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と
命
名
の
由
来 
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昭
和
四
年
に
木
造
の
日
本
家
屋
と
し
て
建
築
さ
れ
た
「
雁
が
ね
荘
」
は 

既
に
、
八
十
八
年
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
程
度
の
年
数
を
も
っ
て
、
古
民
家
と
称
す
る
こ
と
に
は
甚
だ
憚
り
が
あ
る
。 

し
か
し
、
正
面
玄
関
を
入
っ
て
、
式
台
を
上
が
る
と
、
下 

中 

奥
と 

三
つ
の
座
敷
が
襖
越
し
に
連
結
し
、
そ
の
先
は
庭
の
景
色
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。 

こ
の
間
取
り
は
、
武
家
の
書
院
造
り
の
派
生
モ
デ
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 

 

ま
た
、
雁
が
ね
荘
の
古
民
家
と
し
て
の
骨
格
を
形
成
す
る
、 

柱
や
梁
の
材
木
は
古
く
か
ら
港
町
と
し
て
栄
え
た
「
阿
万
」
の
地
に
あ
っ
た
、 

某
お
屋
敷
の
解
体
に
際
し
、
そ
れ
ら
古
材
の
譲
渡
を
受
け
た
も
の
と
聞
く
。 

今
も
残
る
柱
の
仕
口
跡
の
数
々
が
、
そ
の
証
し
で
あ
る
。 

 

一
方
、
現
代
風
に
改
装
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ア
も
あ
る
。 

台
所
、
風
呂
場
な
ど
の
水
回
り
の
設
備
は
、
洋
風
化
が
進
ん
で
い
る
。 

さ
ら
に
、
今
春
施
工
を
行
っ
た
耐
震
補
強
工
事
及
び
屋
内
空
間
の
改
装
に
際
し 

土
間
エ
リ
ア
を
大
き
く
拡
張
し
、
そ
の
床
に
は
淡
路
瓦
を
敷
き
詰
め
て
い
る
。 

 

高
温
焼
成
の
技
術
を
用
い
て
製
作
さ
れ
た
現
代
の
新
素
材
だ
そ
う
で
あ
る
。 

 

即
ち
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
で
、
少
々
大
げ
さ
だ
が
、 

新
旧
の
ス
タ
イ
ル
が
お
互
い
に
、
引
き
立
て
合
っ
て
共
存
す
る
、 

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
な
屋
内
空
間
で
あ
る
、
と
自
称
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
命
名
の
由
来
で
あ
る
が
、 

古
い
材
木
と
共
に
、
屋
根
瓦
や
鬼
瓦
も
運
ば
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。 

過
日
、
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
の
後
、
一
旦
は
庭
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、 

こ
れ
ら
の
大
小
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
数
基
に
及
ぶ
鬼
瓦
に
は 

「
丸
に
頭
合
わ
せ
の
三
つ
雁
が
ね
」
の
家
紋
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

こ
の
家
紋
に
接
し
、
や
が
て
心
か
ら
な
る
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
に
至
り
、 

こ
の
施
設
の
名
称
を
「
雁
が
ね
荘
」
と
命
名
す
る
こ
と
に
し
た
。 

  

雁
が
ね
荘
は
古
民
家
で
は
あ
る
が
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
な
造
り
で
も
あ
る
。 

ご
縁
が
あ
っ
て
、
ご
滞
在
い
た
だ
く
皆
様
方
に
は
、
ど
う
か
仲
良
く
楽
し
く
、 

か
つ
、
有
意
義
な
時
間
を
お
過
ご
し
い
た
だ
き
た
い
と
、 

心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
九
月
吉
日 


