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し
て
山
梨
県
の
地
名
が
川
崎
に
あ
る
の
か

と
い
え
ば
、
七
面
山
は
日
蓮
宗
総
本
山
で

あ
る
山
梨
県
の
身
延
山
地
に
あ
る
山
で
、

川
崎
に
限
ら
ず
、
七
面
山
と
名
付
け
ら
れ

た
地
域
に
は
、
日
蓮
宗
寺
院
が
建
っ
て
い

る
場
合
が
多
い
。

地
名
、
そ
れ
も
古
い
地
名
に
は
、
こ
う

し
た
い
わ
れ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
多

い
で
す
ね
。
こ
の
あ
た
り
で
面
白
い
由
来

を
持
つ
の
が
「
ぬ
す
っ
と
」
で
す
。

│
│
泥
棒
の
盗
っ
人
で
す
か
？

そ
う
で
す
。
隣
村
の
人
が
川
の
水
を
引

い
た
せ
い
で
、
水
が
干
上
が
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
を
水
を
盗
ま
れ
た
か
ら
「
盗
っ
人
」

と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
だ
。

で
も
、
本
当
は
違
う
ん
で
す
。
以
前
、

そ
の
集
落
に
は
多
摩
川
が
流
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
川
床
が
砂
利
で
、
乾
燥
す
る

と
薄
い
粘
土
層
が
ひ
び
割
れ
る
。
そ
の
状

態
で
は
、
上
流
か
ら
水
を
流
し
て
も
水
が

地
面
に
染
み
こ
ん
で
、
す
ぐ
に
水
が
枯
れ

戸
時
代
の
村
名
が
ル
ー
ツ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
明
治
時
代
の
市
制
・
町
村
制
施
行
で

行
政
区
画
の
基
盤
が
形
作
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
地
名
研
究
所
が
川
崎
に
あ
る
の
で
、

川
崎
の
例
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す

が
、
こ
の
あ
た
り
な
ら
、
溝

み
ぞ
の

口く
ち
、
二
子
、

久
本
、
久く

地じ

、
下し

も

作さ
く

延の
べ

な
ど
の
集
落
を
統

合
し
、
高
津
村
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
結

果
、
溝
口
や
二
子
な
ど
の
村
名
は
、
大お

お

字あ
ざ

と
し
て
残
り
ま
し
た
。

村
の
生
活
者
た
ち
が
使
っ
た
、
よ
り
小

さ
な
単
位
が
、
大
字
の
下
に
く
る
小こ

字あ
ざ
で

す
。
昔
は
、
田
ん
ぼ
の
一
枚
一
枚
に
持
ち

主
の
名
前
や
屋
号
、
立
地
な
ど
を
も
と
に

し
た
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。

溝
口
の
小
字
で
は
、
街
道
の
入
り
口
の

意
の
「
棒
端
」、
昔
水
車
が
あ
っ
た
「
水

車
場
」、
沼
地
だ
っ
た
「
ド
ブ
」、
日
蓮
宗

の
宗
隆
寺
の
裏
手
に
あ
る
「
七
面
山
」
も

そ
う
で
す
ね
。

七
面
山
は
、
山
梨
県
の
山
で
す
。
ど
う

く
っ
た
神
世
の
七
代
の
神
の
六
代
目
の
神

様
が
、
第
六
天
で
す
。
大
陸
天
児
童
公
園

に
は
、
か
つ
て
第
六
天
を
祀
っ
た
神
社
が

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
明
治
時
代
の
神
仏

分
離
や
廃
仏
毀
釈
で
、
各
地
の
第
六
天
神

社
が
姿
を
消
す
な
か
、
川
崎
で
は
第
六
天

が
大
陸
天
と
名
前
を
変
え
、
正
式
な
行
政

地
名
と
は
異
な
る
通
称
地
名
と
し
て
残
っ

て
、
地
域
に
根
付
い
た
の
で
す
。

現
在
の
行
政
地
名
の
ほ
と
ん
ど
は
、
江

に
も
、
大
陸
天
と
い
う
名
の
児
童
公
園
が

あ
り
ま
す
。
住
所
で
い
え
ば
、
高
津
区
二

子
四
丁
目
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、

大
陸
天
児
童
公
園
と
名
付
け
ら
れ
た
の

か
？

子
ど
も
た
ち
は
疑
問
を
持
た
ず
に

遊
ん
で
い
ま
す
し
、
公
園
の
名
前
の
由
来

に
関
心
を
持
っ
て
い
る
親
御
さ
ん
や
住
民

も
あ
ま
り
い
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

大
陸
天
は
、
も
と
も
と
は
「
第
六
天
」

と
表
記
し
ま
し
た
。
神
道
で
、
日
本
を
つ

盗
っ
人
と
い
う
地
名
の
い
わ
れ

│
│
住
所
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
名
称
が

つ
い
た
バ
ス
の
停
留
所
や
、
学
校
、
公
園

な
ど
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

う
し
た
名
称
は
何
か
い
わ
れ
が
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。

も
ち
ろ
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
地

名
研
究
所
（
川
崎
市
高
津
区
溝
口
）
の
近
く
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「
○
○
が
丘
」 や 「
×
×
台
」 と
い
っ
た
取
っ
て
付
け
た
よ
う
な
地
名
は
ツ
マ
ラ
ナ
イ
。

は
る
か
に
面
白
い
の
は
、 地
形
や
風
土
や
歴
史
に
由
来
し
た
古
く
か
ら
の
地
名
だ
。

味
わ
い
も
深
い
し
、 か
つ
後
世
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

日
本
地
名
研
究
所
の
菊
地
恒
雄
さ
ん
に
話
を
う
か
が
っ
た
。

「
地
形
地
名
」 と 「
歴
史
地
名
」 の
楽
し
い
世
界

道
を
歩
け
ば
地
名
に
当
た
る
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