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地
名
の
呼
び
方
は
、
時
と
と
も
に
変
っ
て
行
く
の
が
普
通
で
、
現
代
は
こ
と
に
そ
の
例
が
多
く
な
っ
た
。

た
い
て
い
は
外
か
ら
来
た
人
た
ち
が
、
文
字
だ
け
を
見
て
自
分
の
思
っ
た
通
り
に
読
ん
で
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
。
著
明
な
例
と
し
て
は
、
相
撲
甚
句

す
も
う
じ
ん
く
に
も
出
て
来
る
「
出
羽
で
荘
内
鶴
ヶ
岡
」
そ
の
ツ
ル
ガ
オ
カ
を

今
で
は
ツ
ル
オ
カ
、
木
曾
の
福
島
は
フ
ク
ジ
マ
で
あ
る
の
に
、
旅
人
は
皆
フ
ク
シ
マ
と
い
う
の
み
か
、
土

地
の
住
民
ま
で
が
そ
れ
を
訂
正
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
東
京
市
中
の
駅
名
の
ア
キ
ハ
バ
ラ
な
ど
も
、
鉄
道

で
そ
う
い
う
か
ら
誰
も
争
わ
な
い
が
、
明
治
初
年
に
始
め
て
こ
の
地
名
の
で
き
た
と
き
は
、
ア
キ
バ
ガ
ハ

ラ
だ
っ
た
。
地
名
の
呼
び
方
の
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
ご
と
き
は
そ
う
簡
単
に
は
き
め
ら
れ
な
い
。

大
勢
の
向
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
か
ら
だ
っ
て
何
と
変
る
か
知
れ
た
も
の
で
な
く
、
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
返
事

を
せ
ず
に
い
る
と
い
う
わ
け
に
も
行
く
ま
い
。

　
た
だ
こ
の
二
つ
の
称
え
方
の
、
ど
ち
ら
が
古
い
か
、
ま
た
は
ど
ち
ら
に
由
緒
が
あ
る
か
ま
で
は
誰
に
で

も
言
え
る
。
地
名
の
二
通
り
の
呼
び
方
が
、
二
つ
一
ぺ
ん
に
始
ま
っ
た
気
づ
か
い
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
に
、
人
が
こ
の
地
名
を
口
で
付
け
た
か
あ
る
い
は
ま
た
文
字
で
付
け
た
か
も
、
少
し
考
え
て
み
れ

ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
一
つ
の
土
地
の
名
の
起
り
が
、
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
文
字
を

知
っ
て
い
る
人
は
少
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
住
む
者
の
全
部
が
承
知
し
な
け
れ
ば
、
地
名
な
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ど
は
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
。
ど
ん
な
気
の
き
い
た
字
で
書
い
て
お
こ
う
と
も
、
多
数
が
読
ん
で
く
れ
な

け
れ
ば
、
地
名
と
し
て
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
。

　
つ
ま
り
は
地
名
が
生
ま
れ
た
の
と
、
そ
れ
が
文
字
と
な
っ
て
世
に
出
た
の
と
は
、
そ
の
間
に
大
分
の
時

の
開
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
水
海
道
は
い
つ
の
頃
、
誰
が
書
き
始
め
た
も
の
か
私
は
知
ら
な
い
が
、
ず

い
ぶ
ん
と
変
っ
た
字
を
当
て
た
も
の
と
、
か
ね
て
か
ら
思
っ
て
い
た
。
今
か
ら
も
う
六
十
何
年
も
前
に
、

私
は
こ
の
下
流
の
布
川
ふ
か
わ
と
い
う
町
に
住
ん
で
、
毎
度
こ
の
地
名
の
起
源
に
つ
い
て
人
が
評
定
す
る
の
を
聴

い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
が
水
路
の 

要  

津 

よ
う
し
ん

で
あ
る
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
水
の
海
道
と
つ
け
た
の
だ

ろ
う
と
い
う
一
説
を
、
あ
る
い
は
そ
う
か
と
も
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
考
え
る
と
町
の
名
に
街
道
は

少
し
お
か
し
い
上
に
、
蚕
養
こ
か
い
川
の
水
運
が
ど
ん
な
に
古
く
始
ま
っ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
ま
で
地
名
が
な

く
て
す
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
解
し
が
た
い
。
多
分
は
ミ
ツ
カ
イ
ド
ウ
の
名
は
、
久
し
く
後
に
こ
う
い
う
や

や
も
っ
と
も
ら
し
い
漢
字
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
新
し
い
の
か
と
、
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
て

い
た
。

　
と
こ
ろ
が
今
度
富
村
氏
の
注
意
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
時
代
か
の
報
国
寺
朱
印
状
に
、
御
津
海
道

み
つ
か
い
ど
う
村
と
あ

る
と
い
う
の
で
、
一
つ
の
手
掛
り
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
御
津
の
ミ
ツ
は
い
た
っ
て
古
く
ま
た
弘
く
、

日
本
に
行
わ
れ
て
い
た
地
名
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
一
つ
の
敬
語
で
も
あ
っ
た
。
ど
こ
か
こ
の
附
近
に
あ
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っ
た
官
公
署
ま
た
は
地
頭
な
ど
の
た
め
に
、
貨
財
を
積
み
卸
し
す
る
舟
着
場
が
、
夙つと
に
こ
の
土
地
に
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
御
津
と
い
う
地
名
が
こ
こ
に
も
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
海
道
と
い
う
方
は
ち
ょ
う

ど
今
、
民
俗
学
研
究
所
で
も
手
を
掛
け
て
い
る
問
題
な
の
で
、
こ
の
一
文
を
書
い
て
み
る
気
に
も
な
っ
た

の
だ
が
、
こ
れ
は
や
は
り
一
種
の
当
字
で
あ
っ
て
、
し
か
も
関
八
州
の
農
村
に
、
ず
い
ぶ
ん
と
例
の
多
い

地
名
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
今
日
カ
イ
ド
ウ
と
長
母
音
を
用
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
海
道
の
文
字
に
引
か
れ
た
の
で
、
本
来
は
カ

イ
ド
、
カ
イ
ト
、
ま
た
カ
キ
ウ
チ
、
カ
キ
ツ
等
々
と
い
う
地
方
も
多
く
、
垣
内
と
書
く
の
が
最
初
の
漢
字

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
今
風
の
言
葉
で
解
説
す
れ
ば
指
定
開
墾
地
、
公
け
の
許
可
を
受
け
て
一
定
の
地
域
を

囲
い
、
そ
こ
に
稲
田
を
耕
し
て
住
む
者
の
あ
る
場
処
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
荘
園
と
い
う
漢
語
が
普
及
す

る
ま
で
は
、
大
小
を
通
じ
て
す
べ
て
垣
内
と
い
っ
た
ら
し
い
が
、
後
々
小
規
模
の
各
家
族
に
属
す
る
も
の

だ
け
に
限
る
こ
と
に
な
り
、
一
つ
の
荘
園
の
中
に
も
そ
れ
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
合
同
農
場
の
よ
う

な
形
を
具
え
、
同
時
に
今
日
の
字あざ
ま
た
は
部
落
と
い
う
も
の
の
多
く
を
、
こ
の
中
か
ら
成
長
せ
し
め
た
の

で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
こ
と
は
こ
こ
で
は
述
べ
き
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も
江
戸
期
に
入
る
ま
で
の
旧
新

開
地
は
、
ほ
と
ん
と
全
部
が
こ
の
垣
内
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
地
名
は
全
国
の
隅
々
に
及
ん
で
い
る
。

　
関
東
各
県
の
実
例
を
見
る
と
、
当
初
の
慣
行
の
多
く
は
埋
没
し
去
っ
て
、
た
だ
そ
こ
が
か
つ
て
垣
内
の
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地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
耳
で
記
憶
せ
ら
れ
て
い
た
カ
イ
ト
の
地
名
に
は
、
垣
外
、

開
戸
、
替
戸
、
街
道
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
文
字
が
宛
て
ら
れ
、
ま
た
海
渡
と
も
海
道
と
も
書
い
て
い
る
例

も
少
々
で
は
な
い
。
水
海
道
と
い
う
の
が
た
だ
一
つ
し
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
想
像
で
も
描
か
れ

よ
う
が
、
よ
そ
の
地
方
の
多
種
の
類
型
を
比
べ
て
行
く
と
、
こ
の
地
が
も
と
重
要
な
舟
着
場
を
持
っ
た
新

し
い
集
落
で
あ
る
が
た
め
に
、
古
く
御
津
垣
内
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
で
あ
る
こ
と
が
、
お
お
よ
そ
誤
り
な

く
推
定
し
得
ら
れ
る
か
と
思
う
。

　
水
を
こ
の
地
方
の
人
た
ち
が
、
今
で
も
ミ
ツ
と
発
音
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
的
な
る
宛
字
を
、

一
般
と
自
然
な
も
の
に
し
た
か
と
も
思
わ
れ
、
今
さ
ら
そ
の
復
原
を
主
張
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
信
州
ア

ル
プ
ス
の
い
わ
ゆ
る
上
高
地
な
ど
は
、
こ
れ
を
神
河
内
と
改
め
る
が
よ
い
と
い
う
説
が
あ
り
、
ま
た
そ
の

方
が
実
地
に
近
く
、
か
つ
実
行
者
も
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
あ
ん
な
閑
人
の
物
好
き
ば
か
り
が

行
く
土
地
で
さ
え
も
、
な
か
な
か
容
易
に
は
最
初
の
当
字
は
な
く
な
ら
な
い
。
ま
し
て
外
部
の
交
渉
の
複

雑
な
水
海
道
町
が
、
今
頃
御
津
垣
内
と
書
こ
う
と
言
い
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
う
ん
よ
か
ろ
う
と
い
う
者
の

少
な
い
の
は
知
れ
切
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ミ
ズ
カ
イ
ド
ウ
が
正
し
く
、
ミ
ツ
カ

イ
ド
ウ
は
正
し
く
な
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
私
は
土
地
の
住
人
が
昔
か
ら
、
み
ん
な
ミ
ツ
カ

イ
ド
ウ
と
呼
ん
で
お
り
な
が
ら
、
よ
そ
の
人
た
ち
か
ら
、
水
だ
か
ら
ミ
ズ
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
、
な
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る
ほ
ど
そ
う
だ
と
思
っ
て
古
い
し
き
た
り
を
捨
て
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
字
を
重
ん
じ
耳
を
軽

ん
じ
、
か
つ
父
祖
代
々
の
選
択
を
省
み
な
い
、
い
さ
さ
か
気
の
弱
い
話
で
は
な
い
か
と
思
う
。
再
建
日
本

の
前
途
の
た
め
に
、
こ
こ
で
も
よ
そ
か
ら
来
る
人
た
ち
に
向
っ
て
、
ど
う
か
貴
君
も
こ
れ
か
ら
は
ミ
ツ
カ

イ
ド
ウ
と
呼
ん
で
下
さ
い
と
、
要
求
す
る
よ
う
な
元
気
を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
民
間
伝
承
」
昭
和
二
十
六
年
三
月
）
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