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都
人
が
「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
地
名
に
抱
く
「
白
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
更
級
へ
の
旅
３
号
で
書
き

ま
し
た
。
佐
良
志
奈
神
社
（
千
曲
市
若
宮
、
旧
更

級
村
）
の
社
標
の
側
面
に
「
月
の
み
か
露
霜
し
ぐ

れ
雪
ま
で
に
さ
ら
し
さ
ら
せ
る
さ
ら
し
な
の
里
」

と
い
う
、
さ
ら
し
な
の
里
を
真
っ
白
な
イ
メ
ー
ジ

で
詠
ん
だ
和
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し

た
も
の
で
す
。
３
号
を
書
い
た
の
が
２
０
０
４
年
、

こ
の
和
歌
の
作
者
が
だ
れ
か
気
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
ネ
ッ
ト
情
報
が
増
え
、
関
連
文
献
も
入

手
で
き
、
江
戸
末
期
を
生
き
た
「
柳や

な
ぎ
わ
ら
の
り
こ

原
則
子
」
と

い
う
方
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

社
標
和
歌
の
作
者
は
「
正

お
う
ぎ
ま
ち
さ
ん
じ
ょ
う
さ
ね
な
る
き
ょ
う

親
町
三
条
実
愛
卿
姑
、

柳や
な
ぎ
わ
ら原

大た

い

ふ

じ

ん

夫
人
」
と
佐
良
志
奈
神
社
に
は
伝
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
正
親
町
三
条
実
愛
さ
ん
は
、
江
戸

末
期
、
外
国
の
侵
略
か
ら
日
本
を
守
ろ
う
と
王
政

復
古
に
尽
力
し
た
天
皇
に
と
て
も
近
い
公
家
で
す
。

そ
の
実
愛
さ
ん
の
「
姑
」
が
作
っ
た
と
い
う
の
で
、

現
代
の
「
姑
」
の
意
味
で
あ
る
妻
の
母
と
し
て
の

柳
原
大
夫
人
を
探
し
出
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
、

実
愛
さ
ん
の
妻
の
母
に
柳
原
姓
の
人
は
見
つ
か
ら

な
い
の
で
す
。
い
く
つ
も
の
辞
典
で
姑
の
意
味
を

当
た
っ
て
い
た
ら
「
お
ば
、
父
の
姉
妹
」
の
意
味

も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
実
愛
さ
ん
の
「
父

の
姉
妹
」
つ
ま
り
お
ば
さ
ん
に
は
「
則
子
」
さ
ん

が
お
り
、
そ
の
則
子
さ
ん
が
柳
原
家
に
嫁
い
で
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。「
則
子
」
と
書
か
ず
に

「
柳
原
大
夫
人
」
と
佐
良
志
奈
神
社
が
伝
え
た
の
は
、

そ
れ
だ
け
高
貴
な
身
分
の
人
だ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
推
測
し
ま
す
。
辞
書
に
よ
れ
ば
「
大
夫
人
」

は
天
子
の
母
親
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

柳
原
家
は
和
歌
を
は
じ
め
文
筆
の
優
れ
た
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
則
子
さ

ん
に
関
す
る
史
資
料
は
ま
だ
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

唯
一
の
手
が
か
り
は
柳
原
家
の
家
系
図
。
そ
れ
に

よ
る
と
則
子
さ
ん
は
、
近
年
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
ド

ラ
マ
「
花
子
と
ア
ン
」
で
仲
間
由
紀
恵
さ
ん
が
演

じ
た
柳
原
白
蓮
（
１
８
８
５
～
１
９
６
７
）
の
曾

祖
母
に
当
た
る
女
性
で
す
。
白
蓮
は
情
熱
的
な
歌

風
で
知
ら
れ
、
平
和
運
動
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

則
子
さ
ん
の
お
ば
さ
ん
の
「
柳
原
安
子
」
さ
ん

（
１
７
８
４
～
１
８
６
７
）
も
実
力
の
あ
る
歌
人
で
、

明
治
時
代
に
編
ま
れ
た
「
続
日
本
歌
学
全
書　

桂

園
門
下
家
集
」
に
安
子
さ
ん
の
歌
約
80
首
が
掲
載

さ
れ
、
そ
の
存
在
と
歌
が
世
の
中
に
知
ら
れ
ま
し

た
。「
近
世
女
流
文
人
伝
」（
倉
田
範
治
著
、
明
治

書
院
）
で
は
、安
子
さ
ん
の
歌
の
特
長
に
つ
い
て
「
桂

園
派
の
な
だ
ら
か
な
長
所
だ
け
を
伝
え
て
、
そ
の

平
弱
に
お
ち
い
る
弊
か
ら
救
わ
れ
、
し
か
も
、
女

ら
し
い
優
美
さ
と
個
性
的
な
情
熱
を
あ
わ
せ
も
っ

て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
桂
園
派
は
香
川

景
樹
と
い
う
歌
人
が
率
い
た
和
歌
の
流
派
。
平
安

時
代
の
古
今
和
歌
集
を
重
ん
じ
「
調
べ
の
説
」
を

唱
え
、
清
新
平
明
に
歌
う
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

明
治
ま
で
は
歌
壇
の
主
要
勢
力
で
維
新
後
は
、
現

在
の
年
初
の
皇
室
行
事
「
歌
会
始
」
の
も
と
と
な

る
宮
内
省
御
歌
所
の
創
設
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。

　

「
平
明
で
調
べ
を

大
事
に
し
た
流
派
」

だ
っ
た
と
知
る
と
、

「
月
の
み
か
露
霜
し

ぐ
れ
雪
ま
で
に
さ
ら

し
さ
ら
せ
る
さ
ら
し

な
の
里
」
と
い
う
佐

良
志
奈
神
社
の
社
標

和
歌
も
、
意
味
以
上

に
調
べ
が
美
し
く
楽

し
く
な
り
ま
す
。 

　

社
標
に
刻
む
和
歌

を
作
っ
て
も
ら
う
よ

う
実
愛
さ
ん
に
働
き

か
け
た
の
は
、
江
戸

末
期
か
ら
明
治
を
生

き
た
宮
司
豊
城
直
友

さ
ん
で
、
直
友
さ
ん

は
政
情
不
安
の
京
都

に
、
天
皇
が
住
む
御

所
の
警
護
を
務
め
る

た
め
上
京
し
、
そ
の

時
に
得
た
知
遇
で
実

愛
さ
ん
に
会
う
こ
と

が
で
き
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
実

愛
さ
ん
が
、
歌
の
名

家
に
嫁
い
で
高
い
歌

の
素
養
が
あ
る
お
ば

さ
ん
の
則
子
さ
ん
に

頼
み
、
さ
ら
し
な
に

ま
つ
わ
る
歌
を
作
っ

て
も
ら
っ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
佐
良
志

奈
神
社
に
は
そ
れ
を

証
明
す
る
文
書
が
あ
り
ま
し
た
。
左
上
の
写
真
で

す
。
装
飾
を
施
し
た
料
紙
に
歌
が
７
行
に
わ
た
っ

て
墨
で
書
か
れ
、
右
下
の
２
文
字
が
作
者
の
名
前
。

「
子
」
の
上
の
字
は
「
則
」
の
く
ず
し
字
で
す
。
こ

の
解
読
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
古
文
書
研
究

家
の
北
村
主
計
さ
ん
（
千
曲
市
羽
尾
、
旧
更
級
村
）

が
調
べ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

右
の
写
真
が
佐
良
志
奈
神
社
の
社
標
で
す
。
側

面
に
「
月
の
み
か
」
の
和
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
字
は
幕
末
の
松
代
藩
の
開
明
派
、
佐
久
間
象

山
が
書
い
た
も
の
で
す
。
直
友
さ
ん
は
象
山
と
交

友
が
あ
り
ま
し
た
（
郷
土
史
家
大
橋
静
雄
さ
ん
の

「
冠
着
山
を
詠
ん
だ
佐
久
間
象
山
の
歌
、
漢
詩
」
参

照
）。
象
山
は
直
友
さ
ん
が
持
ち
帰
っ
た
則
子
さ
ん

の
歌
の
書
付
を
も
と
に
自
分
の
書
体
で
書
き
起
こ

し
た
の
で
す
。
な
ん
と
も
優
美
で
お
お
ら
か
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
す
。
象
山
の
人
柄
も
感
じ
ま
す
。

　

佐
良
志
奈
神
社
の
社
標
は
、
明
治
の
市
町
村

合
併
で
「
更
級
村
」
と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る

大
き
な
根
拠
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
し
な
の
里

が
あ
る
千
曲
市
に
と
っ
て
一
級
の
文
化
財
で
す
。

２
０
１
８
年
に
は
永
久
保
存
す
る
た
め
屋
根
が
か

け
ら
れ
ま
し
た
（
左
下
写
真
）。

　

則
子
さ
ん
の
お
ば
さ
ん
の
「
安
子
」
さ
ん
の
歌

集
を
読
ん
で
い
た
ら
社
標
和
歌
と
同
じ
「
露
霜
」

が
詠
み
こ
ま
れ
た
次
の
歌
が
あ
り
ま
し
た
。

　

う
づ
も
る
る
身
は
露
霜
の
ふ
る
塚
も
春
だ
に
花

の
雪
に
隠
れ
む

　

我
が
身
は
露
や
霜
が
か
ぶ
っ
た
古
い
墓
の
よ
う

に
春
で
も
桜
の
花
に
埋
も
れ
て
人
の
目
に
は
入
ら

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
桜
の

花
を
白
い
雪
に
見
立
て
て
お
り
、
こ
の
歌
に
も
白

の
美
意
識
が
濃
厚
で
す
。
安
子
さ
ん
は
若
く
し
て

夫
を
亡
く
し
ま
し
た
。
一
人
で
人
生
に
幕
を
引
く

と
き
の
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
夫
を
亡
く

し
晩
年
を
一
人
で
過
ご
し
た
平
安
時
代
の
「
更
級

日
記
」
作
者
菅
原
孝
標
女
を
思
い
起
こ
し
ま
し
た
。

佐良志奈神社の社標和歌作者は柳原則子さん


