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私
た
ち
は
毎
日
、
食
べ
物
や
飲

み
物
、
薬
品
な
ど
に
つ
い
て
、
テ

レ
ビ
や
新
聞
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ

な
情
報
を
通
し
て
、
栄
養
に
つ
い

て
の
知
識
を
得
て
そ
の
大
切
さ

を
知
り
、
栄
養
を
取
り
、
健
康
的

な
生
活
を
送
り
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
毎
日
が
健
康
で
い
た
い
の

は
、
万
人
共
通
の
願
い
で
す
。

　

こ
の
栄
養
を
、
科
学
的
な
研
究

に
も
と
づ
く
学
問
と
し
て
打
ち

立
て
た
の
が
佐
伯
矩

た
だ
す

博
士
で
す
。

そ
し
て
、
今
や
佐
伯
博
士
は
、
わ

が
国
の
栄
養
学
の
創
始
者
と
し
て

日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
的
に
知
ら

れ
て
い
る
人
な
の
で
す
。

　

１
８
７
６
年（
明
治
９
年
）
に
生

ま
れ
た
佐
伯
博
士
は
幼
少
年
時
、

両
親
と
と
も
に
旧
北
山
崎
村
本
郡

に
移
り
住
ん
で
き
ま
し
た
。
父
は

医
者
と
し
て
、
村
民
を
は
じ
め
多

く
の
人
々
の
治
療
に
あ
た
り
ま
し

た
。
こ
の
父
と
慈
愛
深
い
母
に
育

て
ら
れ
、
や
が
て
地
元
の
鹿
島
小

学
校―
桂
小
学
校（
北
山
崎
小
学

校
の
前
身
）―

郡
中
高
等
小
学
校

（
米
湊
）―
松
山
中
学
校―

第
三

高
等
学
校（
現
岡
山
大
学
）―

京

都
帝
国
大
学
医
学
部
と
歩
み
ま
し

た
。
そ
の
後
、
医
学
の
殿
堂
、
北

里
研
究
所
で
細
菌
学
等
に
つ
い
て

研
究
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
研
究
員

で
あ
っ
た
野
口
英
世
博
士
と
親
交

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

佐
伯
博
士
の
い
く
つ
か
の
業

績
の
一
つ
に
、
社
会
へ
の
進
出
と

実
践
が
あ
り
ま
す
。
決
し
て
象
牙

の
塔
に
閉
じ
こ
も
る
学
者
で
は
な

く
、
常
に
実
社
会
に
進
出
し
、
震

災
に
よ
る
被
災
者
、
北
海
道
・
東

北
な
ど
凶
作
地
の
人
々
へ
の
救

済
、
多
く
の
恵
ま
れ
な
い
幼
少
年

者
に
対
す
る
給
食
活
動
、
そ
の
他

多
く
の
貧
困
者
に
は
常
に
温
か
い

手
を
差
し
伸
べ
、
栄
養
分
の
普
及

に
よ
っ
て
健
康
増
進
を
図
っ
て
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
栄
養
に
つ
い
て
の
関
心

栄　

養

日
下
部 

正
盛

▲

佐
伯
矩
た
だ
す

博
士

（
県
立
松
山
東
高
等
学
校
発
行「
い
の
ち
ま
た
燃

え
た
り
」
よ
り
）

名
の

由
来
に
つ
い
て

語
る

特 集

私
た
ち
が
住
む
こ
の
伊
予
市
に
は
、
こ
の
地
が
発
祥
で
は――

と
考
え
ら
れ
る
、

深
い
係
わ
り
を
持
つ
名
前
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

「
栄
養
」
と
「
伊
予
」。
ど
ち
ら
も
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
名
称
。

こ
の
２
つ
の
名
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
研
究
し
て
き
た
２
人
に
、

名
の
由
来
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

１
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と
普
及
に
努
め
、
国
内
外
に
お
い

て
ラ
ジ
オ
放
送
を
は
じ
め
、
各
地

で
の
講
演
や
栄
養
食
の
実
地
指

導
を
行
い
、
人
々
に
恩
恵
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
欧
米

諸
国
へ
の
栄
養
指
導
、
１
９
２
１

年（
大
正
１０
年
）
に
は
東
京
に
世

界
初
の
国
立
栄
養
研
究
所
を
設

立
し
、
所
長
と
し
て
研
究
指
導
に

当
た
り
ま
し
た
。
な
お
、
所
員
の

中
に
は
植
物
学
者
牧
野
富
太
郎

も
い
て
、
救き

ゅ
う
こ
う
荒
植
物
の
研
究
に
あ

た
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
さ
ら

に
、
１
９
２
４
年（
大
正
１３
年
）
に

は
佐
伯
栄
養
学
校
を
創
立
し
、
多

く
の
栄
養
士
を
育
成
し
て
世
に
送

り
出
し
ま
し
た
。

　

当
時
、
国
民
病
と
も
い
わ
れ
る

「
脚か

っ

け気
」「
結
核
」
な
ど
に
よ
っ
て
多

く
の
若
者
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と

が
、
佐
伯
博
士
が
研
究
を
始
め
る

き
っ
か
け
と
な
り
、
こ
れ
を
救
う

に
は
栄
養
学
の
研
究
以
外
に
は
な

い
と
の
信
念
を
持
っ
て
、
結
核
撲

滅
、
ビ
タ
ミ
ン
類
の
摂
取
な
ど
の

必
要
性
を
訴
え
、
そ
の
普
及
に
尽

力
し
ま
し
た
。

　

こ
の
佐
伯
博
士
と
深
い
係
わ
り

を
持
つ
「
栄
養
」
と
い
う
語
は
、

伊
予
市
に
も
深
い
係
わ
り
を
持
つ

こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

も
そ
も
「
栄
養
」
は
以
前
、「
榮
養
」

「
営
養
」
と
も
書
か
れ
同
義
語
で
、

生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要

な
養
分
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
栄
」

は
健
康
増
進
を
指
し
、「
養
」
は
養

生
・
療
養
の
意
味
で
、
健
康
増
進

に
な
る
源
泉
の
養
分
の
こ
と
な
の

で
す
。

　

な
お
、「
栄
養
」
の
成
語
は
古
く
、

中
国
の
晋

し
ん

（
紀
元
前
６３２
年
〜
紀
元

前
３６９
年
）
の
時
代
に
始
ま
り
、
わ

が
国
で
は
江
戸
時
代
に
杉
田
玄
白

の
『
蘭
学
事こ

と
は
じ
め
始
』、高
野
長
英
の
『
医

学
枢す

う

要
』、貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』

に
も
「
栄
養
」
の
文
字
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
仏
教
上
で
は
、

人
間
の
元
気
と
生
命
へ
の
栄
養
は

給
食
で
あ
り
、
供
養
の
意
味
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
栄
養
」
＝
給
食
＝
供
養
を
一
連
の

字
句
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
寺
院
に
は
、「
養
」
を
寺
号

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
松

山
市
道
後
の
石
手
寺
も
、
元
は
安

養
寺
と
言
い
、
灘
町
に
あ
る
栄
養

寺
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、「
栄
養
」

を
寺
号
と
し
て
使
っ
て
い
る
最
も

古
い
寺
院
で
す
。

　

栄
養
寺
の
住
職
、
高
橋
宏
文
さ

ん
は
「
佐
伯
博
士
が
、
幼
少
よ
り

旧
北
山
崎
村
本
郡
に
住
ん
で
い
た

こ
と
が
あ
り
、
現
在
も
博
士
の
筆

に
よ
る
「
栄
養
」
の
書
が
い
く
つ

か
残
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
「
営

養
」
と
書
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

た
こ
の
語
が
、「
栄
養
」
に
統
一
さ

れ
た
こ
と
へ
の
博
士
の
功
績
は
大

き
く
、
お
そ
ら
く
博
士
の
脳
裏
に

は
、
通
学
途
上
に
あ
っ
た
当
山
の

寺
号
が
焼
き
つ
い
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で

し
ょ
う
。」と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
伊
予
市
文
化
協
会
会
長
門

田
眞
一
さ
ん
も
「
郡
中
灘
町
に
栄

養
寺
と
い
う
珍
し
い
名
の
寺
が
あ

り
、
博
士
の
少
年
時
代
に
親
し
ん

だ
こ
の
寺
号
を
由
縁
と
し
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味

で
、
伊
予
市
は
「
栄
養
」
の
発
祥

地
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
の
推
測
か
ら
、
い
ず
れ
も
妥
当

な
説
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

佐
伯
博
士
は
、
栄
養
学
の
研
究

に
対
す
る
中
傷
・
批
判
に
屈
せ
ず
、

栄
達
を
求
め
ず
不ふ

と

う

ふ

く

つ

撓
不
屈
の
信

念
を
も
っ
て
研
究
に
専
念
、
ま
た
、

愛
郷
心
、
友
情
、
両
親
や
恩
師
へ

の
感
謝
の
念
を
常
に
持
ち
続
け
ま

し
た
。

　

栄
養
学
は
佐
伯
博
士
の
手
に

よ
っ
て
、
８５
年
前
に
日
本
で
生
ま

れ
た
学
問
。
世
界
の
国
々
は
、
佐

伯
博
士
の
学
績
と
指
導
に
倣な

ら

い
、

今
日
の
隆
盛
を
も
た
ら
し
、
今
や

私
た
ち
の
日
常
の
食
生
活
に
密
着

し
て
、
多
大
の
恩
恵
を
与
え
て
い

ま
す
。

　

ま
さ
に
佐
伯
矩
博
士
は
、
健
康

面
に
お
け
る
人
類
の
救
済
者
。
そ

し
て
、
私
た
ち
郷
土
の
大
先
輩
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

▲灘町商店街の一角にある栄養寺。佐伯博士も少年時代によくこの寺の
前を通って松山の学校に通っていたと推測されている。

▲佐伯博士生誕地、西条市にある西条
市医師会臨床検査センターには、功
績を称えた像がある。

名の由来について語る
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伊
予
市
の
「
伊
予
」、
こ
の
地
名

は
、
日
本
最
初
の
歴
史
書
で
あ
る

『
古
事
記
』
に
出
て
き
ま
す
。「
国

生
み
神
話
」
の
部
分
に
、
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ザ
ナ
ミ
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
神
様

は
、
伊
予
の
二
名
の
島
を
生
ん
だ
。

こ
の
島
は
、
身
体
は
１
つ
で
顔
が

４
つ
あ
る
。
顔
ご
と
に
名
前
が
あ

る
。
伊
予
を
愛え

ひ

め

比
売
と
言
い
、
讃

岐
を
飯い

い

よ

り

ひ

こ

依
比
古
と
言
い
、
阿
波
を

大お

お

げ

つ

ひ

め

宜
都
比
売
と
言
い
、
土
佐
を
健た

け

依よ
り
わ
け別
と
言
う
。

　
「
伊
予
の
二
名
の
島
」
と
は
、
四

国
の
こ
と
で
す
。「
二
名
の
島
」
の

前
に
「
伊
予
」
を
冠
し
た
の
は
、

朝
廷
が
四
国
を
統
治
す
る
役
所
を

伊
予
の
国
に
置
い
た
か
ら
で
す
。

　
『
古
事
記
』
に
「
伊
予
を
愛
比
売

と
言
い
」
と
書
か
れ
た
「
伊
予
」、

こ
の
「
伊
予
」
は
ど
こ
が
発
祥
地

な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
由
来
は

何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
松
山
市
に
あ
る

道
後
温
泉
に
そ
の
由
来
を
求
め

た
「
道
後
温
泉
説
」
が
多
く
の
文

献
で
紹
介
さ
れ
、
定
説
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。「
伊
予
」の「
よ
」

は
、温
泉
の
湯ゆ

が
「
よ
」
に
転て

ん

か訛
し
、

発
語
の
「
い
」
を
付
け
て
「
伊
予
」

に
な
っ
た
と
い
う
説
で
す
。
と
こ

ろ
が
こ
の
「
道
後
温
泉
説
」
に
対

し
て
、
古
代
の
地
名
を
研
究
さ
れ

て
い
る
吉
田
茂
樹
氏
が
、
こ
の
説

は
間
違
っ
て
い
る
と
、
次
の
よ
う

な
指
摘
を
し
ま
し
た
。

　
『
延
喜
式
』
と
い
う
古
い
書
物

に
は
、「
伊
予
郡
」
と
「
温
泉
郡
」

の
２
つ
の
郡
名
が
書
か
れ
て
い

る
。「
温
泉
」
が
「
伊
予
」
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
温
泉

郡
」
が
あ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か

な
い
。「
伊
予
」
の
由
来
を
、
道
後

温
泉
に
求
め
る
の
は
間
違
い
で
あ

る
。

　
「
道
後
温
泉
説
」
が
否
定
さ
れ

た
今
日
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な

説
を
模
索
し
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
元
京
都
芸
術

大
学
の
志
賀
剛
教
授
は
、
温
泉
で

は
な
く
湧わ

き
み
ず水
に
そ
の
由
来
を
求
め

た
「
湧
水
説
」
を
提
唱
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

古
代
人
は
、
温
泉
以
外
に
湧
水

も
「
い
ゆ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ

の
湧
水
の
「
い
ゆ
」
が
「
い
よ
」

に
転
訛
し
、「
伊
予
」
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
元
愛
媛
大
学
の
小
泉
道

教
授
は
、
道
後
が
発
祥
地
で
は
な

く
、
伊
予
市
・
伊
予
郡
辺
り
で
あ

る
と
い
う
「
伊
予
市
・
伊
予
郡
説
」

を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伊
予
」
は
、
四
国
全
体
の
大
地

名
で
あ
っ
た
以
前
に
小
地
名
と
し

て
あ
っ
た
も
の
で
、「
国
生
み
神
話
」

以
前
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ヤ
マ
ト
が
大
和
の
国
の
中
の

小
地
名
か
ら
大
地
名
に
な
っ
た
よ

う
に
、「
伊
予
」
も
伊
予
郡（
現
在

の
伊
予
市
・
伊
予
郡
）
な
ど
と
あ

る
通
り
、
も
と
は
小
地
名
で
あ
っ

た
。
そ
こ
が
、
お
そ
ら
く
政
治
・

文
化
上
肝
要
の
地
で
あ
っ
た
た
め

に
、
一
国
の
名
と
な
り
、
さ
ら
に

四
国
の
総
名
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
２
人
の
考
え
に
立
て
ば
、

伊
予
市
・
伊
予
郡
辺
り
で
歴
史
的

に
も
い
わ
れ
の
あ
る
湧
水
が
出
て

い
る
所
、
そ
こ
が
「
伊
予
」
の
発

祥
地
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
条
件
に
合
致
す

る
場
所
を
探
す
と
、
ぴ
っ
た
り

と
当
て
は
ま
る
場
所
が
あ
り
ま

す
。
伊
予
市

上
野
に
あ
る

伊
予
神
社
で

す
。
伊
予
神

社
の
祭
神
は
、

愛え

ひ

め

の

み

こ

と

比
売
命
と

月つ
き
よ
み
の
み
こ
と

夜
見
命
で

す
。『
伊
予
』

と
い
う
神
社

名
、「
愛
比
売

命
」
と
い
う

祭

神

名

は
、

『
古
事
記
』
で

「
伊
予
を
愛
比

売
と
言
い
…
」

と
書
か
れ
た

文
面
と
ぴ
っ

た
り
合
致
し

ま
す
。
さ
ら

に
伊
予
神
社

の
境
内
に
は
、

愛
比
売
命
を

祀ま
つ

っ
て
い
る
弥い

こ

い

光
井
神
社
が
あ

り
、
そ
こ
か
ら
は
湧
水
が
出
て
い

ま
す
。
こ
の
湧
水
に
つ
い
て
、
宮

司
で
あ
っ
た
高
市
綏や

す
も
り盛
氏
が
次
の

よ
う
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

伊　

予

坪
内 

寛

▲伊予小学校の近くにある伊予神社。かつては広大な境内を有していた。

２
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こ
の
地
域
は
、
山さ

ん
ろ
く麓
の
傾
斜
地

で
水
に
乏
し
か
っ
た
が
、
こ
の
霊

地
に
の
み
湧
水
が
あ
り
、
絶
え
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
昔
か
ら
田
の

神
様
と
し
て
信
仰
が
厚
か
っ
た
。

斎さ
い
で
ん
け
ん
こ
く

田
献
穀
の
神
事
は
、
古
く
か
ら

お
ご
そ
か
に
行
わ
れ
、
永
く
伝
え

ら
れ
て
き
た
。

　

ま
た
、
愛
比
売
命
に
つ
い
て
、

小
泉
教
授
は
「
伊
予
の
国
の
神
霊

「
愛
比
売
」
は
、
元
来
、
こ
の
伊
予

の
国
が
「
水
の
神
」
を
中
心
と
す

る
信
仰
の
世
界
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
神
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
伊
予
神
社
の

近
所
に
住
む
人
た
ち
か
ら
は
、
こ

の
湧
水
に
つ
い
て
「
弥
光
井
神
社

の
祠

ほ
こ
ら

の
前
で
、
毎
年
、
春
祭
り
の

日
に
子
ど
も
相
撲
や
青
年
相
撲
を

奉
納
し
て
い
た
。」
と
か
「
湧
水

の
掃
除
を
し
て
い
た
と
き
、
銅
製

の
鏡
が
出
土
し
た
の
で
、

伊
予
神
社
の
ご
神
体
に

し
た
。」、「
こ
こ
の
湧
水

で
目
を
洗
え
ば
、
目
の

病
気
が
治
る
と
い
う
言

い
伝
え
が
あ
る
。」
な
ど

の
話
を
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
以
上
の
こ

と
か
ら
『
伊
予
』
と
い

う
地
名
は
、
弥
光
井
神

社
の
湧
水
に
由
来
す
る

と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

な
ぜ
な
ら
、
伊
予
神

社
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
格
式
と

規
模
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

１
つ
は
、
朝
廷
が
編へ

ん
さ
ん纂
し
た

『
延え

ん
ぎ
し
き
じ
ん
め
い
ち
ょ
う

喜
式
神
名
帳
』
に
載
っ
て
い

る
「
式
内
社
」
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
中
予
地
方
に
６

社
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う

ち
の
１
社
が
伊
予
神
社
で
す
。

　

２
つ
目
は
、

朝
廷
か
ら
「
正

四
位
上
」
と
い

う
神
社
の
位
を

表
す
神
階
を
授

与
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
神

階
を
授
与
さ
れ

た
神
社
は
、
中

予
地
方
で
は
伊

予
神
社
の
１
社

の
み
で
す
。
朝

廷
は
、
伊
予
神

社
に
の
み
特
別
な
取
り
計
ら
い
を

し
て
い
ま
す
。

　

３
つ
目
は
、
祭
神
の
月
夜
見
命

に
つ
い
て
で
す
。
月
夜
見
命
は
、

イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
か
ら

生
ま
れ
た
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神（
女
神
）、
月

夜
見
命（
男
神
）、
素す

さ
の
う
の
み
こ
と

戔
鳴
尊（
男

神
）
の
３
姉
弟
の
１
人
で
す
。
こ

の
３
姉
弟
に
日
本
を
３
分
割
し
て

統
治
さ
せ
た
こ
と
が
、『
古
事
記
』

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
月
夜
見
命

に
は
、
現
在
の
四
国
を
統
治
さ
せ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
月
夜
見

命
が
伊
予
神
社
の
祭
神
に
な
っ
た

の
は
、
こ
の
こ
と
と
深
い
関
係
が

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

月
夜
見
命
を
主
祭
神
と
し
て
祀
っ

て
い
る
神
社
は
、県
内
の「
式
社
内
」

２４
社
の
中
で
、
伊
予
神
社
の
１
社

の
み
だ
か
ら
で
す
。

　

４
つ
目
は
、
伊
予
神
社
は
広
大

な
境
内
を
有
し
て
い
た
こ
と
で

す
。
か
つ
て
の
境
内
の
広
さ
が
８

ヘ
ク
タ
ー
ル
も
あ
り
ま
し
た
。「
古

代
伊
予
神
社
復
元
図
」
を
見
る
と
、

そ
の
境
内
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、

表
参
道
、
中
参
道
、
裏
参
道
の
３

つ
の
参
道
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
３
つ
の
参
道
は
、
現

在
、
市
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
市
道
を
歩
く
と
、
広
大
な

規
模
を
持
つ
神
社
で
あ
る
こ
と
が

実
感
で
き
ま
す
。
こ
の
広
大
な
境

内
の
ど
こ
か
に
、
四
国
を
統
治
す

る
役
所
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

５
つ
目
は
、
朝
廷
の
勅ち

ょ
く
し使
が
参

向
し
た
と
き
に
使
用
す
る
勅ち

ょ
く
し
ば
し

使
橋

が
現
存
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
学

問
の
神
様
と
し
て
有
名
な
菅
原
道

真
が
、
勅
使
と
し
て
訪
れ
た
記
録

も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に

由
来
す
る
手て

ま

て

ん

じ

ん

じ

ゃ

間
天
神
社
も
近
く
に

建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

６
つ
目
は
、
神
社
様
式
に
つ
い

て
で
す
。
神
社
は
普
通
、
参
道
を

上
り
つ
め
た
正
面
に
拝
殿
や
本
殿

が
あ
り
ま
す
が
、
伊
予
神
社
の
場

合
、
社
殿
を
南
面
に
し
、
そ
の
西

側
に
参
道
を
設
け
、
西
側
か
ら
東

に
進
み
、
さ
ら
に
北
に
向
か
っ
て

礼
拝
す
る
と
い
っ
た
、
日
本
古
式

の
神
殿
様
式
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
伊
予
神
社

は
ほ
か
の
神
社
に
は
見
ら
れ
な
い

高
い
格
式
と
、
か
つ
て
壮
大
な
規

模
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
実
か
ら
も
、「
伊
予
」

と
い
う
地
名
が
愛
比
売
命
を
祀
っ

て
い
る
弥
光
井
神
社
の
湧
水
に
由

来
す
る
、
と
断
言
し
て
も
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

地
名
は
、
そ
の
土
地
で
生
活
を

営
む
人
々
の
生
産
活
動
や
自
然
に

対
す
る
畏い

け

い敬
の
念
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。「
伊
予
」
と

い
う
地
名
は
、
瀬
戸
内
式
気
候
で

雨
量
の
少
な
い
こ
の
地
域
の
人
々

が
、
水
に
対
す
る
願
い
を
込
め
て

作
っ
た
地
名
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
日
本
の
国
の
誕
生
と
と
も
に

あ
る
「
伊
予
」
は
、
こ
の
地
の
先

人
が
地
名
に
刻
ん
だ
貴
重
な
文

化
遺
産
で
す
。
こ
の
由
緒
あ
る
地

名
が
、
末
永
く
存
続
す
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

Ｎ

▲高市綏
やすもり

盛氏が残した「古代伊予神社復元
略図」。

▲伊予神社境内西側にある勅
ちょくしばし

使橋。

▲愛
えひめのみこと

比売命を祀
まつ

っている現在の弥
い こ い

光井神社。
かつてはここから湧水が出ていた。

名の由来について語る


