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「
彼そ

の
ぎ
ご
お
り

杵
郡
」の
地
名
の
起
源

長
崎
県
の
大
村
湾
。
海
を
挟
ん
で
東
西
の
岸
は
、

そ
れ
ぞ
れ
東
ひ
が
し
彼そ
の
ぎ杵
と
西に
し
彼そ
の
ぎ杵
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
　

他
地
域
の
人
に
と
っ
て
「
彼そ
の
ぎ杵
」
は
、
難
読
地
名

の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
長
崎
県
下
に
お
い

て
も
、
改
め
て
「
彼
杵
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か

と
問
わ
れ
る
と
、
多
く
の
人
が
首
を
ひ
ね
り
ま
す
。

「
彼
杵
」
と
い
う
地
名
は
、
何
に
由
来
す
る
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
そ
の
ぎ
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説

　「
彼
杵
＝
そ
の
ぎ
」
の
起
源
に
は
諸
説
あ
り
、

未
だ
定
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
地
誌

『
肥
前
風
土
記
』
に
は
、
景
行
天
皇
が
土つ
ち
ぐ
も

蜘
蛛

と
呼
ば
れ
る
現
地
の
豪
族
か
ら
得
た
玉
を
賞
し

て
、
こ
の
地
を
玉
の
備
わ
っ
た
国
「
具
足
玉
国

＝
そ
な
い
た
ま
の
く
に
」
と
命
名
し
た
と
の
故

事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
現
在
の
菅
無
田
地
区
に
生
え
て
い

た
と
い
う
樹
齢
数
千
年
の
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
の

存
在
か
ら
、「
そ
の
木
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
話
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
空

か
ら
杵き
ね

が
降
っ
て
き
た
と
い
う
不
思
議
で
興
味

深
い
伝
説
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
杵
が
降
る
不
思
議
に
ま
つ
わ
る
物
語
と
、
そ

れ
に
関
連
し
て
後
世
に
伝
わ
る
仏
像
に
つ
い
て
、

東
彼
杵
町
史
談
会
所
属
の
磯
木
元
司
氏
が
研
究

の
成
果
を
ま
と
め
た
文
章
を
紹
介
し
ま
す
。

天
空
か
ら
降
っ
て
き
た
杵

　
昔
、
東
彼
杵
郡
は
西
彼
杵
郡
と
と
も
に
、
た

ん
に
「
彼そ
の
ぎ
ご
お
り

杵
郡
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
郡
名
の
起
源
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

な
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
当
時
、
そ
の
一
帯
に
は
ま
だ
人
家
も
少
な
く
、

あ
ち
ら
に
一
軒
こ
ち
ら
に
一
軒
と
あ
る
ほ
ど

で
、
田
畑
ら
し
い
土
地
も
拓
け
ず
、
人
々
は

自
然
を
友
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
草

の
根
を
掘
っ
て
自
然
薯
を
探
し
た
り
、
果
実

を
採
集
し
た
り
、
海
で
魚
や
貝
を
採
っ
た
り

…
…
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
、
食
糧
の
貯

蔵
も
大
し
て
気
に
留
め
ず
、
そ
の
日
暮
ら
し

を
す
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
。

野
原
の
草
花
同
様
に
、空
の
雲
は
彼
ら
に
と
っ

て
親
し
い
友
だ
ち
で
し
た
。

　
あ
る
晴
れ
わ
た
っ
た
春
の
日
の
こ
と
、
と

つ
ぜ
ん
天
空
の
彼
方
に
紫
雲
が
わ
き
あ
が
り
、

現
在
の
大
村
湾
の
上
空
に
広
が
り
は
じ
め
ま

し
た
。
神
秘
の
雲
は
、
ま
る
で
生
き
て
い
る

か
の
よ
う
に
動
き
回
っ
て
い
ま
す
。

「
不
思
議
だ
、
お
か
し
な
雲
だ
」

　
皆
が
空
を
見
上
げ
驚
き
の
声
を
あ
げ
た
そ

の
と
き
、
紫
の
雲
か
ら
、
例
え
よ
う
も
な
い

ほ
ど
美
し
い
琴
の
音
色
が
響
い
て
き
た
の
で

す
。
驚
い
た
人
び
と
は
、
原
生
林
や
水
辺
の

岩
陰
に
逃
げ
こ
み
、
身
を
隠
し
ま
し
た
。
そ

し
て
恐
る
恐
る
、
妙
な
る
調
べ
を
奏
で
る
空

を
仰
ぎ
見
る
と
、
紫
雲
の
下
は
光
り
輝
き
、

金
の
粉
、
銀
の
粉
が
降
り
注
ぐ
よ
う
に
キ
ラ

キ
ラ
と
輝
い
て
い
ま
し
た
。

　
や
が
て
、
次
の
不
思
議
が
起
こ
り
ま
し
た
。

雲
の
中
か
ら
何
か
が
降
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
は
大
小
い
く
つ
も
の
杵
で
し
た
。
人
々

は
あ
ま
り
の
こ
と
に
地
に
ひ
れ
伏
す
ば
か
り
。

　
ほ
ど
な
く
杵
は
降
り
止
み
ま
し
た
が
、
空

に
は
ま
だ
神
秘
の
紫
雲
が
た
な
び
い
た
ま
ま

で
し
た
。

　「
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
」

　
村む

ら
お
さ長
は
、
急
い
で
他
の
部
落
の
村
長
た
ち

へ
使
い
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
皆
同
様
に
驚
き

恐
れ
て
い
た
時
で
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
自
分

の
部
落
の
物
知
り
た
ち
を
引
き
連
れ
て
集
ま

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
起
こ
っ
た
不
思
議

に
つ
い
て
説
明
で
き
る
者
は
お
ら
ず
、
対
処

の
策
も
な
く
黙
り
込
む
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
七
日

七
夜
が
過
ぎ
、
朝
日
が
昇
る
と
、
空
の
異
変

も
よ
う
や
く
静
ま
っ
た
の
で
し
た
。
空
は
つ

ね
日
ご
ろ
の
表
情
を
取
り
戻
し
、
ほ
っ
と
胸

を
な
で
お
ろ
し
た
人
の
周
り
に
穏
や
か
な
春

風
が
吹
き
抜
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
自
分
の
部
落
に
帰
っ
た
村
長
た
ち
が
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
を
調
べ
て
み
る
と
、
大
き
な
も

の
二
個
と
小
さ
な
も
の
四
十
六
個
、
合
わ
せ

て
四
十
八
個
の
杵
が
天
空
か
ら
降
り
く
だ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
大
き
な
杵
の
ひ

と
つ
は
彼
杵
（
東
彼
杵
）
の
地
に
、
も
う
ひ

と
つ
は
宮
村
（
昭
和
三
十
三
年
佐
世
保
市
に

編
入
）
に
落
ち
、
小
さ
な
杵
四
十
六
個
は
現

在
の
東
彼
杵
郡
と
西
彼
杵
郡
一
帯
の
各
所
に

落
ち
た
の
で
し
た
。
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伝
説
の
杵
で
作
ら
れ
た
仏
像

　

時
は
流
れ
て
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
戊
辰
七
月

下
旬
、
彼
杵
村
の
大
安
寺
住
職
・
令
玄
が
宮
村
能
登

守
通
定
に
「
本
尊
仏
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
願
い

出
ま
し
た
。
承
知
し
た
通
定
が
仏
像
の
材
料
と
な
る

木
を
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
彼
杵
村
の
宝
杵
山
妙
音
寺

に
二
個
保
管
さ
れ
て
い
る
、
琴
の
音
と
と
も
に
天
か

ら
降
っ
た
と
い
う
伝
説
の
大
き
な
杵
の
こ
と
を
聞
き

つ
け
た
の
で
す
。
通
定
は
、
妙
音
寺
住
職
・
有
池
叟

に
頼
ん
で
杵
か
ら
二
体
の
阿
弥
陀
如
来
の
坐
像
を
作

ら
せ
、
そ
の
う
ち
の
一
体
を
彼
杵
の
大
安
寺
に
、
そ

し
て
も
う
一
体
は
宮
村
の
長
畑
に
建
立
し
た
正
泉
寺

に
安
置
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）、
通
定
の
家

臣
が
反
乱
を
起
こ
し
、
通
定
は
嬉
野
の
不
動
山
二
不

川
へ
と
追
わ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
の
際
に
正
泉
寺
は
焼
け
、
大
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は

萩
坂
（
現
・
佐
世
保
市
萩
坂
町
）
の
釈
迦
寺
に
移
さ

れ
て
い
ま
す
。
大
村
家
十
八
代
当
主
で
あ
り
、
初
の

切
支
丹(

キ
リ
シ
タ
ン)

大
名
と
し
て
も
有
名
な
大

村
純
忠
は
、
直
ち
に
家
臣
の
大
村
純
次
を
宮
村
に
遣

わ
し
騒
ぎ
を
平
定
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
宮
村
の
地
頭
と

し
ま
し
た
。

　

や
が
て
宮
村
が
安
定
を
取
り
戻
す
と
、
村
人
た
ち

は
村
の
中
央
に
禅
宗
の
崇
聖
寺
を
建
立
し
、
釈
迦
寺

の
大
阿
弥
陀
如
来
坐
像
を
改
め
て
本
尊
と
し
て
迎

え
、
安
置
し
た
の
で
し
た
。

切
支
丹
に
よ
る
仏
教
弾
圧

　

当
時
、
こ
の
地
方
一
帯
で
は
、
大
村
純
忠
が
キ
リ

ス
ト
教
宣
教
師
や
信
者
た
ち
を
手
厚
く
保
護
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
信
者
達
は
虎
の
威
を
借
る
狐

の
ご
と
く
に
勢
力
を
増
し
、
各
地
で
既
存
の
神
社
や

寺
を
焼
き
払
っ
て
い
き
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
坐
像

の
置
か
れ
て
い
た
彼
杵
の
大
安
寺
は
、
そ
の
こ
ろ
に

焼
失
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

宮
村
の
寺
社
も
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
焼
き

う
ち
に
あ
い
ま
す
が
、
岡
尾
張
と
い
う
武
将
が
燃
え

さ
か
る
崇
聖
寺
に
飛
び
込
む
と
、
大
阿
弥
陀
如
来
坐

像
を
背
負
っ
て
運
び
出
し
、
焼
失
の
難
を
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
早
岐
広
田
（
現
・
佐
世

保
市
早
岐
町
）
の
浦
川
内
の
山
中
に
小
さ
な
祠
を
作

り
、
仏
像
を
隠
し
ま
し
た
。

　

天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）、
島
津
征
伐
の
た
め

に
九
州
に
く
だ
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
、
大
村
純
忠
と
切

支
丹
と
の
密
接
な
関
係
を
知
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
神
国
日
本
の
神
社
仏
閣
を
焼
き
払
う
切
支
丹
の

非
道
を
、
純
忠
が
黙
認
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
秀

吉
は
激
怒
し
、
大
村
家
を
取
り
潰
す
と
ま
で
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
純
忠
の
息
子
・
喜
前
の
秀
吉
に
対
す

る
忠
誠
心
と
、
の
ち
の
熊
本
藩
主
・
加
藤
清
正
の
取

り
な
し
に
よ
り
、
本
領
安
堵
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

大
村
藩
初
代
藩
主
と
な
っ
た
喜
前
は
、
切
支
丹
信

仰
は
藩
の
存
続
を
危
う
く
す
る
と
考
え
、
切
支
丹
寺

院
を
焼
き
、
切
支
丹
信
仰
を
禁
止
し
ま
し
た
。
慶
長

七
年
（
一
六
〇
二
）、
大
村
藩
か
ら
切
支
丹
宗
徒
の

影
は
消
え
、
藩
と
し
て
の
信
仰
は
加
藤
清
正
の
勧
め

も
あ
っ
て
日
蓮
宗
と
し
て
、
大
村
家
菩
提
寺
と
し
て

の
本
経
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
切
支
丹

宗
徒
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
寺
社
も
再
建
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。

現
代
に
息
づ
く
「
伝
説
」

　

太
古
の
昔
、
天
空
か
ら
降
り
て
き
た
大
杵
で
作
ら

れ
た
大
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、
現
在
、
佐
世
保
市
城

間
町
の
崇
聖
山
正
蓮
寺
に
寺
宝
と
し
て
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

大
阿
弥
陀
如
来
の
腹
腔
底
部
の
台
座
に
は
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
午
時
、慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
霜
月
今
改
彩
色
。

当
代
士　

代
住
、
法
音
代
舎
第
法
城
数
年
之
宿
願
望

奉
如
来
厨
子
並
内
陣
奉
彩
色
之
。
世
話
方
萩
坂
荘
助
。

仏
師
、
生
国
島
原
、
川
棚
住
人
、
林
田
新
平
。
午
傳

啓
蔵
。　

◎
阿
弥
陀
如
来
背
内
銘
写
。『
午
時
、
永

正
五
戊
辰
七
月
下
旬
、
肥
前
国
彼
杵
村
、
宝
杵
山
妙

音
寺
住
山
作
者
有
池
叟
、
大
檀
那
、
宮
村
能
登
守
通

定
。
大
願
主
、
大
安
住
山
令
玄
首
坐
』　

右
観
経
中　

下
生
之
尊
像
也
、
此
人
命　

終
時
遇
善
知
識
為
其
広

説
阿
弥
陀
仏
、
国
土
樂
事
亦
説
法
蔵
比
丘
四
十
八
願

聞
此
事
己
尋
即
命
終
譬
如　

士
屈
伸
項
即
生
西
方
極

樂
世
界
。　

◎
応
知
。
先
年
寛
政
九
（
一
七
九
七
）

巳
七
月
十
六
日
、
法
順
代
有
彩
色
処
損
。
大
村
丹
後

守
代
寺
社
奉
行
渡
辺
雄
太
夫
。
横
目
野
田
新
七
。
氏

子
、
世
話
方
頭
取
、
山
道
恒
左
エ
門
。
同
姓
嘉
平
」

大
村
藩
四
十
八
ケ
村
と
「
杵
」

　
『
大
村
郷
村
記
』
に
よ
る
と
、
大
村
藩
領
は
四
十
八

ケ
村
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
浦
、
上
鈴
田
、
下
鈴
田
、
茅
瀬
、
原
口
、
武
松
、

黒
丸
、
皆
同
、
今
富
、
福
重
、
松
原
、
江
串
、
千
綿
、

彼
杵
、
西
川
棚
、
東
川
棚
、
上
波
佐
見
、
下
波
佐
見
、

宮
村
、
壱
岐
力
、
長
与
、
時
津
、
浦
上
、
福
田
、
式

見
、
畝
刈
、
三
重
、
神
浦
、
雪
浦
、
瀬
戸
、
大
和
田
、

夛
以
良
、
面
高
、
横
瀬
、
川
内
浦
、
小
迎
、
八
木
原
、

下
岳
、
亀
の
浦
、
平
原
、
尾
戸
、
長
浦
、
村
松
、
西
海
、

形
上
、
戸
根
、
日
並
、
大
村

　

こ
の
四
十
八
と
い
う
数
は
、
真
言
宗
の
経
文
の

四
十
八
願
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
と
さ
れ
ま
す
が
、
ま

た
別
に
、
大
村
湾
を
包
囲
す
る
地
域
を
、
琴
の
音
と

と
も
に
降
っ
て
き
た
杵
の
数
の
四
十
八
に
分
け
た
も

の
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
四
十
八
個
の
杵

「
ソ
ノ
キ
ネ
」
が
、時
間
の
経
過
と
と
も
に
「
ソ
ノ
キ
」

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。東
彼
杵
町
に
は「
音
琴
」

と
い
う
地
名
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

い
ず
れ
の
由
来
話
も
、
現
時
点
で
証
明
す
る
こ
と
は

困
難
で
、
お
そ
ら
く
後
世
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら

な
い
で
し
ょ
う
。
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
郷
土
の
伝
説
と
し

て
、
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

東
彼
杵
町
史
談
会　

磯
木
元
司

※
参
考
文
献　

中
島
雄
俊
著
『
佐
世
保
市
宮
地
区
歴
史
散
歩
』

彼杵神社神紋「八角ニ二ツ手杵」

佐賀
唐津藩

壱岐

佐賀藩

佐賀藩

佐賀藩

島原藩
橘湾

玄界灘

大
村
湾

平戸藩

大村藩

佐賀藩

佐賀藩

天領

天領

大
村
藩

長崎

平戸藩

大村湾を囲むように広がっていた大村藩の領地

◀正蓮寺に伝わる秘仏・阿弥陀如来坐像
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