
変容する「地名」

本
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー
マ
「
古
代
文
学
と
場
所
（
ト
ポ
ス
と
は
、
古
代

文
学
に
お
い
て
「
あ
る
場
所
」
が
い
か
に
表
現
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
表
現

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
く
こ
と
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の

中
で
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
「
地
名
」
で
あ
っ
た
。
あ
る
場
を
語

る
も
の
と
し
て
「
地
名
」
を
ど
う
捉
え
る
か
。

そ
も
そ
も
地
名
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
現
代
の
写
真
家
・
高

梨
豊
に
、
「
地
名
論
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
作
品
集
が
あ
る
。
こ
れ
は
新
宿
、

麻
布
、
阿
佐
ヶ
谷
な
ど
、
東
京
の
様
々
な
地
域
を
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に
よ
っ

て
撮
影
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
る
風
景
は
、
都
市
開
発
な
ど
に

よ
っ
て
現
在
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
い
。
け
れ
ど
も
写
真
の

脇
に
示
さ
れ
た
「
地
名
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
の
か
つ
て
の
姿
を
知
る
人
々

は
、
当
時
の
風
景
、
印
象
を
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
同
書
所
収
の
エ
ッ
セ
イ

（１）

に
て
、
鈴
木
博
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

も
の
に
名
を
付
け
る
こ
と
は
世
界
の
認
識
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
世

界
の
神
話
的
所
有
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
「
地
名
」

と
い
う
言
葉
に
は
実
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
魔
力
が
あ
る
。
「
地
名
」

変
容
す
る
「
地
名
」

は
じ
め
に

ト
ポ
ス

特
集
・
古
代
文
学
と
場
所

ｌ
風
土
記
記
載
の
方
法
Ｉ

と
は
個
々
の
事
物
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
存
在
し
て
い
る

「
場
所
」
に
名
を
付
け
た
こ
と
で
あ
り
、
「
場
所
」
が
固
有
性
を
も
っ

て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
瞬
間
の
記
憶
な
の
だ
か
ら
。

鈴
木
は
ま
た
「
地
霊
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
土
地
の
も
つ
力
を
説
明

す
る
。
「
地
霊
」
と
は
「
ゲ
ニ
ウ
ス
・
ロ
キ
ａ
ｇ
冒
巴
○
ｓ
」
の
訳
語
で
、
「
あ

る
土
地
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
霊
感
と
か
、
土
地
に
結
び
つ
い
た
連
想
性
、

（２）

あ
る
い
は
土
地
が
持
つ
可
能
性
と
い
っ
た
概
念
」
と
い
う
。
セ
ミ
ナ
ー
の

テ
ー
マ
に
い
う
「
場
所
（
ト
ポ
ス
）
」
は
こ
れ
に
近
い
も
の
だ
と
思
う
が
、

た
だ
し
「
地
霊
」
Ⅱ
「
地
名
」
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
江
戸
」
と
「
東

京
」
は
広
義
的
に
は
同
じ
「
地
霊
」
だ
が
、
「
地
名
」
は
別
で
あ
る
。
「
場

所
」
に
対
す
る
「
地
霊
」
は
、
あ
る
意
味
蓄
積
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る

の
に
対
し
、
「
地
名
」
は
可
変
的
で
あ
る
。
地
名
が
変
わ
る
原
因
は
、
行

政
上
の
方
策
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
時
の
流
れ
と
と
も
に
。
古
代
に
お
け

る
「
地
名
」
の
害
・
風
土
記
に
は
、
両
方
の
要
因
に
よ
っ
て
変
化
し
た
地

名
が
記
載
さ
れ
る
。
「
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
甲
子
条
、

そ
の
郡
の
内
に
生
れ
る
、
銀
銅
彩
色
草
木
禽
獣
魚
虫
等
の
物
は
、
具

に
色
目
を
録
し
、
土
地
の
沃
靖
、
山
川
原
野
の
名
号
の
所
由
、
ま
た

唾
内
と
七
道
と
の
諸
国
の
郡
・
郷
の
名
は
、
好
き
字
を
着
け
し
む

兼
岡
理
惠

地
名

○
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｜
、
地
名
表
記
の
改
変
ｌ
地
名
起
源
説
話
の
見
直
し

ま
ず
は
、
地
名
表
記
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
名
起
源
説
話
を

ど
の
よ
う
に
記
載
す
る
か
、
と
い
う
点
を
見
て
み
よ
う
。
『
出
雲
国
風
土
記
』

に
は
、
総
記
に
「
郷
の
名
の
字
は
、
神
亀
三
年
の
民
部
省
の
口
宣
を
被
り

て
改
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
亀
三
年
民
部
省
口
宣
に
よ
る
改
字
地
名
が

示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
出
雲
郡
・
杵
築
郷
、
お
よ
び
大
原
郡
・

海
潮
郷
で
あ
る
。

Ａ
①
出
雲
郡
・
総
記

杵
築
の
郷
。
本
の
字
は
剥
州
な
り
。

古
老
の
相
伝
ふ
る
旧
聞
異
事
は
、
史
籍
に
載
し
て
言
上
せ
し
む
。

（３）

こ
れ
は
前
者
、
行
政
に
よ
る
改
名
行
為
で
あ
る
。
「
場
所
」
を
語
る
た
め

の
地
名
、
そ
れ
が
変
化
し
て
い
く
事
実
を
ど
う
書
き
記
す
か
、
ま
た
、
同

じ
く
官
命
で
要
求
さ
れ
た
「
山
川
原
野
の
名
号
の
所
由
」
「
古
老
の
相
伝

ふ
る
旧
聞
異
事
」
ｌ
す
な
わ
ち
地
名
起
源
説
話
、
土
地
に
ま
つ
わ
る
伝
承

を
ど
の
よ
う
に
記
す
か
。
そ
れ
が
風
土
記
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。

セ
ミ
ナ
ー
時
に
は
、
「
地
名
」
を
め
ぐ
る
音
の
問
題
、
伝
承
の
生
成
等
、
「
地

名
」
に
よ
る
喚
起
力
ｌ
「
地
名
」
が
い
か
に
表
現
に
繋
が
る
の
か
、
と
い

う
視
点
か
ら
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
っ
た
結
果
、
問
題
意
識
が
先
行
し
散

漫
な
発
表
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
発
表
時
に
特
に
興
味
深
か
っ

た
事
例
ｌ
「
場
所
」
を
示
す
「
地
名
」
が
変
化
す
る
と
い
う
状
況
に
際
し
、

風
土
記
が
地
名
起
源
説
話
を
ど
う
記
そ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
そ
こ
に
は

「
場
所
」
に
対
す
る
意
識
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

う
観
点
か
ら
「
出
雲
国
風
土
記
』
の
記
事
を
取
り
上
げ
、
「
地
名
」
と
「
場

（４）

所
（
ト
ポ
ス
）
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
察
す
る
布
石
と
し
た
い
。

②
出
雲
郡
・
杵
築
郷

杵
築
の
郷
。
郡
家
の
西
北
廿
八
里
六
十
歩
な
り
。
八
束
水
臣
津
野
の

命
の
国
引
き
給
ひ
し
後
に
、
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
宮
を
奉
へ
ま

つ
ら
む
と
し
て
、
諸
の
皇
神
等
、
宮
処
に
参
り
集
ひ
て
柑
謂
き
た
ま

ひ
き
。
故
れ
、
寸
付
と
云
ふ
。
〈
神
亀
三
年
、
字
を
榊
謂
と
改
む
〉

Ｂ
①
大
原
郡
・
総
記

海
潮
の
郷
。
本
の
字
は
矧
堀
な
り
。

②
大
原
郡
・
海
潮
郷

海
潮
の
郷
。
郡
家
の
正
東
一
十
六
里
州
三
歩
な
り
。
古
老
伝
へ
て
云

ひ
し
ぐ
、
宇
能
治
比
古
の
命
、
御
祖
須
義
祢
の
命
を
恨
み
て
、
北
の

方
出
雲
の
海
潮
を
押
し
上
げ
て
、
御
祖
の
神
を
漂
は
し
た
ま
ふ
に
、

こ
の
湖
潮
至
り
き
。
故
れ
、
矧
堀
と
云
ふ
。
〈
神
亀
三
年
、
字
を
湖

潮と改む〉

Ａ
②
、
Ｂ
②
が
杵
築
郷
、
海
潮
郷
の
地
名
起
源
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
見

ると、両者とも本字「寸付」「得塩」より、改字後の「杵築」「海潮」

の
方
が
、
地
名
起
源
の
内
容
に
沿
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
捉
え
る
べ
き

か
。
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、

こ
の
地
名
起
源
が
神
亀
三
年
の
改
字
を
機
に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
も
う
一
つ
は
、
地
名
起
源
自
体
は
元
来
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
何
ら

か
の
理
由
に
よ
っ
て
地
名
表
記
は
「
寸
付
」
「
得
塩
」
で
あ
っ
た
。
し
か

し
神
亀
三
年
、
地
名
起
源
に
沿
っ
た
表
記
に
改
字
し
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
説
く
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
む
し
ろ
、
改
字
を
契
機
に
地
名
起
源
が
見
直
さ
れ
た
と
い
う
点
に
注
目

し
た
い
。
す
な
わ
ち
キ
ヅ
キ
、
ウ
シ
オ
と
い
う
郷
を
風
土
記
に
記
載
す
る

に
お
い
て
、
地
名
表
記
の
本
字
と
改
字
、
そ
れ
に
関
わ
る
地
名
起
源
を
ど
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の
よ
う
に
記
す
の
か
、
と
い
う
筆
録
上
の
問
題
が
浮
上
し
、
検
討
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
Ａ
②
、
Ｂ
②
と
も
標
目
名
は
改
字
「
杵
築
」

「
海
潮
」
を
掲
げ
る
一
方
、
地
名
起
源
の
結
び
は
「
故
れ
、
寸
付
と
云
ふ
」

「
故
れ
、
得
塩
と
云
ふ
」
と
本
字
で
記
し
、
「
杵
築
Ⅱ
寸
付
」
「
海
潮
Ⅱ
得
塩
」

で
あ
る
こ
と
を
地
名
起
源
を
媒
介
に
し
て
示
し
て
い
る
。
『
出
雲
国
風
土

記
」
が
全
体
を
通
し
て
統
一
的
な
書
式
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
だ
が
、
Ａ
・
Ｂ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
改
字
の
記
述
方
法
に
も
、
そ
の

特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

二
、
記
憶
と
し
て
の
地
名
ｌ
失
わ
れ
た
地
名

次
に
、
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
地
名
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
観

点
か
ら
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
嶋
根
郡
・
踞
蜻
嶋
条
を
取
り
上
げ
た
い
。

Ｃ
据
蜻
鴫
。
周
り
一
十
八
里
一
百
歩
、
高
さ
三
丈
な
り
。
古
老
の
伝
へ

て
云
は
く
、
出
雲
の
郡
杵
築
の
御
埼
に
在
り
し
据
蟠
、
天
の
羽
合
鷲
、

掠
り
持
ち
飛
び
来
て
、
こ
の
鴫
に
止
ま
る
。
故
れ
、
鋸
蜻
嶋
と
云
ふ
。

今
の
人
、
猶
ほ
誤
り
て
拷
嶋
と
号
く
る
の
み
。

鋸
蜻
嶋
は
島
根
半
島
東
部
、
入
海
に
浮
か
ぶ
島
で
、
現
在
の
松
江
市
八
束

町
大
根
島
で
あ
る
。
説
話
の
末
尾
「
今
の
人
、
猶
ほ
誤
り
て
拷
嶋
と
号
く

る
の
み
」
に
従
え
ば
、
こ
の
鴫
は
風
士
記
編
纂
当
時
は
拷
嶋
と
称
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
標
目
名
は
説
話
上
の
地
名
「
踞
蛯
鴫
」
を

掲
げ
る
。
『
出
雲
国
風
土
記
』
中
、
旧
名
を
標
目
名
に
掲
げ
る
の
は
当
該

条
の
み
で
あ
る
。
『
大
系
』
は
「
地
名
の
説
明
説
話
を
主
と
し
た
も
の
か
。

或
は
タ
ク
島
・
タ
コ
島
両
様
に
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
か
」
と
す
る
。
後
者

の
「
タ
ク
島
・
タ
コ
島
」
併
用
説
は
「
今
の
人
、
猶
ほ
誤
り
て
拷
嶋
と
号

く
る
の
み
」
と
い
う
記
述
に
沿
え
ば
可
能
性
は
低
い
。
一
方
「
地
名
の
説

明
説
話
を
主
と
し
た
も
の
」
と
い
う
説
に
関
し
て
は
、
同
国
風
土
記
中
の
、

次
の
よ
う
な
記
事
を
掲
げ
た
い
。

Ｄ
嶋
根
郡
・
手
染
郷

手
染
の
郷
。
郡
家
の
正
東
一
十
里
二
百
六
十
四
歩
な
り
。
天
の
下
造

た

し

ら
し
し
大
神
の
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
こ
の
国
は
、
丁
寧
に
造

た

し

れ
る
国
な
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
故
れ
、
丁
寧
と
負
せ
給
ひ
き
。

た
し
み

而
る
に
、
今
の
人
猶
ほ
手
染
の
郷
と
謂
へ
る
の
み
。

Ｅ
嶋
根
郡
・
千
酌
駅

千
酌
の
駅
。
郡
家
の
東
北
一
十
九
郷
一
百
八
十
歩
な
り
。
伊
差
奈
枳

つ
／
、
つ
み

の
命
の
御
子
、
都
久
豆
美
の
命
、
此
処
に
生
れ
ま
す
。
然
れ
ば
す
な

つ
く
つ
み

ち
く
み

は
ち
都
久
豆
美
と
謂
ふ
べ
き
を
、
今
の
人
猶
ほ
千
酌
と
号
く
る
の
み
。

Ｄ
、
Ｅ
と
も
に
Ｃ
「
鋸
蜻
嶋
」
条
同
様
、
地
名
の
起
源
を
語
る
こ
と
を
重

視
し
つ
つ
、
標
目
名
は
編
墓
当
時
の
地
名
（
「
手
染
」
「
千
酌
」
）
を
掲
げ

る
。
ま
た
『
註
釈
』
は
「
鋸
蜻
嶋
」
条
の
旧
名
標
目
掲
示
に
つ
い
て
、
「
行

政
区
画
と
し
て
の
公
的
な
郡
郷
名
（
Ⅱ
Ｅ
な
ど
）
と
、
自
然
地
名
（
Ⅱ
Ｃ
）

と
の
違
い
に
よ
る
の
だ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
鋸
蜻
嶋
は
、
後
述
す
る
娯
舩

鴫
と
と
も
に
、
単
な
る
自
然
地
名
と
し
て
は
片
付
け
ら
れ
な
い
場
所
と
考

え
ら
れ
、
や
は
り
疑
問
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
標
目
名
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
鋸

蜷
嶋
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
鋸
蜻
嶋
地
名

起
源
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
鋸
蜻
が
元
々
い
た
「
出
雲
の
郡
杵
築

の
御
埼
」
は
、
意
宇
郡
・
国
引
き
神
話
に
お
い
て
、
「
拷
衾
志
羅
紀
の
三
埼
」

を
引
い
て
作
ら
れ
た
「
八
穂
支
豆
支
御
埼
」
、
現
在
の
日
御
碕
で
あ
る
。
『
註

釈
』
が
「
小
さ
な
島
の
言
い
伝
え
と
し
て
は
随
分
と
遠
い
場
所
を
持
ち
出

し
て
い
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
島
根
半
島
の
東
に
位
置
す
る
嶋
根
郡
側
か
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ら
見
れ
ば
、
半
島
最
西
部
・
杵
築
の
御
埼
は
最
も
離
れ
た
地
域
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
近
く
に
杵
築
宮
の
存
る
地
で
あ
る
。
此
処
に
生
息
す
る

鋸
蜻
、
そ
の
踞
蜻
を
運
ぶ
に
は
や
は
り
普
通
の
鳥
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
天

の
羽
合
鷲
」
と
表
現
さ
れ
る
そ
の
烏
は
、
「
羽
の
大
き
な
鷲
」
（
『
新
全
集
薑
全

訳
注
』
な
ど
）
の
意
で
、
「
天
」
は
「
天
の
羽
羽
矢
」
（
「
神
代
記
』
）
と
同

様
の
用
法
と
さ
れ
る
。
島
根
半
島
の
最
西
端
・
杵
築
の
御
埼
か
ら
東
端
近

い
入
海
ま
で
、
島
根
半
島
を
ほ
ぼ
横
断
す
る
形
で
、
天
空
に
羽
を
広
げ
て

悠
然
と
飛
翔
す
る
鷲
の
姿
は
、
ま
さ
に
「
天
」
と
冠
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
。
こ
う
し
て
地
名
の
起
源
が
語
ら
れ
た
鋸
蜻
嶋
は
、
「
拷
嶋
」
で
は
な

く
あ
く
ま
で
「
鋸
蜻
嶋
」
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
さ
ら

に
指
摘
で
き
る
の
は
、
鋸
蛯
嶋
地
名
起
源
が
、
次
に
記
載
さ
れ
る
娯
舩
島

の
地
名
起
源
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

Ｆ
娯
舩
嶋
。
周
り
五
里
一
百
冊
歩
、
高
さ
二
丈
な
り
。
古
老
の
伝
へ
て

云
は
く
、
鋸
蜻
嶋
に
あ
り
し
踞
賭
、
娯
舩
を
食
ひ
来
て
こ
の
鴫
に

止
ま
り
居
り
き
◎
故
れ
、
娯
舩
鴫
と
云
ふ
。
東
の
辺
に
神
つ
社
あ
り
。

以
外
は
皆
悉
に
、
百
姓
の
家
な
り
。
土
体
は
豊
沃
け
く
、
草
木
は

扶
疏
し
、
桑
・
麻
豊
富
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
謂
は
ゆ
る
島
の
里
、

是れなり。

鋸
蜷
嶋
・
娯
舩
嶋
条
、
と
も
に
「
古
老
伝
云
」
と
い
う
形
式
で
語
ら
れ
る
。

「
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
「
古
老
伝
云
」
と
い
う
言
い
方
が
一
六
例
存
在

す
る
が
、
「
註
釈
』
は
、
こ
れ
ら
が
当
該
記
事
を
含
め
「
遠
い
土
地
と
の

関
係
を
持
つ
」
も
の
が
多
い
こ
と
に
注
目
、
「
郡
内
の
郷
々
や
他
郡
の
事

情
に
も
通
じ
た
知
識
階
級
の
役
人
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
郡
庁
な

ど
で
そ
れ
ら
に
取
材
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
の
が
「
古
老
伝

云
」
の
実
際
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
根
生
い
の
神

話
」
と
は
一
歩
距
離
を
置
い
た
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
郡
庁

な
ど
で
そ
れ
ら
に
取
材
し
て
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
々
の
「
根
生
い
」

神
話
を
、
風
土
記
編
纂
段
階
で
取
材
し
、
「
古
老
伝
云
」
と
し
て
書
き
留

め
た
も
の
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、

娯
舩
鴫
が
「
こ
れ
す
な
は
ち
謂
は
ゆ
る
島
の
里
、
是
れ
な
り
」
と
記
さ
れ

る
よ
う
に
、
「
百
姓
の
家
」
が
存
在
し
「
神
っ
社
」
を
有
す
一
つ
の
集
落

で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
「
島
の
里
」
で
伝
承
さ
れ
て
い
た

の
が
娯
舩
鴫
地
名
起
源
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
半
部
と
し
て
、
蛎
蛯
鴫

地
名
起
源
も
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
据

蜻
を
紐
帯
と
し
た
「
鋸
緒
嶋
・
娯
舩
鴫
起
源
説
話
」
と
い
う
セ
ッ
ト
で
伝

承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
娯
舩
鴫
の
伝
承
側
か
ら
見

て
も
、
「
鋸
蛯
嶋
」
は
「
拷
嶋
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

多
く
の
地
名
が
変
容
し
て
い
く
中
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
地
名
を
書

き
留
め
る
こ
と
、
こ
れ
も
「
史
籍
」
と
し
て
ま
と
め
「
言
上
」
す
る
と
い

う
、
風
土
記
に
要
求
さ
れ
た
大
切
な
役
割
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
重
要
な
土
地
ｌ
ト
ポ
ス
、
そ
し
て
そ
れ
を
示
す

地
名
を
記
し
た
例
と
し
て
、
逆
に
地
名
の
不
変
を
強
調
し
た
記
事
を
掲
げ

て
お
こ
う
。
「
常
陸
国
風
土
記
」
新
治
郡
・
郡
名
起
源
が
そ
れ
で
あ
る
。

Ｇ
新
治
郡
。
．
：
す
な
は
ち
井
を
治
り
し
を
以
て
、
因
り
て
郡
の
号
に
著

け
た
り
。
ホ
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
名
を
改
め
ず
。

「
新
治
」
と
い
う
地
名
を
、
「
木
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
名
を
改
め
ず
」

と
す
る
末
尾
の
一
節
は
、
新
治
と
い
う
「
場
所
」
が
、
そ
れ
だ
け
大
切
な

地
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
示
す
新
治
と
い
う
「
地
名
」
が
、
改
名
さ

（５）

れ
る
べ
き
で
は
な
い
重
要
な
地
名
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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変容する「地名」

あ
る
場
所
を
示
す
「
地
名
」
、
そ
れ
が
為
政
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

時
の
推
移
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
由
来
を
語
る
地
名
起
源

が
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
出
雲
国
風
土
記
』

を
中
心
に
い
く
つ
か
記
事
を
見
て
き
た
。
地
名
の
改
変
に
よ
る
影
響
を
受

け
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
地
の
民
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
平

成
の
市
町
村
大
合
併
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
自
ら
の
居
住
地
・
故
郷
の

地
名
の
改
変
は
、
極
端
に
い
え
ば
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
喪
失

す
る
に
等
し
い
。
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
編
纂
さ
れ
た
風
土
記

に
は
、
人
々
の
「
記
憶
」
の
中
の
地
名
と
「
現
存
」
す
る
地
名
、
両
者
が

記
載
さ
れ
る
。
そ
し
て
各
々
の
地
名
を
如
何
に
位
置
づ
け
る
か
、
そ
こ
に

風
土
記
編
纂
者
の
地
名
、
そ
し
て
そ
の
場
所
（
ト
ポ
ス
）
に
対
す
る
姿
勢

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

注
（
１
）
「
地
名
論
の
世
界
ｌ
高
梨
豊
写
真
集
に
よ
せ
て
」
（
高
梨
豊
写
真

集
『
地
名
論
」
毎
日
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
ズ
二
○
○
○
）

（
２
）
鈴
木
博
之
『
東
京
の
地
霊
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
○
○
九

初
出
文
藝
春
秋
一
九
九
九
）

（
３
）
鉄
野
昌
弘
氏
は
、
万
葉
歌
に
お
け
る
地
名
表
現
を
考
察
し
、
人

麻
呂
の
時
代
に
の
み
「
名
ぐ
は
し
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
と
指

摘
、
ま
た
地
名
に
対
す
る
関
心
は
、
地
名
の
表
記
が
固
定
し
て
い
く

中
で
、
主
に
地
名
の
連
想
に
興
じ
る
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
述
べ
る
（
「
〈
想
起
的
地
名
表
現
〉
試
論
豈
論
集
上
代
文
学
」

第
二
九
冊
笠
間
書
院
二
○
○
七
）
。
地
名
の
変
化
が
表
現
に
ど

お
わ
り
に

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
稿
と
共
通

す
る
視
点
で
あ
る
。

（
４
）
風
土
記
本
文
の
引
用
は
、
新
全
集
を
用
い
た
。
ま
た
本
稿
中
で
使

用
し
た
左
記
の
『
出
雲
国
風
土
記
』
注
釈
書
は
、
略
語
を
用
い
て
記

した。
『
全
訳
産
…
荻
原
千
鶴
『
出
雲
国
風
土
記
全
訳
注
」
（
講
談
社
学
術

文
庫
一
九
九
九
）

『
註
釈
」
…
松
本
直
樹
『
出
雲
国
風
土
記
註
釈
」
（
新
典
社

二○○七）

（
５
）
拙
著
『
風
土
記
受
容
史
研
究
』
（
笠
間
書
院
二
○
○
八
）
第
１

部
第
３
章
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