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名
は
体
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
、
地
名
は
そ
の
場
所
の
地
形
や
生
活
や
文
化
等
を
表
し
て

い
る
。
日
本
の
地
名
は
、
青
梅
や
日
高
や
秩
父
や
飯
能
の
よ
う
に
漢
字
二
文
字
で
表
わ
さ
れ

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
奈
良
時
代
に
政
府
の
通
達
で
、
中
国
の
地
名
の
表
記
法
に
倣
っ
て
命
名
さ
れ
た

こ
と
に
よ
る
。
た
だ
、
発
音
に
漢
字
の
音
を
当
て
た
の
で
、
日
本
の
古
代
語
で
は｢

出
っ
張
っ

て
い
る｣

と
い
う
意
味
の｢

い
ず
る(

半
島) ｣
や｢
え
つ(

岬) ｣

に
、
伊
豆
や
江
戸
と
い
う
字
を
当
て

た
の
で
、
漢
字
音
か
ら
で
は
意
味
が
全
く
わ
か
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

だ
か
ら
、
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
意
味
に
よ
っ
て
地
名
を
読
み
解
い
て
し
ま
う
と
、
そ

の
意
味
や
由
来
を
誤
っ
て
解
釈
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。 

私
は
一
昨
年
の
春
に
、
飯
能
市
の
原
市
場
の
房
ヶ
谷
戸
に
転
居
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

家
の
近
く
の
バ
ス
停
は
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い｢

赤
工(

あ
か
だ
ぐ
み) ｣

と
い
う
名
称
で
あ
っ

た
。｢

赤
工｣

の｢

赤｣

は
鉄
の
こ
と
を｢

工｣

は
そ
れ
を
精
錬
し
て
鉄
製
品
を
製
作
す
る｢

鍛
冶

師｣

の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
近
辺
で
製
鉄
や
鍛
冶
の
仕
事
が
な
さ
れ
る
場

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

そ
の
こ
と
に
関
連
す
る
か
の
よ
う
に
、
転
居
す
る
直
前
に
飯
能
周
辺
の
地
図
を
見
て
い
た

時
に
、
阿
須
や
加
治
や
笠
縫
と
い
っ
た
製
鉄
に
関
連
す
る
地
名
が
幾
つ
も
出
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
気
付
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た(

西
武
池
袋
線
の｢

飯
能｣

駅
の
隣
り
は｢

元
加
治｣
と
い

う
駅
で
あ
っ
た) 

私
は
以
前
か
ら
民
俗
学
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
地
名
に
対
し
て
も
深
い

関
心
を
抱
い
て
い
た
。 

｢

阿
須｣

と
は
古
代
語
で
砂
鉄(

ア
ス
、
ア
ソ
、
ア
サ)

の
こ
と
を
、｢

加
治｣

は
ま
さ
に
鍛
冶
＝

タ
タ
ラ
場
の
あ
る
所
を
、｢

笠
縫｣

は
古
代
の
物
部
氏
に
属
す
る
曲
部(

か
き
べ)

の
一
つ
で
鍛
冶

に
も
関
わ
り
の
あ
る
集
団
の
名
前
を
示
す
地
名
で
あ
っ
た
。 

（
因
み
に｢

飯
能｣

と
い
う
地
名
は
、
飯
能
の
隣
り
の
高
句
麗
の
入
植
者
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
た｢

高
麗｣

郷
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
朝
鮮
語
の｢

一｣

あ
る
い
は｢

大｣

を
表
す｢

ハ
ン｣

と
国
を

表
す｢

ナ
ラ｣

と
の
合
成
語
で
あ
る
。 

｢

ハ
ン
ナ
ラ｣

＝｢

ハ
ン
ノ
ウ｣

と
い
う
説
と
、
古
代
に
飯
能
を
開
発
し
た
秦
氏
の｢

秦｣

に
木

偏
を
付
け
た｢

棒｣

が
音
読
み
さ
れ
、｢

秦
野(

ハ
タ
ノ) ｣

が｢

秦
野(

ハ
ル
ノ
＝
ハ
ン
ノ) ｣

と
な
り
、

さ
ら
に｢

野｣

に
万
葉
仮
名
の｢

能(

ノ) ｣

が
当
て
ら
れ
、
そ
れ
が
音
読
み
さ
れ
て｢

飯
能｣

に
な
っ

た
か
、
ま
た
は
秦
野
氏
の
集
団
は
職
人
や
芸
能
者
と
し
て
活
躍
し
、
鍛
冶
や
鋳
物
の
職
人
も



多
数
輩
出
し
て
い
て
、
そ
の
職
人
や
芸
能
者
を
表
す｢

能｣

が｢

棒｣

に
付
い
て｢

棒
能(

ハ
タ
ノ

ウ) ｣
に
な
り
、
そ
れ
が
音
読
み
さ
れ
て｢

棒
能
＝
飯
能｣

に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
私
と

し
て
は
後
者
の
秦
氏
に
関
連
し
て
飯
能
に
な
っ
た
と
い
う
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う) 

｢

赤
工｣
と
い
う
バ
ス
停
の
名
称
か
ら
連
想
し
た
よ
う
に
、
名
栗(

入
間)

川
を
挟
ん
だ
対
岸
に

は
タ
タ
ラ
場
が
あ
っ
た
事
を
示
す｢

金
山｣

と
い
う
地
名
が
存
在
す
る
と
共
に
、｢

金
生(

カ
ナ
ウ

ミ) ｣

が
語
源
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る｢

叶(

カ
ノ
ウ) ｣

神
社
が
あ
っ
た
。 

ま
た
、
神
社
の
参
道
の
入
口
辺
り
の
名
栗
川
が
大
き
く
蛇
行
す
る
場
所
が｢

聖
天
淵｣

と
呼

ば
れ
て
お
り
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
淵
に
臨
ん
で
立
っ
て
い
る
巨
岩

の
上
に
聖
天
様
を
祀
っ
た
祠(
ホ
コ
ラ)

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
祠
に
祀
っ
て
あ
っ
た

聖
天
様
の
像
は
、
大
洪
水
で
一
度
祠
ご
と
流
さ
れ
て
、
そ
の
後
そ
の
近
辺
の
砂
の
中
か
ら
発

見
さ
れ
、
今
で
は｢

歓
喜
天｣

と
い
う
扁
額
が
懸
け
ら
れ
た
叶
神
社
の
祠
に
祀
っ
て
あ
る
。
九

月
三
十
日
の
例
大
祭
の
開
帳
の
折
に
五
セ
ン
チ
程
の
鉄
を
鍛
造(

タ
ン
ゾ
ウ)

し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
小
さ
な
像
と
四
十
セ
ン
チ
程
の
木
彫
の
聖
天
様
の
像
を
見
る
機
会
を
得
た
。 

聖
天
様
＝
歓
喜
天
と
は
、
元
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
神
で
後
に
は
仏
教
の
守
護
神
と
な
っ
た
ガ

ネ
イ
シ
ャ
と
呼
ば
れ
る
象
頭
入
身
の
形
を
し
た
単
身
と
双
身
の
仏
像
な
の
で
あ
る
が
、
双
身

の
も
の
は
男
女
和
合
の
姿
を
し
て
い
て
、
叶
神
社
に
祀
っ
た
あ
っ
た
も
の
は
男
女
が
交
合
し

た
双
身
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

た
だ
、
小
さ
な
像
は
象
頭
入
身
で
は
な
く
、
平
安
時
代
の
貴
族
階
級
の
よ
う
な
長
い
髪
す

べ
ら
か
し
た
女
性
と
鳥
帽
子
を
被
っ
た
男
性
が
交
合
し
て
い
る
。
歓
喜
仏
と
し
て
は
珍
し
い

特
異
な
形
を
し
た
像
で
あ
っ
た
。 

タ
タ
ラ
を
ホ
ト
や
フ
ネ
と
い
っ
た
性
的
な
名
称
で
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
古
代
人
は
生
殖

と
金
属
の
生
成
を
同
一
視
し
て
い
た
た
め
に
、
金
属
の
精
錬
に
関
わ
る
人
達
は
、
そ
の
象
徴

と
し
て
歓
喜
天
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
ら
の｢

金
山｣

や｢

叶｣

や｢

聖
天
淵｣

と
い
っ
た
地
名
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
タ
タ
ラ
場
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
実
に
物
語
っ
て
い
る
。 

(

そ
の
他
に
も
、
祠
の
階
段
の
下
に
は
、｢

聖
皇
太
子｣

と
刻
ん
だ
男
根
の
形
を
し
、
そ
の
中

央
に
は
陰
部
の
よ
う
な
窪
み
を
持
っ
た
石
碑
が
立
っ
て
い
た
が
、
聖
皇
太
子
と
は
聖
徳
太
子

の
こ
と
で
、
こ
の
石
碑
か
ら
も
確
実
に
こ
こ
に｢

赤
工｣

が
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。） 

こ
の
地
が
隆
盛
を
誇
っ
た
の
は
、
隣
の
房
ヶ
谷
戸
に
あ
っ
た
西
光
寺
の
巨
大
な
四
基
の
板

碑
の
年
号
の
正
元
二
（
一
二
六
〇)

年
で
、
最
後
が
正
和
四
（
一
三
一
五)

年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

武
士
が
政
治
権
力
を
握
っ
た
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
掛
け
て
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
推
測
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
は
、
武
蔵
七
党
と
言
わ
れ
る
関
東
武
士
団
の
重
要

な
武
器
の
供
給
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
武
蔵
七
党
の
内
、
丹(

丹
治
）
党
や
村
山
党
は
製

鉄
や
精
錬
の
技
術
に
長
け
て
お
り
、
加
治
丘
陵
に
は
丹
党
の
加
治
氏
や
村
山
党
の
金
子
氏
が

い
て
、
そ
の
よ
う
な
人
達
の
関
係
者
が
、
こ
の｢

金
山｣

の
地
で
タ
タ
ラ
場
を
営
ん
で
い
た
の



で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

｢
砂
鉄
七
里
の
炭
三
里｣

と
い
う
諺(

こ
と
わ
ざ)

通
り
、
阿
須
山
近
辺
の
良
質
な
砂
鉄
と
こ
の

周
辺
の
炭
を
使
い
、
タ
タ
ラ
場
に
必
要
な
強
い
風
や
豊
富
な
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
の｢

金

山｣

の
地
で
刀
を
初
め
と
す
る
様
々
な
武
具
を
製
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
に
、
例
大
祭
の
折
り
に
氏
子
の
方
か
ら
、
か
つ
て
は｢

金
山｣

の
人
達
が
講
を
組
ん
で

榛
名
山
や
武
蔵
御
嶽
山
に
出
掛
け
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
。 

後
で
調
べ
て
み
る
と
、
榛
名
山
は
迦
具
土(

カ
グ
ツ
ナ)

命
を
御
嶽
山
は
大
己
貴(

オ
ホ
ナ
ム

チ)

命
と
櫛
真
智(

ク
シ
マ
チ)
命
を
祭
神
と
す
る
神
社
が
あ
っ
た
。 

迦
具
土
は
産
鉄
や
精
錬
の
神
で
あ
る
金
山
彦
、
金
山
姫
に
関
連
す
る
火
の
神
で
、
大
己
貴

は
砂
鉄
の
地
で
あ
る
出
雲
の
神
、
櫛
真
智
命
は
祖
神
が
金
屋
子
神
＝
天
目
一
箇(

ア
メ
ノ
マ
ヒ

ト
ツ
ノ)

神
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
神
は
皆
鍛
冶
に
関
連
す
る
神
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の｢

金
山｣
の
地
が
、
鍛
冶
と
密
接
な
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。 

 

（
戸
谷
） 

 


