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津
田
常
名

佐
江
管
見

津
田
常
名
著｢

佐
江
管
見｣

を
翻
刻
し
た
。

｢

佐
江｣

と
は｢

須
佐
の
入
江｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
須
佐
湾
は
昭
和
三
年
三
月
、
国
の

名
勝･

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
。
津
田
は
昭
和
四
年
九
月
に
没
し
て
い
る
か
ら
、

す
で
に
筆
を
下
ろ
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
こ
の
原
稿
は
没
後
も
そ
の
ま
ま
外
に
出
る

こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

万
葉
集
に
詠
う｢

渚
沙
の
入
江｣

は
、
知
多
半
島
南
端
の｢
須
佐
湾｣

で
は
な
く
、
山
口

県
の｢

須
佐
の
入
江｣

の
こ
と
だ
と
い
う
痛
快
な
文
で
あ
る
。
同
じ
故
郷
を
過
ご
し
た
者

に
と
っ
て
は
、
歴
史
や
地
理
に
疎
く
て
も
拍
手
喝
采
を
お
く
る
と
と
も
に
、
続
い
て
研

究
者
の
出
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

幕
末
戦
争
の
闘
士･

津
田
常
名
が

死
ん
だ
仲
間
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に｢

惟
神
の
道｣

、

に
入
っ
て
行
く
。
漢
学
を
学
び
、
猟
書
し
て
重
要
な
部
分
を
書
き
写
し
、
教
養
を
積
ん

だ
こ
と
は
、
小
さ
い
字
で
書
き
込
ん
だ
別
の
分
厚
い
一
冊
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ

、

、

、

れ
に
は｢

万
葉
集｣

中
国
史
書
か
ら｢

荘
子｣

｢

蒙
求｣

｢

史
記｣

本
居
宣
長
の｢

玉
勝
間｣

そ
の
他
多
く
の
本
、
新
聞
か
ら
も
世
界
情
勢
を
書
き
写
し
、
奇
談
珍
談
ま
で
あ
る
。

奈
良
時
代
に
柿
本
人
麿
（
人
麻
呂
）
と
い
う
人
が
い
た
。
益
田
市
戸
田
で
生
ま
れ
、

都
に
出
て
内
舎
人
に
な
り
、
の
ち
に
罪
を
得
て
益
田
で
没
し
た
と
い
わ
れ
る
。
人
麿

う
ど
ね
り

が
須
佐
に
来
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
だ
が
、
い
つ
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

人
麿
の
最
後
の
旅
は
瀬
戸
内
海
か
ら
響
灘
を
通
っ
て
大
津
郡･

向
津
具
に
着
い
て
い

る
。
し
か
し
向
津
具
か
ら
遭
難
死
す
る
戸
田
沖
ま
で
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
石
見
の

国
府
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、
須
佐
に
来
た
と
す
れ
ば
石
見
に
い
た
と
き
、
そ
れ
は｢

石
、

見
国
よ
り
妻
に
別
れ
て
上
り
来
る
歌｣

の
前
の
時
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が

素
人
に
は
詮
索
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。｢

渚
沙
の
入
江｣

は
、
わ
れ
ら
の
須
佐
の
こ
と

で
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

人
麿
は
万
葉
集
に
し
か
人
を
知
る
手
が
か
り
が
な
く
、
没
し
て
百
年
後
に｢

万
葉
集｣

が
完
成
し
た
。
没
し
た
地
は
、
昭
和
に
な
っ
て
歌
人･

斎
藤
茂
吉
が
い
う
島
根
県･

三
瓶

山
に
近
い｢

湯
抱

の
鴨
山｣

に
決
定
し
た
か
に
み
え
た
が
、
生
没
地
と
も
に
益
田
市

ゆ
が
か
え

と
す
る
論
争
は
激
し
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。

｢

佐
江｣

と
命
名
し
た
の
は
益
田
家
二
十
九
代
益
田

就
祥

で
自
分
の
号
と
し
た
ほ

な
り
よ
し

ど
だ
。
多
趣
味
で
、
歌
を
よ
く
し
歌
集
を
残
し
た
。

城

一

昭

人

凡
例

・
旧
字
や
か
な
づ
か
い
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
現
代
に
通
行
す
る
よ
う
に
改
め
た

・
歌
の
部
分
は
原
文
の
ま
ま
、
読
み
方
は
括
弧
内
に
書
き
、
適
宜
漢
字
に
し
た

・
歌
の
最
初
に
歌
番
号
を
挿
入
し
た

・
ふ
り
が
な
は
、
書
い
て
あ
っ
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
、
読
み
に
く
い
字
は
括
弧
で
く

く
っ
て
読
解
者
が
あ
と
で
つ
け
た

・

｝
は
割
り
注
、
□
は
不
明
字
、

内
は
補
足
字
、
句
読
点
を
施
し
た

｛

[
]

・

）
内
、

の
行
は
読
解
者
の
書
い
た
も
の
で
あ
る

（

*
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佐
江
管
見

須
佐
の
入
江
は
、
古
来
有
名
な
る
歌
枕
と
し
て
世
に
伝
わ
れ
ど
も
、
其
の
所
在

詳
ら
か
な
ら
ず
し
て
、
或
い
は
尾
張
国
な
り
と
言
い
、
或
い
は
摂
津
国
な
り
と
い

え
る
。
孰
れ
も
正
確
な
る
根
拠
あ
る
説
に
は
非
ざ
る
な
り
、

そ
も
そ
も
須
佐
の
地
名
た
る
や
、
和
名
抄
紀
伊
国
在(

有)

田
郡
に
須
佐[

郷]

、

同
国
名
草
郡
に
須
佐
神
戸
あ
り
て
、
同
郡
に
式
内
須
佐
神
社
｛
名
神
大
、
月
次
新

｝

、

、

嘗

あ
り

又
同
書
出
雲
国
飯
石
郡
に
須
佐
郷
あ
り{

風
土
記
に
よ
れ
ば
須
佐
社

須
佐
川
な
ど
も
あ
り}

、
紀
伊
国
は
伊
邪
那
岐
命(

伊
弉
諾
尊)

の
淡
路
朝
時
代
に

お
け
る
紀
淡
海
峡
を
挟
め
る
神
都
た
り
し
を
以
て
、
須
佐
之
男
命(

素
戔
嗚
尊)

の

縁
故
あ
り
し
は
言
う
迄
も
な
く
、
出
雲
国
は
淡
路
朝
の
別
政
庁
と
も
申
す
べ
く
、

伊
邪
那
美
命(

伊
弉
冉
尊)

の

在
坐

を
以
て
須
佐
之
男
命
の
住
み
給
い
し
縁

（
ま
し
ま
し
）

須
佐

故
あ
り
、

是
並

此
の
神
の
神
号
を
不
朽
に
存
す
べ
き
記
念
地
な
れ
ど
も
、

こ
れ
み
な

み
な

の
入
江
は
此
の
二
国
以
外
に

索

め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、

も
と

有
田
市
に
須
佐
神
社
あ
り

*

出
雲
市
佐
田
町
に
須
佐
大
宮
あ
り

*

知
多
半
島･

南
知
多
町
に
須
佐
湾
あ
り
、
現
在
は
万
葉
歌
の
碑
が
あ
る

*

長
門
の
国･

阿
武
郡
な
る
我
が
須
佐
湾
は
、
須
佐
之
男
命
の
出
雲
国
よ
り
大
陸

方
面
に
対
す
る
治
水
事
業･

殖
民
政
策
に
関
わ
り
て

屡
々

志
良
岐{

今
の
朝
鮮}

、

、
し
ら
ぎ

地
域
に
往
復
し
給
い
し
航
路
の
休
泊
地
点
と
し
て
、
繋
船
し
給
い
し
最
大
関
係
あ

る
港
津
な
り
し
事
は
、
別
に
記
せ
る｢

須
佐
津
考｣

に
詳
悉
せ
る
如
く
な
れ
ば
、
紀

伊･

出
雲
二
国
に
次
ぎ
て
、
上
古
の
由
縁
あ
る
地
名
た
る
や
論
な
し
、

然
し
て
此
の
入
江
の
歌
枕
と
な
り
た
る
は
、
万
葉
集
十
一
巻
に

｢
(
2
7
5
1
)

味
乃
住
渚
沙
乃
入
江
之
荒
磯
松
我
乎
待
児
等
波
唯(

但)

一
耳(

あ
ぢ
の
す

・

む
、
す
さ
の
入
江
の
あ
り
そ
松
、
あ
を
待
つ
こ
ら
は
、
た
だ
ひ
と
り
の
み
）｣

、
相
聞

同
書
十
四
巻｢

東
国
未
勘
国(

あ
ず
ま
の
く
に
い
ま
だ
か
ん
が
え
ざ
る
く
に)

｣

を
註
せ
る
中
に

往
来
歌

｢
(
3
5
4
7
)

阿
知(

遅)

乃
須
牟
須
沙
能
伊
利
江
之
許
母
理
沼
乃
安
奈
伊
伎
豆
加
思
美

・

受
比
佐
尓
指
天｣

(

あ
ぢ
の
す
む
、
す
さ
の
入
江
の
隠
沼
の
、
あ
な
息
づ
か
し
見
ず

久
に
し
て)

と
あ
る
、
此
の
二
首
を
以
て
濫
觴
と
な
す
べ
き
を
、
尾
張
国
な
り
と
い
う
は
、
後

な
る
一
首
、
東
歌
の
中
に
あ
る
を
以
て
然
思
う
べ
け
れ
ど
、
す
べ
て
集
中
の
分
類

は
既
に
先
輩
の
説
あ
る
が
如
く
、
後
人
の
註
書
に
し
て
確
実
な
ら
ず
、
東
歌
と
い

え
る
も
東
国
調
の
歌
多
き
部
類
な
る
を
以
て
然
註
る
せ
る
な
る
べ
け
れ
ど
、
其
の

巻
中
に
も
、
東
国
外
の
名
所
と
思
わ
る
る
を
東
国
調
な
ら
で
詠
め
る
と
あ
り
て
、

類
外
の
歌
と
見
ゆ
る
は
更
な
り{

然
る
歌
を
ば
、
何
れ
も
東
国
人
の
、
久
し
く
帝

都
も
し
く
は
他
国
に
あ
り
て
、
其
の
言
語
に
訓
れ
た
る
あ
り
、
或
い
は
他
国
人
の

東
国
に
あ
り
て
詠
め
る
を
も
、
此
の
巻
に
加[

え
ら]

れ
た
る
な
ら
ん
な
ど
言
え
る

も
信
け
ら
れ
ず}

、

う他
巻
に
東
国
歌
の
混
同
せ
る
も
あ
る
を
以
て
、
編
纂
の
時
に
当
た
り
厳
正
な
る

類
別
あ
り
し
も
の
と
は
思
わ
れ
さ
れ
ば
、
拘
泥
す
べ
か
ら
ず
、

況

て
尾
張
国
知

ま
し

多
郡
、
現
今
の
豊
浜
村(

現･

南
知
多
町)

な
る
は
、
須
佐
掃
部
助
長
治
の
旧
跡
な

る
が
、
其
の
創
立
せ
る
岩
屋
寺
在
り
て
、
慶
長
五
年
の
兵
火
を
免
れ
た
り
と
伝
え

た
れ
ば
、
其
の
須
佐
氏
は
足
利
の
末
期
、
紀
伊
国
な
ど
よ
り
移
り
た
る
一
豪
族
に

し
て
、
須
佐
の
地
名
も
此
の
氏
よ
り
出
た
る
も
の
な
る
事
は
、
同
地
に
刈
藻
が
浦

か
り
も

と
い
う
古
名
あ
り
し
を
以
て
も
推
断
せ
ら
る
る
な
り
、

、

、

万
葉
集
註
書
の

当
時
に
於
て
も
比
較
的
交
通
頻
繁
な
る
べ
き
当
国
内
に
し
て
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既
に
須
佐
と
い
う
地
名
あ
ら
ん
に
は
、
こ
れ
を
未
勘
国
と
な
す
べ
き
理
由
無
か
る

べ
し
、

尚
同
地
沿
岸
は
巌
石
よ
り
成
り
て
、
雑
草
叢
生
し
松
樹
の
鬱
蒼
た
る
は
、
東
西

の
丘
陵
の
み
な
る
由
な
れ
ば
、
荒
磯
松
を
景
物
と
為
し
に
適
わ
ず
、
又
湾
内
東
西

六
町
五
拾
間

南
北
五
町
四
拾
間
に
し
て

嚢
状
の
如
く
な
る
由
な
る
も

隠
沼

、

、

、
こ
も
り
ぬ

と
い
う
べ
き
汀
渚
の
迂
回
無
き
が
如
し{

古
母
里
奴
は
万
葉
集
十
二
巻
の
歌
を
始

（
こ
も
り
ぬ
）

め
、
例
多
き
呼
称
な
る
が
、
堤
防
も
し
く
は
天
然
の
岩
石
に
其
の
末
流
を
塞
が
れ

た
る
如
き
形
状
の
水
を
言
え
り
、
奴
は
淡
水
に
限
ら
ず}

又
摂
津
国
な
り
と
い
え
る
も
後
人
の
推
測
な
る
べ
き
は
、
同
国
の
歌
人･

考
証

家
と
雖
も
、
其
の
所
在
等
知
る
に
由
無
き
を
奈
何
せ
ん
、

い
ず
れ
の
時
代
に
て
も
帝
都
は
詩
人
文
士
の
渕
叢
地
点
た
る
を
以
て
、
親
し
く

其
の
見
聞
に
触
る
る
地
域
に
於
て
は
、
山
水
木
石
、
到
る
処
に
詩
料
を
需
む
る
は

自
然
の
勢
い
な
れ
ば
、
陸
地
の
各
所
は
大
和･

山
城
、
乃
至
近
江
に
於
て
其
の
大

半
を
含
め{

近
江
国
湖
畔
は
他
国
無
比
の
風
光
な
れ
ば
例
外
と
も
い
う
べ
し}

、
海

が
如
し
、

岸
の
各
所
は
摂
津･

播
磨
等
に
多
き

故
に
帝
都
隔
絶
の
地
方
に
て
は
稀
に
縉
紳
名
士
の
詩
料
た
り
し
山
水
木
石
あ
る
も
、

、

、

其
の
実
況
を
広
く
他
人
に
知
ら
れ
ざ
る
が
故
に

い
つ
し
か
其
の
所
在
は
忘
却
せ
ら
れ

其
の
名
は
帝
都
近
き
二
三
国
内
に
転
嫁
し
て
、
そ
の
国
地
の
有
と
な
れ
る
に
非
ざ
る
か

と
疑
わ
る
る
も
の
な
き
に
非
ず
、

須
佐
の
入
江
の
如
き
も
亦
其
の
一
類
な
り
、
我
が
須
佐
湾
の
風
光
明
媚
な
る
事
は
、

｢

佐
江
十
二
景｣

あ
り
、
何
人
の
創
意
撰
定
せ
し
も
の
な
る
や
知
る
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、

益
田
男
爵
家
の
当
代
よ
り
六
代
の
祖･

越
中
就
祥
領
主
の
時
に
当
た
り
、
海
岸
樹
木
の

濫
伐
を
厳
禁
し
、
中
嶋
鎮
座
厳
島
神
社
の
祭
儀
を
荘
厳
な
ら
し
め
、
十
二
勝
地
の
実
境

を
描
写
せ
し
め
て
、
日
野
前
大
納
言

資
枝

卿
の
和
歌
、
及
び
当
代
の
鴻
儒
皆
川
淇

（
す
け
き
）

園･

亀
井
道
載
、
其
の
他
名
士
の
漢
詩
を
需
め
て
、
只
管
勝
地
保
存
の
方
策
を
講
ぜ
ら

れ
し
由
な
る
も
、
王
政
維
新
藩
籍
奉
還
の
後
、
こ
れ
を
継
続
す
る
の
制
裁
無
き
に
至
り

し
は
一
大
恨
事
と
言
う
べ
し
、

古
来
、
地
方
の
人
口
に
膾
炙
す
る
俗
謡
に｢

須
佐
の
入
江
の
天
神
嶋
は
地
か
ら
生
え

は

た
る
浮
島
か｣

と
い
え
る
も
、
其
の
天
然
美
を
頌
賛
す
る
の
意
味
な
る
は
論
う
迄
も
な

い

し
、
湾
内
方
一
里
に
し
て
大
小
の
島
嶼
点
在
し
、

曲
汀
折
崎

、
風
波
を
避
く

（
き
ょ
く
て
い
せ
っ
き
）

る
の
便
あ
り
、
就
中

船
隠

･

油
が
磯

な
ど
呼
べ
る
方
面
は
暴
風
怒
濤
の
日
と
雖

ふ
な
か
く
し

あ
ぶ
ら
が
い
そ

も
、
其
の
水
面
は
宛
然
油
を

灌

け
る
が
如
く
、
碇
泊
の
船
舶
も
其
の
所
在
を
知

（
そ
そ
ぎ
）

ら
れ
ざ
る
も
の
の
如
し
、

阿
武
良
の
阿
武
浦
な
り
し
事
は
、
須
佐
津
考
に
言
え
る
如
く
な
れ
ど
も
、
其
の
水
浜

あ
ぶ
ら

の
現
状
に
於
て
油
の
字
を
填
つ
べ
き
意
味
無
き
に
非
ざ
れ
ば
こ
れ
を
併
用
せ
し
か
、
今

は
専
ら
此
字
を
用
い
馴
れ
た
る
よ
り
、
其
の
本
義
を
喪
い
た
り
、
名
実
相
適
え
る
隠
沼

な
る
事
は
、
一
回
棹
し
て
実
況
を
試
み
た
る
人
の
誰
も
首
肯
す
る
所
な
り
、

日
本
海
に
面
せ
る
長
門
北
岸
に
し
て
、
斯
く
の
如
き
良
港
あ
る
は
、
実
に
造
化

、

、

、

、

賚

な
り

厳
冬
雪
日

各
種
の
水
鳥

群
を
な
し
て
皆
此
の
湾
内
に
入
れ
り

（
た
ま
も
の
）

万
葉
集
二
首
の
作
い
ず
れ
も
、｢

阿
治
の
住
む
須
佐
の
入
江｣

と
詠
め
る
は

諾

な
り{

阿

あ
ぢ

う
べ

、

、

治
は
鴨
族
の
一
種
に
し
て
阿
治
鴨
と
も
い
え
り

猟
銃
の
製
造
精
巧
を
加
う
る
に
随
い

漸
次
に
水
鳥
を
滅
す
る
の
傾
向
あ
る
は
惜
し
む
べ
し}

、

湾
内
に
鵜
の
瀬
と
称
す
る
扁
平
な
る
巨
岩
在
り
、
水
鳥
此
の
岩
上
に
群
集
し
随
意
に

飛
翔
遊
泳
し
て
、
其
の
餌
と
な
す
べ
き
魚
類
を

求

り
た
る
由
な
る
も
、
今
は
巌
頭
崩

あ
さ

壊
し
て
水
面
を
□(

浚

）
う
部
分
の
狭
隘
な
る
の
み
な
ら
ず
、
海
浜
埋
り
て
殆
ど
陸

ｶ

地
に
接
続
せ
し
か
ば
、
水
鳥
の
此
の
岩
上
に
来
る
事
無
く
し
て
空
し
く
其
の
名
を
存
す

る
の
み
、
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｢

鵜
の
瀬｣

｢

横
瀬｣

が
あ
っ
た
が
現
在
は
波
止
場
の
下
に
埋
も
れ
た

*
又
、
雄
嶋
の
背
後
に
し
て
、
本
湾
の
中
心
に
正
対
面
せ
る
位
置
に
、
人
獣
の
登
攀
す

べ
か
ら
ざ
る
懸
崖
在
り
、
こ
れ
を
宿
岸
と
称
え
り
｛
多
伎
は
激
流
よ
り
出
た
る
称
な

ね
た
き

れ
ど
も
方
言
、
水
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
総
て
断
崖
を
言
え
り

、
湾
内
の
水
鳥
は
夜
間

｝

此
の
嶋
に
帰
り
て
其
の
懸
岸
に
止
宿
す
る
故
に
、
遠
く
こ
れ
を
望
め
ば
鳥
糞
恰
も
白
亜

を
塗
れ
る
の
観
あ
り
、
則
ち
宿
岸
の
称
あ
る
所
以
な
り
｛
現
今
猶
然
り
、
水
鳥
の
多
か

り
し
時
代
想
う
べ
し

、
｝

又
此
の
嶋
の
西
面
に

鴛
鴦
瀬

あ
り
、
東
面
に
は
奈
知
古
瀬
あ
り
｛
奈
知
古
は
ま

お
し
ど
り
の
せ

な
ち
こ
ぜ

た
奈
知
と
も
言
い
て
鵜
族
の
一
種
な
り

、
｝

又
阿
里
曽
松
を
詠
め
る
も
湾
口
に
松
嶋
在
り
て
、
岸
頭
の
松
樹
は
其
の
根
危
う
く
し

て
林
を
な
さ
ざ
る
も
、

勁
色

旧
を
改
め
ず
、
雪
白
の
波
濤
は
常
に
碕
脚
を
洗

（
け
い
し
ょ
く
）

い
、
言
筆
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
好
風
景
に
し
て
、
十
二
景
中
の
松
嶋
白
浪
是
な
り
、

字

海
士
が
地
に
は
浄
蔵
大
徳
の
由
緒
を
語
り
伝
え
た
る

下

松
の
名
木
あ
り
し

（
あ
ざ
）

あ
ま
が
ぢ

さ
が
り

が
、
三
十
年
前
に
枯
死
せ
り
、
笠
松
一
山
の
鶴
骨
龍
姿
は
、
蒼
々
水
面
を
浸
し
て
、
其

の
影
遠
く
数
町
外
に
及
べ
り
、

其
の
他
産
土
八
幡
宮
の
旧
跡
松
崎
の
現
今
、
共
葬
墓
地
と
な
れ
る
地
に
も
猶
老
松
の

点
々
散
在
し
て
、
幾
百
年
前
の
風
光
を
偲
ば
し
む
、

凡
て
須
佐
湾
の

襟
帯

沿
岸
に
松
樹
の
繁
殖
せ
る
事
は
、
地
味
風
土
に
適
せ
る

（
き
ん
た
い
）

天
然
の
致
す
所
な
る
べ
し
｛
十
二
景
中
一
勝
地
と
し
て
松
樹
を
見
ざ
る
は
無
し

、
｝

尚
万
葉
集
に
荒
磯
と
い
い
、
続
拾
遺
集
に
風
荒
き
云
々
と
言
え
り
、
湾
内
東
西
の
水

浜
は
常
に
平
穏
な
れ
ど
も
、
日
本
海
に
臨
め
る
正
面
湾
口
は
風
波
の
荒
き
日
も
亦
尠
か

ら
ず
、
氷
々
柱
な
ど
の
景
物
は
純
然
た
る
潮
流
に
は
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
寒
威
凛
烈

の
候
、
汀
渚
に
注
入
す
る
数
脈
の
渓
流
に
は
珍
し
か
ら
ざ
る
現
象
な
り
、

千
鳥
は
十
二
景
中
に
雄
嶋
千
鳥
あ
る
を
以
て
論
な
し
、
阿
治
鵜
其
の
他
の
水
禽
は
今

猶
種
族
を
絶
た
ず
、

叙
上

の
考
証
に
拠
り
て
、
歌
枕
た
る
須
佐
の
入
江
は
摂

（
じ
ょ
じ
ょ
う
）

津･

尾
張
の
二
国
に
非
ず
し
て
、
我
が
須
佐
湾
な
る
事
は
明
々
白
々
な
り
、
然
は
あ
れ

ど
も
交
通
不
便
の
時
代
に
於
て
、
か
く
の
如
く
に
遠
陲
辺
鄙
の
風
光
を
都
人
士
に
知
ら

る
べ
き
由
無
け
れ
ば
、
如
何
あ
ら
ん
と
の
疑
問
は
免
れ
ざ
る
べ
し
、

つ
ら
つ
ら
考
う
る
に
、
我
が
須
佐
村
を
距
た
る
東
七
里
弱
に
し
て
、
柿
本
氏
祖
先
以

来
深
き
由
緒
あ
り
て
、
卿
の
産
土
地
た
る
石
見
国
美
濃
郡
小
野
郷
戸
田(

益
田
市
戸
田)

在
り{

村
社
柿
本
神
社
あ
り
て
、

語
家

綾
部
氏
は
社
掌
た
り}

、
其
の
地
を
距
た

（
か
た
ら
や
）

る
東
二
里
に
到
れ
ば
、
此
の
卿
の
薨
逝
地
と
し
て
有
名
な
る
高
角
村
あ
り
て
県
社
柿
本

神
社
あ
り
、
且
つ
卿
の
系
統
は
孝
昭
天
皇
第
一
の
皇
子
天
押
帯
命
（
あ
め
の
お
し
た
ら

し
ひ
の
み
こ
と
、
天
足
彦
国
押
人
命
）
に
出
た
る
か
、
其
の
後
胤
支
族
は
石
見
国
美
濃

郡･

那
賀
郡
方
面
に
重
大
の
関
係
あ
り
し
も
の
の
如
し
、

故
に

仮
令

石
見
国
府
庁
在
勤
と
否
と
に
論
な
く
、
帰
省･

奠
墓

其
の
他
の

（
た
と
え
）

（
て
ん
ぼ
）

用
務
に
よ
り
て
、
帝
都･

石
見
国
を
往
復
せ
ら
れ
し
事
は
一
再
に
止
ま
ら
ざ
る
べ
し
、

然
し
て
其
の
海
岸
線
に
よ
ら
る
る
時
は
高
角･

須
佐
間
は
徒
歩
に
し
て
、
須
佐･

仙
崎
間

は
曽
て
旅
客
貨
物
の
運
搬
設
備
あ
り
し
を
以
て
、
其
の
船
に
乗
り
て
水
路
を
取
ら
れ
し

も
の
な
る
べ
き
は
、
仙
崎
町
を
距
た
る
西
三
里
強
の
海
岸
に
人
丸
峠
の
称
を
存
し
、
卿

の
遺
物
を

神
宝

と
な
せ
り
と
言
う
柿
本
神
社
あ
り
て
、
維
新
前
の
社
務
寺
、

（
か
む
だ
か
ら
）

、

浄
土
宗

人
丸
寺

存
せ
る
な
ど
に
よ
り
て
証
す
べ
き
な
り{

現
今
の
線
路
よ
り
思
え
ば

じ
ん
が
ん
じ

須
佐
よ
り
乗
船
す
る
も
、
萩
港
に
着
航
す
る
の
便
宜
あ
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
萩
地
は

毛
利
氏
築
城
前
に
於
て
は
、
芦
萩
の
叢
生
せ
る
荒
沢
に
し
て
、
船
舶
の
碇
泊
す
べ
き
安

全
港
な
ら
ざ
り
し
由
は
旧
記
に
詳
ら
か
な
り
、
仙
崎
柿
本
神
社
の
縁
起
に
、
筑
前
多
々

良
浜
よ
り
漂
着
の
事
を
伝
え
た
る
は
、
後
人
の
杜
撰
に

出

し
も
の
な
る
事
は
、

（
い
で
）

享
保
年
間
の
著
作
な
る
を
以
て
も
知
る
べ
き
な
り}

、
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万
葉
集
二
巻
に
、｢

柿
本
朝
臣
人
麿
従
石
見
国
別
妻
上
来
時
歌(

柿
本
人
麿
朝
臣
が
石

見
の
国
よ
り
妻
に
別
れ
て
上
来
す
る
時
の
歌)

二
首
并
短(

反)

歌
」
と
あ
る
、

前
一
首
は
、

｢
(
1
3
8
)

石
見
乃
海
、
角
乃
浦
回(

廻)

乎
浦
無
等
、
人
社
見
良
目
滷(

潟)

無
等
、
人
社
見

良
目
能
咲
八
師
、
浦
者
無
友
、
縦
画
屋
師
、
滷
者
無
鞆
鯨
魚
取
、
海
辺
乎
指
而
和
多
豆

乃
、
荒
磯
乃
上
尓
云
々｣

(

石
見
の
海
、
つ
ぬ
の
う
ら
み
を
浦
な
し
と
、
人
こ
そ
見
ら
め
潟
な
し
と
、
ひ
と
こ
そ

、

、

、

、

見
ら
め
よ
し
ゑ
や
し

浦
は
な
く
と
も

よ
し
ゑ
や
し

潟
は
な
く
と
も
い
さ
な
取
り

う
み
べ
を
さ
し
て
に
き
た
づ
の
、
あ
り
そ
の
上
に
云
々)

と
あ
り
て
、
角
乃
浦
は
高
角
浦
な
り{

和
名
抄
、
那
賀
郡
に

都
農

と
あ
る
地
な
り
と

（
つ
の
）

す
る
説
は
、
次
な
る
鯨
魚
取
海
辺
乎
指
而
云
々
の
句
に
続
か
ず}

、{

尚
、
鯨
魚
取
は
海

の
枕(

冠)

辞
と
し
て
汎
く
行
わ
る
る
例
な
る
も
、
神
山
岬
は
後
世
捕
鯨
の
一
漁
場
た
り

し
事
実
あ
り}

、

現
今
に
て
も
高
角
村
の
海
岸
は
、
浦
無
し
潟
無
し
と
い
う
状
に
て
、
船
舶
の
発
着
頗

る
不
便
な
る
を
以
て
、
千
二
百
年
前
は
一
層
不
便
な
り
し
事
の
想
像
せ
ら
る
れ
ば
、
能

咲
八
師
浦
者
無
友
縦
画
屋
師
滷
者
無
鞆
云
々
（
よ
し
ゑ
や
し
、
浦
は
な
く
と
も
、
よ
し

ゑ
や
し
、
潟
は
な
く
と
も
）
と
は
、
浦
も
無
く
潟
も
無
き
は
自
然
の
地
理
に
し
て
、
な

ん
方
便
無
け
れ
ば
、

任

よ
我
は
乗
船
に
便
宜
な
る

和
田
津

を
指
し
て
出
ず
べ
し

す
べ

ま
ま

（
に
ぎ
た
づ
）

と
言
い
て
、
其
の
目
的
地
の
景
物
を
詠
み

接

け
た
る
な
り
、

つ
づ

｛
古
老
の
口
碑
に
、
古
高
角
港
は
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六

、
海
嘯
以
前
は
北
国
航
路

）

の
繋
泊
地
点
と
し
て

殷
盛

の
市
街
な
り
し
が
、
鴨
島
崩
壊
の
厄
に
罹
り
て
、
自

（
い
ん
せ
い
）

然
廃
港
の
運
に
至
れ
り
と
伝
え
た
れ
ど
も
、
此
の
地
域
は
高
津
川
（
古
名
石
川
）
と
益

田
川
と
の
下
流
に
挟
ま
れ
て
其
の
二
流
よ
り
吐
出
せ
る
土
砂
を
、
波
濤
の
打
ち
寄
せ
た

る
か

凝
滞

し
て
、
中
の
島
一
帯
の
新
境
を
造
れ
る
も
の
に
し
て
、
水
利
事
業

（
ぎ
ょ
う
た
い
）

の
幼
稚
な
り
し
時
代
に
於
て
は
桑
海
の
変
、
常
な
ら
ず
、
実
に
浦
無
し
潟
無
し
と
い
う

べ
き
時
期
も
多
か
り
け
れ
ば

帆
檣
林
立
の
港
湾
を
目
的
と
し
て

人
家

稠
密

、

、

（
ち
ゅ
う
み
つ
）

の
繁
栄
を
来
す
べ
き
地
勢
に
は
あ
ら
ざ
り
し
な
る
べ
し
、

州
中
所
々
に
沙
礫
の
重
畳
堆
積
せ
る
大
丘
阜
の
散
在
し
て
、
其
の
旧
き
は
樹
木
の
繁

殖
し
て
、
其
の
風
光
の
美
し
き
も
あ
り
し
が
、
鴨
嶋
亦
鴨
山
と
も
言
え
る
は
、
殊
に
勝

れ
た
り
し
な
る
べ
し
、
若
し
然
ら
ず
し
て
、
幾
千
年
の
久
し
き
石
見
海
岸
の
激
浪
怒
濤

に
砕
け
ず
し
て
、
湾
口
に
屹
立
せ
し
石
骨
島
嶼
な
ら
ん
に
は
、
一
朝
海
嘯
の
た
め
に
、

其
の
遺
跡
と
認
む
べ
き
脚
底
だ
に
も
残
ら
ぬ
迄
に
崩
壊
し
去
ら
る
べ
き
も
の
な
ら
ん

や
、

、

、

、

尚
言
は
ば

鴨
山
の
前
浜･

後
浜
と
言
う
に

千
福･

万
福
と
称
う
二
大
寺
在
り
し
が

孰
れ
も
流
出
し
て
、
千
福
寺
は
益
田
川
の
□
（
波

）
頭
に
其
の
寺
号
を
存
し
、
万
福

ｶ

寺
は
益
田
城
下
に
再
建
せ
し
由
伝
え
て
、
千
福
寺
□
（
後

）
は
或
い
は
廃
寺
の
遺
跡

ｶ

な
ら
ん
も
、
海
岸
を
距
て
る
遠
距
離
な
れ
ば
、
海
嘯
の
た
め
に
云
々
と
言
え
る
は
信
け

う

ら
れ
ず
、
又
万
福
寺
は
益
田
兼
見
藩
主
の
時
代
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
迄
は
海
岸

中
津
に
あ
り
て
、
安
福
寺
と
言
い
た
り
し
を
其
の
城
下
に
移
し
て
万
福
寺
と
改
号
せ
し

由
来
の
明
確
な
る
を
以
て
も
、
万
寿
海
嘯
談
の
如
何
に
針
小
棒
大
に
伝
え
ら
れ
た
る
か

を
推
測
す
べ
し

、
｝

其
の
和
多
豆
を
、
或
本
歌
に
は
柔
田
津
と
も
記
す
が
、
我
が
須
佐
湾
内
な
る
水
海

に
き
た
づ

に
ぎ
た
づ

｛
上
古
は
御
津
海
と
言
い
て
、
素
尊
（
須
佐
之
男
命
）
の
朝
鮮
航
路
に
由
緒
あ
る
海
浜

な
り
｝

の
西
南
水
涯
に
し
て
、
後
に
は

和
田
崎

と
も
言
い
し
が
、
今
は
水
海
の
全
湾
埋
も
り

わ
だ
が
さ
き

て
耕
作
地
と
な
り
、
其
の
小
区
域
に

和
田
浴

と
い
う
呼
称
を
残
せ
る
な
り
、

わ
だ
の
え
き

此
の
歌
の
短
（
反
）
歌
に｢

石
見
之
海
、
打
歌
山
乃
木
際
従
吾
振
袖
乎
妹
将
見

139
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香（
石
見
の
海
、
う
つ
た
の
山
の
木
の
間
よ
り
、
わ
が
振
る
袖
を
い
も
見
つ
ら
む
か
）｣

と
あ
る
、
打
歌
は
い
つ
し
か
内
田
と
変
更
り
、
高
角
村
と

白
上

村
と
の
間
に
在
り

う
ち
た

か
わ

し
ら
が
み

て
、
藩
政
時
代
に
は
里
正
を
置
か
れ
し
村
名
な
り
｛
打
歌
は
多
加
の
字
音
に
し
て
、
其

、

｝
、

の
下
に
角
の
字
を
脱
せ
り

高
角
山
な
り
と
言
え
る
略
解
の
説
は
信
ず
る
べ
か
ら
ず

然
れ
ば
高
角
村
を
出
発
ち
て
、
打
歌･

白
上･

黒
谷
等
の
各
村
を
通
過
し
、
長
州
国
阿
武

郡
小
川
村
を
経
て
、
そ
れ
よ
り
海
岸
一
帯
の
山
脈
を
越
え
て
我
が
須
佐
村
に
到
れ
る
な

り
、｢

益
高
尓
山
毛
越
来
奴
（
い
や
た
か
に
、
山
も
越
え
来
ぬ
）｣

、
と
あ
る
は
実

131

境
な
り
｛
高
角･

須
佐
間
は
此
の
線
路
に
拠
れ
ば
僅
か
に
七
里
強
な
る
を
以
て
、
古
代

健
脚
の
人
に
し
て
は
半
日
程
に
足
ら
ざ
り
し
な
り

、
｝

後
一
首
は｢

左
宿
夜
者
幾
毛
不
有
延
都
多
乃
別
乃
来
者
（
さ
ぬ
る
夜
は
、
い
く

135

ら
も
あ
ら
ず
這
ふ
蔦
の
、
別
れ
し
来
れ
ば
）｣

と
あ
る
を
以
て
、
其
の
滞
在
を

容

る

（
ゆ
）

さ
ざ
る
公
務
を
帯
び
し
か
、
若
し
く
は
帰
省
奠
墓
の
賜
暇
少
な
く
し
て
、
馬
上
急
行
の

旅
な
り
し
故
に
｛
短
（
反
）
歌
に
「

青
駒
之
足
掻
乎
速
（
青
こ
ま
が
あ
が
き
を
は

136

や
み
）｣

と
あ
る
を
思
う
べ
し

、
｝

其
の
帰
途
も
、
那
賀
郡
に
東
行
し
て

江
川

に
沿
え
る
線
路
を
辿
り
、
大
山

（
ご
う
の
が
わ
）

脈
を
横
断
し
て
安
芸
国
吉
田
方
面
に
出
し
も
の
な
る
べ
し
、
此
の
前
後
二
首
の
歌
を
同

一
時
同
一
線
路
の
作
と
な
す
故
に
、
打
歌
山
を
高
角
山
の
脱
字
と
言
い
、
和
多
豆
乃
を

渡
津
乃
の
四
字
句
と
な
る
と
の
誤
解
は
免
れ
ざ
り
し
な
り
｛
同
一
時
同
一
実
感
な
ら
ざ

る
歌
を
連
載
記
せ
し
例
は
、
柿
本
朝
臣
人
麿
妻
死
の
後｢

泣
血
哀
慟
作
（
き
ゅ
う

207

け
つ
あ
い
ど
う
）｣

歌
二
首
を
見
て
知
る
べ
し

、｝

然
し
て
当
湾
に
臨
め
る
笠
松
山
下
の
海
浜
に

聖
石

と
称
う
る
碕
脚
あ
る
は
、
正

ひ
じ
り
い
わ

に
此
の
卿
の
遺
跡
な
り
｛
古
今
集
仮
名
序
に

｢

か
の
御
時
、
お
ほ
き
（
正
）
み
つ
の
位
（
三
位
）
柿
本
の
人
麿
な
ん
歌
の
ひ
じ
り
な

り
け
る｣

と
あ
り
、
今
は
訛
り
て
比
治
伎
石
な
ど
と
言
う
人
も
あ
れ
ど
、
湾
内
中
嶋
鎮

座･

厳
島
神
社
管
弦
祭
の
船
唄
、
須
佐
の
入
江
の
曲
に｢

祭
る
荒
神
大
歳
や
、
さ
て
も
尊

き
比
治
里
石｣

と
あ
る
を
以
て
、

聖

の
義
な
る
事
は
確
実
な
り

、
此
の
巌
頭
に
出

｝

ひ
じ
り

れ
ば
、
東
北
に
神
山
の
峨
々
と
し
て
雲
表
に
聳
ゆ
る
あ
り
、
更
に
湾
口
を
顧
み
れ
ば
一

碧
連
天
の
日
本
海
に
接
せ
り
、
雄
嶋･

中
嶋･

平
嶋
、
其
の
他
の
島
嶼
は
点
々
指
顧
（
し

こ
）
の
間
に
散
在
し
、
福
富
の
岬
角
は
蜿
蜒
蟠
□(

里

)

、
海
に
没
れ
り
、
真
に
是
絶

い

ｶ

好
絶
美
の
活
画
に
し
て
、
我
も
亦
恍
惚
画
中
の
人
た
る
感
な
き
能
わ
ず
、

貝
原

好
古

(

益
軒
の
甥)

の

和
爾
雅

日
本
国
名
所
長
門
国
の
部
に

亀
頭

、

（
よ
し
ふ
る
）

（
わ
じ
が
）

か
め
の
く
び

、

、

、

と
あ
る
は

神
山
の
西
方
岬
脚
の
延
て

十
二
景
中
の
雄
嶋
を
相
望
め
ら
る
勝
景
な
り

遠
く
こ
れ
を
望
め
ば
神
山
本
岳
を
首
甲
と
な
る
一
大
亀
の
江
に
飲
む
が
如
き
観
あ
る
よ

り
、
其
の
頸
部
を
指
し
て
此
の
如
く
は
号
け
た
る
も
の
な
り
、

本
湾
雄
大
の
風
光
に
接
触
せ
ん
と
す
る
者
は
、
必
ず
此
の
地
点
を
選
ば
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
、
故
に
藩
政
時
代
に
於
て
は
、
此
の
地
点
に
臨
め
る
突
角
を
ば
、
領
主
益
田

家
の
避
暑
地
と
定
め
た
り
し
を
以
て
御
納
涼
の
鼻
の
称
あ
り
、

お
す
ず
み

然
し
て
此
の
突
角
地
区
の
一
隅
に
荒
神
堂
な
る
古
神
祠
在
り
、
是
に
贈
正
一
位
柿
本

朝
臣
人
麿
卿
を
祀
れ
る
社
な
り
け
る
、
此
の
卿
を
荒
神
と
誤
れ
る
原
因
は
、
足
利
氏
の

末
期
な
ら
ん
と
言
う
説
あ
る
が
、
何
人
の
言
い
発
け
ん
、｢

我
が
宿
の
か
き
の
本
（
柿

本
）
ま
で
焼
け
来
と
も
明
し
（
明
石
）
と
言
は
ば
、
や
が
て
ひ
と
ま
ろ
（
人
麿

」
の

）

神
詠
あ
り
、
此
の
歌
を
記
き
て
門
戸
若
し
く
は
梁
柱
等
に
貼
り
置
け
ば
防
火
の
呪
い
な

り
と
い
う
宣
伝
の
あ
り
し
を
以
て
、
播
磨
国
明
石
な
る
柿
本
神
社
を
火
災
消
除
の
霊
験

あ
り
と
な
せ
し
よ
り
、

火
神
迦
具
土
神

の
俗
称
荒
神
と
混
同
し
、
昨
日
の
柿
本

（
ほ
の
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
）

神
社
は
今
日
の
荒
神
堂
と
祀
れ
る
例
も
亦
尠
か
ら
ざ
り
し
由
に
て
、
東
京
神
田
明
神
社

地
内
の
摂
社
に
も
人
麿
卿
を
祀
れ
る
縁
起
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
荒
神
と
唱
え
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た
り
し
を
、
明
治
維
新
後

本
居
豊
穎

翁
の
社
司
た
り
し
時
に
、
其
の
誤
謬
を

（
も
と
お
り
と
よ
か
い
）

糺
し
て
人
麿
社
を
復
旧
せ
ら
れ
し
が
、
東
京
市
街
は
殊
に
火
災
多
き
地
な
れ
ば
、
防
火

の
霊
験
を
表
示
せ
る
火
神
、
即
ち
荒
神
社
に
復
し
た
き
信
者
多
数
の
希
望
あ
る
に
任
せ

て
、
明
治
四
十
二･
三
年
頃
よ
り
は
こ
れ
を
黙
許
せ
る
方
針
な
り
し
よ
り
、
今
は
殆
ど

人
麿
卿
た
る
を
忘
れ
た
る
も
の
の
如
く
な
り
し
な
ど
の
事
実
は
、
畏
友
逸
見
仲
三
郎
氏

い
ゆ
う

よ
り
聞
き
得
て
適
切
な
る
証
拠
な
れ
ば
、
此
の
地
な
る
荒
神
堂
即
ち
柿
本
神
社
な
り
し

事
は
疑
う
余
地
無
し
、

貞
享
五
年(

一
六
八
八)

、
益
田
家
よ
り
建
立
せ
ら
れ
し
由
の
伝
あ
る
は
、
此
の
卿
の

遺
跡
た
る
伝
説
に
伴
い
、
聖
石
近
く
一
祠
宇
を
設
け
て
祭
り
来
る
は
、
信
仰
習
俗
の
規

模
を
一
層
拡
張
せ
し
め
ん
と
し
て
、
社
殿
を
造
営
せ
し
め
し
に
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
石

見
国
在
城
当
時
に
於
て
、
高
角
村
鎮
座
柿
本
神
社
に
社
領
弐
拾
石{

内
弐
石
祢
宜}

の
寄

付
あ
り
、
又
萩
堀
内
本
邸
に
於
て
も
鎮
守
祠
の
列
に
加
れ
、
此
の
卿
の
縁
日
を
以
て
其

い

の
神
像
の
軸
を
揚
げ
、
柿
葉
盛
の
神
饌
七
十
五
膳
の
略
奠
あ
り
し
由
な
れ
ば
、
益
田
家

歴
代
の
信
仰
厚
か
り
し
を
知
る
べ
し
、

又
神
社
の
境
内
に
大
歳
神
祠
あ
り
し
が
、
其
の
祭
神
は
須
佐
之
男
命
の
御
子
大
年
御

祖
神
に
は
非
る
べ
し
、
石
州
覚
書{

宝
暦
三
年(

一
七
五
三)

酉
十
月
の
奥
書
あ
り}
に
、

｢

東
仙
道
八
幡
之
社
に
於
て
、
益
田
家
之
御
先
祖
様
御
年
祭
仰
せ
付
け
ら
れ
来
た
る
の

由
に
て
、
今
以
て
十
二
月
十
九
日
古
例
の
通
り
祭
祀
相
調
え
申
す
の
由
に
御
座
候
、
御

、

、

、

先
祖
様
方
御
歳
暮
御
願
文
等
こ
れ
有
り
云
々

付
り

大
歳
大
福
大
明
神
を
祭
候
事｣

と
あ
り{

祈
願
文
は
五
穀
成
就
、
益
田
家
武
運
長
久
の
意
味
な
り
し
と
他
書
に
見
え
た

り
、慶

長
七
年(

一
六
〇
二)

八
月
、
大
久
保
石
見
守
長
安
の
記
せ
る
石
別･

寺
社
石
付
立

に
載
せ
た
る
も
の
三
百
五
十
五
筆
に
し
て
、
其
の
中
、

安
濃

郡

川
合

村
一
の

（
あ
ん
の
）

（
か
わ
い
）

宮
の
二
百
八
十
五
石
九
斗
を
第
一
位
と
し
て
、
邇
摩
郡

大
家

本
村
の
伊
勢
領
、
同

（
お
お
え
）

郡
佐
戸
村
の
春
日
領
、
同
郡

白
坏

村
の
大
安
寺
領
等
の
各
百
石
あ
り
て
、
其
の

（
し
ろ
つ
き
）

次
は
同
郡
佐
戸
村
の
大
歳
明
神
領
の
六
十
石
な
り
、
然
れ
ど
も
其
の
五
筆
の
内
、
伊
勢

春
日
大
安
寺
領
等
は
石
見
守
支
配
時
代
と
な
り
て
、
新
た
に
寄
付
せ
し
社
寺
領
な
る
由

な
れ
ば
、
其
の
以
前
に
於
け
る
大
歳
明
神
領
は
実
に
同
国
一
の
宮
に
次
げ
る
第
二
位
の

石
高
な
り
、
以
て
益
田
家
の
崇
敬
厚
か
り
し
霊
社
大
歳
大
福
大
明
神
な
り
し
事
を
知
る

べ
し
、
須
佐
之
男
命
の
御
子

大
歳
神

を
祀
れ
る
は
、

神
名
式

石
見
国

（
お
お
と
し
が
み
）

（
じ
ん
み
ょ
う
し
き
）

那
賀
郡
十
一
座
の
中
に
在
り
て
、
寺
社
石
付
立
に
同
郡
仙
田
村
大
歳
大
明
神
四
斗
と
あ

る
は
、
此
の
神
社
な
ら
ん
か}

、

益
田
家
須
佐
移
住
の
後
、
石
州
よ
り
祖
先
の
墳
墓
を
移
し
｛
今

古

御
塔
と
い
う

、
｝

ふ
る

、

、

尚
新
墓
地
を
も
選
定
せ
ら
れ
し
が

孰
れ
も
柿
本
神
社
に
接
続
せ
る
地
区
な
る
を
以
て

石
州
東
仙
道
八
幡
宮
に
て
祖
先
の
年
祭
を
な
し
た
り
し
例
に
倣
い
、
柿
本
神
社
の
斎
場

を
借
り
て
其
の
式
典
を
継
続
せ
し
縁
由
を
以
て
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
本
社
造
営

の
時
に
あ
た
り
、
益
田
家
の
祖
霊
大
歳
大
福
大
明
神
を
摂
社
と
し
て
創
立
せ
ら
れ
た
れ

ば
、
夫
れ
よ
り
以
来
享
保
年
間
迄
も
本
社
は
益
田
家
の
祈
願
所
と
な
り
た
り
し
も
の
な

る
べ
し
｛
浦
庄
屋
旧
記
に
御
領
主
御
祈
願
所
と
在
り

、
｝

其
の
後
益
田
家
の
財
政
困
難
に
し
て
、
社
寺
の
修
繕
等
も
不
如
意
の
時
に
際
し
、
建

立
後
百
六
拾
余
年
の
星
霜
を
歴
て
、
地
勢
の
関
係
、
風
雨
の
被
害
の
た
め
社
殿
の
破
損

甚
だ
し
き
を
以
て

修
理

を
免
か
る
る
能
わ
ず
し
て
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二

、
浦

[
]

）

、

、

西
区
を
中
心
と
す
る
多
数
信
徒
の
寄
付
金
を
募
集
し
て

改
築
竣
工
せ
し
縁
故
に
拠
り

自
然
浦
区
の
奉
祀
に
移
り
し
か
ば
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
本
県
神
社
整
理
の
厳

達
の
下
に
社
殿
を
解
除
し
て
、
浦
恵
比
須
社
に
合
祀
す
る
の
止
む
を
得
ざ
る
に
至
り
し

は
、

慨
嘆

せ
ざ
る
べ
け
ん
や
、

が
い
た
ん
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上
述
の
如
く
、
我
が
須
佐
の
入
江
は
人
麿
卿
の
遺
蹟
た
る
由
来
を
以
て
惟
え
ば
、
本

、

、

朝
の
歌
聖
た
る
卿
に
し
て

其
の
風
光
絶
佳
の
勝
地
を
軽
々
看
過
し
去
ら
る
べ
け
ん
や

、

、

、

、

親
し
く
眼
に
触
る
る
処
の
景
物
に
寄
せ
て

詩
思
動
き

感
興
湧
き

天
性
得
意
な
る

金
玉
の
声
に
う
ち

発

ら
れ
し
は
更
な
り
、
こ
れ
を
帝
都
に
紹
介
せ
ら
れ
し
は
想
像
に

い
で

難
か
ら
ざ
る
な
り
、

今
其
の
吟
詠
の
伝
わ
ら
ざ
る
も
多
か
る
べ
け
れ
ど
、
上
に
出
せ
る
須
佐
の
入
江
の
二

首
は
、
卿
の
遺
詠
に
は
非
ざ
る
か
｛｢

我
を
待
つ
児
等
は
唯
一
人
の
み｣

と
い
い｢

あ
な

息
づ
か
し
見
ず
久
に
し
て｣

、
と

諷

え
る
な
ど
、
今
僅
か
に
半
日
程
を
余
せ
る
帰

（
う
た
）

郷
途
上
の
所
感
と
し
て
再
読
三
読
せ
ば
、
誰
か
同
情
無
か
ら
ん
や

、
仮
令
其
の
遺
詠

｝

な
ら
ざ
る
と
も
、
卿
の
紹
介
を
以
て
始
め
て
詩
料
た
り
し
な
る
べ
し
、

続
古
今
集
以
後
、
須
佐
の
入
江
を
詠
め
る
歌
の
数
多
な
る
も
、
歌
人
は
居
な
が
ら
名

所
を
知
る
の
諺
に
洩
れ
ず
、
其
の
所
在
す
ら
不
明
の
ま
ま
に
歌
枕
と
な
れ
る
例
あ
る
を

、

、

以
て

各
種
景
物
の
如
き
一
々
証
明
す
べ
き
ほ
ど
の
価
値
無
き
は
言
う
迄
も
無
け
れ
ど

当
湾
内
に
於
て
、
其
の
景
物
の
面
影
を
だ
に
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
僅
か
に
菖
蒲
の

一
種
な
り
、
然
れ
ど
野
生
菖
蒲
の
水
浜
に
蕃
（
繁
）
殖
す
る
な
ど
は
、
人
煙
稀
少
な
り

し
未
開
時
代
の
光
景
に
し
て
、
現
今
、
保
護
者
無
き
山
水
の
景
物
を
し
て
見
る
べ
き
地

は
恐
ら
く
在
ら
ざ
る
べ
し
、

江
湖

（
世
の
中
）
の
詩
人
文
士
等
よ
、

真

須
佐
の
入
江
た
る
考
証
を
肯
諾

（
こ
う
こ
）

（
ま
こ
と
）

し
給
わ
ば
、
我
が
須
佐
湾
の
山
水
木
石
は
忽
ち
蘇
生
の
思
い
を
な
し
て
、
其
の
恩
沢
を

永
遠
に
感
謝
す
べ
し

完


