
こ
と
を
、
総
称
的
に
「
松
江
に
行
く
」
と
称
し
て
、
自
ら
の
世
界
と
距
離
を
置
い
て
い
た
。
ま
た
、
意
識
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
農

村
部
と
漁
村
部
も
お
互
い
を
異
世
界
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
松
江
市
中
部
や
南
部
の
農
村
で
は
、
島
根
半
島
の
漁
村
地
帯

を
指
し
て
ウ
ラ
（
浦
）
と
呼
び
、
逆
に
島
根
半
島
の
人
た
ち
は
、
農
村
部
を
ジ
カ
タ
（
地
方
）
と
呼
ん
で
、
お
互
い
を
意
識
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
芦
浜
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
講
武
の
農
村
地
帯
は
既
に
ジ
カ
タ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

第
一
節　

松
江
市
域
の
ム
ラ

一　

ム
ラ
の
変
遷

村
と
ム
ラ

農
、
漁
村
部
に
限
れ
ば
、
民
俗
の
伝
承
母
体
と
な
っ
て
き
た
の
が
村
で
あ
る
。「
○
○
地
方
の
民
俗
」
と
称
し
て

み
て
も
、
畢ひ

っ

竟き
ょ
うそ

れ
ら
は
、
村
を
単
位
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
の
総
体
で
あ
る
。
他
方
で
村
は
、
人
々
の

生
活
の
場
で
も
あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
広
く
拡
散
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
村
は
人
々
の

唯
一
の
生
活
の
場
で
あ
り
、
ま
た
、
一
つ
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
を
成
し
て
い
た
。
時
に
は
運
命
共
同
体
で
も
あ
っ
た
。
日
々
の
生
活

を
営
む
中
で
人
々
は
、
村
の
中
で
互
い
に
様
々
な
社
会
関
係
を
結
び
合
い
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の

機
構
も
工
夫
し
て
き
た
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
共
同
体
と
し
て
の
村
を
表
記
す
る
の
に
片
仮
名
の
ム
ラ
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、

例
え
ば
八
雲
村
や
玉
湯
村
の
よ
う
な「
○
○
村
」と
い
う
時
の
村
は
、行
政
単
位
を
指
す
語
で
も
あ
り
、混
乱
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

第一節　松江市域のムラ
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社
会
学
で
は
こ
の
ム
ラ
を
記
述
す
る
の
に
村
落
と
い
う
語
を
充あ

て
て
い
る
の
で
、
本
書
で
も

こ
の
用
法
は
踏
襲
し
た
い
。
他
方
、
地
理
学
で
主
と
し
て
用
い
る
集
落
の
語
は
、
家
屋
の
集

合
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
可
視
的
で
形
態
的
な
存
在
と
し
て
村
落
を
把
握
し
て
お
り
、
必
ず

し
も
生
活
共
同
体
す
な
わ
ち
ム
ラ
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ム
ラ
が
複
数
の
集
落
か
ら

形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
旧
島
根
町
大
芦
海み

鳥ど
り

の
阿
弥
陀
堂
に
残
さ
れ
て
い
る
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）

の
双
盤
に
は
、「
嶋
根
郡
大
芦
浦
海
鳥
村

4

4

4

若
者
寄
進
」
の
銘
が
あ
る
。
藩
政
期
に
お
い
て
は
、

海
鳥
も
村
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
江
市
域
で
は
全
般
的
に
ム
ラ
は
ジ

ゲ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
と
に
秋
鹿
か
ら
美
保
関
に
至
る
島
根
半
島
地
帯
で
は
、
現
在
で
も
自
ら
の
ム
ラ
を
指
し
て
ジ
ゲ
と
称
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

藩
政
村
と

ム

ラ

今
日
の
ム
ラ
の
原
型
は
、
歴
史
的
に
は
徳
川
期
の
藩
政
村
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
時
代
の
初
期
、
検

地
の
単
位
と
し
て
村
切
り
が
実
施
さ
れ
、
年
貢
村
請
制
の
結
果
、
村
に
貢
納
の
連
帯
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
藩
政
村
は
ほ
ぼ
生
活
共
同
体
に
一
致
す
る
規
模
の
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
松
江
藩
で
は
、
複

数
の
ム
ラ
（
村
落
）
を
統
括
さ
せ
る
と
い
う
形
で
藩
政
村
が
広
域
的
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
極
端
な
例
は
熊
野
村
で
、
こ
こ
で
は
藩

政
村
が
一
一
の
村
落
を
含
ん
で
成
立
し
て
い
た
。
全
国
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
模
の
大
き
な
藩
政
村
は
、
集
落
的
に
は
疎
塊

村
、
散
村
の
多
い
地
域
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
る
。

　

表
１
─

１
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
大
規
模
村
は
大
庭
村
、
東
・
西
忌
部
村
、
大
谷
村
等
、
南
部
農
村
部
に
広
く
見
ら
れ
る

写真1−1　阿弥陀堂の双盤
（島根町大芦海鳥　平成23年）
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