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地
名
の
問
題
を
こ
こ
で
は
上
方
こ
と
ば
の
一
環
と
し
て
と
ら

え
、
地
名
の
上
方
ら
し
い
個
性
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
価
値
あ
る
と
こ

ろ
を
大
切
に
す
る
希
望
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
地
名
と
い
う
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
古
い
地
名
の
語
源
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
語
源
の
わ
か
ら
な
い
地
名
に
新
説
を
出
す
こ
と
よ
り

も
、
地
名
の
歴
史
的
価
値
と
そ
の
上
方
に
お
け
る
現
れ
方
、
そ
の

望
ま
し
い
受
け
継
が
れ
方
な
ど
を
展
望
し
、
上
方
文
化
と
し
て
の

今
後
の
新
し
い
創
造
へ
の
期
待
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

ま
ず
「
上
方
」
と
い
う
地
名
そ
の
も
の
か
ら
話
を
は
じ
め
た

い
。
上
方
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
古
来
の
王
城
の
地
と
し
て
の
カ

ミ
で
あ
り
、
都
か
ら
地
方
へ
は
「
東
下
り
」
と
か
「
北
国
下
向
」

（
『
平
家
物
語
』
）
な
ど
、
ク
ダ
ル
の
で
あ
っ
て
、
都
へ
は
、

上

方

の

地

名

は

じ

め

に

上

方

の

地

名

ノ
ポ

六
五

ル
、
上
洛
で
あ
っ
た
。
と
く
に
九
州
は
シ
モ
の
地
方
の
代
表
と
さ

れ
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は

X
i
m
o
の
注
記
で
多
く
の
九
州
方
言

を
採
録
し
て
い
る
。
都
付
近
を
「
上
が
た
」
と
「
方
」
を
つ
け
て

称
す
る
こ
と
は
、
古
く
狂
言
あ
た
り
に
見
え
、
室
町
時
代
に
は
一

般
的
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
「
か
や
う
に
候
も
の
は
北
国
が
た

、
、
、

の
者
に
て
候
、
某
い
ま
だ
上
が
た
を
一
見
仕
ら
ず
候
間
」
（
狂

言
・
通
円
・
虎
明
本
）
な
ど
。
こ
の
上
方
と
シ
モ
（
九
州
）
と
の

中
間
の
距
離
が
中
国
地
方
の
「
中
国
」
で
あ
る
。
古
く
は
『
太
平

＊
シ

r
ヅ

七

ソ

ヤ

ウ

ダ

ウ

ヒ

ラ

イ

、

、

記
』
に
、
「
先
山
陽
道
ノ
路
ヲ
開
テ
中
国
ノ
勢
ヲ
著
ケ
、
推
テ
筑

タ
ダ
リ

紫
へ
御
下
候
ヘ
カ
シ
」
（
巻
一
六
・
慶
長
古
活
字
本
）
と
見
え
て

い
る
。
上
方
は
都
の
近
辺
を
、
い
わ
ゆ
る
五
畿
内
（
拡
大
し
た
近

畿
の
名
称
は
明
治
以
後
）
と
ほ
ぽ
同
様
に
指
し
、
狭
く
は
京
、
大

坂
の
二
都
市
を
さ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
と
り
上
げ
る

地
名
は
、
京
都
大
坂
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
現
代
に
伝
わ
る
地

鏡

味

明

克



名
、
現
代
の
京
阪
都
市
圏
を
問
題
と
す
る
た
め
、
京
阪
神
の
三
大

都
市
と
そ
の
都
市
圏
の
ひ
ろ
が
り
で
奈
良
や
、
五
畿
内
の
外
で
は

あ
る
が
和
歌
山
、
大
津
あ
た
り
の
地
名
も
あ
わ
せ
て
と
り
上
げ
る

こ
と
に
し
た
い
。
な
お
地
方
を
広
く
シ
モ
と
よ
ぶ
習
慣
は
現
代
の

古
老
に
も
な
お
存
す
る
よ
う
で
、
先
年
河
内
の
農
村
部
で
古
老
と

面
談
中
、
同
行
の
友
人
に
古
老
が
ど
ち
ら
か
ら
来
た
と
た
ず
ね
、

か
た

東
京
か
ら
と
答
え
る
と
、
「
あ
あ
シ
モ
の
方
か
」
と
言
わ
れ
、
驚

い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ミ
の
地
域
と
し
て
の
衿
持
は

当
然
こ
と
ば
の
上
に
も
現
れ
る
。
地
名
に
も
上
方
と
し
て
の
個
性

の
歴
史
の
つ
み
重
ね
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
近
年
の
町
名
変
更
や

団
地
新
町
名
の
誕
生
に
際
し
て
、
東
京
模
倣
の
地
名
が
全
国
的
に

急
増
し
、
歴
史
と
こ
と
ば
に
自
負
を
持
つ
上
方
地
域
さ
え
影
響
さ

れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
上
方
の
地
名
の
個
性
と
は
何
か
、
と
い
う
こ

と
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
上
方
文
化
の
新
た
な
振
興
の
上
で
必
要

で
は
な
い
か
と
思
う
。

地
名
の
歴
史
的
価
値

上
方
の
地
名
の
大
特
色
は
そ
の
歴
史
の
古
さ
と
、
長
く
中
央
の

歴
史
で
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
、
そ
の
歴
史
を
地
名
に
残
し
て
い
る

こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

地
名
の
歴
史
的
価
値
は
そ
の
永
続
性
に
あ
る
。
平
安
時
代
の
建

上

方

の

地

名

物
の
残
っ
て
い
な
い
洛
中
で
、
目
に
見
え
る
形
で
残
っ
て
い
る
平

安
京
は
そ
の
地
名
で
あ
る
。
四
条
高
倉
と
書
か
れ
た
バ
ス
停
に
立

て
ば
、
平
安
京
の
四
条
大
路
と
高
倉
小
路
の
交
差
点
に
現
に
立
っ

て
い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
奈
良
の
平
城
京
も
三
条
通
な
ど
現

に
平
城
京
の
東
の
延
長
（
外
京
）
に
中
心
街
の
名
と
し
て
継
承
さ

れ
て
い
る
。
明
治
の
町
名
で
あ
る
が
上
京
区
の
中
務
町
は
中
務
省

跡
に
ち
な
み
命
名
さ
れ
、
大
内
裏
の
官
街
の
位
置
を
示
し
て
い

る
。
失
わ
れ
た
建
物
の
あ
と
を
物
語
る
唐
橋
羅
城
門
町
な
ど
の
ほ

か
、
建
物
の
移
動
し
た
あ
と
も
地
名
が
旧
地
を
示
し
、
そ
の
歴
史

の
あ
と
を
読
み
と
ら
せ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
織
田
信
長
が

明
智
光
秀
に
襲
わ
れ
た
本
能
寺
は
今
も
大
き
な
寺
で
寺
町
御
池
下

ル
に
あ
る
が
、
こ
の
地
に
移
っ
た
の
は
本
能
寺
の
変
以
後
の
こ
と

で
、
事
件
当
時
の
旧
地
（
六
角
油
小
路
の
東
）
に
は
現
に
本
能
寺

町
、
元
本
能
寺
南
町
の
町
名
が
残
っ
て
い
る
。
元
誓
願
寺
通
（
上

京
区
）
、
元
百
万
遍
町
（
上
京
区
）
な
ど
も
こ
の
種
の
旧
地
を
示

す
地
名
で
あ
る
。

バ
リ
で
地
下
鉄
に
乗
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
地
下
鉄
の
路
線
図

を
一
覧
す
る
と
、
ボ
ル
ト
・
ド
ゥ
ヽ
／
＼
（
門
）
の
名
を
持
っ
た
駅

が
パ
リ
の
外
周
部
に
、
映
画
の
題
名
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
リ
ラ

の
門
や
、
地
下
鉄
の
路
線
終
点
駅
（
行
先
）
に
な
っ
て
い
る
オ
ル

レ
ア
ン
門
、
ク
リ
シ
イ
門
、
ク
リ
ニ
ャ
ン
ク
ー
ル
門
、
ラ
・
ヴ
ィ

六
六



上

方

の

地

名

上
方
の
地
名
の
今
―
つ
の
大
き
な
個
性
は
古
典
文
学
と
結
び
つ

歌
枕
地
名
に
つ
い
て

レ
ッ
ト
門
な
ど
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
駅
を
星
座
の
星
を
つ
な
ぐ
よ

う
に
結
ん
で
い
く
と
、
今
は
と
り
は
ら
わ
れ
た
パ
リ
の
昔
の
城
壁

が
パ
リ
市
街
を
ぐ
る
り
と
と
り
ま
い
て
い
る
の
が
浮
び
上
っ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
に
地
名
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
形
あ
る
も
の
と
し
て

す
で
に
な
い
歴
史
が
、
現
代
に
生
き
歴
史
を
語
っ
て
い
る
。
大
阪

の
場
合
は
、
水
の
都
と
し
て
数
多
く
あ
っ
た
堀
川
が
か
な
り
埋
め

立
て
ら
れ
た
が
、
堀
や
橋
を
と
っ
た
町
名
や
通
り
の
名
が
多
く
残

っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
の
失
わ
れ
た
も
の
を
地
名
の
形
で
現

存
さ
せ
て
い
る
。
長
堀
川
に
か
か
っ
て
い
た
心
斎
橋
の
姿
は
今
日

歩
道
橋
に
移
さ
れ
て
い
る
が
、
駅
名
や
筋
の
名
と
し
て
も
健
在
で

あ
る
。
西
横
堀
と
西
長
堀
の
交
点
に
か
か
っ
て
い
た
四
ツ
橋
は
両

方
の
堀
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
完
全
に
姿
を
消
し
た
。
し
か
し
四

ツ
橋
の
名
は
筋
や
駅
名
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
江
戸
堀
、
京

い
た
ち

町
堀
、
立
売
堀
、
西
横
堀
（
町
名
は
横
堀
。
「
西
」
を
つ
け
て
ほ

し
か
っ
た
。
）
、
境
川
、
堀
江
川
な
ど
は
町
名
に
残
っ
て
そ
の
あ
と

が
知
ら
れ
る
が
、
百
間
堀
、
阿
波
堀
、
薩
摩
堀
、
海
部
堀
、
高
津

入
堀
、
難
波
入
堀
、
天
満
堀
な
ど
は
町
名
と
し
て
も
失
わ
れ
て
い

る
。
誠
に
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。

六
七

い
た
地
名
の
豊
か
さ
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
地
名
か
ら
王
朝
時
代

の
歌
枕
、
謡
曲
の
道
行
き
、
近
松
浄
瑠
璃
の
「
名
残
の
橋
づ
く
し
」

（
心
中
天
の
網
島
）
ー
中
に
で
て
く
る
蜆
川
（
曽
根
崎
川
）
も
今

は
な
い
ー
ま
で
作
品
の
効
果
に
役
立
っ
て
い
る
地
名
が
数
多
い
。

万
葉
地
名
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
東
歌
の
中
の
地
名
な
ど
地

方
的
な
も
の
も
少
く
な
い
が
、
と
く
に
枕
詞
の
修
辞
が
発
達
し
、

そ
れ
だ
け
多
く
の
人
に
よ
ま
れ
親
し
ま
れ
た
地
名
は
都
付
近
の
地

域
に
当
然
集
中
し
て
い
た
。
そ
の
枕
詞
の
文
字
か
ら
「
飛
鳥
明
日

香
」
（
万
葉
集
巻
一
）
の
ト
プ
ト
リ
の
字
が
ア
ス
カ
の
地
名
の
方

へ
移
っ
て
来
、
「
飛
鳥
飛
鳥
壮
」
（
巻
一
六
）
の
よ
う
に
書
か
れ

あ
す
か

る
こ
と
か
ら
飛
鳥
の
地
名
字
が
成
立
し
、
同
じ
く
「
春
の
日
の
霞

む
」
と
い
う
連
想
か
ら
、
「
春
日
乎
春
日
乃
山
」
（
巻
一
―
-
）
と
あ

て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
長
谷
」
「
日
下
」
な
ど
の
古
代
か
ら
見
え
る
用
字
法
も
、
ま

た
同
様
に
枕
詞
か
ら
成
立
し
た
も
の
ら
し
い
。
「
日
の
下
の
く
さ

か
」
と
い
う
枕
詞
を
想
定
し
た
の
は
西
宮
一
民
氏
で
あ
る
（
『
枚

岡
市
史
』
昭
四

0
)。
私
は
草
香
乃
山
（
万
葉
集
巻
八
）
、
草
香
江

（
巻
四
）
な
ど
の
地
名
の
用
字
か
ら
考
え
て
、
日
ざ
し
の
下
の
草

い
き
れ
の
に
お
い
を
連
想
し
た
修
辞
が
「
日
の
下
の
く
さ
か
」
で

は
な
い
か
と
思
う
。
「
長
谷
」
は
あ
の
長
谷
寺
の
あ
る
初
瀬
の
地

形
が
た
し
か
に
長
い
谷
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
も
す
で
に
「
こ



上

方

の

地

名

も
り
く
の
長
谷
小
国
」
（
巻
ニ
―
-
）
の
よ
う
に
長
谷
の
字
を
あ
て

た
例
が
見
え
る
。
し
か
し
「
な
が
た
に
の
」
と
い
う
枕
詞
の
使
わ

れ
た
例
は
見
え
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
歌
わ
れ
方
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
文
字
づ
か
い
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
地
名
に
古
語
が
残
る
だ
け
で
な
く
、
古
い

文
学
も
残
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
と
思
う
。
万
葉
集
に
収
め
ら

れ
た
歌
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
な
が
た
に
の
は
つ

せ
」
「
ひ
の
し
た
の
く
さ
か
」
と
う
た
わ
れ
た
文
学
の
断
片
の
残

存
を
地
名
に
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
散
侠
し
て
伝
わ

ら
ぬ
文
学
作
品
で
、
引
用
の
形
で
名
称
の
み
が
、
あ
る
い
は
一
部

の
文
章
内
容
が
知
ら
れ
て
い
る
作
品
が
あ
る
が
、
（
た
と
え
ば

『
更
級
日
記
』
の
中
に
題
名
の
出
て
く
る
「
と
ほ
ぎ
み
」
「
せ
り

河
」
「
し
ら
4
」
「
あ
さ
う
づ
」
な
ど
や
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大

文
典
』
の
中
に
例
文
と
し
て
引
用
さ
れ
た
形
で
断
片
的
に
内
容
の

知
ら
れ
る
「
加
津
佐
物
語
」
そ
の
他
の
物
語
な
ど
）
こ
れ
ら
の
歌

枕
地
名
の
文
字
は
散
侠
文
学
の
痕
跡
地
名
と
し
て
注
目
し
て
よ
い

と
思
う
。

文
学
地
名
を
現
代
に
活
用
し
た
町
名
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

神
戸
市
の
須
磨
区
は
古
典
文
学
に
ゆ
か
り
の
深
い
地
域
で
あ
る

が
、
須
磨
に
流
さ
れ
た
在
原
行
平
の
事
跡
を
、
謡
曲
「
松
風
」
を

主
に
も
と
に
し
て
、
明
治
末
か
ら
昭
和
初
め
に
か
け
て
、
行
平
町

京
都
と
大
阪
は
「
そ
う
ド
ス
」
と
「
そ
う
ダ
ス
」
、

オ
ス
」
と
「
よ
ろ
し
オ
マ
ス
」
の
敬
語
の
語
形
の
ち
が
い
の
よ
う

に
、
同
じ
関
西
弁
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
こ
と
ば
の
相
違
が
若
干

あ
る
。
地
名
に
も
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
型
が
若
干
は
認
め
ら
れ

お

し

こ

う

じ

し

お

こ

う

じ

る
。
大
路
に
対
す
る
「
小
路
」
は
京
都
で
は
押
小
路
、
塩
小
路
な

ど
コ
ウ
ジ
で
あ
る
が
、
大
阪
で
は
駅
名
に
も
あ
る
よ
う
に
、
小
路

（
千
且
即
線
）
、
森
小
路
（
京
阪
線
）
な
ど
、
シ
ョ
ウ
ジ
で
あ
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
は

X
o
g
i
,
F
o
s
o
m
i
c
h
i
と
見
え
る
。
こ
の
京

阪
の
ち
が
い
に
つ
い
て
は
、
江
戸
初
期
の
全
国
方
言
集
『
物
類
称

ょ
こ
て
う

呼
』
に
も
「
小
路
こ
う
じ
京
都
に
て
称
す
、
江
戸
に
て
横
丁
と
云

シ

n
ウ
ジ

…
…
又
、
大
坂
及
伊
勢
松
坂
に
て
小
路
と
云
」
と
あ
り
、
文
政
ご

ろ
の
『
浪
花
方
言
』
（
別
名
『
浪
花
聞
書
』
）
に
も
、
「
せ
う
ぢ
‘

小
路
こ
う
じ
也
、
こ
う
じ
と
は
決
し
て
不
言
」
と
対
照
し
て
い

る
。
京
阪
の
ち
が
い
と
し
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
た
も
の
ら
し

四

京
大
阪
の
地
名
の
ち
が
い

の
ほ
か
須
磨
浦
の
娘
の
名
か
ら
松
風
町
、
村
雨
町
、
「
立
ち
わ
か

れ
稲
葉
の
山
の
」
の
歌
を
残
し
て
、
か
た
み
に
衣
を
松
に
か
け
た

こ
と
か
ら
、
稲
葉
町
、
衣
掛
町
、
行
平
の
な
が
め
た
配
所
の
月
か

ら
月
見
町
、
月
見
本
町
な
ど
が
一
連
の
町
名
と
し
て
作
ら
れ
て
い

る。

六
八

「
よ
ろ
し



い
。
現
代
の
町
名
と
し
て
も
、
生
野
区
小
路
、
小
路
東
、
旭
区
森

お
お
し
よ
う
じ

小
路
、
岸
和
田
市
春
木
大
小
路
町
、
門
真
市
小
路
町
、
吹
田
市
小

路
、
寝
屋
川
市
小
路
、
箕
面
市
西
小
路
、
東
大
阪
市
横
小
路
町
、

し
よ
う
じ

な
ど
い
ず
れ
も
シ
ョ
ウ
ジ
と
よ
む
。
豊
中
市
少
路
は
「
少
」
の
字

お
お
し
よ
う
じ

を
書
く
。
堺
に
は
阪
堺
線
大
小
路
駅
が
あ
る
。
た
だ
し
泉
南
市
は

な

か

こ

う

じ

し

よ

う

じ

あ

ざ

し

よ

う

中
小
路
。
神
戸
市
に
も
も
と
小
路
の
字
が
あ
り
、
阪
神
国
道
線
小

じ

く

ら

し

よ

う

じ

路
停
留
所
が
あ
っ
た
。
和
歌
山
市
に
も
蔵
小
路
の
町
名
が
あ
る
。

討
し
こ
う
じ
も
よ
う
い
ま
こ
う
じ
ち
ょ
う
き
た
こ
う
じ
ち
ょ
う

奈
良
市
は
押
小
路
町
、
今
小
路
町
、
北
小
路
町
な
ど
京
都
と
同
じ

コ
ウ
ジ
で
あ
る
。
京
都
と
と
も
に
古
い
型
を
保
つ
も
の
で
あ
ろ

し
よ
う
じ
ま
ち

う
。
奈
良
県
内
で
も
天
理
市
は
小
路
町
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
四
条
高
倉
の
よ
う
な
京
都
の
平
安
京
以
来
の
通
り

名
の
表
示
法
は
、
長
い
よ
う
で
実
に
合
理
的
で
あ
る
。
座
標
を
求あ

が

め
る
よ
う
に
、
位
置
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
上

ル
、
下
ル
、
東
入
ル
、
西
入
ル
の
表
示
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

町
名
番
地
い
ら
ず
の
わ
か
り
や
す
い
生
活
地
名
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

T
h
i
r
d
A
v
e
,
 

n
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t
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h
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t
 
(
1

―
一
番
街
東
三
十
四
丁
目
）
な
ど
の
方

式
に
相
当
す
る
。
北
海
道
の
計
画
都
市
に
こ
の
京
都
の
条
の
名
と

ア
メ
リ
カ
式
の
丁
目
が
加
わ
っ
て
、
札
幌
の
北
四
条
東
五
丁
目
の

よ
う
な
条
丁
名
の
シ
ス
テ
ム
が
北
海
道
に
ふ
え
て
い
っ
た
。
札
幌

は
最
初
は
七
条
ま
で
（
明
治
一
四
年
）
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は

上

方

の

地

名

六
九

拡
大
し
て
北
は
五
十
一
条
に
及
ん
で
い
る
。
京
都
は
東
西
が
条
で

あ
る
が
、
北
海
道
で
は
南
北
線
に
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、

名
寄
市
東
三
条
、
西
四
条
通
の
よ
う
な
名
称
に
も
な
っ
て
い
る
。

京
都
で
は
東
西
が
「
条
」
、
南
北
は
「
通
」
で
あ
る
か
ら
、
大

阪
が
「
筋
」
を
南
北
路
と
す
る
の
と
は
異
っ
て
く
る
。
「
筋
」
は

地
理
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
最
初
は
方
角
を
さ
し
た
よ
う
で
あ

る
。
『
源
氏
物
語
』
（
帯
木
）
に
「
例
は
忌
み
給
ふ
方
な
り
け
り
。

、、

二
条
院
に
も
同
じ
す
ぢ
に
て
。
い
づ
く
に
か
た
が
へ
ん
」
と
「
方

違
へ
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
鎌
倉
時
代
の
語
源
随
筆
『
名
語

記
』
に
も
「
方
角
ニ
ム
ケ
テ
、
ア
ノ
ス
ヂ
、
コ
ノ
ス
ヂ
」
と
見
え

る
。
そ
の
後
、
道
そ
の
も
の
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

『
日
葡
辞
書
』
に
は

M
i
c
h
i
s
u
g
i

の
語
が
見
え
る
。
先
に
引
い

た
『
浪
花
万
言
』
に
は
「
筋
、
町
々
の
通
り
、
江
戸
に
て
本
町
通

り
日
本
橋
通
り
杯
云
処
を
堺
筋
心
斎
橋
筋
…
…
な
ど
い
ふ
」
と
見

え
る
。京

都
は
条
・
通
が
基
本
だ
か
ら
、
「
筋
」
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら

れ
な
い
。
宮
川
筋
（
東
山
区
、
南
北
路
）
な
ど
が
わ
ず
か
な
例
外

で
あ
る
。
東
西
も
四
条
通
の
よ
う
に
接
尾
語
は
通
で
あ
る
。
大
阪

ま
っ
ち
や
ま
ち

は
御
堂
筋
、
心
斎
橋
筋
、
松
屋
町
筋
な
ど
南
北
が
筋
、
末
吉
橋
通

な
ど
東
西
が
通
を
基
本
と
す
る
が
、
ま
れ
に
は
八
幡
筋
の
よ
う
な

東
西
の
筋
も
あ
る
。
近
年
新
設
の
南
北
路
に
も
「
な
に
わ
筋
」
の



上

方

の

地

名

よ
う
に
筋
の
名
を
つ
け
る
。
地
下
鉄
が
南
北
に
走
る
各
線
を
御
堂

筋
線
、
四
ツ
橋
線
、
堺
筋
線
、
谷
町
線
と
名
づ
け
た
の
は
一
貫
性

が
あ
っ
て
好
ま
し
い
命
名
で
あ
る
。
そ
の
中
で
千
日
前
線
だ
け
は

ち
ょ
っ
と
異
質
で
あ
る
。
い
か
に
も
こ
の
線
は
野
田
阪
神
ー
桜
川

間
の
南
北
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
東
行
し
て
千
日
前
通
を
通
る

（
た
だ
し
千
日
前
と
い
う
駅
は
な
い
）
か
ら
、
名
が
体
を
表
わ
し

て
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
千
日
前
と
い
う
と
、
む
し
ろ
、
歴
史

的
に
も
盛
り
場
と
し
て
も
南
北
の
千
日
前
筋
の
方
を
連
想
す
る
。

そ
し
て
路
線
の
一
貫
性
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
線
も
南
北
名
称
が
ほ

し
か
っ
た
。
た
だ
阿
波
座
か
ら
桜
川
に
至
る
南
北
路
部
分
は
地
下

鉄
工
事
で
で
き
た
新
し
い
道
路
で
あ
り
、
筋
の
名
称
が
な
か
っ
た

か
ら
名
づ
け
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
極
端
に
言
え
ば
、

な
に
わ
筋
の
よ
う
に
新
し
い
名
を
つ
け
て
で
も
そ
れ
を
線
名
に
し

て
ほ
し
か
っ
た
と
も
思
う
が
、
た
と
え
ば
一
案
と
し
て
は
、
古
く

か
ら
の
橋
の
名
で
あ
り
、
交
通
の
要
地
で
あ
っ
た
汐
見
橋
を
通
る

の
で
汐
見
橋
筋
と
し
、
汐
見
橋
線
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

南
海
汐
見
橋
駅
と
ま
ぎ
ら
わ
し
く
、
か
つ
地
下
鉄
に
汐
見
橋
駅
が

な
い
こ
と
が
難
点
で
は
あ
る
。
な
お
、
も
し
中
央
線
と
同
じ
く
東

西
が
主
の
路
線
だ
と
言
う
な
ら
ば
、
中
央
に
合
わ
せ
て
南
線
で
も

良
い
と
思
う
°
ミ
ナ
ミ
の
繁
華
街
を
横
断
す
る
の
だ
か
ら
。
神
戸

も
南
北
を
筋
と
す
る
点
大
阪
式
の
新
し
い
適
用
で
あ
ろ
う
。
生
田

前
筋
、
鯉
川
筋
、
穴
門
筋
、
宇
治
川
筋
、
再
度
筋
、
京
町
筋
な

ど
。
東
西
に
は
中
山
手
通
、
元
町
通
な
ど
通
で
あ
る
。

京
大
阪
の
今
―
つ
の
地
名
型
の
ち
が
い
と
し
て
、
え
び
す
神
社

に
よ
る
地
名
を
挙
げ
た
い
。
京
都
で
は
夷
川
通
、
夷
町
、
夷
之

町
、
夷
馬
場
町
、
蛭
子
町
、
蛭
子
水
町
、
恵
美
酒
町
、
恵
比
寿

町
、
恵
美
須
屋
町
な
ど
で
、
夷
、
蛭
子
の
字
が
多
い
の
に
対
し

て
、
大
阪
で
は
今
宮
戎
の
神
社
名
を
は
じ
め
戎
本
町
、
戎
橋
で
あ

り
（
浪
速
区
に
は
恵
美
須
東
・
西
も
）
、
堺
に
は
戎
島
町
、
戎
之

町
が
あ
る
。
さ
ら
に
各
地
へ
の
用
字
の
ひ
ろ
が
り
方
を
見
る
と
、

「
戎
」
は
岸
和
田
、
泉
大
津
か
ら
西
宮
戎
、
西
宮
の
荒
戎
町
か
ら

神
戸
、
鳥
取
、
防
府
、
光
、
土
佐
清
水
、
室
戸
、
八
幡
浜
、
岐
阜

な
ど
主
に
西
へ
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
「
夷
」
は
福
知

山
、
富
山
県
滑
川
、
新
潟
県
上
越
（
直
江
津
）
、
両
津
な
ど
京
都

か
ら
北
へ
の
び
て
い
る
。
蛭
子
は
大
津
、
名
古
屋
、
石
見
大
田
、

浜
田
、
観
音
寺
、
小
倉
、
山
田
、
島
原
、
中
津
な
ど
と
京
都
か
ら

広
く
九
州
に
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
字
の
流
行
が
京
都
中
心
と

大
阪
中
心
と
二
つ
の
核
で
認
め
ら
れ
る
。

京
阪
神
の
地
名
の
個
性

京
都
さ
き
に
見
た
平
安
京
以
来
の
条
、
そ
れ
に
伴
ぅ
坊
、

大
路
、
小
路
、
地
名
に
残
る
寺
社
名
そ
の
他
門
や
建
物
の
名
な
ど

五

七
〇



が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
朱
雀
大
路

が
千
本
通
に
な
っ
た
り
、
五
条
大
橋
が
六
条
坊
門
小
路
に
つ
け
か

え
ら
れ
た
た
め
五
条
大
路
も
そ
ち
ら
へ
移
動
（
現
在
の
松
原
通
が

も
と
の
五
条
）
す
る
な
ど
、
名
称
の
変
更
や
位
置
の
移
動
も
少
＜

な
い
。
そ
し
て
洛
中
の
町
名
の
か
な
り
多
く
は
近
世
の
商
業
都
市

の
そ
れ
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
点
は
大
阪
と
あ
ま
り
変
わ
り
な
い

と
も
い
え
る
。
天
正
年
間
の
秀
吉
の
都
市
改
造
に
よ
っ
て
、
平
安

京
以
来
の
正
方
形
の
町
割
の
間
に
南
北
路
を
入
れ
て
短
冊
形
の
町

割
に
変
化
し
た
が
、
こ
の
種
の
新
街
路
は
も
ち
ろ
ん
両
替
通
と
か

衣
棚
通
の
よ
う
に
商
業
地
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
平
安
京
以
来
の
通

ふ
や
ち
ょ
う

も
富
小
路
が
鉄
屋
町
通
、
土
御
門
通
が
上
長
者
町
通
な
ど
と
改
名

さ
れ
て
い
る
。
同
通
室
町
西
入
ル
に
元
土
御
門
町
の
町
名
が
残
っ

て
い
る
。
洛
中
の
整
然
と
し
た
町
名
、
街
路
名
に
対
し
て
、
洛
外

に
出
る
と
、
旧
の
村
字
名
が
そ
の
ま
ま
町
名
に
な
っ
て
、
大
字
小

字
時
に
は
中
字
な
ど
も
そ
の
ま
ま
か
か
え
こ
ん
で
い
る
た
め
、
右

京
区
嵯
峨
二
尊
院
門
前
北
中
院
町
な
ど
の
長
い
町
名
が
多
い
。

大
阪
先
述
の
「
筋
」
の
ほ
か
に
、
堀
の
開
削
者
や
新
田
開

発
者
に
よ
る
人
名
地
名
が
か
な
り
め
だ
っ
て
い
る
。
安
井
道
頓
の

お

か

じ

ま

開
削
し
た
道
頓
堀
、
岡
島
嘉
乎
次
の
干
拓
し
た
恩
加
島
新
田
（
現

在
の
大
正
区
北
・
南
恩
加
島
）
、
豪
商
淀
屋
常
安
の
名
か
ら
常
安

町
（
こ
の
町
は
最
近
変
更
さ
れ
、
今
常
安
橋
の
名
の
み
残
る
）
な

上

方

の

地

名

ど
が
あ
る
。

七 先
に
も
触
れ
た
水
運
の

古
代
大
陸
交
通
の
要
地
と
し
て
、
渡
来
人
関
係
の
地

名
も
多
い
。
現
在
関
西
線
の
貨
物
駅
に
そ
の
名
を
残
す
、
百
済
、

呉
の
転
訛
と
い
わ
れ
る
平
野
区
の
喜
連
な
ど
。
ま
た
東
区
の
高
麗

橋
は
朝
鮮
国
使
の
た
め
に
架
け
ら
れ
た
と
も
、
橋
の
東
に
古
代
の

難
波
高
麗
館
が
あ
っ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
る
。

う
え
る
＜

大
阪
に
は
上
六
（
上
本
町
六
丁
目
）
の
よ
う
な
、
主
要
な
交
差

点
を
略
称
す
る
通
称
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
て
、
地
図
に
こ
そ
の
ら

な
い
が
重
要
な
生
活
語
に
な
っ
て
い
る
。
略
称
す
る
も
の
は
ほ
ぽ

決
っ
て
い
て
、
勝
手
に
略
称
し
て
も
通
じ
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
よ

う
な
生
活
語
地
名
も
、
公
称
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
割
愛
せ
ず
、

地
図
上
に
注
記
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
筋
の
名
で
さ
え
入
れ
て

な
い
市
街
図
が
多
い
。
そ
の
点
、
市
バ
ス
の
方
向
表
示
で
、
上
本

町
六
丁
目
の
上
と
六
の
部
分
を
大
き
く
書
い
て
、
一
目
で
ウ
ニ
ロ

ク
と
い
う
文
字
が
目
に
入
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
市
民
生
活

に
即
し
た
良
い
サ
ー
ビ
ス
だ
と
思
う
。
略
称
さ
れ
る
主
な
交
差
点

は
上
六
の
ほ
か
且
得
胃
（
谷
町
六
丁
目
）
、
翌
得
（
同
九
丁

目
）
、
日
本
一
（
日
本
橋
筋
一
丁
目
、
ポ
ン
イ
チ
と
も
）
、
梅
新

て
ん
る
＜

（
梅
田
新
適
）
、
天
六
（
天
神
橘
筋
六
丁
目
）
な
ど
。
大
体
に
お

い
て
丁
目
つ
き
の
長
い
停
留
所
名
（
も
と
も
と
市
電
の
）
の
交
差

点
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

大
阪
の
商
都
ら
し
い
地
名
と
い
え
ば
、



上

方

の

地

名

咽
丁
ヱ
喜
3喜
苔
書
｀

王
を
王
翌
応
翫
写
戸
-

堀
の
名
の
ほ
か
、
八
百
八
橋
と
称
さ
れ
た
多
く
の
橋
の
名
、
南
区

の
瓦
屋
町
、
笠
屋
町
、
畳
屋
町
、
北
・

南
炭
屋
町
と
も
と
の
問
屋

町
、

南
綿
屋
町
、

鍛
冶
屋
町
な
ど
の
「

1
屋
町
」
、
東
区
の
唐
物

町
、
両
替
町
、
瓦
町
な
ど
の
屋
の
つ
か
な
い
商
種
名
、
東
区
の
船

場
淡
路
町
、
安
土
町
、
伏
見
町
な
ど
各
地
商
人
の
出
身
地
に
よ
る

町
名
、
西
区
の
京
町
堀
、
土
佐
堀

・
阿
波
堀
な
ど
伏
見
京
町
、
土

佐
、
阿
波
の
商
人
に
よ
る
町
か
ら
堀
川
の
名
も
出
た
型
が
め
だ
っ

て
い
る
。
ま
た
中
之
島
に
は
往
時
の
諸
藩
の
蔵
屋
敷
の
名
が
肥
後

橋
、
筑
前
橋
、
越
中
橋
の
橋
の
名
に
残
る
。

こ
の
よ
う
に
市
内
の

各
地
区
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

神
戸
神
戸
の
特
色
と
い
え
ば
、
新
し
い
国
際
港
湾
都
市
と

し
て
の
、
現
代
的
な
地
名
、
洋
風
な
地
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
の
古
い
兵
庫
津
を
継
承
し
た
土
地
で
も
あ

る
。
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
『
太
平
記
』
そ
の
ほ
か
文
学
に
ゆ

か
り
が
深
い
。
大
部
分
は
近
代
に
町
名
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の

ゆ
き
の
ご
し
よ
ち
ょ
う

で
は
あ
る
が
、

清
盛
の
邸
址
か
ら
雪
御
所
町
（
兵
庫
区
）
、
忠
度

の
腕
塚
か
ら
腕
塚
町
（
長
田
区
）
、
敦
盛
の
青
葉
の
笛
か
ら
青
葉

町
（
須
磨
区）
、
楠
木
正
成
に
ち
な
ん
で
楠
町
（
中
央
区
）
、
正
成

、の
幼
名
に
よ
り
多
聞
通
（
中
央
区
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
な
お
兵

庫
区
の
福
原
町
は
福
原
京
の
旧
地
で
は
な
く
、
明
治
元
年
に
開
業

し
た
遊
廓
に
東
京
の
吉
原
、
京
都
の
島
原
の
繁
栄
に
あ
や
か
り
、

七



か
つ
は
清
盛
の
福
原
京
の
名
に
も
ち
な
ん
で
福
原
と
名
づ
け
た
も

の
と
い
う
。
神
戸
の
町
を
特
徴
づ
け
て
い
る
多
く
の
坂
の
上
に
外

人
が
住
ん
で
、
ハ
ン
タ
ー
坂
と
か
ジ
ェ
ー
ム
ス
山
な
ど
の
人
名
が

つ
く
。
ト
ー
ア
ホ
テ
ル
に
至
る
道
が
ト
ア
・
ロ
ー
ド
と
よ
ば
れ

る
。
芦
屋
の
岩
登
り
の
適
地
を
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
と
名
づ
け
る
。

外
国
語
を
無
関
係
な
新
し
い
町
に
つ
け
た
違
和
惑
と
は
異
な
り
、

神
戸
で
は
洋
風
文
化
の
根
づ
い
た
近
代
の
歴
史
が
あ
る
点
で
、
神

戸
ら
し
い
個
性
の
中
に
調
和
し
て
い
て
、
異
質
さ
や
軽
簿
さ
を
感

じ
さ
せ
な
い
。
戦
後
新
し
く
フ
ラ
ワ
ー
・
ロ
ー
ド
、
ボ
ー
ト
・
ア

イ
ラ
ン
ド
、
三
宮
セ
ン
タ
ー
街
な
ど
が
つ
け
加
わ
っ
て
も
、
既
成

の
欧
風
地
名
と
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
神
戸
の
町
に
と
け
こ
ん
で
い

る
感
じ
で
あ
る
。
か
え
っ
て
ポ
ー
ト
・
ア
イ
ラ
ン
ド
を
「
港
島
」

と
直
訳
し
て
町
名
に
し
た
こ
と
の
方
が
神
戸
と
し
て
は
違
和
感
を

覚
え
る
。
ボ
ー
ト
・
ア
イ
ラ
ン
ド
の
名
か
ら
受
け
た
新
鮮
な
現
代

性
は
失
わ
れ
、
し
か
も
「
港
島
」
と
い
う
漠
字
か
ら
受
け
る
印
象

は
何
と
も
平
凡
な
味
気
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
神
戸
で
は
北

に
山
、
南
に
海
の
地
勢
か
ら
、
方
角
に
「
山
側
」
「
浜
側
」
の
語

が
よ
く
使
用
さ
れ
る
。

上

方

の

地

名

由
緒
あ
る
歴
史
的
地
名
を
守
る
こ
と
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る

， 
ノ‘

歴
史
の
継
承
と
新
し
い
地
名
の
創
造

七

が
、
新
し
い
住
宅
団
地
の
町
名
な
ど
に
は
、
清
新
な
創
造
的
な
名

が
生
れ
て
い
く
こ
と
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
と

か
く
旧
名
保
存
だ
け
に
関
心
が
集
ま
り
、
新
し
い
名
を
軽
視
す
る

こ
と
か
ら
、
結
局
平
凡
な
つ
ま
ら
な
い
名
が
ふ
え
る
こ
と
に
な
る

の
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
文
教
地
区
を
表
わ
す
町
名
で
、
東
京
の

文
京
区
を
模
倣
し
た
名
が
全
国
的
に
ふ
え
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も

「
東
京
の
文
教
地
区
」
を
「
文
京
」
と
表
わ
す
こ
と
自
体
が
日
本

語
と
し
て
お
か
し
い
、
そ
の
文
京
も
東
京
だ
か
ら
ま
だ
意
味
が
あ

る
が
、
「
京
」
の
字
が
つ
い
た
ま
ま
全
国
各
地
で
模
倣
す
る
の
は

全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
赤
平
、
恵
庭
、
む
つ
、
弘
前
、
秋
田
、

新
潟
、
水
戸
、
土
浦
、
古
河
、
前
橋
、
木
更
津
、
相
模
原
、
一

宮
、
福
井
、
武
生
、
坂
出
、
松
山
、
宇
和
島
、
宇
部
、
津
久
見
と

全
国
二
十
一
市
が
文
京
（
町
）
を
作
っ
た
中
で
、
幸
い
に
し
て
近

畿
地
方
に
は
今
の
と
こ
ろ
全
く
見
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な

流
行
に
影
響
さ
れ
な
い
上
方
の
見
識
と
し
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ

る
。
文
教
地
区
を
表
わ
す
他
の
表
現
で
上
方
に
例
の
多
い
も
の
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
「
学
園
」
で
あ
る
。
奈
良
市
の
学
園
前
駅
付
近

だ
い
わ

の
学
園
北
、
南
、
学
園
朝
日
町
、
学
園
朝
日
元
町
、
学
園
大
和

町
、
大
東
・
茨
木
・
猥
津
市
の
学
園
町
、
東
大
阪
市
の
西
堤
学
園

な
ど
。
東
京
近
辺
に
も
大
泉
学
園
、
玉
川
学
園
な
ど
の
町
名
は
あ

る
。
神
戸
市
垂
水
区
の
学
が
丘
（
八
代
学
院
大
学
な
ど
五
つ
の
学



上

方

の

地

名

校
が
あ
る
）
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
他
に
例
の
な
い
個
性
的
な
名
づ
け

と
い
え
よ
う
。
神
戸
近
郊
に
は
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
個
性
的
な
命

名
が
あ
る
。
た
と
え
ば
北
区
の
鈴
蘭
台
の
と
な
り
に
君
影
町
と
い

う
新
し
い
町
が
で
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ス
ズ
ラ
ン
の
別
名
キ
ミ

カ
ゲ
ソ
ウ
の
名
を
使
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
南
鈴
蘭
台
な
ど
と

い
う
よ
り
も
、
ず
っ
と
個
性
的
で
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

住
宅
団
地
の
町
名
「
ー
台
」
は
駿
河
台
、
赤
羽
台
な
ど
の
東
京

型
が
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
高
台
を
売
り
も
の
に
す

る
名
称
と
し
て
全
国
に
急
増
し
、
こ
れ
は
関
西
も
す
っ
か
り
一
般

化
し
た
。
泉
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
一
六
の
町
名
全
部
が
桃
山
台
な

ど
の
台
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
鴨
谷
台
な
ど
谷
が
な
ぜ
高

み

、

台
か
首
を
か
し
げ
る
名
も
あ
る
。
御
池
台
も
あ
る
。
千
里
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
に
も
古
江
台
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
台
に
対
し
て
、
上
方
型
の
住
宅
地
地
名
と
し
て
見

直
し
た
い
の
は
「
？
の
里
」
で
あ
る
。
高
台
志
向
の
台
に
く
ら
ベ

て
、
や
さ
し
い
、
ゆ
と
り
を
感
じ
さ
せ
る
名
称
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
も
こ
れ
は
大
半
が
大
阪
府
付
近
に
集
中
し
、
地
域
的
個

ふ

み

さ

と

き

し

の

さ

と

性
を
発
揮
し
て
い
る
。
阿
倍
野
区
の
文
の
里
、
西
成
区
の
岸
里
、

松
原
市
の
高
見
の
里
な
ど
は
駅
名
に
も
町
名
に
も
な
っ
て
い
る
。

駅
名
の
み
で
町
名
に
な
っ
て
い
な
い
例
が
か
な
り
あ
り
、
南
海
本

線
の
吉
見
ノ
里
、
井
原
里
、
近
鉄
奈
良
線
の
八
戸
ノ
里
、
南
大
阪

は

じ

こ

ぎ

線
の
土
師
の
里
、
水
間
鉄
道
の
近
義
の
里
駅
（
こ
れ
は
昭
和
四
四

年
開
業
）
な
ど
で
あ
る
。
鉄
道
沿
線
の
宅
地
開
発
に
か
な
り
好
ま

れ
た
地
名
型
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
正
期
に
見
え
は
じ
め
る

も
の
が
多
く
、
そ
の
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
流
行
と
も
い
え
よ
う
が
、

新
し
い
も
の
も
あ
る
。
ほ
か
に
町
名
と
し
て
は
、
城
の
里
・
柴
の

里
（
長
岡
京
市
）
、
黄
金
の
里
、
登
美
の
里
町
（
高
槻
市
）
、
藤
の

里
（
茨
木
市
）
、
楠
の
里
町
、
明
美
の
里
町
（
大
東
市
）
、
小
山
藤

お
の
さ
と

の
里
町
（
藤
井
寺
市
）
、
男
里
（
泉
南
市
）
な
ど
、
町
名
に
な
っ

げ

い

ん

て
い
な
い
団
地
名
で
は
外
院
の
里
（
箕
面
市
）
、
梅
の
里
（
富
田

林
市
）
等
が
あ
る
。
な
お
大
阪
市
に
は
今
里
、
豊
里
、
湯
里
、
柏

里
、
野
里
、
姫
里
な
ど
「
の
」
の
つ
か
な
い
里
の
町
名
も
多
い
。

美
章
園
、
香
里
園
、
甲
陽
園
な
ど
の
「
園
」
、
武
庫
荘
、
永
楽

荘
、
六
龍
荘
な
ど
の
「
荘
」
も
阪
神
地
方
に
多
い
。
宝
塚
市
花
屋

敷
荘
園
の
よ
う
に
「
荘
」
と
「
園
」
と
を
あ
わ
せ
た
型
も
あ
る
。

し
よ
う

恵
我
の
荘
な
ど
「
し
ょ
う
」
と
よ
む
も
の
は
歴
史
的
な
荘
園
地
名

を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
上
方
ら
し
い
宅
地
名

と
し
て
、
も
っ
と
活
用
さ
れ
て
よ
い
。

ち
ょ
う
ま
ち

和
歌
山
市
に
は
町
名
の
接
尾
語
に
、
丁
•
町
の
字
に
よ
り
明
確

は
し
ち
ょ
う
き
た
ま
ち

な
読
み
の
区
別
が
あ
る
。
橋
丁
、
北
町
な
ど
。
仙
台
の
ほ
か
こ
の

区
別
の
あ
る
ま
ち
は
か
な
り
あ
っ
た
が
仙
台
は
「
町
」
の
字
に
統

い
ち
ば
ん
ち
ょ
う

一
し
て
し
ま
い
、
大
阪
市
南
区
に
も
あ
っ
た
瓦
屋
町
一
番
丁
等
も

七
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瓦
屋
町
一
丁
目
等
に
改
め
ら
れ
た
。
主
要
都
市
で
こ
の
区
別
が
ほ

ぽ
健
在
な
の
は
今
や
和
歌
山
市
だ
け
で
あ
る
。
和
歌
山
も
周
辺
部

ち

ょ

う

ち

ょ

う

に
は
ー
町
も
あ
っ
た
し
、
住
居
表
示
で
秋
葉
町
な
ど
が
ふ
え
て
い

る
。
和
歌
山
も
今
や
区
別
あ
や
う
し
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
文
字
の

読
み
分
け
が
で
き
る
も
の
を
無
用
の
統
一
を
す
べ
き
で
は
な
い
。

堺
市
は
丁
目
を
綾
之
町
東
一
丁
と
か
新
し
い
町
名
に
も
竹
城
台
四

丁
と
か
表
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
堺
市
の
個
性
で
あ
り
、
他
の

都
市
に
合
せ
て
丁
目
に
す
る
必
要
は
何
も
な
い
と
思
う
。
最
近
天

神
橋
筋
を
天
神
橋
に
改
称
し
た
こ
と
な
ど
も
、
筋
を
と
っ
て
は
橋

か
ら
長
く
続
い
て
い
る
町
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
大
阪

の
個
性
と
し
て
の
「
筋
」
の
名
を
も
っ
と
大
切
に
し
て
も
ら
い
た

、、

い
。
堺
東
、
西
宮
北
口
な
ど
の
用
法
も
関
西
型
の
個
性
で
あ
ろ

う
。
南
田
辺
、
東
淀
川
な
ど
上
接
型
が
従
来
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
最
近
の
命
名
に
は
南
茨
木
（
阪
急
京
都
線
、
万
博
の
時

に
新
設
）
な
ど
、
全
国
的
な
上
接
型
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

、
、
、
、

か
な
地
名
が
ふ
え
て
い
る
が
、
羽
曳
野
市
は
び
き
の
、
の
よ
う
な

、
、
、
、

不
ぞ
ろ
い
、
宝
塚
市
売
布
き
よ
し
が
丘
の
よ
う
に
む
し
ろ
売
布
の

方
こ
そ
か
な
書
き
す
べ
き
も
の
、
な
ど
問
題
も
多
い
。
大
津
市
に

、

、

、

、

、

お
の
浜
、
奈
良
市
あ
や
め
池
な
ど
、
か
な
書
き
が
ほ
ど
よ
く
成
功

し
た
も
の
も
あ
る
。

上

方

の

地

名

歴
史
地
名
の
多
い
上
方
と
し
て
、
そ
の
正
し
い
継
承
の
た
め
に

七
五

は
、
歴
史
的
な
名
を
現
代
に
使
え
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
歴
史
的
な
事
実
に
反
し
た
り
、
歴
史
に
合
わ
な
い
位
置
に
名

づ
け
た
り
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
な
名
を
使
っ
て
も
、
歴
史
を
尊

重
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
平
安
京
の
大
路
は
九
条
ま
で
な
の

に
、
大
正
初
年
に
は
そ
の
南
に
十
条
通
か
作
ら
れ
て
い
る
。
朱
雀

は
南
方
の
神
で
あ
り
、
朱
雀
大
路
は
宮
殿
か
ら
南
下
す
る
道
で
あ

る
の
に
、
最
近
奈
良
市
の
北
郊
に
開
発
中
の
平
城
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
一
画
を
朱
雀
と
名
付
け
て
い
る
の
は
、
平
城
京
の
北
で
あ
り
、

お
か
し
い
。
歴
史
的
地
名
の
正
し
い
継
承
を
図
る
こ
と
は
、
歴
史

あ
る
地
域
と
し
て
の
上
方
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
見
た
大
阪

の
堀
の
名
な
ど
も
堀
は
埋
め
て
も
そ
の
歴
史
が
わ
か
る
よ
う
に
、

正
確
な
位
置
で
町
名
や
街
路
名
に
残
し
た
い
。
全
国
的
に
安
易
な

東
京
模
倣
の
地
名
が
ふ
え
て
い
る
中
で
、
古
い
歴
史
と
、
現
代
の

多
様
な
発
展
を
持
つ
上
方
の
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
個
性

特
色
が
、
い
よ
い
よ
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
、
先
進
文
化
地
域
と
し

て
の
上
方
の
た
め
に
祈
り
た
い
。

（
岡
山
大
学
教
授
）




