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と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
一
二
三
」
と
書
い
て
「
わ
る
つ
」
と
読

ま
せ
た
り
す
る
今
風
の
キ
ラ
キ
ラ
ネ
ー
ム

は
万
葉
仮
名
的
な
使
い
方
と
は
少
し
違
い

ま
す
が
、
い
ま
で
も
名
前
な
ど
で
漢
字
の

音
だ
け
を
用
い
る
方
法
は
よ
く
使
わ
れ
て

い
ま
す
ね
。
松
田
聖
子
さ
ん
の
お
嬢
さ
ん

は
「
沙
也
加
」
さ
ん
で
す
が
、
こ
の
表
記

は
万
葉
仮
名
と
い
っ
て
も
い
い
。
私
の
家

内
の
知
り
合
い
に
は
「
五
輪
男
」
と
書
い

て
「
い
わ
お
」
と
読
ま
せ
る
子
も
い
ま
し

た
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
あ
っ
た
昭
和

三
十
九
（
一
九
六
四
）
年
に
生
ま
れ
た
か

ら
で
す
が
、
み
ん
な
か
ら
は
「
ご
り
お
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
か
わ
い
そ

う
で
し
た
（
笑
）。

さ
ら
に
そ
の
後
「
万
葉
仮
名
」
を
ベ
ー

ス
に
し
て
、「
伊
」
か
ら
「
イ
」、「
呂
」

か
ら
「
ロ
」
と
い
っ
た
カ
タ
カ
ナ
が
作
ら

れ
、「
波
」
を
崩
し
た
草
書
体
か
ら
「
は
」、

「
任
」
の
草
書
体
か
ら
「
に
」
の
よ
う
に
、

詞
と
い
っ
た
も
の
は
中
国
の
漢
字
だ
け
で

は
表
記
で
き
な
い
。「
犬
」「
空
」「
梅
」

な
ど
中
国
に
も
存
在
し
て
い
る
も
の
に
は

漢
字
が
用
意
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本

に
は
あ
っ
て
中
国
に
は
な
い
モ
ノ
も
あ
る

わ
け
で
す
。
ま
た
「
さ
や
か
」
と
い
う
の

は
「
ク
リ
ア
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
単
語
を
中
国
か
ら
の

漢
字
を
使
っ
て
一
文
字
で
表
現
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
、
漢
字
の

音
読
み
を
う
ま
く
使
っ
て
発
音
を
文
字
に

し
て
い
く
方
法
で
す
。「
あ
」
の
発
音
は

「
安
」「
阿
」
を
使
う
、「
か
」
の
発
音
は

「
可
」「
加
」
を
使
う
な
ど
で
す
。「
い
づ

も
」
の
地
名
は
「
伊
豆
毛
」
と
記
さ
れ
、

「
い
わ
し
」
と
い
う
魚
は
「
伊
委
之
」
と

記
さ
れ
た
。「
委
」
は
、「
倭
」
か
ら
ニ
ン

ベ
ン
を
外
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
「
万

葉
仮
名
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
表
記
方
法
で
、

『
万
葉
集
』
な
ど
で
盛
ん
に
使
わ
れ
た
こ

て
ベ
ト
ナ
ム
で
も
漢
字
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
漢
字
は
い
わ
ば
国
際
共

通
文
字
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
現
在
、
漢

字
を
使
い
続
け
て
い
る
の
は
中
国
と
日
本

だ
け
で
す
。

万
葉
仮
名
と
い
う
工
夫

た
だ
、
ご
存
じ
の
と
お
り
中
国
と
日
本

で
は
漢
字
の
使
い
方
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
に
漢
字
が
入
っ
て
き
た
の
は
卑
弥
呼

の
時
代
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
漢
字
を
使
っ

て
中
国
と
の
外
交
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
ま
だ

ま
だ
幼
稚
な
漢
字
文
化
で
し
た
。
日
本
人

が
漢
字
を
使
っ
て
自
由
に
高
度
な
文
章
表

現
を
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
八

世
紀
ご
ろ
、
自
分
た
ち
の
言
葉
を
漢
字
で

よ
り
正
確
に
表
記
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ

ム
を
工
夫
し
だ
し
て
か
ら
で
す
。

た
と
え
ば
日
本
の
人
名
や
地
名
、
形
容

見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
読
書
感
想
文
」

と
彫
ら
れ
て
い
た
な
ん
て
話
を
聞
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
（
笑
）。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
漢
字
は
中
国
の
高

度
な
文
明
を
受
け
入
れ
て
自
国
文
化
を
発

展
さ
せ
て
い
っ
た
周
辺
国
家
に
も
浸
透
し
、

話
し
言
葉
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
漢
字
を

読
み
書
き
す
る
こ
と
で
交
流
で
き
る
漢
字

文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
朝
鮮

半
島
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
、
そ
し

る
こ
と
は
確
か
で
す
。

長
い
歴
史
を
も
つ
文
字
で
、
西
洋
文
明

に
は
な
い
も
の
で
す
か
ら
海
外
の
人
に
は

魅
力
的
に
映
る
の
で
し
ょ
う
。
漢
字
を
タ

ト
ゥ
ー
に
し
て
い
る
人
も
け
っ
こ
う
多
い

で
す
ね
。
た
だ
彼
ら
に
と
っ
て
は
意
味
よ

り
も
形
が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
以
前
、

私
の
娘
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
留
学
し

て
い
た
と
き
に
友
人
か
ら
漢
字
の
タ
ト
ゥ

ー
を
入
れ
た
か
ら
見
に
来
て
と
呼
ば
れ
て
、

そ
も
そ
も
漢
字
と
は

漢
字
と
は
、
中
国
の
最
多
民
族
で
あ
る

漢
民
族
が
話
す
漢
語
を
文
字
化
し
た
も
の

で
す
。
誰
が
、
い
つ
作
っ
た
の
か
は
定
か

で
は
な
い
の
で
す
が
、
紀
元
前
一
三
〇
〇

年
ご
ろ
に
は
亀
の
甲
羅
や
動
物
の
骨
に
文

字
を
刻
ん
だ
「
甲
骨
文
字
」
が
使
わ
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
漢
字
の
先
祖
で
あ
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私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
多
く
の
植
物
が
あ
る
。

名
前
が
漢
字
で
書
か
れ
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
れ
ば
、

小
学
生
は
、「
こ
の
木
は
漢
字
で
こ
う
書
く
の
か
」と
面
白
が
り
、大
人
も
あ
ら
た
め
て
勉
強
に
な
る
。

「
漢
字
併
記
を
！
」と
い
う
小
誌
の
考
え
に
つ
い
て
阿
辻
哲
次
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

言
語
文
化
の
裾
野
を
広
げ
る
た
め
に

漢
字
を
知
る
こ
と
は
楽
し
い


