
さ
れ
て
い
ま
す
｡

-
ご
回
答

引
用
の
五
-

お
す

な

ぼ
り

五
､
｢
御

洲

掘

｣

と
今
に
伝
わ
る
信
仰

前
号
に
も
記
載
し
ま
し
た
白
馬

(神
馬
)
は
､
平
成
十

六
年
に
は
山
口
方
面
か
ら
選
ば
れ
て
､
御
陵
衣
祭
の
時
に
､

邪
気
を
飯
い
道
を
浄
め
る
役
を
つ
と
め
た
の
で
す
が
､
以

前
に
は
､
こ
の

｢神
馬
｣
が
神
様
の
依
代
で
あ
る
榊
を
背

負

っ
て
､
地
御
前
の
家
々
や
田
畑
を
巡

っ
た
の
だ
そ
う
で

す
｡社

務
所
の
方
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
､
こ
の
点
に
着
目
さ

れ
て

｢
悪
し
き
水
､
荒
き
風
｣
を
も
た
ら
す
悪
霊
を
鎮
め

敵
う

｢
御
霊
会
｣
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
｡
と
い

う
説
で
す
｡

｢白
馬
｣
の
巡
行
と
い
う
の
は
､
限
ら
れ
た
地
域
で
す

か
ら
､
巡
行

の
な
い
地
域

で
は
'
如
何
だ

っ
た
か
｡

お
す
なぽ
り

｢
御

洲

掘

と
い
う
の
を
､
管
絃
祭
に
関
わ

っ
て
知

っ
て
お

い
で
に
な
る
方
や
､
ま
た
､
旧
佐
伯
郡
沿
岸
部
の
地
域
に

し
ゅん
せつ

お
住
ま
い
の
方
で
､
凌

藻

(さ
ら
う
)
作
業
を
経
験
さ
れ

た
方
も
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
｡
｢特
集
厳
島
信
仰
｣
(
｢悠

久
｣
Na
68
に
前
権
宮
司
野
坂
元
臣
民
が
お
書
き
に
な

っ
た

厳
島
神
社
管
絃
祭
の
中
に

｢御
洲
掘
｣
の
一
節
が
あ
る
と
､

ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

｢御
洲
掘
｣
は
､
陰
暦
六
月
十

一
日
｡
御
池
と
い
わ
れ

る
大
鳥
居
の
内
の
管
絃
船
通
御
の
道
筋
が
､
潮
流
に
よ
っ

て
寄
せ
ら
れ
る
砂
が
埋
ま
る
の
で
'
旧
佐
伯
郡
沿
岸
の
各

地
域
の
人
々
が
出
て
､
凌
諜

(し
ゅ
ん
せ
つ
)
す
る
の
で

あ
る
｡
早
朝
か
ら
始
め
ら
れ
た
洲
掘
を
終
え
た
地
区
か
ら

手
足
を
洗

っ
て
神
前
に
進
み
､
家
内
安
全

･
家
業
繁
栄
の

御
祈
祷
を
受
け
､
榊
の
小
枝
と
神
札
が
授
与
さ
れ
る
｡

こ
の
榊
の
小
枝
は
'
田
の
畔
に
立
て
る
と
害
虫
除
け
に

な
る
と
の
信
仰
が
あ
る
｡

-
ご
回
答

引
用
の
六
-

右
の

｢御
洲
掘
｣
に
つ
い
て
､
榊
の
小
枝
を
田
の
畔
に

立
て
る
と
'
害
虫
除
け
に
な
る
と
い
う
信
仰
は
､
現
在
で

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
そ
う
で
､
祝
詞
の
中
に

｢悪
し
き

水
､
荒
き
風
｣
を
も
た
ら
す
悪
霊
を
鎮
め
政
う
と
い
う
内

容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
｡と

こ
ろ
が
､
地
御
前
の
人
々
は
､
厳
島
の
大
鳥
居
の
内

の

｢御
洲
掘
｣
に
は
参
加
さ
れ
な
い
と
の
こ
と
で
､
地
御

前
神
社
前
の

｢御
洲
掘
｣
は
､
宮
内
地
区
の
方
々
と
共
に

さ
れ
る

(管
絃
祭
の
二
日
前
)
の
だ
そ
う
で
す
｡

こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
､
昨
年
七
月
五
日
(月
)に
宮

島
の
中
央
公
民
館
に
て
'
毎
月
第

一
月
曜
の
夕
方
七
時
か

ら
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
歴
史
講
座

｢宮
島
ル
ネ
サ
ン
ス
｣

に
参
加
し
て
'
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

そ
の
日
の
テ
ー
マ
が

｢管
絃
祭
｣
に
つ
い
て
の
講
話
で
､

講
師
の
岡
崎

環
先
生
か
ら
'
興
味
深
い
お
話
し
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

(｢御
洲
掘
｣
は
'
旧
暦
六
月
十

一
日
に
行
わ
れ
'
己
斐

か
ら
､
大
竹
ま
で
の
沿
岸
の
人
達
が
参
加
し
､
社
殿
周
辺

か
ら
大
鳥
居
ま
で
の
凌
諜
作
業
を
行

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､

そ
の
日
は
､
地
御
前
の
人
達
は
参
加
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
や
､
旧
暦
六
月
十
五
日
に
地
御
前
神
社
の

｢御
洲
掘
｣

が
行
わ
れ
る
)
と
い
う
内
容
で
､
機
会
が
あ

っ
た
ら
こ
れ

等
の
様
子
を
見
て
お
-
と
参
考
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
｡同

じ
く
､
厳
島
神
社
の
社
務
所
の
方
か
ら
い
た
だ
い
た

記
述
に
よ
り
ま
す
と

(地
御
前
神
社
前
の

｢御
洲
掘
｣
を

宮
内
地
区
の
方
と
共
に
さ
れ
ま
す
が
'
そ
の
時
に
は
'

｢
害
虫
除
け
｣
の
榊
は
配
ら
れ
な
い
の
で
す
｡
何
故
な
ら
､

既
に
地
御
前
神
社
祭
に
よ

っ
て

｢
御
霊
会
｣
(悪
霊
の
鎮

め
敵
い
)
が
済
ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
-

と
､
推
論
す
る
の
で
す
｡
)
と
､
学
術
的
な
根
拠
と
な
る

文
献
等
の
資
料
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

お
ら
れ
ま
す
｡

以
上
の
こ
と
が
ら
か
ら

｢地
御
前
神
社
祭
｣
は
､
俗
称

と
し
て

｢御
陵
衣
祭
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
そ
の
原
点

は

｢御
霊
会
｣
か
ら
来
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
し
'

改
め
て
祭
礼
の
意
味
を
敬
度
な
気
持
ち
で
受
け
と
め
た
い

と
､
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
｡

六
､
祭
は
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
｡

｢御
陵
衣
祭
｣
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
｡
と
い
う
問
い
に
対
し
ま
し
て
､
先
ず
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
､
厳
島
神
社
を
内
宮
と
し
､
地
御
前
神
社
を
外
宮

(建
物
の
数
は
約
二
分
の

1
､
間
数
で
は
約
四
分
の

一
で
､

内
宮
に
比
べ
て
小
規
模
)
と
し
て
造
営
さ
れ
た
の
は
､
六

条
天
皇
の
仁
安
年
間

(
二

六
六

-
1
一
六
八
年
)
の
こ

ろ
に
潮
り
'
平
清
盛
の
熱
烈
な
保
護
に
支
え
ら
れ
た
こ
ろ

が
､
最
も
華
や
か
な
時
代
だ

っ
た
<
中
線
/
-
/

>

と
'
廿
日
市
の
歴
史
探
訪
(
こ
の
中
に
'
石
田
米
孝
先
生

が
記
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
､
そ
の
造
営
と
共
に
､
き

っ

と
地
御
前
神
社
祭
は
行
わ
れ
て
来
た
に
違
い
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
｡

名
称
と
し
て
は
'
地
の
御
前
と
い
う
社

(今
川
了
俊
著

｢
道
ゆ
き
ぶ
り
｣

二
二
七

一
年
)
即
ち
地
御
前
社
の
文
字

が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
以
前
さ
-
ら
お
百
二
十
号
に

書
き
ま
し
た
が
､
平
家
が
滅
亡
し
た
後
に
も

(
一
説
に
は
､

さ
く
ら
お

ち
か
ざ
ね

承
久
の
頃
､
佐
伯
郡
廿
日
市
横

尾

の
城
主

藤
原
親

実

､

厳
島
の
奉
紀
を
兼
ね
た
り
し
に
､
風
波
の
と
き
渡
海
な
ら

ざ
る
が
故
に
､
社
を
建
て
'
祭
礼
を
行
ひ
し
と
も
い
う
｡
)


