
地
名
の
地
理
学
的
考
察
と
そ
の
一
例

(
盟

小

林

僧

一

那

三
次
限

之
れ
は
二
次
の
部
で
述
べ
た
も
の
の
中
に
も
密
接
せ

る
も
の
が
あ
る
が
､
そ
れ
は
古
人
が
三
次
と
二
次
と
混

同
し
同

一
に
思
想
し
易

い
薦
め
で
あ
る
.
そ
の
蒋
め
に

上
下
の
如
き
も
時
に
よ
-
遇
っ
た
撲
で
あ
る
が
'
不
車

に
し
て
rJ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
地
名
は
就

い
て
は
貰
う
言

ふ
も
の
は
得
な
か
っ
た
｡
却
っ
て
上
下
は
地
形
に
即
し

て
ゐ
て
､
各
個

一
瓢
の
究
蕗
で
夜
-

郡
･岡

と

5'ふ
戒

を
大
き
な
政
治
的
匿
割
が
東
を
上
と
し
酉
を
下
と
す
る

な
ど
の
-
都
の
方
｡民
族
移
動
の
方
向
｡太
陽
と
の
開
係

等
は
今
問
は
を
い
が
I
Ej
憩
を
嚢
は
し

てゐ
る
の
み
で

あ
る
｡
即
ち
地
形
を
超
越
し
得
る
場
令

､或
は
地
形
の

上
下
判
別
国
難
在
る
場
合
の
大
筒
劃
ほ
対
し
て
の
み
'

地
形
に
依
ら
氾
を
の
土
地
'
時
代
'
叉
は
氏
族
固
有
の

思
想
に
依
っ
て
､
上
下
を
使
ひ
別
け
た
様
で
あ
る
｡

地
名
の
地
珊
駿
的
考
察
と
そ
の
一
例

乱
､
ト
山

約
百
を
数

へ
た
中

｢
下
｣
を
件
ふ
も
の
が
三
十
九
で

あ
っ
た
｡
山
地
部
の
二
十
六
の
中
｢
下
｣
と
封
す
る
も
の

は
四
つ
で
あ
る
｡
平
地
で
は
同
じ
-
六
十

一
の
中
そ
れ

が
二
十
九
あ
-
'
又
そ
の
｢
中
L
h
l伴
っ
て
三
分
n
れ
て

ゐ
る
も
の
が
五
つ
轟
あ
っ
カ
｡
之
等
は
平
地
部
の
栄
藤

が
自
在
に
教
逢
し
た
乙
と
社
費
別
し
て
ゐ
る
75'の
と
;
･3

ふ
｡
勿
論
木
原
の
村
落
に
上
と
79
下
と
重
吉
は
ず
し
て
､

基
鮎
と
rb
れ
ね
79
の
は
棚
町

(
･;
)
の
如
き
も
の
が
あ

る
｡
そ
の
棚
町
は
中
と
下
と
が
あ
っ
て
上
に
普
る
所
は

本
棚
町
と
も

い
ふ
べ
41)79
の
で
､
軍
に
棚
町
と
言
っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡

｢

上
｣
の
蔑
み
方
に
就

い
て
特
に
著
し

い
も
の
を
奉
げ

る
と
､
杵
島
の
上
瀧
は
ヮ
ダ
キ
と

い
ふ
｡
ワ
は
ク
ハ

の

約
で
あ
る
乙
と
明
白
で
あ
る
が
､
小
城
及
筑
紫
は
山

醐

tiO混

四
七



地

球

妨

十
八
笹

が
あ
る
｡

筑
紫
の
場
食
は
立
派
に
大
川
韓
を
耽
み
上
げ

カ
､～

て
ゐ
る
が
､
両
者
の
地
形
の
酷
似
か
ら
山
上
で
夜
い
か

と
恩
は
れ
る
｡
恰
庶
佐
賀
郡
の
川
上
が
上
を
榊
に
と
ろ

て
水
師
豊
玉
姉
を
配
-
､
八
幡
云
々
の
倖
舘
に
よ
う
紳

功
の
妹
を
配
る
な
ど
と
観
停
逆
説
し
て
風
土
記
な
ど
の

詮
を
生
み
､
果

ては
上
を
紳
よ
-
来
る
や
ほ
考
ふ
る
も

の
あ
る
に
至
れ

ると
同
類
で
あ

る
｡
川
上
の
淀
師
政
に

就

い
て
は
庸
述
べ
た

い
事
が
あ
る
が
本
稿
の
眼
目
外
に

な
る
O

b
t
下

fJ
れ
は
七
十
二
'
そ
れ
か
ら
前
記

｢
上
｣

を
伴
ふ
も

の
三
十
九
を
去
れ
ば
三
十
三
残
る
｡
叉
そ
の

中
で
も
二

部
落
封
種
の

｢
下
｣
で
夜
-
或
る
基
樫
の
下
と

5,
ふ
意

味
の
も
の
は
左
の
如

き
も
の
で
あ
る
｡

愛
宕
下
(早
)官
ノ下
(柿
)LJ漸
ノ下
(久
料
米
)
城
ノ
下
･山
下
(
八
)等

大
鰭
栄
藤
の
磯
生
を
よ
-
表
は
し
て
ゐ
る
.

乙
の
何

々
の
下
と
呼
ぶ
も
の
の
中
は
T<
る
べ
き
も
の
に

'
竜
ト

が
あ
る
｡
之
は
金
-
上
下
封
種
の
形
で
な

い
わ
け
で
あ

る
0
参
考
の
鳥
め
列
拳
し
て
み
る
と
左
の
如
-
で
あ
る
0

第
三
抵

TTO対

四
八

熊
本
｡成
木
(早
)
岩
本
｡松
本
(
糸
)
山
本
｡批
ノ
元
(如
)
松
本
(
小
)
鶴

本
(
位
)滋
本
(刺
)
砕
本
(
≡
)
it柿
下
(
秤
)
久
本
〔
小
)
松
本
(
佐
)
官･ヽイ

本
･安
本
(
節
)木
元
(山
)
山
本
･
松
本
へ非
)
松
本
･
余
本
エ
ロ
本
｡欝
本

(
浮
)

勿
論
之
に
は
必

ず
し
も
立
髄
戚
を
伴
っ
た
も
の
の
み

と
は
言
以
難
-
､

革
は
そ
の
あ
た
か
､
蓮
の
窓
の
も
の

も
あ
る
が
､
そ
の
原
義
は
よ
み
同

山
の
類
は
鷹
せ
し
め

で
い
J
と
恩
ふ
.
そ
れ
か
ち
二
部
溶
封
柄
と

い
ふ
簡
単

を
も
の
ば
か
う
で
を
く
､
そ
の
地
方
に
於

い
て
下
つ
方
､

上
つ
方
と
虎
-
呼
び
分
つ

｢
上
下
｣

が
地
名
に
冠
せ
ら

れ
た
の
も
あ
る
蔵
で
あ
る
｡
下
野

(
≡
)
を
ど
は
共
で

あ
っ
て
下
原
を
ど
言
ふ
も
の
に
も
そ
ん
夜
の
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
と
瓜
ふ
｡
三
瀦
に
は
大
下
と

い
ふ
の
が
二
つ
あ

る
.
大
野
島
村
の
は
中
下
は
射
し
て
更
に
下
の
意
か
と

瓜
ふ
が
､
木
佐
木
村
の
は

｢
下
水
佐
木
｣

と
｢
下
村
｣
の

間
は
あ
る
.
或
は
大
門
下
の
事
か
と
も
疑

は
れ
る
が
'

下
の
多

い
中
に
差
を
つ
け
る
為
で
あ
ら
う
｡
下
を
グ
と

い
ふ
の
が
二
つ
､
即
ち
三
瀦
の
下
林
と
朝
倉
の
下
川
で

F･1.
.+,

あ
る
9
三
瀬
の
給

下

古
賀
の
下
は
別
に
論
ず
る
で
あ
ら



ちノO
c

､
高
低

｢
高
｣
は
三
十
七
を
数

へ
itと
中
､
山
地
部
に
入
れ
る
も

の
は
九
っ
で
あ
る
｡
平
地
部
は
割
合
か
ら
言
っ
て
も
多

5,
の
で
あ
る
が
､

一
般
に
寧
地
部
に
於

い
て
は
乙
の
小

さ
い
起
伏
に
封
し

ても
敏
戚
在
様
で
あ
る
.
殊
に
洪
水

な
ど
に
見
舞
は
れ
る
朗
は
然

-
で
あ
る
0
地
形
園
は
勿

袷
.
貸
地
に
踏
査
し
て
も

飴
程
の
注
意
を
排
は
伯

と

｢
高
｣
の
賓
感
が
起
ら
ぬ
も
の
芸
へ
あ
る
｡
併
し
偶
然

か

も
知
れ
伯
が
瀬
高
か
ら
三
瀦
郡
滞
地
相
高
島
.
回
那
大

川
町
高
津
を
経
て
'
佐
賀
郡
酉
典
嚢
村
高
太
郎
に
引
-

線
か
ら
下
方
の
平
野
に
は
rJ
の
字
を
見
な

い
｡
是
起
伏

の
殆
ル
ビ
絶
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
｡

高
も
カ
ウ
に
皆
て
ね
も
の
に
は
原
字
が
川
で
あ
ら
ぬ

'.).t･

ば
怒
ら
約
79
の
が
あ
る
O
高
喰

工

向
良
(
井
)
高

原
(
小
)

な
ど
で
あ
る
0
後
者
は
雷
山
の
酉
懐
'
育
座
骨
中
の
谷

頭
に
あ
っ

て､
附
近
の
緊
蕗
の
最
高
限
線
と
瓜
は
れ
る

六
百
米
の

コ
ソ
ト
ル
は

近

い
の
で

高

い
乙
と
は
高

い

が
､
近
-
の
谷
頭
に
も
よ
-

醐
水
川
｡川
頭
夜
ど

川
の

地
名
の
地
靴
串
的
考
察
と
そ
の
t
例

地
名
が
多

い
L
t
カ
ウ
パ
ル
と

い
ふ
訓
と
各
せ
皿
ふ
4

さ
'
川
原
で
あ
ら
う
と
恩
ふ

の
で
'
乙
の
部
に
加
算
し

て
ゐ
覆

い
.
円
高
悶
(
糸
)
の
高
も
川
ら
し

い
｡
其
他
rJ

の
部
は
入
れ
て
数

へ
ね
の
ほ
も
､
高
柳
工
向
津
･高
野
夜

ど
79
川
速
に
あ
る
の
で
'
も
と
は
カ
タ
に
宛
で
ね
の
で

な

い
か
と
疑
ふ
rJ
と
も
出
凍
や
う
｡

rJ
の
高
の
反
封
の
｢
低
｣
字
は
夜
か
っ
た
｡
平
谷
･窪

な
ど
が
そ
れ
に
曹
る
の
で
79
あ
ら
う
が
.
兎
に
角
直
接

｢
低
｣
と

い
ふ
の
は
な

い
｡

併
し
乙
ゝ
ほ
階
段
地
形
敬
二
不
す
と
思
は
れ
る
も
の
に

懲
之
段
(
井
)
と
檀
ノ
池
(
山
)と

い
ふ
の
が
あ
る
｡
前
者
は

八
丁
島
と
蟻
坂
･十
架
と
の
問
の
低
窪
地
(
地
形
閲
で
は

二
寓
分

一
鳥
栖
固
幅
は

七
･五
光
線
が

そ
れ
を
ホ
し
て

ゐ
る
)
を
北
に
控

へ
て
'
少
し
高

い
段
丘
状
の
地
で
あ

る
｡
後
者
は
如
何
は
し

い
鮎
も
あ
る
､
が
戯
漠
た
る
平

地
の
池
で
あ
る
か
ら
｢
檀
｣
が
木
の
名
と
は
取
-
難

い
｡

ダ
ニ
が
谷
か
で
夜
け
れ
ば
段
で
あ
ら
う
と
思
ふ
.

d
､
申

こ
れ
は
二
次
三
次
共
通
で
あ
る
O
軍
に
間
中
の
意
に

二義

四
九



地

球

第
十
八
春

用
以
ら
れ
る
の
で
'
大
捜
二
次
は
入
れ
7･h～
が

い
ゝ
か
も

知
れ
ぬ
｡
上
下
は
挟
ま
れ
た

｢
申
｣
と

い
ふ
の
は
上
の

項
は
記
し
た
如
-
明
白
を
の
は
左
胸
で
あ
る
｡

紙
数
百
七
あ
る
中
､
山
地
部
は
三
十
二
で
あ
る
｡
少

い
と
冨
は
ね
ば
夜
ら
粕
｡
主
在
る
79
の
敷
革
げ
る
と
中

島
が
十
具

蛸
十
ご
中
原
九
(剛
慧

中
野
雲

平
の
み
)其

他
中
村
｡山
中
｡野
中
等
が
多

い
.
叉
乙
の
中
に
は
栗
静

間
に
放
け
る
位
置
敬
二不
す
ぼ
か
-
で
を
-
､
或
種
地
形

ウ
チ

等
の
中

の

恵
あ
る
も
の
が
あ
る
.O中
島
の
如
き
hiJ紅
で
､

水
中
島
の
意
が
多

い
ら
し
-
､
hJ
の
地
方
ほ
て
は
上
下

の
島
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
中
島
だ
け
が
樺
山
あ
る
こ

と
は
そ
れ
を
侶
ず
る
論
纏
と
さ
れ
や
う
と
m
j.ふ
｡
山
中
･

野
中
｡原
中
･田
中
｡畑
中
を
ど
が
あ
る
が

中
が
下
は
あ

る
の
は
こ
の
種
と
見
ら
れ
る
｡

筑
紫
郡
に
は
那
珂
と

い
ふ
の
が
あ
る
.
郷
名
な
ど
の

ナ
カ
は
灘
之
と
説
か
れ
て
凍
て
ゐ
る
.
併
し
乙
の

fz
部

落
名
と
し
て
の
郷
珂
は
直
ち
に
然
多
と
孜
し
難

い
｡
富

田
氏
が
川
中
の
中
と
yb
れ
た
の
は
替
る
で
あ
ら
う
｡
翻

ト
r･.A.;.
†
ユ･).･[,

ほ
同
郡
に
は
仲

村

･
中

寺

在
ど
が
あ
る
0
後
者
は
..･L
が
寺

解
三
班

責(

五

〇

で
あ
ら
う
rJ
と
は
寺
倉
夜
ど
ほ
近

い
の
で
可
を
-
の
程

度
に
信
ぜ
ら
れ
る
に
し
て
も
.
チ
ユ
タ
が

｢
申
し

の
窓

か
否
か
未
だ
断
じ
碍
覆

い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
で
位
置
詞
を
路
栴
す
る
が
､
人
類
が
如
何
な
る

方
法
を
以
っ
て
そ
の
位
置
堅
ポ
諾
う
と
す
る
の
か
と

い

ふ
fJ
と
は
大
髄
之
等
ほ
探
ら
れ
る
rJ
と
･J
瓜
ふ
｡
前
述

の
迫
-
地
名
が
位
置
性
を
昔
び
て
ゐ
る
以
上
は
､
軍
に

山
と

い
払
､
野
と

5,
ふ
も
の
に
も
を
の
土
地
が
山
に
あ

ら
'
野
は
あ
る
聖
不
す
と
見
れ
ば
そ
れ
も
位
置
を
藤
梯

す
る
が
､
そ
う
言
ふ
環
境
の
中
に
於

い
て
も
同
種
環
境

の
中
ほ
て
の
位
置
を
如
何
方･6る
詞
で
表
示
す
る
か
が
､

rJ
の
位
澄
詞
は
依
っ
て
探
る
べ

き
こ
と
で
､
そ
の
他
の

も
の
に
は
位
置
表
示
以
上
の
何

物
か
を
祈
す
る
で
あ
ら

う
と
考

へ
る
が
薦
め
に
'
以
下
に
於

い
て
は
｢
位
置
｣
と

い
ふ
こ
と
を
省
略
し
て
街
-
こ
と
が
多

い
と
恩
ふ
｡

B

地
形
詞

今
ま
で
論
じ
て
凍
ね
位
置
詞
に
於

い
て
も
白
熱
殊
に

地
形
と

い
ふ
FJ
と
が
如
何
は
地
名
に
踊
渉
を
持
っ
か
が

納税
は
れ
る
と
恩
ふ
が
､
兜
に
地
形
そ
の
も
の
が
如
何
に



地
名
に
楯
か
込
ま
れ
て
ゐ
る
か
､
反
言
す
れ
ば
地
名
に

於
い
て
地
形
が
如
何
は
強
い
立
場
を
有
す
る
か
､
更
は

地
形
を
古
楽
如
何
に
形
容
し
如
何
な
る
名
租
を
以

っ
て

呼
ん
だ
か
､
地
形
と
人
文
蕪
I活
が
如
何
に
密
接
で
あ
-

そ
れ
が
如
何
な
る
程
度
に
､
如
何
な
る
形
式
を
以
っ
て

地
名
に
表
は
れ
て
ゐ
る
か
む
探
み
た

い
と
m
心
ふ
｡

前
説
し
た
如
-
第

一
自
然
を
静
･動
に
別
け
た
薦
め
'

水
を
地
形
か
ら
去
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
で
rJ
J
に
述
べ
る

も
の
は
静
的
地
形
即
ち
陸
地
そ
の
も
の
の
み
に
限
ら
れ

る
ほ
至
っ
た
こ
と
を
断
っ
て
散
ぐ
｡

a
'

山

イ
ヤ

ヤ
は
捕
で
あ
る
と

い
ふ
｡
数
多
乗
々
な
ど
の
意
あ
ら

で
木
々
の
繋

さ
を
い
へ
る
も
の
と

い
ふ
rJ
と
で
あ
る
｡

弼
生
の
ヤ
､
滞
猛
心
の
ヤ
で
あ
る
｡
吋

は
場
所
を
衣
は

す
｡
職
人
な
ど
の
用
払
る
術
語

｢
ヤ
マ
｣
も
仕
事
の
立

込
み
を
意
味
す
る
｡
然

ら
ば
漢
字
の

｢
山
｣

字
が
示
す

と
こ
ろ
の
高
所
の
意
に

限
ら
れ
ず
｡
樹
木
繁

茂
せ
る
研
､

森
や
林
と
も
混
用
r
uれ
勝
と
在
る
.

山
は
磯
逢
せ
る

文
化
人
類

の
よ
き

居
住
地

で
は
な

地
名

の
地
那
鍵
的
背
教
と
そ
の
一
例

い
｡
併
し
を
の
人
文
は
及
ぼ
す
障
樽
､
そ
の
起
伏
が
及

ぼ
す
軍
事
的
価
値
､
を
の
高
庇
は
よ
る
展
望
地
た
る
利

便
､
そ
れ
自
身
の
有
す
る
容
凄
､
超
然
､
醐
然
'
静
寂

等
の
精
榊
的
魅
惑
は
'
嘗
っ
て
原
人
の
頃
の
任
所
た
ヵ

し
免
め
の
殆
ん
ど
本
取
的
魅
力
と
共
に
'
人
粗
の
物
質

的
精
細
的
生
酒
に
は
弧
-
影
響
し
て
ゐ
る
｡
谷
と
言
ふ

富
来
を
有
L
を
が
ら
'
而
し
て
そ
の

｢
谷
｣
と
呼
ぶ
べ

き
地
形
に
あ
わ
夜
が
ら
､
を
の
背
後
､
又
は
両
側
な
る

｢

山
｣
を
以
っ
て
各
自
の
位
置
拳

不
'
栄
藤
名
と
し
や
う

と
す
る
で
は
な

い
か
.
或
は
登
山
口
な
る
が
虐
め
に
磯

逢
し
た
部
落
'
山
に
負
ふ
産
業
の
栄
藤
は
無
論
山
を
以

っ
て
名
と
し
て
ゐ
る
｡
寺
と

い
へ
ば

｢
山
｣
と

い
S
.

配
と

い
へ
ば
｢森
｣
と
呼
び
を
し
て
ゐ
る
あ
死
-
ほ
も
､

｢
ヤ
ご

ほ
封
す
る
思
想
が
窺
は
れ
る
｡
由
雄
山
は
登
場

で
あ
ヵ
醐
秘
郷
で
あ
る
と
し
て
衆
力
.
を
の
信
仰
は
地

名
に
も
見
る
rJ
と
が
出
凍
様
と
恩
ふ
｡

本
地
域
に
は
そ
の

｢
山
｣
の
附
-
も
の
が
官
四
あ
つ

た
が
'
背
振
山
地
部
に
六
十
七
あ
っ
て
'
鶴
･Ll
は
大
抵

平
地
部
の
蓮
縁
在

る

杵
島
･耳
純
｡八
女
等
の
山
麓
で
あ

三先

五

1



地

球

妨
十
八
馨

る
｡
本
管
の
平
地
部
は
あ
る
79
の
は
左
に
輿
ぐ
る
も
の

の
み
で
十
三
で
あ
る
｡

山
繭
･山
津
(佐
)

･iiLT山
･山
浦
･
山
′
町
(
瀦
)
中
山
｡村
山
(山
)
山
ノ
井
･

今
山
(
A
)
山
｡今

川
(
非
)地
山
(
浮
)
栗
山
(朝
)

佐
賀
郡
の
山
津
と
山
領
と
は
近
い
の
で
あ
る
が
'
昔

乙
の
あ
た
-
敬
;
と

い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
恩
ふ
o

そ
し
て
そ

の
山
は
森
林
の
意
の
も
の
で
或
は
寺
院
在
ど

ほ
も
踊
係
を
有
す
る
か
も
計
ら
れ
内
と
考

へ
る
｡
他
は

之
は
類
す
る
も
の
の
外
に
も
極
め
て
低

い
起
伏
を
指
し

た
も
の
が
あ
る
｡
三
瀦
の
山
ノ
町
の
如

き
79
近

-
ほ
糠

局
(極
め
て
低

い
尾
で
あ
る
が
)な
ど
の
地
名
も
あ
-
､

地
形
間
に
於
け
る
十
米

コ
ソ
ト
ル
が
示
す
如
-
沖
積
期

に
成
れ
る
筑
水
の

山
段
丘
で
あ
る
｡
山
門
の
相
川
は
姓

氏
に
陶
係
し
て
ゐ
夜

い
か
と
瓜
っ
て
ゐ
る
｡
新
沖
積
の

地
で
あ
る
の
で
開
拓
は
開
運
あ
る
姓
氏
と
皿
は
れ
る
の

で
あ
る
｡
hiJれ
か
ら
陶
器
製
造
所
乃
至
は
土
取
場
も
山

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
m
山

(
洗
｡早
こ
こ
等
)
練
克
山

(
早
)

等
で
そ
の
山
と

い
ふ
の
は
既
に
工
場
を
指
し
て
ゐ
る
様

で
あ
る
｡
同
じ
-
石
衣
･石
炭
頻
を
始
め
鋸
業
場

を
も

節
王
統

三

〇

五
二

亦
山
と
よ
ぶ
が
'
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
そ
れ
ら
し
い
も
の

は
見
常
で
を
か
つ
充
｡

山
の
中
で
山
門
は
古
凍
定
説

が
夜
-
て
､
山
門
詮
･

八
女
津
説
が
童
在
る
主
唱
で
あ
る
と
瓜
A
O
併
し
八
女

津
で
あ
れ
ば
極
め
て
官

い
も
の
で
矢
部
川
の
流
路
が
典

っ
て
ゐ
カ
に
し
て
も
'
又
源
岸
が
退
却
し
た
は
し
て
も
､

い
づ
れ
は
瀬
高
其
他
現
在
の
欠
部
川
は
負
え
る
地
名
よ

-
暑
い
乙
と
だ
け
は
明
で
あ
ら
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡
本
雄
大

御
薗
の
ヤ
マ
ト
は
民
族
東
漸
の
折
'
故
地
九
州
の
地
名

を
彼
地
に

用ひ
る
rJ
と
多

き
蔑
め
'
筑
後
山
門
叉
は
筑

前
山
門
(今
は
下
山
門
と

い
ふ
衆
落
名
が
残
っ
て
ゐ
る
)

ほ
的
係
あ
る
も
の
で
'
同
時
に
研
究
す
べ
き
だ
と
恩
ふ
｡

rJ
の
考

へ
か
ら
言

へ
ば
蛋
要
な
資
料
だ
と
思
ふ
｡
山
門

tr

龍
即
ち
山
の
門
は
封
じ
ら
ヰ1
ね
盆
地
故

に
と

考

へ
る

と
大
和
園
に
の
み
は
極
め
て
適
切
と
m
心
は
れ
る
が
'
九

州
は
放
け
る
ヤ
マ
ト
は
共
に
等
し
-
山
麓
を
数
町
離
れ

た
開
放
さ
れ
た
る
平
地
に
あ
っ
て
直
ち
に
深
み
難

い
｡

こ
の
二
つ
の
地
名
の
偶
然
と
見
え
る
位
置
の
類
似
は
'

今
の
場
各
何
等

か
の
暗
示
と
見

る
rJ
と
は
揖
凍
ま
い



か
o
筑
前
早
良
の
は
十
郎
川
と

い
ふ
小
川
は
臨
ん
で
ゐ

る
が
fJ
の
あ
た
-
は

ラ
グ
ー
ン
を
な
し
て
蕉
ノ
於
原
の

砂
洲
に
抱
か
れ
て
ゐ
ね
pJ
と
は
'
梅
岸
地
形
の
進
展
上

正
し
-
推
排
出
凍
る
し
､
そ
れ
は
太

い
し
て
育

い
時
代

の
も
の
で
も
な
か
ヵ
綱
で
あ
る
｡
故
は
ト
が
津
の
塵
化

と
考

へ
ら
れ
な

い
で
も
な

い
｡
rJ
の
九
州
の
両
者
に
共

通
す
る
考

へ
は
.
両
津
が
適
し
た
横
に
瓜
は
れ
る
｡
併

し
大
和
図
に
於

い
て
例

へ
故
地
名
を
用
以
る
ほ
し

ても

地
形
の
似
カ
所
に
故
地
を
憶
ふ
て
名
づ
け
る
場
各

が多

い
の
で
.
山
下
即
ち

Y

am
am
ot
oI
Y

am
m
ato
と
在

っ
た
の
で
あ
る
ま

い
か

｡
山
は音
便
に
於

い
て
Y
a
m

ヤ
ン
ハ

と
在
る
乙
と
は
'
例
と
し
て
山
薬
(
小
)
を
ヤ
ソ
バ
と
訓

み
'
山
伏
を
ヤ
ン
ブ
シ
と

い
ふ
様
な
も
の
が
あ
る
｡
モ

ト
と

い
ふ
譜
は

｢
下
｣

の
部
で
は
説
明
を
略
し
カ
が
'

龍
飛
榊
天
歌
に
下
口
底
と
あ
っ
て
'
底
の
韓
膏
は

M
it

で
あ
る
か
ら
p
解
語
と
閥
係
あ
る
も
の
で
古

い
事
だ
と

恩
ふ
｡
そ
し
て

マ
竜
が
約
tTb
れ
て

マ
と
な
る
と
直
接
に

言
ふ
と
不
足
な
朗
が
あ
る
か
も
知
れ
覆

い
が
､
尋
常
夜

晒
靴
龍
か
ら
言

へ
ば
初
め
の
母
音
が
略
さ
れ
て

Y
am
･

地
名
の
地
現
車
的
考
察
と
そ
の
1
例

m
oto

と
孜
-
1
そ
れ
か
ら
ヤ
ヤ
ー
で
あ
る
○
筆
者
は

fJ
の
序
は
述

べ
る
が
､
第

一
回
の
埋
骨
の
日
形
は
次
ぎ

に
凍
る
母
音
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
第

一
母
音
に
近
か
か

ら
し
め
る
こ
と
が
多

い
戒
で
あ
る
｡
乙
が

オ
ト

OtSu

(o
t
↑
o
r

)-
ot
o
と
な
み
'
走
力
iJ
ら
の
ク
ラ
(
比
べ
)
那

グ

ロ

g
u

ra-
gu
T
O
(
u

と

0
と
は
近

い
)と
在
る
等
で

あ

る
｡
之

の

例
は
多

い
｡

そ
rJ
で
ヤ
マ
マ
ト
と
夜
-,h
t

ヤ
マ
ト
と
な
ら
粕
と
も
限
ら
ぬ
｡
乙
の
考

へ
は
も
し
ヤ

竜
ト
か
ら
ヤ
ヤ
ト
と
在
る

ya
m
ot
oI
yEm
At
O
と
考

へ
る
場
合
に
し
て
も
便
宜
で
あ
る
と
m
心
ふ
｡

更
は
樽
考
し
て
､
今
三
養
基
に
於

い
て
山
下
川
と

い
ふ

の
が
､
川
途
川
と
風
土
記
に
あ
る
こ
と
と
恩
各
は
さ
れ

る
｡
ヤ
マ
シ
タ
と
訓
え
で
ゐ
る
が
'
山
下
は
ヤ
マ
ト
即

ち
余
の
ヤ
マ
屯
ト
と

い
ふ
も
の
に
静
て
ら
れ
ね
も
の
で

あ
る
ま

い
か
｡
山
途
の
漁
は
膏
に
督
て
カ
は
過
ぎ
ず
し

て
根
株
と
す
べ

き
用
字
で
な

い
と
恩
ふ
の
で
あ
る
｡
筑

前
､
筑
後
の
出

門
が
現
在
の
位
置
で
79
山
下
と
言
以
得

る
と
思
ふ
が
､
雨
着
共
現
在
山
門
と

い
ふ
宋
蕗
が
'
ヤ

マ
ト
の
地
名
の
各
部
の
位
置
を
明
示
し
て
ゐ
る
も
の
と

7tH

況
三



地

球

節

十

八金

断
言
は
出
水
を
-
tj
.
前
者
に
於

い
て
は
殊
に
下
山
門

の
み
が
現
在
挿
せ
ら
れ
る
の
み
で
城
原
'
以
南
の
野
方

は
至
る

ま
で
の
山
麓
地
を

曹
栴
し

た
ら
し

い
の
で
あ

る
｡
後
者
も
本
告
あ
た
ら
の
山
麓
線
か
ら
遠

い
所
で
は

老

い
の
で
､
僅
か
の
来
港
の
平
地
進
出
を
肯
定
す
る
と

一
層

｢
山
下
｣
と

い
ふ
乙
と
が
適
切
に
在
る
と
恩
ふ
｡

或
は
山
手
｡山
路
を
ど
と
掛
係

を
求
め
る
fJ
と
も
試
ひ

べ
き
か
も
知
ら
ぬ
が
､
兎
に
角
ヤ
マ
ト
の
ヤ
マ
は
山
で

あ

る
と
信
ず
る
｡
八
女
津
説
は
八
女
が
山
の
意
で
あ
る

場
合
の
外
今
疎
ら
を

い
の
で
あ
っ
て
､
山
の
灘
は
入
れ

る
の
が
終
局
の
論
旨
に
止
め
て
置
-
0

山
を
セ
ン
と
苛
む
こ
と
か
ら
時
じ
ね
と
皿
は
れ
る
も
の

アザ

に
､
千
塔
(
≡
)
仙
遣
(
早
)が
あ
る
.
後
者
は
字

で
夜
-

て
､
又
塔
の
草
に
捕
は
れ
で
詮
-
べ
き
も
の
で
な
く
､

固
示
す
る
が
如
-
木
出
口
の
古
術
道
か
ら
小
丘
の

1
報

を
打
抜

い
た
道
に
依
っ
て
'
山
道
乃
至
は
山
道
山

(
千

塔
山
)
と
言
ふ
も
の
と
瓜
は
れ
る
｡
第
六
閲
は
於
け
る

B
蹄
は
山
道
A
よ
ゎ
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
｡
道
路
の

時
代
は
A
B
C
の
順
と
見
て
ゐ
る
0
セ
/
タ
フ
と
言
は

節
三
雛

二
三

五

凹

ず
ほ
セ
ン
ド
ク
と
里
人
の
言
ふ
の
は
千
塔
で
孜
-
て
両

道
の
膏
を
博

へ
て
ゐ
る
753
の
と
Pt｡･j
ふ
｡
仙
道
は
脇
山
村

で
'
油
山
城
の
西
下
は
あ
る
｡
山
麓
祭
蕗
で
､
そ
rJ
か

ら
山
道
が
登
る
故
で
あ
る
と
思
は
れ
る
｡
仙
道
の
用
字

は
中
仙
遭
夜
ど
と

同
じ
-
.
千
塔
な

ど

よ
-
温
和
を
用

事

で
あ
る
.
フ
ィ

ー

ル
ド
の

千塔
､

仙道
が

共に
基
蹄

城
･摘
山
城

を
接

え

でゐ
る
乙
と
は

興
味
あ
る
遇
事
で

あ
る
｡
或
は
両
者

共
寺
院
基
地
は
結

び
付
け
て
千
塔
千
燈
を
ど
と
取
ら
う
と
す
る
人
も
あ
る

が
聾
者
は
脇
山
の
仙
道
の
方
が

起
原
も

新
ら
し
い
薦

め
そ
の
用
字
は
町
を
-
信
頼
す
る
rJ
と
の
田
凍
る
正
直

か･6
79
の
符
と
考

へ
る
0



山
の
古
語
が
宛
っ
て
は
ゐ
な
い
か
｡
北
九
州
の
乙
と

で
あ
る
か
ら
無
智
と
の
関
係
を
考
へ
ぬ
ば
な
ら
料
｡
僻

マイ

古
語
に
於

い
て
は
マ
ル
(
肯
)
モ
リ
･
モ
イ
･
毎

な

ど
い
ふ

言
葉
が
山
と

い
ふ
rJ
と
は
覆
っ
て
ゐ
る
.
之
等
か
ら
兼

ね
と
恩
は
れ
る
も
の
に
蜜
｡諸
･傘
地

夜
ど
の
字
を
見

る
｡
宴
｡譜
は
甫
ほ
水
の
部
で
訟
述
す
る
こ
と
に
し
て
'

本
項
に
略
す
る
が
八
女
郡
に
牟
能
が

.J
っ
あ
る
｡

ム
レ

は
豊
後
あ
た
ら
で
は
殊
に
多
-
､
山
名
に
見
る
の
で
山

の
意
で
あ
る
乙
と
は
夙
-
よ
か
信
じ
て
ゐ
る
.
乙
の
ム

レ
は
又
ム
ネ
ほ
も
迫
ず
る
ら
し
-
､
八
女
郡
の
州
に
花

嘉
川
と

い
ふ
の
が
あ
る
が
.
FJ
の
宗
は
ム
レ
か
ら
凍
た

も
の
ら
し
い
0
併
し

八
女
の
ム
レ
･
ム
ネ
が

果
し
て
山

の
意
の
79
の
か
ど
う
か
は
何
は
他
項
に
論
ぜ
ね
ば
を
ら

沿
こ
と
が
あ
る
.
確
り
｡
竜
イ
が
翠
に
竜
と

な
る
乙
と

シ,lロモ
′叶
ン

も
昔

山

城

の

如
-
で
あ
る
の
で
'
地
名
の
探
究
に
も
心

す
べ
き
事
で
あ
る
と
恩
ふ
が
'
糸
島
の
奥
方
の
マ
な
ど

も
旋

へ
ば
そ
れ
と
瓜
は
れ
拍
乙
と
も
覆

い
｡

背
振
は
山
名
か
ら
凍
て
今
は
村
名
に
あ
る
が
'
振
は

ク
セ
プ

山
の
意
あ
る
も
の
だ
と
信
ず
る
｡
大
振
山
七
九

千

部

の

地
名
の
地
理
額
的
考
察
と
そ
の
t
例

振

･
部
も
同
じ
で
あ
る
が
之
等
ほ
就
い
て
は
山
名
の
部

に
譲
る
｡

又
山
の
革
む
昔
タ
ル
と
言
っ
た
例
が
あ
る
｡
帥
功
寵

.i
,{
タ
レ

に
沈

財

多

薦

と
あ
る
､

多
櫨
も
｢
山
｣
で
あ
る
ら
し
い
.

こ
れ
も
鮮
語
と
掴
係
あ
る
と
恩
ほ
れ
て
'
故
地
の
高
山

塀
を
甘
酒
は

一
云
難
等
良
櫛
と

い
ふ
し
､
今
の
済
州
島

は
耽
間
の
問
で
あ
っ
た
.
乙
の
島
は
之
金
-
の
山
で
あ

る
｡
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
多
聞
山
･長
重
出
な
ど
山
名
に

は
見
え
る
｡
併
し
そ
の
他
の
地
名
･緊
落
名

と
し
て
は

あ
ま
-
無

い
機
で
あ
る
｡
将
門

(東
･井
)
足
滝
夜
ど
如

何
か
と
皿
ふ
だ
け
で
あ
る
が
､
之
も
水
の
部
に
ま
た
述

べ
た

い
事
が
あ
る
｡
割
合
に
山
に
対
し
て
の
古
語
の
渉

猟
に
は
成
功
せ
ず
'
山
名
以
外
に
於
け
る
そ
れ
は

一
層

で
あ
っ
た
｡
苗
に
も
何
等
か
の
固
由
を
求
め
た

い
と
思

っ
て
ゐ
る
｡
山
峯
名
に
就

い
て
は
別
に
述
べ
た
い
の
で

此
塵
ほ
は
略
し
て
洛
-
0

b
t
峯

こ
れ
は
山
ほ
ど
通
俗
で
な

い
.
数
に
於

5,
て
は
九
個

し
か
な
く
､
そ
の
中
山
地
部
に
五
個
で
あ
る
が
､
外
は

二三

五
五



地

球

鰐
十
八
番

八

女
の
長
峰
(
村
名
)
は
東
部
山
地
か
ら
通
解
人
形
原
は

蓮
っ
て
甘
木
州
と
矢
部
川
の
間
を
劃
す
る
明
瞭
を
丘
陵

は
出
で
た
る
も
の
と
恩
ふ
の
で
'
山
地
部
は
入
れ
て
差

支
覆

い
と
m
心
ふ
｡
大
股
山
地
部
に
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
乙

と
は
皆
熱
の
事
で
あ
る
｡
特
記
す
る
rJ
と
は
糸
島
に
片

峰
が
二
つ
あ
る
rJ
と
､
そ
し
て
そ
れ
が
黄
に
狗
白
の
起

原
に
依
る
も
の
で
小
さ
5,
ス
パ
ー
在
る
峯
状
の
山
尾
の

片
側
は
依
る
｡
雷
山
村
の
は
明
ら
か
は
峯
形
の
偏
倍
を

示
し
て
ゐ
る
｡

ミ
ネ
と
同
じ
79
の
ほ
ム
ネ
が
あ
る
.
早
良
の
長
峯
は

峯
を
ム
ネ
と
訓
ん
で
ゐ
る
｡

ム
ネ
ほ
は
胸
･棟
｡旨
夜
ど

雷
で
ら
れ
る
蔀
が
多

い
が
'
フ
ィ
ー
ル
ド
に
は
三
井
に

嘉
臓
と

い
ふ
の
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
｡
之
は
旨
等
と
共

に
嘉
字
を
捻
っ
た
ほ
過
ぎ
な

い
｡
胸
の
語
原
に
就

い
て

は
詮
も
多

い
'
併
し
胸
と
桃
と
峯
は
通
ず
る
事
は
た
し

か
だ
と
恩
ふ
｡
紳
代
配
の
胸
別
図
の
胸
な
ど
の
如
-
で

あ
る
｡
又
前
記
牟
雌
と
も
考
合
せ
ぬ
ば
在
ら
ぬ
｡
r
e｣ヰ｢

ne
t
ラ
ナ
相
通
は
今
頼
訟
す
る
を
婁
せ
附
｡

ミ
ネ
は
覇

に聴
許
ミ
を
冠
す
る
と
今
ま
で
栴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
､

節
王
統

三

脚

五
六

僻
語
マ

ル

･
モ
ル
･
ム
レ
の
系
統
と
踊
係
な

い
と
断
言
は

覆
し
難

い

0

勿
論

ミ
ネ
の
ミ
が

費
語

と
す
る
な
ら
ば

n
n
e
l
m
ne
か
ら
樽
じ
ね
と
す
べ

き
で
､
然
-
と
す
れ

.しソネ

ば
畝

の

ク
も
敬
語
と
せ
ぬ
ば
在
ら
ぬ
で
あ
ら
う
.

諌
原
は
鬼
79
角
と
し
て
現
在
で
は
棟
形
の
山
'
即
ち

蘭
孤
の
よ
-
連
宿
せ
る
も
の
は
ミ
ネ
の
譜
､
峯
の
字
は

用
以
ら
れ
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
O
勿
論

峯
頭
･尖
峯

な

ど
言
ふ
場
各

は
別
で
あ
る
｡

C

､
ク
.
ケ

ヤ
マ
は
隆
起
せ
る
地
と

い
ふ
観
念
の
み
で
覆

い
ら
し

い
乙
と
は
先
述
し
た
が
､
高
-
隆
れ
る
堅

不
す
だ
け
の

語
に
'
ま
づ
タ
ケ
が
あ
る
.
高
で
あ
-
'
岳
で
あ
る
｡

之
を
用
以
る
場
各
竹
と
紛
れ
易
い
｡
叉
好
事

｢
武
｣

は

両
者
に
曽
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
､
そ
の
原
意
を
探
ぐ

る

に
困
る
fJ
と
が
あ
る
｡
此
の
地
域
で
は
岳
に
入
る
も
の

で
は
､
山
名
を
除

い
て
は
小
城
郡
の
雷
山
の
商
麓
に
岳

と

い
ふ
小
部
落
が
あ
る
.
谷
に
あ
ヵ
今

荷
竹
林
も
あ
る

rJ
と
ゝ

て'
却
っ
て
竹
か
も
知
れ
覆

い
が
､
山
間
の
地

で
あ
る

ので
乙
の
岳
の
字
を
用
S
で
ゐ
る
ら
し

い
0
暫



く
之
を
採
っ
て
散
-
｡
佐
賀
郡
に
は
高
野
岳
と

い
ふ
の

が
あ
る
O
構
現
出
の
北
側
の
尾
に
跨
っ
て
ゐ
る
か
ら
､

地
形
か
ら
見
て
妥
常
と
m
心
は
れ
る
｡
糸
島
に
は
武
が
あ

ら
､
筑
紫
に
は
成
竹
'
早
良
に
は
金
武
を
ど
が
候
補
さ

れ
る
が
､
骨
等
し
-
断
じ
難

い
｡
成
竹
に
は
背
後
は
成

竹
山
が
あ
わ
､
成
竹
は
初
め
の
川
名
で
在
か
つ
た
か
と

恩
は
れ
る
が
'
ナ
-
ほ
就

い
て
意
見
が
あ
っ
て
p
水
の

部
に
述
べ
る
が
､
ク
ケ
も
之
の
部
に
は
入
れ
粕
rJ
と
は

す
る
｡
金
武
は
今
は
村
名
で
も
あ
る
が
､
吉
武
等
と
共

に
同
郡
西
側
の
山
鷲
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
叶
ケ
岳
と

5'
ふ
山
名
に
縁
が
な

い
か
と
瓜
は
れ
て
79
､
断
定
出
凍

る
ま
で
は
之
も
鼓
は
鷹
せ
し
め
を

い
｡

以
.上
は
山
地
部
で
あ
る
が
､
平
地
部
で
は
そ
れ
ら
し

い
も
の
を
見
な

い
｡
併
し
小
高

い
段
丘
状
の
土
地
に
高

と
よ
び
､
ク
ケ
に
移
-
宿
-
rJ
と
は
有
か
得
る
こ
と
で

あ
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
.
山
地
部
の
も
の
79
校
は

一
で
あ
る

が
'
糸
島
の
武
の
如

き
'
も
し
之
机
が
岳
で
あ
る
と
す

れ
ば
右
の
如
き
耗
過

か
ら
凍
た
も
の
と
偲
ば
れ
る
｡

d

､
ヲ
カ地

名
の
地
5
'駿
的
考
察
と
そ
の
一
例

之
は
左
の
如

き
も
の
が
あ
る
｡

関
川
｡関
本
･
諸
岡
｡永
閑
(
銑
)
光
岡
(
蘇
)
糊
口
(
恥
)
試
問
(
柿
)
L叫
岡

崎

(秤)
脊
岡
(
山
)
1
山
｡翁
問
(
八
)

骨
山
地
部
と
経
も
そ
の
奥
地
に
は
覆

い
｡
低
丘
を
ヲ

カ
と
言
ふ
用
法
が
よ
-
衷
は
れ
で
ゐ
る
｡
低
地
部
に
於

い
て
も
八
女
の
岡
山
は
小
丘
の
名
で
'
そ
れ
が
村
名
に

も
在
っ
て
ゐ
る
｡
室
岡
7P
そ
れ
に
依
る
79
の
と
見
え
る
.

低
地
部
の
他
の
二
は
そ
の
魔
に
明
白
を
起
伏
を
戚
ず
る

の
で
な

い
.
吉
岡
の
如
き
は
僅
か
に
高

い
土
地
が
南
に

あ
る
そ
の
高
み
に
依
る

も
の
と
見
れ
ば
在
ら
ぬ
｡
之
は

吉
の
部
で
述
べ
る
が
'
音
の
地
名
に
起
伏
の
甚
だ
し

い

7P
の
が
少

い
の
は
概
則
と
言
っ
て
い
J
も
の
で
あ
る
｡

岡
崎
は
そ
う
言
ふ
地
形
か
ら
蕗
か
ほ
野
の
沖
に
出
て
ゐ

る
OrJ

の
あ
ま
-
高
か
ら
拍
地
を
呼
ぶ
州
法
な
る
も
の
は

蔓
が
あ
る
｡
筑
紫
の
安
徳
義
と

い
ふ
の
は
そ
の
好
例
で
､

河
戒
の
段
丘
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
'
其
他
で
は

Yl
.‥-1

太

原

を

ど
の
ダ
イ
は
基
で

あ
っ
た
の
で

夜

い
か
と

皿

ふ
｡
前
越
し
た

｢
段
｣
も
同
じ
で
あ
る
｡

三

五

五
七



地

球

肺
十
八
山せ

e
､
ヲ

之
は
尾
の
字
を
用
以
る
為
め
､
ヲ
の
す
べ
て
が
動
物

の
尾
の
形
せ
る
山
脈
'

ス
パ
ー
即
ち
山
尾
を
形
容
す
る

も
の
は
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
る

か
の
如
-
考

へ
る
rJ
と
が

多

い
｡
大
部
分
は
そ
れ
で
あ
る
が
､
も
う

一
つ
の
原
義

ホ
ヅ
ユ

シ
ヅ

が
あ
る
と
思
っ
て
ゐ
る
｡
即
ち
古
事
記
な
ど
に
上

枝

･
下

枝
と
あ
る
O
中
巻
臆
榊
の
段
の
和
歌
に

｢
わ
が
行
-
近

の
香
ぐ

は
し
花
柄
は
上
枝
は
鳥
居
枯
ら
し
下
枝
は
人
取

-
枯
ら
し
｣
と
あ
る
｡
.fJ
の
上
の
意
の
ホ
は
穂
に
迫
ず

る
と
瓜
ふ
｡
即
ち
秀
づ
る
-
ホ
出
づ
る
の
ホ
で
あ
る
｡

ホ
に
就

い
て
は
細
論
ず
べ
き
革
も
あ
る
が
'
穂
と
尾
と

通
ず
る
こ
と
は
今
ま
で
も

説
か
れ
て
ゐ
る
｡
乙
の
意
味

の
ヲ
は

｢
高
さ
｣
を
示
す
も
の
と
恩
ふ
｡
ヲ
カ
が
尾
虞

で
あ
る
と
言

ふ
､
そ
の
尾
は
乙
の
高
み
あ
る
ホ
-
ヲ
で

あ
る
｡
峯
は
ヲ
と

い
っ
て
ゐ
る
rJ
と
も
之
か
ら
解
押
す

可
き
だ
と
は
ふ
の
で
あ
る
0

そ
れ
で
本
地
域
は
ど
ん
な
79
の
が
あ
る
か
､
ま
つ
そ

の
数
は
三
十
九
あ
る
｡
山
地
部
十
七
､
平
地
部
二
十
二
七

卒
均
よ
-
山
地
部
に
多

い
が
､
平
地
に
も
上
述
の
諸
地

第
三
班

二二
ハ

五
八

形
嗣
よ
･Q
も
分
布
し
て
ゐ
る
｡
二
個
以
上
あ
る
も
の
を

試
み
に
嚢
げ
る
と
､
平
尾
が
滋
､
中
尾
が
三
'
長
尾
が

二
で
､
鵜
物
が
九
そ
の
中
松
尾
が
三
あ
る
｡
動
物
が
四

と

5,
ふ
わ
け
に
在

っ
て
ゐ
る
○

佐
賀
郡
で
は
｢
願
尾
｣
を
よ
ん
で
ワ
ラ
ン
ガ
と

い
ふ
｡

之
は
蕨

の
鮎
に
疑
の
な

い
所
で
あ
る
L
p
fJ
の
ボ
は
用

字
迫
か
ー

ビ
ヲ
の
約
と
信
ず
る
0
面
白

い
能
力
の

1
つ

で
あ
ら
う
｡
同
郡
で
は

｢
太
尾
｣

を
イ

ニ
ヲ
と

い
ふ
｡

乙
の
部
の
中
に
は
三
井
の
足
穂

な
ど
79
入
れ
て
ゐ
る

上
述
の
如
-
穂
と
尾
と
同
意
と

い
ふ
考

へ
か
ら
で
あ
る

即
ち
足
穂

は
足
尾
で
あ
る
と
E
･3
ふ
の
で
あ
る
｡
叉
前
に

述
べ
た
筑
紫
の
御
迎
の
御
79
尾
は
取
っ
た
｡
御
は
敬
語

の
小
◎
ヲ
か
79
知
れ
粕
が
､
安
微
量
と
向
以
合

ふ
朗
､
尾

向
の
万
が

一
暦
地
形
に
も
ふ
n
は
し

い
か
ら

で
あ
る
｡

荷
八
女
に

1
臆
と

い
ふ
の
が
あ
る
､
之
も
尾
と
取

み

た

い
｡
オ
ク
と

ヲ
の
塘
移
は
そ
の
例
79
多

い
｡
故
は

一

腰
は

一
′
尾
の
意
で
あ
る
と

恩
ふ
｡

そ
rJ
に
は
荒
木
川

(
筑
水

の
支
流
)
の
上
流
な
る
水
側
に
某

の
方
か
ら
妊

ん

で
兼
ね
山
尾
が
あ
る
｡
但
し
衆
罫
は
山
尾
の
対
岸
は

あ



る

0其
他

｢
王
｣
と

い
ふ
の
む
尾
の
代
-
に
歯
で
た
も
の

が
あ
る
様
で
あ
る
半
玉
･亀
王
･石
王

･
王
丸
な
ど
で
あ

る
｡
以
上
の
中
rJ
の
項
の
初
め
は
述
べ
た
穂
高
所
を
衷

は
す
,p
の
は
ど
ん
な
の
が
あ
っ
た
か
と

い
ふ
と
'
上
記

足
確
の
外
に
八
女
の
尾
島
在
ど
は
之
れ
で
夜

い
か
と
皿

ふ
｡
叉
今
の
虞
､
碑
名
で
あ
る
が
､
背
骨
基
ノ城
山
に
配

ら
れ
た
と
言
ふ
f･.R
穂
宮
の
穂
も
之
で
､
荒
穂
は
荒
峯
で

あ
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
｡
即
ち
基
山
の

一
名
で
あ
っ
た

ら
う
と
考

へ
る
｡

乙
の
尾
の
地
名
は
山
地
丘
卓
の
繰
適
に
あ
る
rJ
と
多

p
Jは
､
動
物
の
尾
に
比
考
す
る
こ
と
が

一
般
で
あ
る
FJ

と
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
ら
う
.
又
そ
の
山
尾
の
横
側

に
あ
る
も
の
と
'
尖
紬
に
あ
る
79
の
と
を
別
っ
て
と
も

栄
藤
研
究
に
封
し
て
典
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
と
;
･3
ふ
｡

f

t
サ
キ

之
は
地
形
幹
線
に
於
け
る
陽
側
光
線
で
あ
る
｡
即
ち
高

い
方
の
突
出
部
で
あ
る
｡
rJ
の
場
合
の
反
封
は
筏
で
な

い
､
隅
｡隈
･窪
在
ど
が
そ
の
反
で
あ
る
｡
即
ち
其
等
は

地
名
の
地
租
額
的
考
察
と
そ
の
1
例

低

い
方
の
進
出
部
で
あ
る
｡
人
は
高

い
方
､
開
放

さ
れ

た
も
の
を
陽
即
ち
基
準
と
す
る
｡
そ
れ
で
サ
キ
は
出
と

い
S
､
そ
の
反
は
人
と
迫
種
す
る
｡
サ
キ
は
結
局
突
出ttキ

部
で
あ
る
｡
字
は
北
が
本
魂
の
意
味
で
あ
ら
う
が
､
静

も
同
じ
で
あ
る
｡
併
し
古
楽
rJ
の
地
形
に
封
し
.tJ
は
崎

と

い
ふ
字
が

用
払
な
ら
さ
れ
て
ゐ
る
.
埼
･崎

は
こ
の

為
め
の
地
形
文
字
と
見
放
す
.
岬
を
用
以
る
ミ
サ
キ
は

同
種
で
あ
る
｡
併
し
ミ
サ
キ
の
ミ
は
敬
語
と
r
uれ
て
ゐ

る
が
'
之
は
海
の
ミ
､
水
の
ミ
で
あ
る
と
考

へ
る
｡
即

ち

ミ
サ
キ
は
水
陸
雨
域
間
の
射
線
に
の
み
限
ら
れ
る
の

が
木
骨
で
あ
る
と
恩
ふ
｡

先
づ
海
水
に
臨
め
る
も
の
で
'
衆
落
名
で
な

い
晒
角

名
を
盤
げ
る
と
左
の
加
-
十
八
あ
る
.

ヤ
ラ

キ

也

良

略
･鶴
崎
･妙
見
崎
(早
)牛
班
崎
･津
船
略
･沖
上

崎

｡糖
泊
峰
｡田

････+
.i)

浦
岬
｡
三
瀬

岬
｡大
門
略
｡仰
幡
･野
塩
帖
｡館
ノ
骨
･立
石
幡
･大
略
･配

幡
･磯
崎
｡串
惜
(蘇
)

右
は
玄
海
側
ば
か
･elで
そ
の
中
で
旦
欄
間
楳
側
で
あ

る
｡
フ
ィ

ー
ル
ド
内
の
肥
前
側
は
大
部
分
於
浦
潟
の
サ

ン
ド
ビ
ー

チ
で
臓
角
は
覆

い
.
填
た
有
明
海
は
人
工
を

三

七

五
九



地

球

筋
十
八
娩

加

へ
る
場
合
の
外
は
遠
浅
の
泥
海
で
あ
わ
､
情
角
名
を

呼
ぶ
べ
き
研
が
な

い
.
例

へ
人
工
干
拓
を
な
し
た
る
低

域
の
隅
角
を
ど
も
あ
ま
み
崎
名
を
聞
か
な
か
っ
た
｡
叉

右
の
中
ミ
サ
キ
は
二
つ
で
､
外
は
大
抵
崎
で
片
付
け
て

ゐ
る
｡
以
上
の
崎
角
名
は
霜
に
す
べ
て
HLJ説
き
篠
め
で

以
下
捕
改
外
と
し
た

い
｡

也
良
胎
は
古

い
名
で
あ
る
rJ
と
は
寓
兼
な
ど
に
79
筑

前
守
山
上
憶
良
に
歌
は
れ
で
ゐ
て
､
そ
の
歌
に
ょ
ヵ
瞳

守
が
ゐ
た
ら
し

い
rJ
と
は
地
名
酢
韓
に
も
あ
る
｡
pJ
の

ヤ
ラ
ほ
就

い
て
は
も
つ
J
J研
究
し
て
み
た

い
の
で
霜
に

は
許
し
て
も
ら
以
た

い
｡
妙
見
崎
は
r
uほ
ど
古

い
名
で

は
を

い
ら
し

い
｡
原
義
は
字
義
迫
力
で
あ
る
｡
ヅ
ネ
楠

へ

は
津
之
上
崎
の
約
で
あ
る
｡
三
湖
の
訓
み
も
簡
単
を
も

の
で
は
あ
る
が
､
余
の
持
説
互
選
脊
し
て
く
れ
て
ゐ
る

蒋
靴
で
あ
る
｡
即
ち
ミ
ツ
の
ツ
が
ゼ
の
e
駒
は
誘
は
れ

で
ツ
イ
と
-
潤
に
引
か
れ
て
ゐ
る
｡
ヅ
を
促
符
は
用
以

た
為
め
に
そ
の

u
謁
が
霧
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

大
門
崎
は
そ
の
海
に
臨
め
る
玄
武
洞
て
ふ
自
然
を
背

丑
と
し
て
配
-
上
げ
ら
れ
だ
醐
融
か
ら
､
逆
に
朋
は
つ

妨
三
番

三
八

六
〇

ね
名
前
と
思
は
ね
ば
な
ら
V
.
-
し
ふ
る
碑
の
御
倉
の

大
門
と
し
て
は
あ
ま
わ
tは
ふ
n
は
し

い
利
殖
の
門
で
あ

っ
た
ら
う
｡
沸
騰
は
玄
海
に
洗
は
れ
光
源
崖
に
現
は
れ

た
岩
角
の
形
容
ら
し

い
0
大
門
臓
と
好

一
対
で
あ
る
と

皿
ふ
｡
好
適
崎
は
肺
臓
は
此
べ
て
細
長

い
の
で
延
べ
臓

か
と
考

へ
て
ゐ
る
｡
rJ
の
ノ
べ
と

'
野
速
崎
と
傭
崎
の

間
の
沖
に

ある
ノ
ア
湖
と
は
閥
係
あ
る
事
と
m
j
ふ
･O
欝
′

骨
は
牛
盟
臓
と
基
に
そ
の
形
を
擬
し
た
79
の
で
地
形
か

ら
見
て
興
味
あ
る
べ
き
事
で
あ
る
.
配
崎
の
ク
.Jl
は
ク

マ
と
通
ず
る
と
=
･3
は
れ
る
.
手
前
に
大
入
と

い
ふ
地
名

が
あ
る
戒
は
､
隈
を
抱
け
る
陸
異
島
の
前
練
で
あ
る
｡

轟
順
の
ク
シ
ほ

就

い
て
は
後
に
述
べ
た
い
事
も
あ
る

が
'
陸
紫
島
で
あ
っ

て'
紀
州
の
轟
本
'
升
彼
の
久
志

と
同
じ
-
轟
の
字
義

で結
構
で
あ
る
と
恩
ふ
｡

以
上
の
海
洋
に
臨
む
幡
角
名
の
外
は
'
水
に
蘭
む
と

否
と
を
介
つ
rJ
と
､
そ
の
本
源
に
遡
っ
て
を
の
分
類
を

L
や
う
と
す
る
時
は
､
三
成
は
在
る
｡

1
は
蚤
然
水
は

踊
係
を

い
も
の
と
p
二
は
以
前
は
水
は
臨
ん
で
ゐ
ね
が

現
在
は
さ
う
で
を

い
も
の
､
三
は
現
在
水
は
臨
め
る
79



の
で
あ
る
｡
併
し
慨
値
か
ら
言

へ
ば
二
は
三
と
同
項
に

せ
ね
ば
在
ら

ぬ
が
'
今
は
之
を
試
み
な

い
｡

栄
藤
名
に
は
五
十
五
あ
っ
て
'
背
振
部
に
二
十
五
あ

る
｡
平
地
部
の
三
十
の
中
､
杵
島
の
二
㌧
八
女
の
三
､

三
井
の
二
を
山
麓
在
る
薦
め
に
除
け
ば

二
十
三
と
在

る
｡
以
上
か
ら
見
る
と
水
に
臨
ま
を
-
で
も
崎
と
呼
ぶ

乙
と
の
あ
る
fJ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
即
ち

'1
ナ
ー
端
と

同
様
に
用
以
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
､
情
と

い
ふ

79
の
の
定

義
に
水
を
修
件
の
中
に
入
れ
る
の
は
今
定
愚
で
あ
る
.

サ
キ
に
は

｢
串
｣

字
を
用
以
夜
ら
し

い
の
が
あ
る
0

即
ち

.i
っ
の
好
学
で

あ
る
｡
三
養
基
郡
に
軍
律
と
あ
る

が
今
は
サ
イ
ツ
と
言
っ
て
ゐ
る
.
古
鎮
静
か
ら
在
る
朝

日
山
の
商
斜
面
の
崎
に
あ
る
が
､
今
栄
藤
の
あ
る
所
は

花
尚
岩
を
基
盤
と
す
る
洪
積
地
で
､
直
下
に
流
水
の
氾

濫
原
が
迫
る
｡
崎
津
で
あ
っ
た
の
は
サ
キ
に
事
態
皆
で

ね
も
の
と
瓜
ふ
.
串
は

サ
キ
･
サ
イ

爾
訓
が
あ
る
薦
め

で
も
あ
ら
う
が
.
或
は
串
を
骨
て
る
時
既
に
サ
キ
を
サ

イ
と
耽
っ
て
ゐ
ね
と
も
見
ら
れ
る
｡
キ
↓
イ
の
樽
訳
は

自
然
で
あ
る
｡
境
内
膏
は
寵
に
の
み
響
-
戒
に
輯
じ
て

地
名
の
地
秋
蝉
的
考
察
と
そ
の
1
例

宿
-
こ
と
が
極
め
て
多

い
｡
k
乃
至
は

ch
の
省
油
で
あ

る
O
風
土
記
に
見
え
る
狭
出
郷
の
サ
ヤ
t,
も
葦
津
の
サ

イ
は
銅
係
あ
る
と
恩
ふ
｡
惰
山
が
サ
イ
ヤ
マ
と
な
-
､

S
a
yya
m
a
と
な
つ
カ
と

恩
ふ
｡
今
も

韓
津
の
尾
臓
は

替

っ
て岨
あ
る
森
を

チ
ャ
イ
ヤ
マ
と

言
っ
て

ゐ
る
の

は
サ
ヤ
マ

(
狭
山
)
の
原
音
サ
イ
ヤ
マ
の
樽
を
侍

へ
て

ゐ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
｡
サ
ヤ
マ
ほ
就

い
て
風
土
報

の
訣
-
貴
行
帝
云
々
の
紋
は
サ
ヤ
マ
の
膏
に
拘
泥
し
て

逆
説
し
た
も
の
で
'
又
サ
ヤ
マ
を
他
山
と

い
ふ
現
時
の

シラ
ゲ

山
名
や
'
精

川

と

い
ふ
河
名
と
結
び
付
け
凡
薦
め
は
苦

し
む
の
は
､
青
田
氏
を
始
め
愚
で
あ
る
と

E･Sふ
o

庸
臓
の
サ
キ
が
サ
イ
に
在
っ
た
の
は
外
に
も
あ
る
｡

～

同
郡
基
山
村
に
オ
ノ

上と
5'ふ
の
が
あ
る
｡
rJ
れ
は
同

相
の
園
部
と
宮
浦
と
の
二
つ
の
谷
を
別
つ

一
山
尾
の
上

に
あ
る
小
部
落
で
あ
る
が
'
山
形
か
ら
見
て
晴
′上
と
断

ず
る
の
で
あ
る
｡
砦
ノ上
な
ど
と
恩
ふ
べ
き
で
な
-
.
又

サ
ヤ

方
俗
シ
ヤ
ア
ノ

へ
と
言
ふ

位
で
あ
る
か
ら
温

弛

′上
か

と
も
思
は
れ
る
が
'
今
の
彪
道
風
と
の
関
係
は
説
め
ら

れ
覆

い
L
t
上
記
チ
ャ
イ
ヤ
マ
の
栖
靴
と
似
通

っ
て
も

三

九

六
一



地

球

節
十
八
容

ゐ
る
の
で
あ
る
｡
以
上
二
つ
は
崎
の
中
は
加
算
し
て
ゐ

る
0

サ

ヤ

サ

ヤ

荷
外

に

串

ノ

元
(兼

)

追

動

′
l

宍

小
)造
才
(罪
)を
ど
､

rJ
の
部
で
在
い
か
と
瓜
ふ
が
明
断
出
凍
る
ま
で
除
外
し

て
置
-
｡
併
し
地
形
は
rJ
の
部
を
凝
ふ
ほ
極
め
て
好
適

商

社

牙

紀

行

節
三
統

一;7:C)

で
あ
る
｡

串
､
才
の
外

｢
喚
｣
な
ど
も
用
以
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
｡
叉
三
僻
の
水
位
木

､
杵
島
の
事
佐
木
は
論
ず
べ
き

串
も
あ
る
が
､
加
算
し
て
ゐ
る
乙
と
だ
け
は
し
て
他
項

は
譲
る
O
(

未
完
)

六
月

一
日
､
土
曜
日
｡
大
分
疲
れ
た
ら
し
い
､
眼
KLJ

蒐
ま
す
と
十
時
十
五
分
前
で
あ
る
｡
今
夜
出
費
の
準
備

を
し
て
置
い
て
十
時
牛
朝
食
､
市
内
を
見
物
す
る
.
主

と
し
て
は
名
高
い
和
事
の
鍵
築
な
ど
を
見
て
狙
っ
た
の

で
あ
る
が
､
中
食
も
ホ
テ
ル
は
掘
ら
ず
市
内
の

一
料
亭

で
酒
ま
せ
る
と
云
ふ
勤
勉
振

-
で
あ
る
.

伽
藍
の
塔
に
昇
っ
て
見
る
｡
そ
こ
に
展
開
し
た
も
の

は
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
発
色
で
あ
る
｡
二
〇
三
階
の
階

段
を
嘱
ぎ
上
っ
た
甲
斐
は
あ
っ
た
｡
市

街
は
一
陣
の
中

(

≡

)
小

牧

音

楽

は
収
ま
身
郊
外
の
横
が
ヵ
ま
で
も

手
に
と
る
様
で
あ

る
｡
地
中
海
の
美
し
い
こ
と
｡
大
益
と
同
じ
紺
青
～
･流

石
に
南
の
海
で
は
あ
る
.

六
月
の
撃
を
開
い
た
精
で
は
な
-
木
骨
は
暑

い
｡

1

寸
身
鰭
が
だ
れ
る
位
は
暑

い
.
そ
の
潜

い
中
を
見
物
し

て
行
-
｡
御
寺
の
中

へ
這
入
る
と
急
に
捺
し
-
て
束
縛

よ
-
在
る
｡
こ
れ
丈
け
で
79
多
-
の

市
内
の
和
事
の
存

在
の
理
由
は
あ
る
0
狙
い
田
光
を
避
け
る
た
め
に
は
家

々
で
も
色
々
の
工
夫
を
乙
ら
し
で
居
る
0
然
し
我
々
の


