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専
門
で
も
な
い
の
に
、
社
会
科
教
科
書
や
地
図
帳
の
中
国
地
名
カ
タ

カ
ナ
現
地
音
表
記
に
つ
い
て
調
べ
始
め
、既
に
論
文
も
六
篇
に
な
っ
た
。

自
分
で
も
そ
ろ
そ
ろ
飽
き
て
く
る
頃
か
と
思
っ
た
ら
、そ
う
で
も
な
い
。

次
々
と
新
た
な
資
料
が
見
付
か
る
し
、
実
に
面
白
い
。
最
近
で
は
依
頼

を
受
け
て
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
「
ニ
コ
生
」
で
も
こ
の
話
を
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
今
回
は
こ
れ
に
関
連
す
る
話
題
を
二
つ
、
気
ま
ま
に
紹
介

し
て
み
た
い
。

１
、
中
国
恐
竜
の
名
前

　

本
誌
『
東
方
』
第
三
七
九
号
に
真
鍋
真
氏
の
「
中
国
の
化
石
が
垣
間

見
せ
て
く
れ
る
『
本
当
の
』
恐
竜
進
化
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
名
古
屋
市

科
学
館
で
開
催
さ
れ
た
「
黄
河
大
恐
竜
展
」
の
記
憶
と
も
相
ま
っ
て
、

実
に
興
味
深
く
拝
見
し
た
。
や
っ
ぱ
り
専
門
家
の
お
話
は
面
白
い
。
と

こ
ろ
で
、
本
誌
の
読
者
に
は
中
国
語
の
達
者
な
方
が
多
い
の
で
、
気
に

な
っ
た
向
き
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
出
て
く
る
中
国
の

恐
竜
名
の
、
中
国
語
の
漢
字
表
記
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
。
例
え
ば
、

テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス
類
の
「
デ
ィ
ロ
ン
グ
」「
グ
ア
ン
ロ
ン
グ
」
だ
が
、

こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
帝

D
ilon

g竜
」「
冠

Guanlong竜
」
で
あ
る
。
そ
う
、
恐
竜
の
世
界

で
は
「
竜
＝long

」
は
全
て
「
ロ
ン
グ
」
と
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い

る
よ
う
な
の
だ
。
そ
れ
が
証
拠
に
、科
学
館
の
売
店
に
立
ち
寄
っ
た
ら
、

そ
こ
に
売
っ
て
い
た
の
は
「
ウ
ー
ロ
ン
グ
茶
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
ウ

ソ
で
す
。
信
じ
な
い
よ
う
に
）。
ま
た
真
鍋
氏
が
文
中
で
触
れ
て
お
ら
れ

る
「
ユ
ウ
テ
ィ
ラ
ヌ
ス
・
フ
ア
リ
」
は
ど
う
だ
ろ
う
。
氏
が
「
ユ
ウ
は

中
国
語
で
羽
毛
」「
フ
ア
リ
は
中
国
語
で
美
し
い
と
い
う
意
味
」
と
ご

説
明
下
さ
っ
て
い
る
の
で
、
ピ
ン
と
き
た
方
も
あ
ろ
う
。「
ユ
ウ
」
は

「
羽

y
u

」、「
フ
ア
リ
」
は
「
華

h
u
a
li麗

」
で
あ
る
。
こ
の
恐
竜
の
漢
字
表
記
は
「
華

現
代
中
国
語
カ
タ
カ
ナ
表
記
雑
感
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麗
羽
王
竜
」
で
、
氏
の
「
テ
ィ
ラ
ヌ
ス
は
ラ
テ
ン
語
で
王
、
暴
君
を
意

味
す
る
」
と
い
う
解
説
に
も
合
致
す
る
。
な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
。

　

そ
の
他
の
中
国
由
来
の
恐
竜
名
を
、
恐
竜
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
図
録
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
展
示
の
最
大
の
呼
び
物
の
一

つ
、
全
長
二
七
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
竜
脚
類
は
、「
ダ
シ
ア
テ
ィ
タ
ン
＝

D
axiatitan

」。
そ
の
漢
字
表
記
を
調
べ
て
み
る
と「
大
夏
巨
竜
」で
あ
っ

た
。
な
る
ほ
ど
、「D

axia

」
は
「
大
夏
」
の
拼
音
表
記
で
、そ
れ
に
「
巨
」

に
相
当
す
る
「titan

」
を
繋
い
で
い
る
わ
け
だ
。
こ
れ
が
「
ダ
ク
シ
ア
」

な
ど
で
は
な
く
「
ダ
シ
ア
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
中

国
語
の
読
み
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
中
国
語
的

に
は
「
ダ
ー
シ
ア
」
な
ど
と
し
て
欲
し
い
気
は
す
る
が
…
。
ち
な
み
に

恐
竜
展
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ダ
ッ
シ
ー
」
君
は
、
こ
の
ダ

シ
ア
テ
ィ
タ
ン
で
あ
る
。
セ
リ
フ
の
語
尾
が
一
々
「
～
だ
し
」
に
な
っ

て
い
る
の
に
は
ち
ょ
っ
と
だ
け
い
ら
っ
と
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
も
し
も
恐
竜
名
が
た
ま
た
ま
「
ダ
ー
シ
ア
テ
ィ
タ
ン
」
に
な
っ
て

い
た
ら
、
彼
の
名
前
も
変
わ
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

他
に
「
ジ
ン
タ
サ
ウ
ル
ス
」
は
「
金
塔
竜
」、「
ス
ジ
ョ
ウ
サ
ウ
ル
ス
」

は
「
粛
州
竜
」、「
ラ
ン
ジ
ョ
ウ
サ
ウ
ル
ス
」
は
「
蘭
州
竜
」
だ
そ
う
だ
。

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
「
金
塔
＝Jinta

」「
粛
州
＝Suzhou

」「
蘭
州

＝Lanzhou

」
と
ラ
テ
ン
語
の
「
サ
ウ
ル
ス
（
と
か
げ
）」
と
か
ら
な
っ

て
い
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
。

　

一
方
、「
キ
ャ
オ
ワ
ン
ロ
ン
グ
」
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
う
な
る
と
、

カ
タ
カ
ナ
か
ら
漢
字
に
た
ど
り
着
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
実
は

「Q
iaow

anlong

＝
橋
湾
竜
」
な
の
で
あ
る
。
中
国
語
風
に
表
記
す
る

な
ら
「
チ
ャ
オ
ワ
ン
ロ
ン
」
だ
ろ
う
。
は
は
あ
、
な
る
ほ
ど
、
中
国
語

を
知
ら
な
い
人
が
「Q

iao

」
を
「
キ
ャ
オ
」
と
読
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
だ

な
。
英
語
の
「right

」
を
「
リ
グ
フ
ト
」
と
読
む
の
と
同
じ
間
違
い
だ
。

で
は
次
に
、「
テ
ィ
ア
ニ
ュ
ロ
ン
グ
」
は
い
か
が
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
天

宇
竜
」
な
の
で
あ
る
。
お
分
か
り
だ
ろ
う
か
？･

「
天

tian
y
u宇

」
を
「t テ
ィ
エ
ン

ian･+･
y

ユ
イ

u

」で
は
な
く「t テ
ィ
ア

ia･+･n

ﾆ
ｭ

yu

」と
読
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
も
う
一
つ
、

「
シ
ュ
ウ
ロ
ン
グ
」
は
？･

実
は
「
叙
五
竜
＝X

u･w
u･long

」
な
の
で

あ
る
。
あ
、
そ
う
か
。「
シ
ュ
ウ
・
ロ
ン
グ
」
で
は
な
く
、「
シ
ュ
・
ウ
・

ロ
ン
グ
」
な
の
で
す
ね
（
叙
五
は
地
質
学
者
王
曰
倫
の
字あ

ざ
な
）。
先
ほ
ど

の
「
～
テ
ィ
タ
ン
」「
～
サ
ウ
ル
ス
」
が
付
い
て
い
た
も
の
は
全
体
が

ラ
テ
ン
語
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
「
竜
＝long

」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
語
の
拼
音
表
記
そ
の
ま
ま
だ
と
言
え

る
。
な
ら
ば
、
中
国
語
で
ど
う
読
む
か
も
考
慮
し
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
を

決
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

実
は
そ
の
あ
た
り
を
、
生
物
学
の
知
人
や
、
知
人
を
通
じ
て
博
物
館

の
方
な
ど
に
、
質
問
し
て
み
た
。
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
、
こ
れ
は
基
本
的
に

ラ
テ
ン
語
の
学
名
で
あ
っ
て
、中
国
語
と
は
直
接
関
係
な
い
。
む
し
ろ
、

ラ
テ
ン
語
の
学
名
の
綴
り
を
基
本
と
し
、
各
国
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
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の
言
語
の
読
み
方
で
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
の
説
明

で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
。
私
は
こ
れ
を
聞
い
て
あ
る
種
の
既
視
感
を
覚

え
た
。
漢
字
文
化
圏
に
お
け
る
、
共
通
ツ
ー
ル
と
し
て
の
漢
字
の
機
能

だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
で
発
音
は
違
っ
て
も
、
漢
字
を
見
れ
ば
意
味
が

分
か
る
。こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
こ
と
と
ど
こ
か
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
の
綴
り
が

漢
字
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
各
国
の
研
究
者
は
ラ
テ
ン
語
の
綴
り
を
基

準
と
し
て
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
「
音
読
み
」
し
て
恐
竜
を
認
識

す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
な
る
ほ
ど
～
。

　

た
だ
、
や
は
り
、
中
国
の
恐
竜
の
場
合
は
ど
こ
か
に
漢
字
表
記
を
添

え
て
お
い
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
は
残
る
。「
華

Y
utyrannus･huali

麗
羽
王
竜
」
と
か

「
孔

T
ianyulong･confuciusi

子
天
宇
竜
」
と
か
、
か
っ
こ
い
い
し
、
意
味
も
つ
か
み
や
す
い
。

も
ち
ろ
ん
大
切
な
の
は
学
名
だ
ろ
う
が
、
親
し
み
や
す
い
俗
名
・
和
名

と
し
て
で
も
、
漢
字
名
は
ど
こ
か
に
残
し
て
欲
し
い
。「
天
宇
竜
は
山

東
省
の
天
宇
自
然
博
物
館
の
名
前
か
ら
来
て
い
て
ね
…
」
と
い
う
説
明

を
恐
竜
好
き
の
子
供
に
し
て
や
る
の
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
。

２
、
教
科
書
検
定
基
準
の
別
表
に
つ
い
て

　

さ
て
話
は
変
わ
る
。
中
国
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
化
に
関
す
る
調
査
で
、

教
科
書
図
書
館
を
始
め
、
結
構
い
ろ
い
ろ
な
図
書
館
に
通
っ
た
。
そ
の

中
で
、
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
の
は
知
っ
て
い
て
も
、
敢
え
て
見
て
い
な

か
っ
た
書
物
が
あ
る
。『
教
育
法
令
集
』
で
あ
る
。
ま
あ
法
律
は
難
し

そ
う
だ
し
、
そ
れ
に
今
ま
で
調
べ
た
範
囲
で
は
こ
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

直
接
の
根
拠
は
文
部
省
の
、
そ
し
て
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
手
引

き
書
」
で
あ
っ
て
、
法
律
で
直
接
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
分
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ふ
と
そ
の
気
に
な
っ
て
手

に
と
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、興
味
深
い
記
述
を
見
出
し
た
。
い
わ
ゆ
る「
教

科
書
検
定
基
準
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
は
義
務
教
育
用
と
高
等
学
校
用
が
あ
っ
て
、
現
行
の
も
の
は

そ
れ
ぞ
れ
、

○
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準

（
平
成
二
一
年
三
月
四
日
、
文
部
科
学
省
告
示
第
三
三
号
）

（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
、
文
部
科
学
省
告
示
第
一
六
四
号

改
正
）

○
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準

（
平
成
二
一
年
九
月
九
日
、
文
部
科
学
省
告
示
第
一
六
六
号
）

（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
、
文
部
科
学
省
告
示
第
一
六
四
号
）

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
教
科
別
の
細
か
い
基
準
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
末
尾
に
は
別
表
な
る
も
の
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
別
表
と
は
、
教
科
に
関
わ
ら
ず
遵
守
す
べ
き
用
字
や
用
語
な
ど

の
基
準
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
区
分
は「
漢
字
」「
仮
名
」「
文

体
」「
仮
名
遣
い
」「
送
り
仮
名
」「
ロ
ー
マ
字
つ
づ
り
」「
地
名
・
人
名
」「
用
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語
・
記
号
等
」「
計
量
単
位
」
で
あ
る
。
お
っ
、「
地
名
・
人
名
」
が
あ

る
ぞ
。
早
速
見
て
み
る
と
、
高
等
学
校
用
の
基
準
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。（

４
）
地
名
・
人
名
の
う
ち
、
通
常
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
の
範
囲
内
に
限
定
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
表
記

す
る
こ
と
。（
傍
線
明
木
）

あ
れ
？
…
…･

こ
れ
を
文
字
通
り
に
読
む
な
ら
ば
、
漢
字
で
表
記
さ
れ

る
地
名
は
漢
字
で
書
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？･

カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
た
教
科
書
や
地
図
帳
の
中
国
地
名
は
、
こ
の
基
準

に
違
反
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
？
一
方
義
務
教
育
用
は
と
言
う

と
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
４
）
地
名
・
人
名
の
う
ち
、
通
常
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
の
範
囲
内
に
限
定
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
表
記

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
児
童
又
は
生
徒
に
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
振
り
仮
名
を
付
け
る
な
ど
、
適
切
な
配
慮
を

す
る
こ
と
。（
傍
線
明
木
）

う
ん
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
地
名
は
漢
字
で
書
く
、

と
し
か
読
め
な
い
。
子
供
た
ち
に
難
し
い
場
合
は
ル
ビ
を
振
る
な
ど
の

配
慮
を
せ
よ
、
と
い
う
の
は
当
然
必
要
な
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
を
素
直

に
読
む
限
り
は
、
基
本
的
に
漢
字
で
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
し
か

読
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
教
科
書
や
地
図
帳
で
は
、
中
国
地
名
を
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
で

表
記
し
な
が
ら
も
、そ
の
後
ろ
に
カ
ッ
コ
入
り
で
漢
字
を
添
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
誌
三
六
七
号
の
拙
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
近
年
中
国

地
名
を
カ
タ
カ
ナ
の
み
で
記
し
、
漢
字
を
一
切
付
さ
な
い
こ
と
も
増
え

つ
つ
あ
る
。
特
に
社
会
科
教
科
書
で
は
、
本
文
に
は
漢
字
が
小
さ
く
添

え
て
あ
る
も
の
の
、
本
文
の
外
の
コ
ラ
ム
・
写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・
地

図
な
ど
で
は
、
漢
字
無
し
の
カ
タ
カ
ナ
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
各
社
と

も
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
受
験
参
考
書
や
問
題
集
で
も
、
例
え
ば
中
国
の

経
済
特
区
を
「
シ
ェ
ン
チ
ェ
ン
、
チ
ュ
ー
ハ
イ
…
」
と
答
え
さ
せ
る
よ

う
な
設
問
が
増
え
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に

カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
の
み
で
中
国
地
名
を
記
し
、
漢
字
を
一
切
添
え

な
い
こ
と
は
、
こ
の
検
定
基
準
別
表
「
地
名
・
人
名
」
の
（
４
）
に
矛

盾
す
る
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
、
い
い
ん
だ
ろ
う

か
？

　

こ
の
別
表
、よ
く
見
る
と
も
う
一
つ
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。「
仮
名
」

の
項
目
に
、

平
仮
名
を
用
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
外
来
語
、
擬
声
語
、
生
物
名
な

ど
を
表
記
す
る
場
合
、
原
典
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
必
要
の
あ
る
場
合

及
び
地
図
の
地
名
に
振
り
仮
名
を
つ
け
る
場
合
な
ど
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
片
仮
名
を
用
い
る
場
合
に

は
、
原
則
と
し
て
、「
外
来
語
の
表
記
」（
平
成
三
年
内
閣
告
示
第
二
号
）
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第
一
表
及
び
第
二
表
に
よ
る
こ
と
。（
傍
線
明
木
）

と
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
地
名
に
振
り
仮
名
を
付
け
る
な
ら
当
然
ひ

ら
か
な
で
あ
ろ
う
。
振
り
仮
名
が
カ
タ
カ
ナ
に
な
る
場
合
と
は
、
や
は

り
中
国
地
名
の
カ
タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
い
や
、「
地
名
・
人
名
」
の
（
３
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
３
）
外
国
の
地
名
及
び
人
名
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
慣
用
を
尊
重

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
務
教
育
・
高
等
学
校
共
通
）

中
国
地
名
を
中
国
語
読
み
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
こ
と
は
、断
じ
て「
慣

用
」
と
は
言
え
ま
い
。
昭
和
二
十
年
代
に
国
語
審
議
会
と
文
部
省
が
、

か
な
り
強
引
に
定
め
た
も
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。そ
う
す
る
と
、

右
の
検
定
の
基
準
を
守
る
な
ら
ば
、

四し
せ
ん川

と
い
う
の
が
や
は
り
基
本
的
な
書
き
方
で
あ
り
、
も
し
百
歩
譲
っ
て
カ

タ
カ
ナ
現
地
音
表
記
を
認
め
る
な
ら
ば
、「
仮
名
」
の
項
目
よ
り
、

四
ス
ー
チ
ョ
ワ
ン
川

と
い
う
の
が
許
容
し
得
る
書
き
方
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

ス
ー
チ
ョ
ワ
ン
（
四
川
）

と
い
う
の
は
「
地
名
の
振
り
仮
名
」
と
い
う
条
件
に
違
反
す
る
。
ま
し

て
や
、

ス
ー
チ
ョ
ワ
ン

と
カ
タ
カ
ナ
だ
け
で
書
い
て
し
ま
っ
た
ら
、「
地
名
・
人
名
」
の
（
４
）

の
、
漢
字
で
書
く
と
い
う
規
程
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
矛
盾
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ

ろ
こ
れ
を
明
確
に
説
明
し
て
く
れ
る
資
料
は
見
付
か
ら
な
い
。
た
だ
、

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
記
述
は
あ
る
。
三
六
七
号
の
拙
稿
で
も
触
れ
た
教

科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』（
平
成
六
年
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
昭
和
五
三
年
の
旧
『
地
名
表
記
の
手
引
』
を
改
訂
し
た
も
の
で
、

現
行
教
科
書
の
地
名
表
記
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、

ま
さ
に
こ
の
改
訂
を
行
っ
た
改
訂
調
査
研
究
会
代
表
、
豊
田
短
期
大
学

（
当
時
）
教
授
の
朝
倉
隆
太
郎
氏
に
よ
る
序
文
「『
地
名
表
記
の
手
引
』

改
訂
に
つ
い
て
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

昭
和
三
三
年
の
文
部
省
『
地
名
の
呼
び
方
と
書
き
方
』
以
来
、
少

な
く
と
も
三
〇
余
年
の
歴
史
的
背
景
を
持
つ
本
書
が
、
教
科
用
図

書
に
お
け
る
地
名
表
記
の
検
定
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
を

切
望
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
こ
の
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』
は
（
も
ち
ろ

ん
旧
『
地
名
表
記
の
手
引
』
も
）
教
科
書
検
定
の
基
準
と
は
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
現
行
の
教
科
書
検
定
基
準
で
も
、

本
文
・
別
表
共
に
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』
に
は
全
く
言
及
が
無
い
。

即
ち
、
現
在
に
至
る
も
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』
は
検
定
基
準
と
し
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て
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
字
表
記
を

基
本
と
す
る
検
定
基
準
に
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
を
主
張
す
る
『
新･

地
名

表
記
の
手
引
』
が
食
い
込
も
う
と
し
て
未
だ
果
た
せ
て
い
な
い
状
態
に

あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

朝
倉
氏
は
こ
の
『
新･
地
名
表
記
の
手
引
』
が
教
科
書
の
「
地
名
表

記
の
検
定
基
準
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
検
定
基
準
に
採
用
す
る
こ
と
に
、
私
は
強
く

反
対
す
る
。
こ
の
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』
は
、

た
だ
し
、
慣
用
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
の
他
必

要
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
漢
字
を
付
記
す
る

と
い
う
条
件
を
付
け
つ
つ
も
、

中
国
の
地
名
の
呼
び
方
は
、
中
国
語
の
発
音
に
よ
る
。

中
国
の
地
名
は
片
仮
名
で
書
く
。（「
中
国
の
地
名
」
原
則
１
、２
）

と
は
っ
き
り
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
漢
字
は
「
付
記
」
す
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
も
「
慣
用
」
や
「
必
要
」
な
ど
、
恣
意
的
に
ど
う
と
で

も
解
釈
で
き
る
も
の
だ
。
も
し
こ
の
『
新･

地
名
表
記
の
手
引
』
が
検

定
基
準
と
し
て
強
制
力
を
持
っ
た
ら
、
中
国
地
名
が
カ
タ
カ
ナ
現
地
音

表
記
に
な
っ
て
い
な
い
教
科
書
・
地
図
帳
は
検
定
を
通
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
終
的
に
全
て
の
中
国
固
有
名
詞
が
漢
字

を
全
く
添
え
ず
に
、
カ
タ
カ
ナ
だ
け
で
書
か
れ
て
し
ま
う
恐
れ
さ
え
あ

る
の
で
あ
る
。
本
当
に
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
教
科
書
検
定
基
準
・
別
表
」
と
『
新･

地
名
表
記
の

手
引
』
と
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
見
え
る

状
態
を
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
正
直
私
は
考
え
あ
ぐ
ね
て
い

る
。
特
に
教
育
行
政
や
法
律
に
お
詳
し
い
皆
さ
ん
の
ご
教
示
を
切
に
お

願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
あ
け
ぎ
・
し
げ
お　

中
京
大
学
）

追
記　

三
六
七
号
の
拙
稿
で
は
幾
つ
か
「tw

itter

」
上
の
発
言
を
引

用
し
た
。
そ
の
内
の
一
つ
に
つ
い
て
私
は
、
拙
著
を
「
感
情
的
」
だ
と

批
判
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
し
て
言
及
し
た
の
だ
が
、
後
で
伺
っ
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
そ
の
方
が
「
感
情
的
」
と
さ
れ
た
の
は
拙
著
の
こ
と
で

は
な
く
、
私
が
拙
著
で
採
り
上
げ
た
事
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。


