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人
名
、土
色
、神
名
、古
文
書
、地
形
な
ど
諸
説
あ
り

か
つ
て
日ひ

の
う
ざ
ん

尾
山
（
日
王
山
）
の
ふ
も
と
を
流
れ
る
泌
川
は
、
雨
の
時
期
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
氾は

ん
ら
ん濫
す
る
暴
れ
川
で
、

水
に
覆
わ
れ
た
田
ん
ぼ
に
鶴
が
飛
来
す
る
ほ
ど
の
湿
地
帯
で
し
た
。

村
人
は
山
に
登
っ
て
木
の
実
や
草
の
根
を
採
っ
て
飢
え
を
し
の
ぎ
な
が
ら
、
荒
れ
地
を
開
墾
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
姿
を
見
て
い
た
見
て
い
た
産う

ぶ
す
な
か
み

土
神
が
村
人
を
助
け
る
た
め
に
降
り
て
き
て
、
荒
れ
た
土
地
を
耕
し
は
じ
め
た
の
で
す
。

こ
の
産
土
神
が
耕
し
た
田
ん
ぼ
を
「
神か

ん
だ田

」
と
い
い
、

そ
の
「
神
田
」
を
神
が
一
番
先
に
耕
し
た
の
で
「
神
が
先
」「
神
が
崎
」
と
変
化
し
て
「
神こ

う
ざ
き崎
」
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
産
土
神
が
日
尾
山
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

「
こ
の
日
尾
神
社
か
ら
北
側
の
崎
に
あ
た
る
集
落
」
と
い
う
意
味
で
「
神
崎
」
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
田
に
水
を
入
れ
る
と
こ
ろ
を
「
水み

ず
ぐ
ち口
」
ま
た
は
「
田た

の
口く

ち

」
と
い
い
ま
す
。

「
神
崎
」
に
は
か
つ
て
「
田
の
口
」
と
い
う
小
字
が
あ
り
、
ど
ん
な
に
飢
饉
の
年
で
も
「
田
の
口
に
行
け
ば
米
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

豊
か
な
稲
穂
を
実
ら
せ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
産
土
神
の
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

「
天
神
様
」
で
お
な
じ
み
の
菅す

が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
。
そ
の
道
真
公
が
都
か
ら
左
遷
さ
れ
、
太
宰
府
に
向
か
う
途
中
の
こ
と
で
す
。

道
真
公
は
、
こ
の
地
の
貴
船
大
明
神
の
境
内
に
立
ち
寄
り
、
し
ば
し
の
休
息
を
と
り
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
南
の
方
に
生
い
茂
っ
た
松
の
大
木
を
見
て
、
和
歌
一
首
を
詠
み
、
村
人
に
与
え
た
そ
う
で
す
。

そ
の
「
南
の
木
」
に
あ
や
か
っ
て
「
南み

な
ぎ木
」
の
名
が
つ
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
菅
原
神
社
の
社
伝
に
あ
る
お
話
し
で
す
。

ま
た
、
貝
原
益
軒
が
書
い
た
「
筑
前
国
続
風
土
記
」
で
は
、
糸
田
村
に
「
た
ぎ
り
」
の
湧
水
が
あ
り
、

そ
の
水
と
流
れ
を
管
理
す
る
場
と
し
て
「
水み

ず
き城
」
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
状
と
は
少
し
そ
ぐ
わ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
水
を
た
た
え
る
場
所
と
し
て
「
南
木
」
の
地
名
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

神
が
先
、
神
が
崎

天
神
様
が
詠
ん
だ
南
の
木

今
か
ら
は
る
か
千
五
百
年
ほ
ど
前
（
五
二
七
年
）
の
出
来
事
で
す
。

大
和
朝
廷
は
「
新し

ら
ぎ羅

（
朝
鮮
半
島
の
国
）」
に
奪
わ
れ
た

朝
鮮
半
島
南
部
の
「
南あ

り
ひ
し
の
か
ら

加
羅
」「
任み

ま
な那

」
を
復
興
す
る
た
め
、

近お
う
み
の
け
な

江
毛
野
を
大
将
と
し
た
六
万
の
兵
を
送
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
「
新
羅
」
に
味
方
す
る
筑
紫
の
国

く
に
の
み
や
つ
こ
造
「
磐い

わ
い井
」
が
、

天
皇
軍
に
逆
ら
っ
て
、
朝
鮮
半
島
に
渡
ら
せ
な
い
よ
う
に
抵
抗
し
た
の
で
す
。

朝
廷
は
翌
年
の
二
月
、
反
逆
す
る
「
磐
井
」
を
征
伐
す
る
た
め

「
物も

の
の
べ
の
あ
ら
か
び

部
麁
鹿
火
」
を
大
将
と
し
た
軍
を
差
し
向
け
ま
す
。

こ
の
戦
い
の
と
き
に
天
皇
軍
に
味
方
し
、

大
い
に
手
柄
を
立
て
た
人
の
中
に
、
郡ぐ

ん
じ司
「
金か

な
だ
ま
ろ

田
麿
」
が
い
ま
し
た
。

す
で
に
こ
の
時
代
に
は
「
金
田
」
の
地
名
が
あ
り
「
金
田
麿
」
が
古
代
、
金
田
の
豪
族
で
、

そ
の
名
と
地
名
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
征
討
軍
に
加
わ
っ
て
田
川
に
来
て
い
た
「
大お

お
と
も
の
か
な
む
ら

伴
金
村
」
が
、

糸
田
の
里
で
水
不
足
に
困
っ
て
い
る
村
人
を
救
う
た
め
に
、
鉾ほ

こ

を
地
面
に
突
き
立
て
た
と
こ
ろ
、

水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
し
た
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
は
「
泌た

ぎ
り
せ
ん泉
伝
説
」
と
し
て
今
も
伝
え
ら
れ
、

南
木
・
神
崎
を
経
て
金
田
を
流
れ
る
「
泌た

ぎ
り
が
わ川
」
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
「
金
田
」
の
名
前
の
由
来
は
こ
の
ほ
か
に
も
、

先
住
民
が
こ
の
地
を
開
墾
し
て
水
田
を
開
い
た
と
き
に
、

酸
化
し
た
鉄
分
を
含
ん
だ
赤
茶
色
の
水
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
「
金か

な

け

だ

気
田
」
と
呼
ん
で
い
た
説
や

稲
荷
神
社
の
前
身
で
あ
る
「
金か

な
だ
ぐ
う

田
宮
」
に
ま
つ
わ
る
説
、

「
カ
ナ
」（
崩
壊
地
形
、「
カ
マ
」
の
転
で
岸
の
崩
れ
や
す
い
川
や
急
流
の
川
）「
タ
」（
場
所
を
表
す
接
尾
語
）

を
は
じ
め
と
す
る
地
形
由
来
説
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。


