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図

秋
田
県
の
米

代
川
流
域
と
男

鹿
半
島
付
近
に

は
、
平
安
時
代

頃
に
比
定
さ
れ

る
建
物
が
、
土

中
よ
り
発
見
さ

れ
る
場
合
が
今

二号建物

Z羊柱

置配第 1図

ま
で
に
も
ま
ま

あ
っ
た
。
古
く

は
安
永
4
年
に

い
ま
の
大
館
市

大
披
(
ひ
ら
き
)

で
、文
化
H
年
に
は
鷹
巣
町
小
ヶ
国

(
お
が
た
)
の
地
で
、
い
ろ
い
ろ
な
伴
出
物
と

と
も
に
出
土
し
た
こ
と
が
平
田
篤
胤
の

『
皇
国
度
制
考
』
な
ど
に
あ
り
、
ま
た
最

近
で
は
、
男
鹿
市
脇
本
で
竪
穴
式
住
居
と
み
ら
れ
る
も
の
が
屋
根
葺
材
ま
で
も
そ

の
ま
ま
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
報
告
す
る
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
(
つ
づ

れ
こ
)
字
胡
桃
館
(
く
る
み
だ
て
〉
の
埋
没
家
匡
も

他
の
米
代
川
流
域
の
も
の
と
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原

建

造

物

研

究

室

平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

か
つ
て
突
然
の
洪
水
の
た
め
に
火
山
灰
と
泥
土
と
が
混
り
あ

っ
た
い

わ
ゆ
る
シ
ラ
ス
に
よ
っ
て
一
気
に
覆
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
発
見
は
、
昭

和
犯
年
の
町
営
運
動
場
造
成
工
事
中
、
ブ
ル
ト
l
ザ
ー
が
土
中
の
木
材
を
ひ
っ
か

け
る
と
い
う
ま
っ
た
く
偶
然
の
機
会
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
幼
年
に
も
、
あ
と

で
の
ベ
る
一
号
建
物
の
一
部
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
我
が
国
で
も
例
の
少
な
い
板

倉
形
式
の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
注
目
を
あ
び
た
。
つ
い
で
必
年
に
い
た

り
、
県

・
町
の
教
育
委
員
会
を
主
体
と
す
る
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
計
画

・
実
行

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
つ
づ
き
本
年
度
も
8
月
は
じ
め
よ
り
3
週
間
に

わ
た
っ
て
第
二
次
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
報
告
者
は
後
半
の
刊
日
間
こ
れ
に

参
加
し
た
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
発
見
建
物
の
紹
介
と
、
あ
わ
せ
て
当
初
形
式

の
復
原
を
も
試
み
た
い
。

お
な
じ
く
、

(A) 

一
号
建
物南

辺
ロ

-us
m
北
辺
ロ
・
由
ω印

m

(
必
造
営
尺
、
以
下
も
お
な
じ
)

東
西
方
向

・
南

北

方

向

東
辺
恒・
8
0
m

の
長
方
形
平
面
を
も
っ
建
物
で
、

旧
地
表
よ
り
上
約
〕
M
m
が
遺
存
し
て
い
た
。
各
辺
と
も
継
手
の
な
い
ほ
ぼ
却

四

角
の
長
大
な
土
居
が
、
長
辺
の
土
居
を
下
、
短
辺
の
土
居
を
上
に
、
半
落
し
の
渡

胞
に
し
て
組
み
、
数
個
の
玉
石
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
土
居
上
に
は
、
南
面

西辺由・
8
c
m
(鈎
尺
)



中
央
に
連
続
し
て

3
カ
所
、
北
面
に

2
カ
所
、
東
西
面
に
そ
れ
ぞ
れ
1
カ
所
の
扉

口
が
あ
り
扉
口
の
両
側
に
は
断
面
矩
形
の
方
立
を
土
居
に
大
入
れ
に
立
て
、
扉
板

は
一
枚
板
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

2
枚
の
板
を
角
太
柄
で
は
ぎ
合
せ
る
か
し
て
、

土
居
上
に
直
接
軸
摺
穴
を
う
が
ち
外
聞
き
に
建
込
ん
で
い
る
。
扉
口
以
外
の
部
分

は
、
厚
5
1
6
叩
・
巾
却
価

の
横
板
を
校
倉
を
組
む
様
に
直
交
す
る
材
を
交
互
に

積
上
げ
横
板
壁
を
形
成
し
、
遺
材
は

1
枚
な
い
し

2
枚
、
痕
跡
と
し
て
は

3
枚
分

確
か

め
ら
れ
す
く
な
く
と
も
そ
れ
以
上
積
上
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

内
部

は
、
旧
地
表
面
上
の
短
辺
方
向
に
数
本
根
太
が
配
置
さ
れ
、
ま
た
根
太
下
飼
い
物

と
み
ら
れ
る
木
片
が
散
布
し
て
い

た
か
ら
、
床
は
板
敷
き
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
た
だ
中
央
の
背
面
寄
り

に
上
端
を
の
こ
ぎ
り
様
の
も
の
で

切
断
し
た

3
本
(
2
本
は
円
形
、

ー

胡
桃
館
埋
没
建
物
の
復
原

二号建物・ 三号建物全景

の仕本
使口は
途が矩
はあ形
不つで
明て、
)転板

しの用構
か i 材 串
も 材ら E
z -がし月

五±i;五
が 一一 日、ど
床にその

掘
立
て
ら
れ
、

上
端
よ
り
も
突
き
出
る
長
さ
に
な

る
の
で
、
こ
の
部
分
の
み
床
板
が

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
o

必
年
度
の
調
金
で
以
上
の
こ
と

が
判
明
し
た
が
、
今
年
度
は
こ
れ

に
加
え
て
、
南
側
中
央
扉
口
の
前

第一2図

の
沓
ぬ
ぎ
石
の
精
査
、
南
面
雨
落
ち
溝
の
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
、
南
面
が
正
面
で

、あ
る
こ
と
、
軒
の
出
が
「
∞

m
近
く
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
埋
没
前
の
姿
を
復
原
し
た
の
が
第
4
図
で
あ
る
。
以

下
復
原
根
拠
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

-

扉
口
の
構
造
は
、
既
出
の
冠
木
材
が
(
上
部
材
と
し
て
発
見
さ
れ
た
唯
一
の
も
の

で
、
内
法
寸
法
が
北
面
東
側
扉
口
と
一
致
す
る
)
方
立
の
上
部
に
軸
摺
材
と
し
て
入

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
高
さ
は
、
壁
板
が
比
較
的
薄
い
こ
と
か

ら
考
え
て
、
通
常
の
内
法

0
・∞
m
)

程
度
で
あ

っ
た
ろ
う
。
い
ま
冠
木
上
端
と

板
上
端
と
が
同
一
面
で
あ
っ
た

と
仮
定
す
る
と
、
冠
木
は

6
枚

目
の
板
位
置
(
板
壁
高
さ
で

「
∞

m
)

に
く
る
の
が
適
当
か
と
思

わ
れ
る
。

2 

板
壁
部
分
の
積
上
げ
高
さ
も

き
め
難
い
が
、
現
存
す
る
同
種

の
遺
構
か
ら
み
る
と
、
冠
木
上

に
1
1
2
枚
通
す
の
を
通
例
と

し
、
ま
た
そ
の
方
が
構
造
的
に

も
強
く
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
も

1
枚
い
れ
、
扉
の
分
と
あ
わ
せ

て
7
枚
(
N
山

m
)
積
上
っ
て
い

た
も
の
と
考
え
た
。

3 

上
部
構
造
は
、
梁
を
叩
尺
間

二号建物南面隅詳細第3図
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隔
に
妻
と
も
で

5
本
か
け
、
東
西
棟
の
切
妻
と
想
定
し
た
。
ま
た
軒
の
出
が
比
較
的
深
い
か
ら
、

出
桁
に
し
な
い
以
上
橿
は
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
梁
間
叩
尺
に
8
枝
配
っ
た
。

4

屋
根
葺
材
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
資
料
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
一
応
撞
上
に
横
板
を
う
ち

そ
の
上
に
杉
皮
を
な
ら
ベ
丸
太
様
の
も
の
で
押
え
た
も
の
と
し
た
。
使
用
木
材
が
ほ
と
ん
ど
杉

材
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
杉
皮
の
利
用
は
充
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

B

二
号
建
物

南
北
方
向
東
辺
∞
・
8
0
m

西
辺
∞
・
勾印
m
(N
∞
-m
尺
)

・
東
西
方
向
南
辺
町
-
g
c
m

北
辺町
・2
0
m

(
辺
尺
)
の
長
方
形
平
面
で
、
三
号
建
物
と
ほ
ぼ
軸
を
そ
ろ
え
て
い
る
。
構
造
は
一
号
建
物
と
酷
似

し
、
違
っ
て
い
る
点
は
、
建
物
規
模
に
比
例
し
て
部
材
寸
法
が
小
さ
い
こ
と
、
土
居
先
端
が
南
方

向
に
の
み
H

・H
m

ほ
ど
延
び
て
い
る
こ
と
、
土
居
は
要
所
に
薄
板
を
敷
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
扉
口
は
南

・
東

・
西
の
三
方
に
あ
り
、
敷
居
を
い
れ
扉
は
内
聞
き
、
内
部
に
戸
締
栓
が
あ
る

こ
と
、
南
面
中
央
で
板
真
よ
り

「
∞

m
は
な
れ
た
位
置
に
棟
持
柱
が
掘
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
今
年
度
の
内
部
床
面
調
査
に
よ
っ
て
、
南
西
隅
に
は
炉
跡
が
あ
り
こ
の
部
分
は
土

間
で
あ
る
と
み
ら
れ
た
が
、
こ
の
場
所
以
外
は
根
太

・
床
板
の
存
在
か
ら
や
は
り
板
張
り
で
あ

っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
遺
構
の
残
存
状
態
は
一
号
建
物
よ
り
も
良
く
、
壁
板
で

4
枚
分
を
数
え
た
。

復
原
に
つ
い
て
は
大
体
一
号
建
物
と
同
基
準
に
よ
っ
た
が
、
こ
こ
で
特
徴
の
あ
る
の
は
南
入
口

部
分
で
る
。
棟
持
柱
の
発
見
に
よ
っ
て
南
北
に
棟
を
と
お
す
切
妻
造
り
で
あ

っ
た
決
定
的
な
資
料

を
得
、
こ
の
た
め
に
南
面
の
け
ら
ば
の
出
が
深
く
て
、
南
扉
口
の
前
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う
様
な
形

に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
土
居
先
端
の
南
方
へ
の
延
び
は
、
こ
れ
に
二
、
三
枚
板
を
敷
き
浜
床

と
す
る
の

に
丁
度
良
い
長
さ
に
な
る
。
冬
期
の
降
雪
期
の
生
活
を
考
え
る
と
ま
さ
に
理
に

か
な
っ

た
形
式
と
い
え
よ
う
。

C

三
号
建
物

南
北
方
向
東
辺
戸
お
o
m

図原復物建号

西辺叶・
ω
g
m
(
N
品・日
尺
)

-
東
西
方
向

南
辺
町
・念。
m
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二号-三 号建物復原図

〈
四
尺
〉
の
南
北
に
長
い
長
方
形
平
面
で
、

二
号
建
物
の
北
に
約
H

-
∞
m
の
開
隔
を
お
き
隣
接
し
、

南
北
軸
線
は
な
ぜ
か

2
度
ほ
ど
西
へ
振
っ
て
い
る
。
こ
の
建
物
は
前
二
者
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
た

構
造
で
四
隅
の
柱
を
不
整
多
角
形
、
間
柱
を
矩
形
に
し
た
断
面
の
材
を
用
い
、
す
べ
て
掘
立
て
に

し
て
、
柱
と
柱
の
聞
は
土
中
に
差
し
込
ん
だ
厚
「
問
、tω
・0

個
、
巾
日
J
m
佃
ほ
ど
の
竪
板
を
も
っ

て
ふ
さ
ぐ
。
扉
口
は
南
面
に
一
カ
所
中
央
よ
り
西
寄
り
に
設
け
、
地
表
面
よ
り
お
佃
と
高
く
踏
込

む。

内
部
に
は
炉
跡
と
と
も
に
炭
の
堆
積
個
所
が
あ
り
、
全
面
土
間
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

竪
板
壁
は
現
在

「日

m
の
高
さ
が
残
っ
て
お
り
、

横

桟
そ
の
他
の
取
付
け
跡
は
み
あ
た
ら
な

い
。
桁
ま
た
は
梁
の
下
端
に
溝
を
つ
い
て
板
上
端
を
と
め
た
と
し
て
も
壁
板
の
有
効
高
さ
は

「
∞

m
(6
尺
)位
で
あ
ろ
う
o

屋
根
は
南
北
棟
の
切
妻
造
り
と
す
る
と
、
南
の
け
ら
ば
は
二
号
建
物
の

下
に
入
り
高
さ
の
関
係
は
お
さ
ま
る
。
東
西
面
の
間
柱
位
置
は
、

-
辺
を
3
等
分
し
、
か
つ
相
対

し
て
い
る
か
ら
こ
れ
に
梁
を
か
け
桁
は
そ
の
上
に
乗
る
と
考
え
た
。
建
物
の
規
模

・
程
度
か
ら
流

し
板
葺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
か
ら
、
そ
の
面
か
ら
も
都
合
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
こ
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

3
棟
の
建
物
に
つ
い
て
の
ベ
た
。
こ
の
他
、
建
物
南
方
に
東

西
方
向
お
よ
び
こ
れ
に
直
交
し
た
形
で
南
に
の
び
る
柵
、
ロ

m
の
間
隔
を
お
い
て
相
対
す
る
3
本

一
組
の
巨
大
な
柱
群
な
ど
あ
り
、ま
た
伴
出
し
た
遺
物
も
多
い
が
、こ

こ
で
は
す
べ
て
省
略
す
る
。

発
掘
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
建
築
遺
跡
で
こ
の
様
に
多
量
に

か
つ
建
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
建
築
部

材
が
出
て
き
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
希
有
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
、
今
ま
で
資
財
帳
な

ど
の
文
献
で
は
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
実
際
の
遺
構
と
し
て
は
中
世
以
降
の
も
の
が
わ
ず
か
四
、

五
棟
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
板
倉
形
式
の
建
物
に
、
こ
の
一
例
を
加
え
た
こ
と
は
、
建
築
史
の

空
白
を
う
め
る
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。
今
後
の
問
題
と
し
て
は
、
遺
跡
範
囲
の
確
認

・
共
存
建

物
の
有
無

・
発
見
部
材
の
保
存
処
理
な
ど
多
々
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
急
務
な
の
は
、

ら
か
の
指
定
措
置
に
よ
っ
て
遺
跡
全
体
を
破
壊
か
ら
護
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

(細

第 5図

見

な
ん

啓
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