
鹿

島

市

の

郊

外

一●llt
lL1.ノ

ーr

I.-

‥服

直

ト
､

は

し

が

馨

都
市
の
郊
外
と
は
､
直
接
そ
の
郵
貯
と
深

い
踊
係
を

有
し
､

山
両
都
市
は
依
存
す
る
と
同
時
は
､

一
何
都
市

に
影
響
を
放
ぽ
す
地
域
を

い
ふ
の
で
あ
る
が
､
を
の
範

囲
を
何
巌
ま
で
に
限
定
す
べ
F
Jか
は
容
易
の
関
越
で
な

い
O
何
と
な
れ
ば
都
市
と
の
輔
係
と

い
ふ
も
の
は
都
市

を
遠
ざ
か
る
ほ
従
っ

て次
姉
は
薄
-
な
っ
て
ゆ
-
79
の

で
あ
っ
て
p
梅
津
と

か大
山
脈
と
か
の
棟
夜
も
の
が
無

い
阻
み
､
明
瞭
な
隈
都
税
の
あ
る
べ

き
箸
は
な

い
か
ら

で
あ
る
｡
故
に
本
論
に
於
で
は
郊
外
の
匿
域
を
殿
密
に

限
定
せ
ず
､
取
扱
ふ
事
象
に
よ
っ
て
随
意
は
伸
縮
す
る

こ
と
と
す
る
｡

次
は
郡
抑
な
る
79
の
J
低
域
も
亦

一
考
な
変
す
る
.

行
政
上
の
市
城
な
る
も
の
は
決
し
て
地
理
的
に
見
た
和

焼

払
巾

の
郊

外

小
と

1
致
す
る
も
の
で
は
無

い
o
惰

っ
て
行
政
上
の
都

巾
以
外
に
都
市
の
伸
び
出

てゐ
る
場
合
､
所
謂
接
療
町

村
(
接
蔦
市
街
)
な
る
も
の
･Jあ
る
場
合
と
'
を
の
反
対

に
市
城
内
は
純
然
た
る
郊
外
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
場
合
と

が
あ
る
.
脱
島
市
は
を
の
後
者
の
場
合
は
相
普
す
る
か

ら
行
政
上
の
市
域
内
に
あ
る
草
津
｡骨
江
･
己
斐
･矢
数
･

仁
保
･同
軍
晶
･江
披
等
は
郊
外
と
し
て
取
扱
は
お
ば
な

ら
ぬ
｡
併
し
異
の
都
市
と
郊
外
と
の
境
界
は
や
は
～,>
漸

捗
的
夜
も
の
で
明
瞭
を
界
線
は
劃
し
難
-
､
且
統
計
は

行
政
置
割
を
無
税
し
て
は
程
難

い
場
合
が
多

い
の
で
'

本
論
に
於
Y
は
時
は
乙
の
市
域
内
郭
外
な
る
も
の
を
除

外
し
て
記
述
す
る
こ
と
も
あ
る
｡

脱
島
市
の
郊
外
は
大
股
に
於
で
束
柑
橘
北
の
四
方
に

膿
が
っ
て
ゐ
る
｡
東
西
二
方
向
は
山
陽
道
及
び
蛾
道

川

.iC
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二
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地

球

節
二
十
六
春

陽
棟
に
拍
ふ
て
延
び
､
兼
方
は
虹
に
地
道
奥
線
方
面
は

枝
を
出
し
て
ゐ
る
｡
北
方
は
大
田
川
筋
､
三
次
街
道
に

沿
ふ
谷
で
あ
る
が
､
南
方
は
デ
ル
タ
の
尖
鼎
及
び
島
唄

で
あ
っ
て
'
地
域
が
切
れ
-
1
に
散
在
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
0

乙
の
四
方
向
の
郊
外
は
末
々
特
色
あ
る
嘉
観
を
量
し

て
ゐ
る
｡
rJ
れ
か
ら
順
次
は
見
て
行
-
こ
と
1
し
よ
う

園

聾

地

帯

読
某
は
和
雄
は
於
て
多
量
に
滑
教
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
-
､
面
も
遠
距
離
糎
法
の
困
難
を
事
情
か
ら
､
郊
外

は
於
で
栽
培
せ
ら
れ
る
こ
と
が
駈
る
多
-
､
都
市
の
郊

外
と
云
へ
ば
敵
ち
ほ
試
薬
を
聯
憩
す
る
範
で
あ
る
｡

今
旗
高
市
及
び
を
の
近
郊
の
読
基
底
観
を
見
る
と
碗

節

二
親

70!..

三
〇

豆
･鷺
豆
･機
室
宰

胡
瓜
･白
瓜
･南
瓜
･
西
瓜
･
マ
ク
ワ

瓜
･茄
子
･
-
マ
ト
･大
根
｡切
千
大
赦
｡燕
･人
参
･中
背
･

里
芋
･連
載
･葱
･玉
葱
･
キ
ヤ
べ
.,,h
漬
菜
･馬
鈴
薯
の
合

計
が
鹿
島
苗
は
於
で
二
宵
十
四
菌
三
千
園
で
市
外
は
北

部
が
耽
第
三
十
五
寓
閲
楽
部
が
二
十
五
寓
圃
'
南
部
が

十
凹
常
樹
､
西
部
が
七
苗
圃
で
あ
る
｡

か
-
市
の
産
額
が
断
然
頭
角
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
の

は
市
域
内
に
頗

い
畑
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
､
中
で

も
市
の
南
部
即
ち
最
も
新
し

い
干
拓
地
城
は
多
-
説
兼

の
栽
培
地
と
在
っ
て
ゐ
て
､
農
家
も
多
-
就
業
栽
培
を

専
業
と
し
露
地
栽
培
に
あ
っ
て
も
凹
宅
作
乃
至
七
宅
作

が
行
は
れ
､
別
に
温
床
及
び
泡
盛
栽
培
も
威
は
行
は
れ
､

荷
乳
牛
の
飼
育
及
び
菱
鵜
等
も
雄
で
あ
る
｡

焼払了ffうij-･邦と席糾

(昭利 七舛)
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野末産額-盟
(昭利八年)

東
部
は
土
地

が
低
温
で
あ
る
た
め
に
水
川
が
多
-
､

昔
と
在
っ
て
交
互
に
併

列
し
､
縞
状
の
景
観
を
量
し

て

読
菜
を
栽
培
す
る
た
め
に
は
高
畦
を
作
ら
ぬ
ば
な
ら
拍

ゐ
る
｡
又
rJ
の
方
面
に
蓮
根
の
栽
培
の
盛
夜
の
も
土

地

の
で
､
水
附
と
就
薬
畑
と
が
幅

一
､
二
米
位
の
桃
長
夜

の
低
温
を
な
め
で
あ
る
｡
蓮
取
の
産
額
は
鹿
島
膳
が
口

箱分冊某鵡郊近及1裾Ij碁壬蹴
粍
肘
の
郊
外

本

一
で
､
脱
島
轡
内
の
各
島
峡
に
も
多

い
が
大
部
は
鹿

島
市
の
鹿
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
｡

昭和
七
年
の
産
粕

は
蛸
十
五
寓
八
千
園
で
あ
っ
た
｡

西
部
に
は
己
斐
を
申
心
と
し
て
花
井
園
数
が
非
常
に

磯
逢
し
て
ゐ
る
｡
rJ
机
は
元
利
五
年
に
藩
主
浅
野
公
人

囲
の
際
､
大
阪
か
ら
従
っ
て
水
力
牡
丹
崖
治
郎
兵
衛
と

い
ふ
柿
木
商
人
が
'
溶
公
の
命
に
よ
っ
て
rJ
の
地
を
和

し
'
苗
大
の
栽
培
を
業
と
し
た
の
が
濫
橡
で
､
rJ
の
地

が
出
を
負
ふ
た
南
向
の
斜
面
で
､
冬
が
暖
か
い
と

い
ふ

10～

三
L



地

球

妨
二
十
六
億

微
気
候
と
'
排
水
が
よ
い
と

い
ふ
徴
地
形
と
は
着
眼
し

た
も
の
で
あ
ら
う
と
皿
は
れ
る
｡
近
年
郊
外
住
宅
地
と

な
っ
て
人
家
密
集
し
た
た
め
地
債
が
騰
貴
し
た
の
と
､

風
通
し
が
わ
る
-
在
っ
て
血
藩
が
増
加
し
ね
等
の
排
由

守
.
苗
木
及
び
切
花
の
栽
培
は
南
方
の
庚
午
新
開
方
面

に
移
樽
し
､
己
斐
町
に
は
盆
栽
と
観
賞
草
花
の
み
が
残

っ
て
ゐ
る
状
態
で
あ
る
.
盆
栽
'
就
中
鼎
於
の
盆
栽
は

日
本

一
と

栴
せ
ら
れ
､
産
額
約
三
十
苗
圃
､
審
莱
三
十

14
､
副
業
と
す
る
も
の
宵
月
に
及
ん
で
ゐ
る
｡
植
林
用

の
各
種
苗
木
'
切
花
用
の
花
井
は
三
十
町
歩
は
栽
培
さ

れ
て
十
五
苗
圃
を
度
し
'
草
花
栽
培
に
は
四
十
八
棟
四

甘

飴坪
の
温
室
が
あ
-
'
相
後
方
の
川
の
斜
面
に
は
三

笛
本
の
桃
が
植
ゑ
で
あ
る
が
､
TJ
れ
は
政
審
の
た
め
年

々
減
少
の
傾
向
に
あ
る
｡
か
-
て
こ
の
地
域
は
於
け
る

開
塾
生
産
の
組
額
は
約
宵
寓
問
で
､
そ
の
事
分
以
上
は

各
地
に
移
出
n
れ
'
朝
鮮
｡捕
洲
去
蛍
轡
等

へ
の
輸
移
出

亦
願
る
多
額
に
上
っ
て
ゐ
る
｡
而
し
て
市
内
を
行
商
す

る
花
責
む
は
約
七
盲
人
で
あ
る
｡

市
城
外
で
は
北
部
方
面
が
主
在
野
楽
地
帯
を
を
し

て

沸
二
放

言

八

二
二

i

ゐ
る

｡

市

域

内

は

此

べ

る

と

購

い

地

域

は

散

在

し

て

ゐ

る
の

で

､

著

し

い

基

囲

地

域

は

少

い

が

､

そ

れ

で

も

川

図 二 第

布分散産柴野井花

｡J ＼＼ノーー
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煉 :,王

内
村
の
如

き
は
十
寓
間
近
-
の
生
産
が
あ
っ
て
'
散
斯

栄
落
内
の
家
と
家
と
の
間
の
重
岡
は
殆
ど
盆
-
野
菜
畑

と
を
-
､
釆
落
外
に
あ
っ
一TJも
河
に
近
い
堤
塘
附
並
に

は
畑
が
多

3,｡
衆
落
内
に

多
い
の
は
管
班
上
の
便
宜
と

い
ふ
,J
と
も
あ
ら
う
が
'
み
れ
よ
カ
も
栄
藤
仇
位
置
が

概
し
て
土
地
の
高
燥
夜
魔
に
あ
っ
て
､
水
田
地
域
と
は



五
十
糎
乃
至

1
米
仲
の
高
度
差
が
見
ら
れ
畑
地
と
す
る

は
和
食
の
よ
い
場
所
､
若
-
は
構
概
の
不
便
な
た
め
水

m
経
常
の
国
難
な
場
所
な
る
が
魚
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ

ら
.
川
内
村
附
近
ほ
は
大
和
川
本
流
の
外
に
分
流
の
古

川
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
元
本
流
の
あ
っ
た
廃
で
廉

い
河

道
の
跡
が
あ
-
､
そ
こ
が
良
好
な
野
菜
畑
と
在
っ
て
ゐ

る
｡
乙
の
相
に
濃
79
野
菜
の
産
額
が
多

い
の
は
､
金
-

か
J
る
地
形
の
影
響
で
あ
る
｡
而
し
て
TJ
の
附
近
の
野

第
三
固

脱
島
市
北
部
野
菜
畑
と
地
形
と
の
禍
係

(川
内
村
附
近
)

出

梅

市

の
郊

外

葉
は
畑
か
ら
車
に
積
ん
で
河
岸
ま
で
出
す
と
.
川
舟
に

ょ
っ
て
塊
島
市
は
出
す
こ
と
が
出
水
､
市
で
は
河
岸
に

沿
ふ
て
苗
場
が
あ
る
の
で
舟
か
ら
す
iI
讃
場
に
掲
げ
ら

れ
る
と

い
ふ
便
宜
が
あ
わ
'
多
-
の
農
家
が
必
ず

1
塵

の
川
舟
を
所
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
.

酉
部
即
ち
佐
伯
郵
方
面
は
平
地
が
乏
し

い
た
め
か
野

菜
の
栽
培
は
あ
ま
み
櫨
で
な

い
｡
東
部
は
土
地
低
庵
で

畑
の
総
督
が
困
難
夜
た
め
､
平
野
が
飼

い
に
も
拘
は
ら

ず
北
部
に
此
し

て
著
し
-
遜
色
が
あ
る
｡
た
が
高

原
上

に
位
す
る
熊
野
町
に
約
十
苗
圃
の
産
額
を
有
す
る
の
は

異
例
で
あ
る
｡

南
部
で
は
江
凹
島
が
殊
に
感
で
あ
る
が
'
そ
れ
は

一

両
英
市
の
郊
外
と
し
て
磯
逢
し
た
も
の
で
､
鹿
島
市
と

の
踊
係
は
を
の
北
紬
附
近
ほ
限
ら
れ
て
ゐ
る
｡

rJ
れ
を
要
す
る
に
園
薮
地
域
は
､
市
域
内
に
あ
つ
て

は
南
部
及
び
西
部
､
帝
域
外
に
あ
つ
て
は
北
部
が
澱
も

申
越
し
で
ゐ
ィJ
､
そ
れ
は
主
と
し
て
地
形
と
の
袖
係
'

一
部
は
莱
楳
及
び
土
質
､
交
通
線
と
の
摘
係
は
よ
る
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

一式

三
三



地

政

節
二
十
六
番

住

宅

地

域

市
街
の

7
部
が
住
宅
固
域
は
在
っ
て
ゐ
る
fJ
と
は
勿

論
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
今
乙
～
で
は
問
題
外
と
す
る
､

郊
外
住
宅
を
る
も
の
.は
都
市
の
本
幹
と
垂
-
離
れ
tJ
ゐ

る
か
､
若
-
は
僅
か
に
按
潰
し
て
ゐ
で
も
ま
だ
都
市
的

に
密
集
し
な

い
で
森
屋
の
散
在
す
る
も
の
を
指
す
こ
と

と
し
た
い
｡

,Jの
意
味
か
ら
す
れ
ば
市
域
内
に
は
東
西

南
北
北
ハほ
郊

外住
宅
地
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
等
は
何

れ
も
耕
地
で
あ
っ
た
部
分
が
､
次
第
に
宅
地
化
し
て
行

っ
た
も
の
で
'
や
が
て
家
屋
が
密
集
す
る
に
至
れ
ば
､

完
蚤
を
都
市
の
一
部
と
在
る
筈
の
も
の
で
あ
る
｡
但
し

中
に
は
農
村
や
漁
村
が
そ
の
ま
J
頻
っ
て
ゐ
る
朗
も
あ

っ
て
p
地
岡
上
で
は
郊
外
住
宅
地
の
や
う
に
見
え
て
も
'

賓
は
住
宅
地
で
な
い
部
分
'
例

へ
ば
江
波
や
仁
保

･
革

紐
を
ど
の
如
き
も
の
が
あ
る
｡

市
域
外
で
は
東
北
問
の
三
万
両
が
そ
れ
-

泉
観
を

典
に
す
る
｡
西
部
は
山
が
直
ち
に
海
に
迫
っ
て

ゐ
る
の

で
､
乗
候
も
温
和
で
あ
-
風
景
も
最
も
よ
い
｡
そ
こ
で

澱
も
高
級
夜
住
宅
が
次
第
に
農
村
の

一
角
に
侵
入
し
､

鱒
二
鍵

二

〇

三
四

井
口
村
附
近
に
は
純
然
た
る
別
荘
も
あ
渇
｡
低
温
な
新

開
地
を
埋
め
立
て
た
ヵ
'
山
麓
の

1
部
を
切
-
開
い
て

住
宅
地
を
つ
-
-,h､
何
々
園
と
名
づ
け
て
土
地
分
譲
を

行
っ
て
ゐ
る
79
の
も

1
二
に
止
ま
ら
覆
い
｡
乙
の
方
向

に
は
汽
車
の
外
に
電
車
が
あ
わ
'
閥
道
も
改
修
せ
ら
れ

て
交
通
至
便
に
'
夏
は
海
水
浴
場
も
各
地
に
開
か
れ
､

近
-
厳
島
も
あ
っ
て
保
養
遊
歴
地
帯
た
る
の
丑
観
も
濃

厚
で
あ
る
｡
そ
れ
は
地
形
的
に
見
て
も
榊
月
は
封
す
る

須
磨

･
明
石
附
近
に
穿
解
し
て
ゐ
tJt
小
リ
ベ
ラ
と
も

名
づ
け
た
い
程
で
あ
る
｡

北
部
の
郊
外
は
純
然
た
る
鼻
村
形
態
を
鼻
し
､
時
に

宏
批
な
る
邸
宅
を
見
る
け
れ
ど
も
'
こ
れ
は
都
iE
生
活

者
の
別
荘
で
は
在
t
iJ
t
所
謂
米
闘
庚
-
と
稀
す
る
洛

外
移
民
の
蹄
間
者
で
'
概
ね
牛
ば
趣
味
的
に
読
菜
園
塾

を
行
っ
て
ゐ
る
の
む
常
と
す
る
｡
こ
れ
は
他
の
方
南
に

於
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
'
特
に
乙
の
方
面

は
著
し
-
あ
ら
は
れ
で
ゐ
る
｡

莱
部
に
は
此
綾
的
低
級
在
任
宅
が
多

い
｡
古
-
か
ら

の
純
粋
夜
農
家
と
､
米
問
屋
-
の
新
し
-
大
き
な
邸
宅



と
は
変
っ
て
､
都
市
的
色
彩
の
濃

い
安
普
請
の
長
屋
式

家
屋
が
あ
さ
'
を
の
大
部
分
が
職
工
の
住
宅
で
､
鹿
島

市
に
封
す
る
勢
力
供
給
地
域
と
在
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は

毎
日
鹿
島
市

へ
の
通
勤
者
が
'
他
の
方
向
に
比
べ
て
比

較
に
怒
ら
を

い
稗
多
数
で
あ
る
乙
と
か
ら
で
も
推
論
し

糊 Ilq 第

布分数貿発券車乗期定

基
部

山
陽
本
線

県

税

北
部

整

備

練

磨

横

線

西
部

山
陽
本
線
及
支
線

宮

島

線

1
三
七
七

六
五
三

三
七

二
三
八

四
五
二

四

一
三

縁
ら
れ
る
U

即
ち
鹿
島
･横
川
･己
斐
の
三
輝
に
封
す
る

定
期
乗
車
券
の
磯
褒
数
社
見
る
と
第
四
間
の
通
わ
で
､

鮮

曲

市

の

郊
外

と
在
っ
て
ゐ
る
し
､
更
に
附
近
各
町
村
役
場
に
照
骨
し

て
'
そ
の
町
村
か
ら
毎
日
頗
島
市

へ
通
勤
迫
撃
す
る
も

の
J
概
数
を
調
べ
て
見
る
と
､
前
記
定
期
乗
車
券
に
よ

る
も
の
J
数
と
は
勿
論
相
違
す
べ
き
で
あ
る
が
'
中
に

は
不
可
解
夜
喰
以
遠
以
79
あ
っ

て正
確
h
t秋
-
け
れ
ど

も
､
大
髄
節
五
間
の
棟
に
な
っ
て
東
部
が
澱
も
濃
密
で

あ
る
rJ
と
だ
け
は
車

へ
な

い
｡
恩
ふ
に
fJ
れ
は
鹿
島
市

の
大
工
場
が
主
と
し
て
東
部
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
っ

て
そ
れ
は
西
部
に
比
し
て
梅
が
洗
-
河
水
も
多
く
で
'

運
輸
が
大
で
あ
る
こ
と
'
土
地
が
低
温
で
尉
塾
も
雄
で

衣
-
住
宅
も
少
い
た
め
池
債
が
安
-
.y

工
場
設
碇
は

便
宜
が
多

い
と

い
ふ
や
う
な
原
因
が
あ
っ
た
rJ
と
./
恩

は
れ
る
｡

〓
1

.LT:.i



地

紋

節

二
十
六
怨

こ

れ

等

の

大

工
場

に
潜

動

す

る
た

め

の

交

通

磯

閥

と

し

て

は
､

銭

逆

と

''-l
ス
が

あ

る

の
み

で

あ

っ

て

､

徒

歩

及

び
白

極

革
に

よ

る
通

勤

者

が
膜

る

多

く

､

朝

夕

田
圃

図 五 第

布分者撃通勤通のへ市塙戯

耳
｣

定

時

謹

告
J

＼
▲ノ
㌔

道
h
t
路
程
と
し
て
頂
-
職
工
の
行
列
は
､
叉

1
特
殊
灘

観
た

る
む
矢
は
な

い
の
で
あ
る
｡

遊

覧

地

帯

焼
鳥
市
民
の
保
養
遊
歴
地
J
J
L
で
は
､
帝
内
に
も
数

多
の
公
園
が
あ
-
.
春
は
樺
の
名
所
も
多
-
宴
は
七
本

節
二
班

1三

三
六

の
川
筋
が
悉
-
水
泳
場
と
な
り
舟
近
場
と
も
在
る
の
で

あ
る
が
､
郊
外
に
79
亦
か
し
る
施
役
が
少
-
覆

い
｡
即

ち
北
方
に
は
南
原
峡
二
二
瀧
観
音
･八
木
梅
林
等
､
南
方

に
は
向
宇
晶

･
似
島
及
び
群
天
島
の
海
水
浴
場
の
外
に

釣
魚
及
び
汐
干
狩
が
行
は
れ
p
西
方
に
は
草
津
及
び
チ

･
ヤ
ス
梅
林
､
上
野
ガ
ー
デ
ン
､
五
日
市

･
鱒
渚
等
の

海
水
浴
場
及
び
厳
島
が
あ
る
｡
就
中
厳
島
は
成
島
市
民

が

一
日
の
情
遊
h
t試
み
る
ほ
恰
好
の
場
所
で
'
遠
凍
の

客
を
款
待
す
る
ほ
も
多
-
､
厳
島
に
案
内
す
る
の
凪
が

あ
わ
､
春
は
楓
の
若
基
と
横
､
裳
は
海
水
浴
.
款
は
紅

葉
を
賞
す
る
客
75虚

し
-
､
祭
政
の
時
は
勿
論
､
そ
の

他
の
時
期
に
も
帥
配

へ
の
磐
井
を
な
す
も

の
既

を

接

し
p
年
々
育
苗
の
氷
島
者
中
の
約
六
七
割
は
鹿
島
肘
か

ら
往
復
す
る
電
車
客
で
あ
っ
て
.
少
-
と
も
を
の
半
数

以
上
が
成
島
村
民
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
.
毎
年
敏
根

橋
p
Jと
云
は
れ
る
宮
島
線
電
車
79
､
fJ
の
宮
島
参
詣
客

が

収
入
の
大
部
分
と
在
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
に
反
し
て
東
方
に
は
市
民
行
楽
の
地
が
な

い
｡

た
iJ
八
本
蛤
方
面
に
茸
狩
が
行
は
れ
る
の
み
で
あ
る
｡



茸
狩
は
北
方
に
も
所
々
に
行
は
れ
､
叉
可
部
万
両
に
は

蓑
狩
.
栗
拾
以
な
ど
も
行
は
れ
る
｡

ス
キ
ー
場
は
西
方

及
び
北
方
に
あ
る
が
何
れ
も
禰
速

さ
に
過

ぎ
で
'
時
間

及
び
糞
用
の
鮎
か
ら
大
衆
向
と
在

っ
て
ゐ
な

い
｡

む

す

び

鹿
島
市
の
郊
外
は
来
北
西
の
三
万
両
に
於
て
夫
々
特

色
あ
る
嘉
観
を
量
し
て
ゐ
る
｡
東
方
は
職
工
の
供
給
地

小.･･･
館

名

乗

域
'
北
方
は
野
菜
の
供
給
地
域
､
肘
し
て
相
方
は
体
拳

地
域
た
る
の
色
彩
が
濃

い
の
で
あ
る
｡
叉
市
域
内
に
つ

い
y
lL玄
へ
ば
'
西
部
は
花
井
'
南
部
は
洗
薬
､
尭
部
は

大
工
場
の
分
布
が
著
し

い
.
而
し
て
か
-̂
る
相
違
は
何

れ
も
地
勢
･地
質
｡東
棟
等
の
徽
刺
在
朝
蓮
が
主
な
園
子

と
在
っ
て
働

い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
｡

小

葉

閏

亮

港

1
､
帥
令
雅
称
の
分
祁

2
'
グ
テ
の
怒
我
と
仰
糸
鋸
格
の
地
形
約
位
紋

3
､
糾
翁
光
満
の
分
封

4
'
結
語

1
､

舘

名

繋

塔

の
分
布

舘
の
学
を
用
S
た
架
鷺

は
東
北
に
多

い
｡
此
の
種

の
変
群
名
に
つ
い
て
は
.
柳
田
先
生
の
御
考
察
が
既
に

(1
)

鹿
-
､
我
々
の
間
然
す
る
所
で
は
な

い
の
で
あ
る
が
'

仰

名

米

終

筆
者
は
唯
其
の
分
布
に
つ
い
て
'
少
し
-
鼻
腔
的
ほ
見

さ

ノ
と
瓜
ふ
｡
舘
の
字
を

用S
光
栄
罫
は
､
閣
南
日
本

ほ
て
も
無

い
事
は
な

い
｡
豊
前
宇
佐
郡
の
騨
館
村
､
博

多

｡
長
崎
市
内
の
舘
内
な
る
町
名
は
央
で
あ
る
が
'
是

等
は
ク
ヮ
ソ
と
香
し
､
朝
鮮
に
多

い
飴
旦

･
飴
洞
の
場

合
と
を
の
教
生
意
味
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

二
三

三
七


