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江
口
知
秀

神
に
な
っ
た
竹
富
島
の
偉
人

西に
し

塘と
う

御う
た
き嶽

の
碑

一
八
四
六
年
の
こ
と
。
竹
富
島
で
は
、
害
虫
が
発
生
し
て
作

物
が
食
い
尽
く
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
神
事
を
司
っ
た
老
人
が

神
が
か
り
し
て
、
西
塘
の
使
い
を
名
乗
り
、
害
虫
駆
除
の
祈

願
祭
を
求
め
た
と
い
う
。
災
い
を
鎮
め
る
た
め
に
祀
り
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、
祟
り
神
に
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
く
わ
え
て
一

族
が
悲
運
の
最
後
を
遂
げ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

政
争
に
敗
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
後
の

生
涯
は
、
幸
福
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

塘
は
将
軍
に
連
れ
ら
れ
て
、
沖
縄
本
島
の
首
里
へ
と
上
り
、

琉
球
国
の
宰
相
の
下
で
奉
公
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
西
塘
は
、

よ
く
仕
え
、
よ
く
学
び
、
一
五
一
九
年
に
は
首
里
城
近
く
の

園す

ぬ

ひ

ゃ

比
屋
武ん

御う
た
き嶽
石
門
の
建
設
を
任
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
伝
説
に
よ
れ
ば
王
が
臣
下
の
屋
敷
へ
向
か
う
途
中
、
こ
の

御
嶽
の
前
で
一
人
の
老
翁
が
現
れ
、
逆
心
を
抱
く
者
が
い
る

と
神
託
を
く
だ
し
た
。
果
た
し
て
、
訪
ね
よ
う
と
し
た
臣
下

の
企
み
が
露
見
し
、
難
を
逃
れ
た
王
は
、
外
出
の
際
に
は
必

ず
こ
の
御
嶽
を
拝
礼
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う

に
重
要
な
御
嶽
の
石
門
を
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
西

塘
の
石
造
技
術
は
、
よ
ほ
ど
巧
み
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
彼
が

い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
学
ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
石
門
を
建
設
し
た
後
、
西
塘
は
長
年
に
わ
た
る
忠
勤
を
認

め
ら
れ
、
一
五
二
四
年
に
竹
富
島
へ
の
帰
郷
を
許
さ
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
石
垣
島
を
は
じ
め
と
す
る
八
重
山
諸
島
の
行

政
を
司
る
武た

け

富と
み

大お
お

首し
ゅ

里り

大お
お

屋や

子こ

に
任
じ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、

竹
富
島
で
は
、
西
塘
は
首
里
城
の
城
壁
を
も
建
設
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
一
五
四
四
年

か
ら
四
六
年
の
城
壁
拡
張
工
事
に
関
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
る

と
し
て
、
帰
郷
は
一
五
四
六
年
以
後
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
塘
は
竹
富
島
の
偉
人
だ
か
ら
、
神
に
な
っ

た
の
か
と
思
い
き
や
、
祟
り
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
よ
う
な
ふ

し
が
あ
る
。
西
塘
存
命
の
時
代
か
ら
、
は
る
か
に
降
っ
た

石
垣
島
の
離
島
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
、
高
速
フ
ェ
リ

ー
に
乗
る
と
一
五
分
ほ
ど
で
着
い
て
し
ま
う
。
人
口
約
三
五

○
人
の
集
落
は
、
島
の
中
央
に
集
中
し
て
お
り
、
家
の
ほ
と

ん
ど
は
赤
い
琉
球
瓦
の
寄
棟
造
り
で
、
サ
ン
ゴ
石
灰
岩
の
石

塀
で
か
こ
ま
れ
、
道
路
に
敷
き
つ
め
ら
れ
た
白
い
サ
ン
ゴ
砂

は
青
空
に
よ
く
映
え
て
美
し
い
。
こ
の
集
落
は
、
沖
縄
の
古

き
景
観
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
に
指
定
さ
れ
、
サ
ン
ゴ
礁
の
白
い
砂
浜
と
青
い
海
と

と
も
に
島
の
貴
重
な
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

　
集
落
内
は
観
光
用
の
水
牛
車
が
巡
行
し
て
お
り
、
の
っ
そ

り
の
っ
そ
り
通
り
過
ぎ
る
の
を
や
り
過
し
つ
つ
歩
い
て
い
る

と
、
公
民
館
の
前
に
御う

た
き嶽
（
沖
縄
に
お
け
る
聖
域
で
、
神
が

宿
る
、
ま
た
は
来
訪
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
場
所
を
い

う
）
が
あ
っ
た
。
竹
富
島
の
御
嶽
は
、
う
っ
そ
う
と
し
た
樹

木
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
が
多
い
が
、
こ
の
御
嶽
は
島
の
家
屋

と
同
じ
琉
球
瓦
の
お
社
な
の
で
、
言
葉
が
通
じ
る
神
様
が
祀

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
っ
た
が
、
案
の
定
、
坐
す
神

は
西に

し

塘と
う

と
い
う
竹
富
島
の
偉
人
だ
っ
た
。

　
西
暦
一
五
〇
〇
年
、
石
垣
島
を
拠
点
に
勃
発
し
た
反
乱
を

鎮
め
る
た
め
に
、
琉
球
王
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
将
軍
が
、
竹

富
島
で
西
塘
と
い
う
一
人
の
聡
明
な
若
者
を
見
出
し
た
。
西

垣
島
の
南
西
六
㌔
㍍
に
あ
る
竹た

け

富と
み

島じ
ま

は
、
隆
起
サ
ン

ゴ
礁
で
出
来
た
周
囲
九
㌔
㍍
の
小
さ
く
平
ら
な
島
だ
。
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