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（
九
）

「名古屋」語源考

く
言
葉
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
し
、
接
続
の
語
形
と
し
て
も
問
題
な
い
。
風
土

的
・
地
理
的
に
も
前
述
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

　

文
献
を
た
よ
り
に
し
て
学
術
的
に
考
証
で
き
る
範
囲
の
説
と
し
て
は
、
こ
れ

を
結
論
と
し
て
お
く
。　
　

　

た
だ
し
、
先
に
引
用
し
た
山
中
襄
太
『
地
名
語
源
辞
典
』
が
示
す
よ
う
に
、

「
な
ご
や
」
は
全
国
各
地
に
存
在
す
る
。
佐
賀
・
大
分
・
福
岡
・
静
岡
・
新
潟

（
佐
渡
）・
千
葉
の
各
県
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
「
な
ご
」
も
含
め
る
と
、

沖
縄
の
名
護
市
や
、
上
代
地
名
の
「
名
児
」（
大
阪
）
と
「
奈
呉
」（
富
山
）
も

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

気
に
な
る
の
は
、
そ
の
多
く
が
海
辺
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
共
通
点
を
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
愛
知
県
の
名
古
屋
も
弥
生
時
代
ま
で
遡
れ
ば
、
海
岸

近
く
だ
っ
た
と
い
う
。
も
し
、
そ
の
時
代
か
ら
存
在
し
た
地
名
で
あ
る
な
ら
、

海
と
関
係
す
る
語
源
説
も
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
諸
説
の
中
で
、
海
に
関
す
る
も
の
は
、

　

①
浪
超
え
②
波
音
の
静
か
な
所
③
波
の
お
だ
や
か
な
所
④
砂
地
⑤
魚
の
小
屋

　

⑥
漁
夫
の
家
⑦
港
町
⑧
海
神
鎮
護
の
地

だ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ど
の
説
が
有
力
か
と
い
う
判
断
は
む
ず
か
し
い
。

　

こ
れ
だ
け
広
い
地
域
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
、
上
代
か
ら
存
在
し
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
原
始
時
代
に
海
流
に
乗
っ
て
南
方
か
ら
到
来
し
た
人
々

に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
列
島
の
文
物
が
南
方
か
ら
海
上
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
到
達
し
た
と
す
る
柳

田
国
男
の
『
海
上
の
道
』
説
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
。
そ
う
考
え
る
と
、ベ
ト
ナ
ム
・

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
チ
ャ
ム
語
「
港
町
」
説
で
さ
え
、
あ
な
が
ち
無
視
で
き
な
い
の

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
推
定
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　

古
代
、
海
辺
の
地
に
関
係
す
る
地
名
だ
っ
た
可
能
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、

平
安
末
の
荘
園
期
に
限
定
す
る
な
ら
、「
な
ご
や
」
は
「
霧
の
野
」
の
意
と
認

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。　

　
注

（
１ 

）
引
用
は
、
復
刻
版
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
三
期
第
十
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
七
）
に
よ
る
。

（
２ 

）
引
用
は
、『
名
古
屋
叢
書
続
編
』
第
十
三
巻
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
、
愛
知
県
郷

土
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
五
）
に
よ
る
。

（
３ 

）
引
用
は
、『
名
古
屋
叢
書
』
第
六
巻
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、一
九
五
九
）
に
よ
る
。

（
４ 

）
清
水
正
健
『
荘
園
志
料
』
上
巻
（
帝
都
出
版
社
、
一
九
三
三
）、『
名
古
屋
市
史
』

（
一
九
一
五
）
所
収
『
正
事
記
』『
金
城
温
古
録
』（
前
出
）
な
ど
に
よ
る
。

（
５ 

）
城
戸
久
『
名
古
屋
城
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、一
九
六
六
）、名
古
屋
市
編
『
名
古
屋

城
史
』（
名
古
屋
市
役
所
、
一
九
五
九
）
な
ど
の
所
説
に
よ
る
。

（
６ 

）『
日
本
大
百
科
全
書
』（
前
出
）
の
「
霧
」
の
項
な
ど
に
よ
れ
ば
、
霧
が
発
生
す
る
仕

組
み
は
、
地
表
付
近
の
空
気
が
冷
え
て
水
蒸
気
の
飽
和
状
態
を
超
え
る
と
凝
結
核
を
芯

に
し
て
微
水
滴
が
で
き
る
。
そ
れ
が
霧
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
霧
の
発

生
す
る
場
所
・
時
間
・
空
気
の
状
況
に
よ
っ
て
、「
放
射
霧
」「
蒸
気
霧
」「
移
流
霧
」「
滑

昇
霧
」「
前
線
霧
」
な
ど
の
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
名
古
屋
城
付
近
で
冬
季

に
発
生
す
る
霧
は
放
射
霧
か
蒸
気
霧
、
も
し
く
は
両
者
の
混
じ
っ
た
も
の
と
判
断
し
う

る
。
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地
域
に
及
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
な
ご
や
」
命
名
の
根
拠
で
あ
っ
た

と
し
て
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。

　

さ
て
、
平
安
時
代
の
地
勢
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
水
の
関
係
で
気
に
な
る
の

は
海
岸
線
で
あ
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
あ
ゆ
ち
潟
の
考
古
学
―
―
弥
生
・

古
墳
時
代
の
名
古
屋
』（
一
九
九
四
）
に
収
め
ら
れ
た
地
図
「
あ
ゆ
ち
潟
と
そ

の
周
辺
の
地
形
お
よ
び
主
な
遺
跡
」
に
よ
れ
ば
、
弥
生
時
代
の
推
定
海
岸
線
は

名
古
屋
城
の
す
ぐ
近
く
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
高
市
連
黒
人
の
歌
「
桜
田
へ
鶴た
づ

鳴
き
渡
る
年あ

魚ゆ

市ち

潟が
た
し
ほ
ひ

潮
干
に
け
ら
し
鶴た
づ

鳴
き
渡
る
」（
巻
三
―
二
七
一
）
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

現
在
の
鳴
海
あ
た
り
は
あ
ゆ
ち
潟
と
呼
ば
れ
る
干
潟
で
あ
っ
た
。
同
地
図
に
よ

れ
ば
、
海
岸
線
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
あ
た
り
か
ら
、
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
に
北
上
し
て

名
古
屋
城
近
く
ま
で
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
庄
内
川
に
届
く
あ
た
り
か
ら
直

角
に
カ
ー
ブ
し
て
西
方
へ
伸
び
て
い
た
ら
し
い
。

　

そ
れ
が
平
安
時
代
末
期
に
は
ど
の
よ
う
に
変
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
大
き
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
が
川
の
氾
濫
で
あ
る
。
さ
し
ず
め
、
最
も
那
古
野

荘
に
近
い
大
河
は
庄
内
川
で
あ
る
。

　

名
古
屋
城
の
北
方
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
辺
り
を
流
れ
る
庄
内
川
は
、
古
来
し
ば

し
ば
氾
濫
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
名
古
屋
城
の
北
方
で
堤
防
が
決
壊
し

た
近
年
の
大
洪
水
も
記
憶
に
新
し
い
。

　

久
住
典
夫
『
名
古
屋
の
川
と
橋
―
―
町
の
発
展
と
川
―
―
』（
名
古
屋
市
、

一
九
七
五
）
に
よ
れ
ば
、

も
と
も
と
庄
内
川
の
上
流
は
、
土
砂
の
崩
壊
し
や
す
い
花
崗
岩
地
帯
を
流

れ
て
い
る
こ
と
と
、
土
岐
・
多
治
見
の
製
陶
地
帯
か
ら
の
陶
土
の
流
入
に

よ
っ
て
、
下
流
に
お
い
て
は
土
砂
の
堆
積
が
は
げ
し
く
、
そ
の
た
め
川
床

が
地
面
よ
り
高
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
天
井
川
と
な
っ
て
い
る
。
む
か
し
か

ら
舟
便
は
な
く
、
堤
防
決
壊
に
よ
る
水
害
に
み
ま
わ
れ
、
水
と
の
た
た
か

い
の
歴
史
を
く
り
返
し
て
き
た
。

と
い
う
。

　

度
重
な
る
大
洪
水
に
よ
っ
て
、
海
岸
線
は
ど
ん
ど
ん
後
退
し
て
行
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
弥
生
時
代
か
ら
千
年
近
く
も
下
る
平
安
末
期
に
お
い
て
、
那
古
野
荘

は
す
で
に
海
に
至
近
の
地
域
で
は
な
か
っ
た
と
予
測
さ
れ
る
。

　

そ
う
考
え
れ
ば
、「
浪
超
え
」
説
も
、「
砂
浜
で
、波
の
音
の
な
ご
や
か
な
所
」

と
す
る
説
も
、「
波
の
お
だ
や
か
な
所
」
と
す
る
説
も
、
た
だ
ち
に
は
賛
同
し

が
た
い
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
名
古
屋
城
北
側
が
湿
地
帯
で
あ
っ
た
原
因
は
、
そ
の
庄
内
川
氾
濫

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
庄
内
川
が
増
水
す
る
と
、
名
古
屋
の
城
下
を
守
る
た

め
藩
で
は
役
人
を
差
し
向
け
て
小
田
井
村
付
近
（
西
区
小
田
井
）
の
百
姓
に
命

じ
て
、
川
の
右
岸
堤
防
を
切
っ
て
、
水
を
城
下
と
反
対
側
へ
流
す
よ
う
に
し
た

と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
前
掲
『
名
古
屋
の
川
と
橋
―
―
町
の
発
展
と
川

―
―
』）
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
氾
濫
す
れ
ば
名
古
屋
城
側
へ
流
れ

て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
で
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
平
安
末
期
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
、
那
古
野
荘
界
隈
に
お
け
る
霧
発
生
の
条
件
は
、
地
勢
的
に
も
実

証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
結
論

　
「
名
古
屋
」
を
「
霧
の
野
」
と
解
釈
す
る
私
の
説
は
、「
な
ご
」
が
こ
の
地
域

の
方
言
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
論
拠
で
あ
る
。「
野
」
と
結
び
つ
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（
七
）

「名古屋」語源考

れ
て
い
て
、
こ
の
意
味
の
「
な
ご
」
が
愛
知
県
下
に
広
く
分
布
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
方
言
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
は
と
も
か
く
、
か
つ
て
は
こ

の
地
域
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
を
「
霧
」
の
意
に
絞
っ
て
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
、

一
九
八
九
）
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
確
か
に
名
古
屋
市
の
次
の
用
例
が
示
さ

れ
て
い
る
。

な
ご
が
一
面
に
降
っ
と
る

　

現
在
、「
霧
の
町
名
古
屋
」
と
い
う
言
い
方
は
聞
か
な
い
し
、
名
古
屋
が
と

り
わ
け
霧
の
多
い
町
と
い
う
印
象
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
昔
、
名
古
屋
城
築

城
以
前
は
霧
が
発
生
し
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を

検
証
し
て
み
よ
う
。

五
、
名
古
屋
と
霧

　

前
掲
『
金
城
温
古
録
』
の
一
節
に
、
名
古
屋
の
霧
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所

が
あ
る
。

爰
に
も
慶
長
以
後
、
新
府
の
金
城
巍
然
た
れ
ど
も
、
今
に
猶
、
時
あ
り
て

早
朝
、大
廓
の
隍（
ホ
リ
）中
よ
り
霧
夥
し
く
蒸
出
、立
広
が
り
、天
を
掩
ひ
、

路
頭
人
影
も
見
へ
わ
か
ず
、こ
れ
も
北
西
風
に
は
多
く
南
風
に
は
希
な
り
。

 

（
凡
例
編
之
一　

御
建
国
部
）

　

文
中
に
「
金
城
」
と
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
金
の
鯱
の
城
、
す
な
わ

ち
名
古
屋
城
の
こ
と
で
あ
る
。

　

関
ヶ
原
の
合
戦
後
、
徳
川
家
康
が
築
城
し
た
名
古
屋
城
は
、
慶
長
二
十
年

（
一
六
一
五
）
に
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
姿
は
「
巍ぎ
ぜ
ん然

」
つ
ま
り
高
く
聳
え
立

つ
も
の
で
あ
る
が
、
早
朝
時
折
、
城
郭
の
堀
か
ら
お
び
た
だ
し
い
霧
の
立
ち
昇

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
も
、「
天
を
掩
ひ
、路
頭
人
影
も
見
へ
わ
か
ず
」、

す
な
わ
ち
空
を
覆
い
隠
し
、
道
行
く
人
の
姿
も
見
え
な
い
ほ
ど
だ
と
い
う
の
だ

か
ら
、
相
当
の
濃
霧
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
「
今
に
猶
」、
つ
ま
り
『
金
城
温
古
録
』
執
筆
時
の
江
戸
後
期
に
お

い
て
な
お
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
名
古
屋
城
築
城
以
前
、
そ
の
北
側
は
広
大
な
沼
地
だ
っ
た
。
城
の
大

部
分
は
名
古
屋
台
地
の
上
に
築
か
れ
た
が
、御お
ふ
け
ま
る

深
井
丸
（
古
く
は
「
深
井
の
丸
」

ま
た
は
「
御
深
井
の
丸
」
と
も
称
し
た
）
の
一
部
は
台
地
北
部
の
沼
地
に
張
り

出
し
、
台
地
面
ま
で
高
く
し
て
造
ら
れ
た
の
で
あ（
注
５
）る

。

　
『
金
城
温
古
録
』
は
、
築
城
前
の
那
古
野
は
「
葦
深
く
生
い
、
雉
子
沢
山
す

み
け
る
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葦
の
生
い
茂
る
湿
原
地
帯
だ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
「
北
西
風
に
は
多
く
」
霧
が
発
生
す
る
（『
金
城
温
古
録
』
前
掲
引
用
部
分
）

と
い
う
の
は
、
名
古
屋
の
北
西
に
位
置
す
る
伊
吹
山
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
伊
吹
お

ろ
し
の
冷
た
い
風
が
吹
く
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

大
気
中
に
水
蒸
気
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
状
態
の
と
き
に
、
急
激
に
気

温
が
下
が
る
と
、
飽
和
点
に
達
し
て
水
滴
が
発
生
し
、
そ
れ
が
霧
に
な
る
と
い

う
原
理
で
あ（
注
６
）る
。

　

つ
ま
り
、城
の
北
側
に
は
霧
が
発
生
し
や
す
い
条
件
が
整
っ
て
い
た
わ
け
で
、

『
金
城
温
古
録
』
の
記
述
は
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
考
察
に
よ
っ
て
、「
な
ご
や
」
の
命
名
時
期
は
平
安
末
期
ま
た
は
そ

れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
頃
は
さ
ら
に
広
大
な
泥
沼
地
帯
だ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
霧
は
い
っ
そ
う
発
生
し
や
す
く
、
広
い
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に
よ
り
、
現
在
の
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
・
丸
の
内
界
隈
を
中
心
に
し
た
名
古

屋
台
地
北
部
か
ら
さ
ら
に
そ
の
北
側
の
低
地
も
含
ん
だ
一
帯
と
見
て
お
く
。
つ

ま
り
、
名
古
屋
城
の
位
置
が
そ
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、「
な
ご
」
の
意
味

　
「
や
」
は
「
野
」
を
意
味
す
る
と
し
て
、
そ
れ
を
除
い
た
「
な
ご
」
は
ど
う

い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

地
名
の
常
識
と
し
て
、「
名
古
」
も
「
那
古
」
も
当
て
字
で
あ
っ
て
そ
の
漢

字
に
な
ん
ら
語
源
的
な
意
味
は
な
い
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
な
ご
」
と
い
う
音
の
み
を
便
り
に
考
察
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

国
語
辞
典
と
し
て
最
大
規
模
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
前
掲
）
は
、「
な
ご
」

と
い
う
語
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
見
出
し
語
を
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
味

の
異
な
る
「
な
ご
」
と
い
う
語
が
数
種
類
あ
る
。
そ
れ
ら
が
「
名
古
屋
」
と
関

係
す
る
か
ど
う
か
、
一
つ
ず
つ
検
証
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
房
総
地
方
（
千
葉
県
）
の
方
言
で
は
、「
女
・
娘
」
の
こ
と
を
い
う

と
あ
る
。「
お
な
ご
」
の
「
な
ご
」
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
が
名
古
屋

と
い
う
地
名
に
結
び
つ
く
要
素
は
あ
る
ま
い
。
無
関
係
と
見
て
お
く
。

　

次
に
、「
名
子
」
と
書
い
て
、「
中
世
、荘
園
領
主
や
有
力
名
主
に
隷
属
し
て
、

そ
の
領
有
地
の
一
部
を
小
作
し
て
い
た
下
層
農
民
の
こ
と
」
を
さ
す
「
な
ご
」

が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
那
古
野
荘
（
庄
）」
と
い
う
荘
園
名
が
起
源
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
語
は
一
見
名
古
屋
に
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
荘
園
領
主
が
自
分
の
荘
園
を
称
す
る
に
あ
た
り
、
隷
属
農
民
を
意
味

す
る
語
を
用
い
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
領
地

を「
奴
隷
の
土
地
」と
呼
ぶ
よ
う
な
例
が
あ
り
そ
う
に
は
思
え
な
い
。
前
掲『
地

名
用
語
語
源
辞
典
』
が
一
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
た
「
名
子
制
度
」
説
は
こ
の

立
場
だ
が
、
積
極
的
に
は
支
持
し
か
ね
る
。

　

さ
ら
に
、「
砂
浜
で
、
波
の
音
の
な
い
な
ご
や
か
な
場
所
」
を
意
味
す
る
「
な

ご
」
が
あ
り
、
四
日
市
の
「
な
ご
の
わ
た
り
」
が
用
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。平
安
時
代
の
名
古
屋
は
か
な
り
内
陸
ま
で
海
が
迫
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、

現
在
の
名
古
屋
城
付
近
ま
で
入
り
江
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

前
掲
『
金
城
温
古
録
』
の
本
稿
引
用
部
分
は
、
現
在
も
名
古
屋
市
内
に
残
る

前
津
・
泥
江
な
ど
の
地
名
が
、
も
と
浜
辺
だ
っ
た
こ
と
の
名
残
り
だ
と
説
い
て

い
た
。

　

伊
勢
湾
の
奥
の
内
海
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
海
岸
は
静
か
だ
っ
た

だ
ろ
う
。
前
掲
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
あ
っ
た
「
な
ご
や
か
な
台
地
、
入
り

江
な
ど
の
地
勢
説
」
の
「
入
り
江
」
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
な
ご
や
か
」
の
「
な
ご
」
が
独
立
し
て
用

い
ら
れ
る
例
は
見
出
し
が
た
い
う
え
に
、
荘
園
名
が
起
源
と
考
え
る
か
ぎ
り
、

こ
の
解
釈
は
成
り
立
ち
そ
う
に
な
い
。
荘
園
は
通
常
農
地
が
中
心
で
あ
る
。
砂

浜
は
農
地
に
な
り
得
ず
、
砂
浜
を
荘
園
と
す
る
は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
海
岸
な
ら
野
原
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
や
」
の
説
明
が

つ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
野
原
以
外
の
意
味
も
見
い
だ
せ
ま
い
。

　

そ
の
う
え
、
後
述
す
る
海
岸
線
の
考
証
を
踏
ま
え
て
も
、
採
用
し
が
た
い
説

で
あ
る
。

　

さ
て
、
も
う
一
つ
、
注
目
す
べ
き
「
な
ご
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
霧
・
霞
・

も
や
・
霧
氷
」
を
表
す
方
言
と
し
て
の
「
な
ご
」
で
あ
る
。
し
か
も
、「
霧
」

の
意
味
で
使
わ
れ
る
地
域
に
は
、
福
島
・
神
奈
川
・
山
梨
と
と
も
に
愛
知
県
名

古
屋
地
方
が
含
ま
れ
て
い
る
、
ま
た
、「
霞
」
を
意
味
す
る
地
域
に
も
長
野
県

下
伊
那
郡
と
と
も
に
愛
知
県
北
設
楽
郡
が
あ
り
、「
も
や
」
を
意
味
す
る
地
域

と
し
て
も
静
岡
県
磐
田
郡
と
と
も
に
愛
知
県
宝
飯
郡
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
な
ご
」
の
用
例
に
、
霧
氷
以
外
は
こ
と
ご
と
く
愛
知
県
が
含
ま
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つ
ま
り
、
那
古
野
荘
は
東
大
寺
別
当
を
務
め
た
小
野
顕
恵
に
よ
っ
て
開
発
さ

れ
た
荘
園
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
顕
恵
は
安
元
元
年（
一
一
七
五
）

に
没
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
那
古
野
荘
の
開
発
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
平
安
末
期
、
平
家
全
盛
の
頃
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
平
滋
子
は
荘
園
開
発

者
顕
恵
の
姪
に
あ
た
る
。
そ
う
い
う
係
累
の
縁
で
滋
子
が
こ
の
荘
園
の
領
主
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
資
料
的
初
出
と
い
う
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
平
安
末
期
に

で
き
た
こ
の
荘
園
名
が「
な
ご
や
」と
い
う
地
名
の
起
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
地
名
で
、
資
料
に
残
ら
な
か
っ
た
可
能

性
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
最
後
に
付
言
す
る
。

　

少
な
く
と
も
、
こ
の
地
の
地
名
と
し
て
「
な
ご
や
」
が
平
安
末
期
ま
で
遡
り

う
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
大
前
提
に
し
て
、
本
稿
は
考
察
を
進

め
る
。

　

た
だ
し
、
初
出
時
点
で
の
読
み
方
は
「
な
ご
や
」
な
の
か
「
な
ご
の
」（「
な

こ
の
」）
な
の
か
、
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る
。『
愛
知
百
科
事
典
』（
前
出
）
も

中
世
で
は
、「
那
古
野
」
を
「
な
ご
や
」「
な
こ
の
」
と
ど
ち
ら
に
呼
称
し

て
い
た
か
断
定
で
き
な
い
。（「
那
古
野
荘
」
の
項
）

と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
点
を
考
察
し
て
お
く
。

　

名
古
屋
市
中
区
の
那
古
野
神
社
は
、
現
在
一
般
に
は
「
な
ご
の
」
と
読
ま
れ

て
い
る
よ
う
だ
が
「
な
ご
や
」
が
正
し
い
と
い
う
（『
愛
知
百
科
事
典
』
も
「
な

ご
や
じ
ん
じ
ゃ
」で
立
項
し
て
い
る
）。
た
だ
し
、中
区
の
地
名「
那
古
野
」は「
な

ご
の
」
と
読
ん
で
い
る
。

　

神
社
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
場
合
、
古
来
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が

あ
る
の
で
、「
な
ご
の
」
と
い
う
読
み
方
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
神
社
の
歴
史
を
確
認
す
る
と
、「
那
古
野
神
社
」
と
い
う

名
称
は
、
実
は
さ
ほ
ど
古
く
な
い
。
九
一
一
年
（
延
喜
十
一
）
の
創
建
だ
が
、

元
来
は「
亀
尾
天
王
社
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。
も
と
名
古
屋
城
内
三
の
丸
に
あ
っ

た
が
、
名
古
屋
鎮
台
が
設
置
さ
れ
た
た
め
に
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
現
在
地

に
移
さ
れ
、
一
八
九
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
「
那
古
野
神
社
」
と
改
称
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
「
な
ご
の
」（
ま
た
は
「
な
こ
の
」）
が
こ

の
神
社
の
元
来
の
読
み
方
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
名
の
ゆ
え
に
古
い
呼
称
と

は
言
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
名
古
屋
を
「
那
古
屋
」
と
表
記
す
る
古
い
用
例
が
あ
る
。

　
『
名
古
屋
市
史
』（
一
九
一
五
＝
大
正
四
）に
よ
れ
ば
、応
安
六
年（
一
三
七
三
）

の
『
釈
論
開
解
鈔
』（
大
須
宝
生
院
真
福
寺
蔵
）
に
「
那
古
屋
」
と
あ
る
し
、

慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
の
『
福
島
左
衛
門
尉
文
書
』（
国
府
宮
正
神
主
宮

本
内
膳
古
威
徳
院
蔵
）
に
も
「
那
古
屋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
栄
二
年
（
一
五
二
二
）
に
刻
ま
れ
た
熱
田
神
宮
宝
刀
に
は
「
名
古

屋
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
尾
張
誌
）、
吉
田
茂
樹
『
日
本
地
名
語
源
辞
典
』（
前

掲
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
名
古
屋
」
と
表
記
さ
れ
た
最
初
の
例
だ
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
用
例
は
「
屋
」
の
字
を
用
い
て
い
る
の
で
「
な
ご
の
」
と
は
読
め

な
い
。
あ
き
ら
か
に
「
な
ご
や
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
南
北

朝
時
代
に
は
「
な
ご
や
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
お
そ

ら
く
当
初
か
ら「
な
ご
や
」だ
っ
た
と
推
測
し
て
お
い
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
「
や
」
に
関
し
て
は
、
初
出
の
表
記
が
「
屋
」
で
は
な
く
、

ま
ち
が
え
て
読
み
か
ね
な
い
「
野
」
を
あ
え
て
用
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

時
点
で
は
、
野
原
・
平
野
と
解
釈
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
命
名
だ
っ
た
と
判
断

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
那
古
野
荘
の
荘
園
領
域
は
厳
密
な
特
定
が
容
易
で
な
い
が
、
諸
資（
注
４
）料
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佐
賀
県
松
浦
半
島
の
北
端
に
名
護
屋
、
大
分
県
の
東
南
隅
に
海
に
面
し

て
も
と
名
護
屋
村
、
北
九
州
戸
畑
区
北
端
に
名
籠
屋
（
ナ
ゴ
ヤ
）
崎
、

静
岡
県
伊
豆
韮
山
町
に
奈
古
谷
、
佐
渡
の
真
野
町
に
名
古
屋
、
千
葉
県

香
取
郡
大
栄
町
に
名
古
屋
が
あ
る
。
坪
井
九
馬
三
氏
は
い
う
―
―
ナ
ゴ

ヤ
、
ナ
ガ
ヤ
、
ナ
ガ
ラ
は
チ
ャ
ム
語nögar

、
ボ
ン
語nagara

に
あ
た

り
、
港
町
の
意
だ
と
。
三
島
敦
雄
氏
は
、
ス
メ
ル
語N

agu-Ea

（
海
神

Ea

の
鎮
護
地
）
の
な
ま
り
だ
と
。

　

チ
ャ
ム
語
と
は
、
ベ
ト
ナ
ム
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
一
部
に
分
布
す
る
チ
ャ
ム
族

の
言
語
で
あ
り
、
ボ
ン
語
と
は
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
こ
と
。

ま
た
、
ス
メ
ル
語
と
は
シ
ュ
メ
ー
ル
語
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
南
部
の
言
語
で

あ
る
。

　

要
す
る
に
諸
説
紛
々
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。『
愛
知
百
科
事
典
』（
中
日

新
聞
本
社
、
一
九
七
六
）
の
「
名
古
屋
市
」
の
項
が
、「
ナ
ゴ
ヤ
の
語
源
に
つ

い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
一
定
し
な
い
」（
水
野
時
二
）
と
し
て
い
る
の
も
も
っ

と
も
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
以
上
の
諸
説
の
中
で
「
霧
」
説
が
最
も
妥
当
性
が
高
い
と
す
る
立

場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
論
証
に
移
る
。

三
、
初
出

　

そ
も
そ
も
、「
な
ご
や
」（
も
し
く
は
「
な
ご
の
」「
な
こ
の
」）
と
い
う
地
名

は
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
用
例
の
初
出
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
23
愛
知
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
一
）
お
よ
び

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
23
愛
知
県
』（
角
川
書
店
、一
九
八
九
）
に
よ
る
と
、

鎌
倉
期
か
ら
戦
国
期
に
見
え
る
「
那
古
野
荘
」
と
い
う
荘
園
名
が
最
も
早
い
ら

し
い
。
そ
の
初
出
文
献
と
し
て
両
書
と
も
、
鎌
倉
末
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る

「
尾
張
国
那
古
野
荘
領
家
職
相
伝
系
図
」（
東
洋
文
庫
蔵
、江
家
次
第
紙
背
文
書
）

を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

建
春
門
院
法
花
堂
領
尾
張
国
那
古
野
庄

と
見
え
る
の
で
あ
る
。
建
春
門
院
」
と
は
後
白
河
天
皇
の
女
御
で
、
高
倉
天
皇

を
生
ん
だ
平
滋
子
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
の
領
地
だ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
資
料
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
小
嶋
鉦
作
が
「
尾
張
国
那
古
野

荘
の
開
発
と
伝
領
」
と
題
し
て
『
歴
史
地
理
』
六
十
二
巻
二
号
に
紹
介
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
尾
張
国
那
古
野
荘
領
家
職
相
伝
系
図
」
に
は
、

那
古
野
庄
開
発
領
主
、
九
条
民
部
卿
顕
頼 

三
？ 

男

と
い
う
記
事
も
あ
り
、
や
は
り
「
那
古
野
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
は

「
小
野
法
印
顕
恵
」
と
い
う
人
名
に
付
さ
れ
た
注
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
那
古
野

荘
の
開
発
領
主
は
小
野
法
印
顕
恵
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
顕
恵
の
事
績
に
つ
い
て
小
嶋
前
掲
稿
は
、『
玉
葉
』『
東
大
寺
別
当
次
第
』

『
尊
卑
分
脈
』
の
記
述
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

顕
恵
は
権
中
納
言
民
部
卿
藤
原
顕
頼
の
子
で
、
若
く
し
て
仏
道
に
志
し
、

累
進
し
て
法
印
顕
太
僧
都
と
な
り
、
永
万
二
年
七
月
に
は
東
大
寺
別
当
に

補
せ
ら
れ
、
後
白
河
法
皇
に
は
畏
く
も
東
大
寺
に
於
て
顕
恵
に
就
い
て
御

受
戒
あ
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
安
元
元
年
二
月
に
示
寂
す
る
ま
で
、

九
箇
年
間
寺
務
を
執
行
し
た
当
時
の
宗
教
界
に
お
け
る
重
鎮
で
あ
っ
た
。
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「名古屋」語源考

　
『
尾
張
国
地
名
考
』（
文
化
十
三
年
＝
一
八
一
六
）
の
著
書
が
あ
る
尾
張
の
民

俗
学
者
津
田
正
生
は
、「
浪
超
氏
」（
名
越
氏
）
が
尾
張
国
に
居
住
し
た
こ
と
が

地
名
に
転
じ
た
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
南
北
朝
期
で
あ
る
。
そ
れ

以
前
の
用
例
に
よ
っ
て
、
こ
の
説
は
否
定
し
う
る
。

　
『
名
古
屋
市
史
』
地
理
編
（
名
古
屋
市
役
所
、
一
九
一
五
）
は
、
こ
れ
ら
の

諸
説
を
略
述
し
た
う
え
で
、「
根
小
屋
」
説
が
「
最
も
信
じ
得
べ
し
」
と
判
断

し
て
い
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
谷
川
説
は
こ
の
『
名
古
屋
市
史
』
の
判
断
を
鵜
呑
み
に

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、地
名
の
辞
典
類
が
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
最
も
多
く
の
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
楠
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
）
で
あ
ろ
う
。「
な
ご
」

と
「
な
ご
や
」
の
項
を
引
用
し
て
お
く
。

な
ご
〔
名
子
、
那
古
、
奈
古
、
奈
胡
、
名
護
、
名
古
、
奈
呉
、
名
児
〕

　

①
ナ
ゴ
ヤ
カ
（
和
）
と
同
源
で
、
平
坦
地
、
小
平
地
を
い
う
〔
鏡
味
〕

②
砂
浜
で
、
波
の
音
の
な
ご
や
か
な
所
（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）。
③
波

の
お
だ
や
か
な
所
〔
鏡
味
〕。
④
ナ
ギ
（
薙
）
の
転
で
、「
崩
壊
地
形
」
を

い
う
か
。
↓
な
ぎ
。
⑤
ス
ナ
ゴ
の
上
略
で
、「
砂
地
」
を
い
う
〔
松
尾
〕。

⑥
霧
（ 

方
言 

中
部
地
方
）。
⑦
樹
氷
（ 

方
言 

長
野
県
）。
⑧
中
世
に
荘
園

領
主
な
ど
に
隷
属
し
て
い
た
下
層
農
民
に
ち
な
む
地
名
も
あ
る
か
。
名
子

制
度
は
一
部
の
地
方
で
は
近
世
ま
で
存
続
。

な
ご
や
〔
名
護
屋
、
名
古
屋
、
名
古
谷
、
奈
古
屋
〕

　

①
ナ
ゴ
ヤ
カ
と
関
係
し
、「
平
坦
地
」
を
い
う
か
。
②
ナ
ギ
（
薙
）・
イ

ハ（
岩
）の
転
で
、「
岩
崖
」を
い
う
か
。
↓
な
ぎ
。
い
わ
。
③
ナ
キ
・
ヤ（
萢
）

か
ら
転
じ
た
も
の
も
あ
る
か
。
↓
な
ぎ
。
や
。

　

説
明
文
中
に
〔
鏡
味
〕
と
あ
る
の
は
、
鏡
味
完
二
・
鏡
味
明
克
『
地
名
の
語

源
』（
前
掲
）
の
説
、〔
松
尾
〕
と
あ
る
の
は
、
松
尾
俊
郎
『
日
本
の
地
名
』（
新

人
物
往
来
社
、
一
九
七
六
）
の
説
で
あ
る
。

　

愛
知
県
の
名
古
屋
に
限
定
し
た
説
明
で
は
な
い
が
、
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た

い
。
こ
こ
で
も
「
霧
」
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
吉
田
茂
樹
『
日

本
地
名
語
源
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
一
）
で
あ
る
。

一
部
に
「
ナ
ゴ
ヤ
（
魚
小
屋
）」
で
、
魚
を
保
管
す
る
小
屋
の
あ
っ
た
地

名
も
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
各
地
の
「
な
ご
や
」
の
中
に
は
魚な

の
小
屋
を
語
源
と
す
る
も
の
も

あ
ろ
う
と
の
説
で
あ
る
。
愛
知
県
の
名
古
屋
限
定
で
は
な
い
が
、
一
説
と
し
て

お
く
。

　

同
様
に
「
魚
小
屋
」
を
語
源
と
す
る
場
合
も
、「
魚な

ご小
」
を
漁
夫
の
意
と
解

す
る
説
も
あ
る
（「
名
古
屋
お
も
し
ろ
知
識
」、『
月
刊
ｔ
ａ
ｃ
ｒ
ｏ
ｔ′
ｓ
』

二
〇
一
〇
・
四
）。

　

ま
た
、
全
国
の
「
な
ご
や
」
を
列
挙
し
、
外
来
語
に
語
源
を
求
め
る
説
を
紹

介
し
て
い
る
の
は
山
中
襄
太
『
地
名
語
源
辞
典
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
五
）

で
あ
る
。

な
ご
や
【
名
古
屋
】
愛
知
県
庁
所
在
の
市
。
古
く
は
那
古
野
、
の
ち
名
護

屋
と
も
書
い
た
が
、
明
治
３
年
（1870

）
名
古
屋
と
定
め
ら
れ
た
。
中

世
に
は
那
古
野
荘
と
い
う
荘
園
で
あ
っ
た
。
ナ
ゴ
ヤ
の
意
味
は
不
明
。
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味
す
る
と
い
う
。
戦
国
期
の
尾
張
・
三
河
地
方
に
は
無
数
の
武
士
団
が
覇
を
競

い
、
無
数
の
「
根
古
屋
」
が
こ
の
地
域
に
点
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
説
の

根
拠
で
あ
る
と
同
書
は
説
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
の
鎌
倉
時
代
に
「
那

古
屋
」
と
記
さ
れ
た
古
文
書
が
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
地
の
荘
園
名
つ
ま
り
地
名

な
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
根
城
以
前
の
用
例
が
存
在
す
る
以
上
、「
根
古
屋
」

を
語
源
と
見
る
説
は
問
題
に
な
る
ま
い
。
論
外
の
説
と
見
て
お
く
。

二
、
諸
説

　
「
名
古
屋
」
の
語
源
に
関
し
て
は
、
上
記
の
通
説
以
外
に
も
古
来
さ
ま
ざ
ま

な
説
が
あ
る
。
ひ
と
と
お
り
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
名
古
屋
」
の
語
源
を
説
い
た
最
も
早
い
文
献
は
、『
塩
尻
』
で
あ
ろ
う
。
江

戸
初
期
の
尾
張
藩
士
で
国
学
者
だ
っ
た
天
野
信
景
（
一
六
六
一
〜
一
七
三
三
）

の
随
筆
で
あ
る
。

　

そ
の
巻
九
十
六
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い（
注
１
）る
。

な
こ
や
と
い
ふ
所
三
所
あ
り
、
尾
張
の
名
古
屋
、
肥
前
の
名
護
屋
、
相
模

の
名
越
也
。〔
割
註
〕
那
古
野
共
書
。」
文
字
の
義
は
な
し
。

　

和ナ
ゴ

屋　
　

熟ナ
ゴ

屋　
　

饒ナ
ゴ

屋
〔
割
註
〕
是
は
豊
饒
の
地
を
云
。」

按
ず
る
に
、
山
城
国
仁
和
寺
の
西
に
長
尾
と
い
ふ
所
あ
り
、
俗
是
を
な
ご

と
呼
ぶ
、
ガ
ヲ
の
切
れ
し
ゴ
な
り
。
此
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、
我
州
の
ナ
ゴ

ヤ
は
長
尾
張
と
い
ふ
事
な
る
べ
し
。

　

長ナ
カ
ヲ
ハ
リ

小
治
〔
割
註
〕
カ
ヲ
ノ
切
コ
ナ
リ
、
ハ
リ
ノ
音
便
ナ
リ
、
ヒ
ト
ヤ
ト

　

■ナ

コ

ヤ
■
■　

竪
音
通
ス
、
尾
張
ヲ
小
治
ト
モ
云
、
治
ハ
懇
な
り
。」

是
は
地
広
く
し
て
長
き
小
墾
の
田
圃
あ
る
故
歟
、猶
識
者
の
説
を
待
の
み
。

（
原
文
は
句
読
点
な
し
。
林
の
判
断
で
適
宜
付
し
た
。）

　

要
す
る
に
、「
な
ご
や
」
の
語
源
は
「
長な
が
お
わ
り

小
治
」
で
、
広
く
長
く
開
墾
し
た

田
圃
の
意
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
独
創
的
な
説
だ
が
、説
得
力
は
希
薄
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
江
戸
後
期
の
尾
張
藩
士
、
奥
村
徳
義
（
一
七
九
三
〜
一
八
六
一
）
が

記
し
た
『
金
城
温
古
録
』
第
一
之
冊
は
次
の
よ
う
に
説（
注
２
）く
。

名
古
屋　

此
地
、
大
古
は
一
の
嶋
山
に
て
、
浪
も
越
け
る
故
、
ナ
ミ
ゴ
エ

転
じ
て
ナ
ゴ
ヤ
也
と
。
按
に
、
前
津
・
泥
江
（
ヒ
ロ
エ
）
今
の
広
井
は
浜
辺

の
名
な
り
。 

（
凡
例
編
之
一　

御
建
国
部
）

　
「
浪
越
」（
な
み
ご
え
）
が
転
じ
て
「
な
ご
や
」
に
な
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。

海
と
の
関
係
で
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
本
稿
の
末
尾

で
言
及
す
る
。

　

江
戸
後
期
の
桑
山
好
之
が
著
し
た
『
金
鱗
九
十
九
之
塵
』
巻
第
一
（
天
保
末

年
〜
弘
化
初
年
成
立
）
も
前
掲
『
塩
尻
』
な
ど
の
諸
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
『
或
書
』
の
説
と
し
て
、
後
述
す
る
霧
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
引
用
し
て
お（
注
３
）く
。

此
所
往
昔
深
山
に
て
、
常
に
霧ナ

ゴ

の
降
る
野
な
れ
ば
と
て
、
那
古
野
と
呼
し

と
も
い
へ
り
。

　
「
霧
」
に
ナ
ゴ
と
振
り
仮
名
が
付
い
て
お
り
、
常
に
そ
の
ナ
ゴ
が
降
る
野
か

ら
ナ
ゴ
ヤ
と
い
う
の
だ
と
い
う
説
。
同
様
の
説
は
前
掲
『
金
城
温
古
録
』
で
も

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
古
来
の
一
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て

は
後
ほ
ど
詳
述
す
る
。
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一
、
は
じ
め
に
―
―
通
説
批
判
―
―

　

本
稿
は
、
私
の
仮
説
の
裏
付
け
に
な
る
資
料
を
博
捜
し
て
く
だ
さ
っ
た
織
田

正
太
氏
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
成
果
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お

く
。
そ
も
そ
も
、「
名
古
屋
」
の
語
源
に
つ
い
て
ご
質
問
い
た
だ
き
、
本
稿
の

主
題
を
考
察
す
る
契
機
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
織
田
氏
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
名
古
屋
」
の
語
源
に
つ
い
て
の
通
説
を
確
認
し
て
お
く
。

　

た
と
え
ば
、
比
較
的
新
し
い
百
科
事
典
『
日
本
大
百
科
全
書
』（
小
学
館
、

一
九
七
二
〜
七
六
）
の
「
名
古
屋
」
の
項
に
は
、

根
古
屋
説
も
あ
る
が
、
な
ご
や
か
な
台
地
、
入
り
江
な
ど
の
地
勢
説
が
有

力
で
あ
る
。
平へ
い
た
ん坦

な
名
古
屋
台
地
（
南
半
は
熱
田
台
地
）
や
年あ

ゆ

ち
魚
市
潟
の

自
然
の
た
た
ず
ま
い
に
よ
る
。

と
あ
る
（
執
筆
は
伊
藤
郷
平
）。
こ
れ
が
い
ち
お
う
代
表
的
な
通
説
と
見
ら
れ

る
。「
な
ご
や
か
な
台
地
」
す
な
わ
ち
、「
平
坦
な
名
古
屋
台
地
」
を
由
来
と
す

る
地
勢
説
で
あ
る
。

　

こ
の
説
は
、「
な
ご
」
と
い
う
語
が
、
な
ご
や
か
と
同
語
源
で
平
坦
地
・
小

平
地
を
い
う
と
す
る
鏡
味
完
二
・
鏡
味
明
克
の
説
（『
地
名
の
語
源
』
角
川
書

店
・
一
九
七
七
）
に
基
づ
く
も
の
ら
し
い
。

　

名
古
屋
地
方
の
地
形
的
特
徴
と
し
て
は
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
一
見
説
得
力

が
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、「
な
ご
や
か
」
を
平
坦
な
と
い
う
意
味

に
解
釈
す
る
の
は
、い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。「
な
ご
や
か
」も「
な
ご
む
」も
、

元
来
「
和
」
の
意
味
で
あ
っ
て
「
平
」
の
意
味
で
は
な
い
。

　
「
な
ご
や
か
」
と
か
「
な
ご
む
」
は
雰
囲
気
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
が

地
勢
を
形
容
す
る
と
い
う
の
も
、
通
常
の
感
覚
で
は
な
じ
ま
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
し
、
仮
に
そ
れ
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、「
な
ご
や
か
な
野
」
を
「
な
ご

野や

」
と
縮
め
て
言
う
か
ど
う
か
。
通
常
の
日
本
語
の
語
形
変
化
と
し
て
は
疑
問

が
残
る
。

　

そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
説
の
決
定
的
な
弱
点
は
、「
な
ご
や
か
・
な
ご
む
」

の
語
幹
「
な
ご
」
の
み
を
独
立
さ
せ
た
用
例
が
見
出
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
国
語
辞
典
や
古
語
辞
典
の
類
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

ま
た
、
前
掲
『
日
本
大
百
科
全
書
』
が
冒
頭
に
紹
介
し
て
い
る
「
根ね

ご

や
古
屋
」

説
を
唱
え
る
典
型
例
に
は
、
近
年
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
谷
川
彰
英
『
名
古
屋

の
地
名
を
歩
く
』（
ベ
ス
ト
新
書
、Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
、二
〇
一
一
）が
あ
る
。

　

同
書
に
よ
れ
ば
「
根
古
屋
」
は
「
根
小
屋
」
と
も
書
き
、
豪
族
の
根
城
を
意

「
名
古
屋
」
語
源
考

林　

和
利


