､

1
五
八
九
年

(天
正

一

七
)
の
捨
山
安
東
氏
と
湊
安
東
氏
の
両
者
の
戦
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
戦
争
に
勝
利
を
え
た
槍
山
安
東
氏
の

当
主
安
東
実
季
は
､
い
よ
い
よ
秋
田
地
方
の
支
配
を
確
固
た
る
も
の
と
し
た
の
で
あ

っ
た

(｢湊

･
槍
山

両
家
合
戦
覚
書
｣
)｡
｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
で
は
､
秋
田
県
内
の
地
名
が

｢安
子
津
｣
と

｢秋
田
｣
の
二

つ
に
な

っ
て
お
り
､
｢秋
鹿
｣
｢
日
山
｣
の
地
名
が
消
失
し
た
の
は
､
安
東
氏
領
内
で
こ
れ
ら
両
地
名
の
重

要
性
が
喪
失
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
よ
う
｡

以
上
､
｢河
盛
氏
日
本
図
｣
に
見
え
る
出
羽
国
の
地
名
は
､
総
じ
て

一
五
八
九

･
九

〇
年
に
い
た
る
期

間
に
あ

っ
て
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
が
多
-
､
そ
の
点
で

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
と

一
線
を
画
す
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
｡

次
に
陸
奥
国
の
地
名
に
つ
い
て
は
､
紙
数
の
関
係
か
ら
簡
単
に
ま
と
め
､
｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
｡
前
述
の
ご
と
く

｢河
盛
氏
日
本
図
｣
に
は
､
｢陸
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一六世紀末 ｢日本図｣に見る北方地名

あ
こが
し
N

奥
｣
の
国
名
の
ほ
か
に
､
二
四
の
地
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
-
ち
同
国
の
最
南
端
は

｢安
子
島
｣

で
あ

っ
て
､
こ
れ
は
現
在
の
郡
山
市
の
-
ち
に
比
定
さ
れ
､

一
五
八
九
年

(天
正

一
七
)
の
伊
達
政
宗
に

よ
る
声
名
氏
攻
略
に
よ
っ
て
､
伊
達
領
と
な
っ
た
地
域
で
あ
る
｡
こ
の

｢安
子
島
｣
は
城
の
所
在
地
で
あ

る
と
と
も
に
､
声
名
氏
攻
略
の
重
要
な
地
点
で
あ

っ
た
｡

一
方
､
｢
ツ
カ
ル
｣
｢
ソ
ー
ノ
ハ
マ
｣
な
ど
を
除

い
た
最
北
端
の
地
名

｢
尾
原
｣
(大
原
)
は
､
現
在
の
岩
手
県
東
磐
井
郡
大
東
町
に
比
定
さ
れ
､
葛
西
氏

う
す一きね

の
支
配
の
下
に
あ
っ
た
が
､
同
郡
の
｢
薄

衣

｣

と
と
も
に
葛
西
氏
の
重
臣
の
所
領
で
あ

っ
た
｡
戦
国
期
の

葛
西
氏
は
､

一
五
七
七
年

(天
正
五
)
ご
ろ
か
ら
伊
達
氏
に
よ
し
み
を
通
じ
､
八
九
年
に
伊
達
氏
の
軍
門

に
下

っ
た
大
崎
氏
と
と
も
に
､
伊
達
氏
の

｢
馬
打
同
前
｣
と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(
『伊
達
家
文
書
之

一
』
四

二

言
方
)｡
す
な
わ
ち
八
九
年
ご
ろ
に
は
､
葛
西

･
大
崎
両
氏
は
伊
達
氏
の
軍
事
的
指
揮
下
に
編

成
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
よ
-
に
､
｢
河
盛
氏
日
本
図
｣
に
見
ら
れ
る
陸
奥
国
の
地
名
は
､
当
時
国
家
の
境

界
域
で
あ

っ
た

｢
ツ
カ
ル
｣
や

｢
ソ
ー
ノ
ハ
マ
｣
を
除
け
ば
､
す
べ
て
伊
達
氏
の
支
配
の
及
ぶ
領
域
に
限

定
さ
れ
て
お
り
､

一
五
八
九

･
九
〇
年
に
最
大
の
支
配
地
域
を
も
っ
た
伊
達
氏
の
版
図
を
描
い
た
も
の
と

い
え
よ
-
｡
し
た
が

っ
て

1
五
九
〇
～
九

一
年
に
か
け
て
勃
発
し
た
蔦
西

･
大
崎

l
漠
に
か
か
わ
る
地
名

(
た
と
え
ば

一
驚
衆
が
た
て
こ
も

っ
た
城
名
な
ど
)
を
措
い
て
い
る

｢
イ
タ
-
ア
古
写
図
｣
と
は
､
そ
の

傾
向
を
著
し
-
異
に
し
て
い
る
｡

｢
河
盛
氏
日
本
国
｣
は
､
東
北
地
方
の
場
合
､
出
羽
国
で
は

一
五
八
九

･
九

〇
年
に
お
け
る
武
藤

･
最

上

･
赤
字
津

･
安
東
各
氏
の
勢
力
の
競
い
あ
-
場
を
､
陸
奥
国
で
は
同
時
期
の
伊
達
氏
の
勢
力
圏
を
描
写

し
た
も
の
と
み
な
し
た
い
｡
紙
幅
も
尽
き
た
こ
と
か
ら
､
｢
イ
タ
-
7
台
写
図
｣
を
検
討
す
る
余
裕
が
な

Sol



い
の
で
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
o


