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は
じ
め
に

厳
島
神
社
で
は
今
日
も
旧
暦
六
月
十
七
日
の
夜
に
、「
管
絃
祭
」（
元
は
、「
十
七
夜
船

管
絃
」）
と
呼
ば
れ
る
神
事
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
（1）
。
こ
の
祭
り
は
戦
国
大
名
毛
利
氏
の

庇
護
の
も
と
に
発
展
し
、
江
戸
時
代
前
期
に
は
同
神
社
最
大
の
祭
り
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
（2）
。
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
享
保
・
元
文
年
間
（
一
七
一
六
～
四
一
）
以
降
に
な
る
と
、

広
島
城
下
の
町
々
か
ら
美
し
く
装
っ
た
御お

と
も
ぶ
ね

供
船
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
供
船
の
数
は

最
も
多
い
と
き
に
は
、
数
十
艘
か
ら
一
○
○
艘
近
く
に
も
な
っ
た
と
い
う
（3）
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
美
し
く
飾
っ
た
御
供
船
が
厳
島
神
社
へ
向
か
う
と
き
、
取
り
分
け
厳
島
神
社
か
ら

戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
、
広
島
城
下
の
京
橋
川
・
元
安
川
・
本
川
な
ど
の
川
に
、
何
艘
も

の
囃
し
船
や
遊
び
船
な
ど
が
出
て
、音
曲
が
奏
で
ら
れ
手
踊
り
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

陸
上
で
も
数
多
く
の
篝
火
が
た
か
れ
花
火
が
上
げ
ら
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、
大
き
な
祝
祭

空
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
広
島
城
下
の
内
外
か
ら
こ
の
喧
噪
と
光

に
満
ち
た
世
界
に
身
を
置
き
楽
し
む
た
め
、
多
く
の
人
々
が
川
の
両
岸
や
橋
の
上
に
つ
め

か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
厳
島
神
社
の
管
絃
祭
と
広
島
城
下

（
の
ち
の
広
島
市
域
）
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
（4）
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
ま
で
視
野

を
広
げ
、
そ
の
時
代
的
推
移
に
関
す
る
大
ま
か
な
検
討
を
行
う
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
が
管
絃
祭
の
お
り
広
島
に
集
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
芸
備

日
日
新
聞
』
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
七
月
二
五
日
の
次
の
記
事
が
一
面
の
真
実
を
伝

え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（5）
。

　
【
史
料
１
】

昨
日
本
日
は
日
本
三
景
の
一
た
る
宮マ
マ

島
神
社
の
管
絃
祭
な
れ
ば
、
当
市
中
も
何
と

な
く
賑
や
か
な
り
、
殊
に
近
在
よ
り
出
か
け
た
る
は
、
例
年
の
通
り
夥
し
き
人
数

に
て
、
之
が
為
め
旅
人
宿
車
屋
淀
川
す
し
二
八
蕎
麦
等
ハ
、
余
程
の
金
儲
け
な
る

べ
し
、

こ
の
よ
う
な
広
島
城
下
か
ら
出
た
御
供
船
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
中
ご
ろ
以
降
の
地
誌
や

そ
の
後
の
市
町
村
史
な
ど
で
も
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
江
戸
時
代
の
御
供
船

に
つ
い
て
本
格
的
な
検
討
を
加
え
た
の
は
、
西
村
晃
氏
の
政
治
・
経
済
史
的
な
視
点
の
研

究
を
も
っ
て
嚆
矢
と
す
る
（6）
。
本
稿
で
は
西
村
氏
の
先
駆
的
な
研
究
に
学
び
つ
つ
、
視
野

を
大
正
時
代
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
で
、
管
絃
祭
と
広
島
の
御
供
船
と
の
関
わ
り
を
具
体
的

に
検
討
す
る
。
む
ろ
ん
、
御
供
船
は
明
治
時
代
に
入
る
と
消
滅
す
る
、
広
島
の
川
に
「
橋
」

が
増
え
た
か
ら
だ
な
ど
の
、
安
直
な
結
論
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
現
実
の
克
服
を
前
提
と

す
る
（7）
。

そ
こ
で
、
以
下
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
手
順
で
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
、
管
絃
祭
は
広

島
城
下
の
人
々
に
と
っ
て
（
の
ち
の
広
島
市
民
に
と
っ
て
）、
ど
の
よ
う
な
祭
り
で
あ
っ

た
の
か
そ
の
意
味
合
い
を
探
る
。
次
い
で
、
御
供
船
の
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け

て
の
盛
衰
、
御
供
船
と
「
橋
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
山
陽
鉄

道
の
開
通
と
御
供
船
の
衰
退
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
御
供
船
の
終
焉
と

広
島
の
賑
わ
い
再
生
の
方
策
に
触
れ
、
広
島
が
大
正
時
代
に
入
る
と
「
水
の
都
」、「
水
郷
」

と
呼
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
も
付
言
す
る
。

最
初
は
、
管
絃
祭
が
広
島
城
下
の
人
々
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
祭
り
で
あ
っ
た
と
い

え
る
の
か
、
そ
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
広
島
の
人
々
に
と
っ
て
の
管
絃
祭
と
御
供
船

厳
島
神
社
で
は
遅
く
と
も
戦
国
時
代
に
入
る
こ
ろ
に
は
、
旧
暦
の
六
月
十
七
日
に
管
絃

祭
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（8）
。
こ
の
祭
り
は
や
が
て
広
島
の
人
々

に
も
、
有
形
無
形
の
様
々
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
広
島

城
下
の
武
士
は
管
絃
祭
の
日
は
休
み
で
、
そ
の
夕
刻
に
裃
か
み
し
もを
付
け
て
正
装
し
、
厳
島
神
社

に
向
か
っ
て
拝
礼
す
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
た
（9）
。
ま
た
、
広
島
の
町
場
で
暮
ら
す

人
々
も
明
治
時
代
後
半
に
お
い
て
も
、
管
絃
祭
の
三
日
間
は
仕
事
を
休
み
厳
島
神
社
に
参

御
供
船
の
盛
衰
と
「
橋
」

―
広
島
と
管
絃
祭
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
―
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詣
す
る
か
、
当
地
の
橋
本
町
明
神
浜
の
厳
島
神
社
や
材
木
町
誓
願
寺
の
厳
島
神
社
に
参
っ

た
と
い
う
（『
芸
』
明
治
三
九
年
八
月
七
日
他
）
（10）
。
た
だ
、広
島
や
そ
の
近
郊
に
住
む
人
々

に
と
っ
て
、
管
絃
祭
が
新
た
な
意
味
合
い
の
祭
り
に
な
っ
た
の
は
、
享
保
・
元
文
年
間
以

降
の
こ
と
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
美
し
く
飾
っ
た
御
供
船
が
管
絃

祭
の
御
座
船
に
随
行
す
る
た
め
、
広
島
か
ら
厳
島
神
社
に
向
け
て
船
出
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
（11）
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
広
島
城
下
で
も
町
の
自
立
性
が
強
ま
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
町
の
御
供
船
も
華
美
を
競
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
御
供
船
が
広
島
の
川
を
出

入
り
す
る
と
き
、
奏
楽
や
手
踊
り
で
囃
し
ま
わ
る
船
も
何
艘
も
出
た
。
こ
れ
ら
の
囃
し
船

な
ど
の
な
か
に
は
、
御
供
船
を
出
さ
な
い
町
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
よ

う
な
川
の
中
の
賑
わ
い
を
増
幅
す
る
た
め
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
陸
上
で
も
数
多
く
の

篝
火
が
た
か
れ
、
数
多
く
の
提
灯
が
掲
げ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
花
火
ま
で
も
上
げ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
祝
祭
空
間
に
身
を
置
き
と
も
に
楽
し
む
た
め
、
多

く
の
見
物
人
が
川
の
両
岸
や
「
橋
」
の
上
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

広
島
の
各
町
で
御
供
船
を
美
し
く
豪
華
に
飾
り
立
て
、
御
供
船
を
中
心
と
す
る
大
き
な
賑

わ
い
を
創
り
出
し
た
の
は
、
厳
島
神
社
に
自
分
た
ち
の
町
の
さ
ら
な
る
発
展
を
祈
る
と
と

も
に
、
そ
の
富
や
活
気
を
各
方
面
に
誇
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
熊
見
曲
水
は
明
治
四
〇
（
一
九
○
七
）
年
に
、
管
絃
祭
の
御
供
船
に
関
し
て
次

の
よ
う
な
興
味
深
い
逸
話
を
書
き
残
し
て
い
る
（12）
。

　
【
史
料
２
】

私
の
祖
母
かマ
マ

育
っ
て
居
た
所
に
拠
れ
ば
、
今
の
安
佐
郡
祇
園
村
の
安
神
社
即
ち
昔

の
祇
園
社
に
は
、
広
島
各
町
村
の
御
供
船
の
絵
が
絵
馬
額
に
し
て
あ
っ
た
が
、
こ

の
竹
屋
町
の
如
き
下
鄙
た
町
で
す
ら
立
派
な
御
供
船
を
出
し
て
居
た
と
申
し
て
居

ま
し
た

　

で
は
、
広
島
の
町
・
村
か
ら
厳
島
神
社
に
出
向
い
た
御
供
船
の
絵
馬
を
、
な
ぜ
祇
園
村

（
現
、
安
佐
南
区
祇
園
）
の
安
神
社
（
祇
園
社
）
に
奉
納
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
の
一
つ
の
手
掛
か
り
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
管
絃
祭
に
「
祇

園
祭
」
に
類
し
た
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
ご
ろ
で
も
管
絃
祭
の

日
に
は
、
多
く
の
人
々
が
浜
辺
や
川
辺
で
「
管
絃
潮
」
を
い
た
だ
く
習
わ
し
が
あ
っ
た
と

い
う
（「
厳
島
道
芝
記
」
巻
七
）。
明
治
時
代
中
ご
ろ
に
至
っ
て
も
依
然
と
し
て
、
管
絃
祭

の
日
に
広
島
の
各
川
で
水
浴
し
「
無
病
息
災
を
祈
る
」
慣
習
が
続
い
て
い
た
（『
芸
』
明

治
三
〇
年
七
月
十
六
日
）（13）
。
ゆ
え
に
、広
島
の
人
々
は
遅
く
と
も
江
戸
時
代
中
ご
ろ
に
は
、

管
絃
祭
の
日
に
大
き
く
膨
れ
あ
が
っ
た
潮
（「
管
絃
潮
」）
に
疫
病
除
災
の
役
割
が
あ
る
と

考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
管
絃
潮
」と
管
絃
祭
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、

こ
の
祭
り
に
も
疫
病
除
災
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
御

供
船
が
管
絃
祭
の
前
日
に
広
島
の
各
河
口
か
ら
漕
ぎ
出
す
と
き
、「
祇
園
囃
子
」
を
奏
で

て
送
り
出
す
こ
と
に
し
て
い
た
の
も
（「
芸
州
厳
島
図
会
」
巻
之
五
）、
こ
の
祭
り
に
「
祇

園
祭
」と
同
じ
疫
病
除
災
神
の
役
割
を
認
め
て
い
た
た
め
と
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

御
供
船
を
出
し
た
広
島
の
町
・
村
か
ら
祇
園
の
安
神
社
に
御
供
船
の
絵
馬
を
奉
納
し
た
の

も
、
次
の
よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
厳
島
神
社
や
大
元
神
社
な

ど
の
祭
神
の
本
地
仏
は
、
十
一
面
観
音
や
薬
師
如
来
な
ど
で
あ
り
祇
園
神
社
の
本
地
仏
と

ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
る
（14）
。
ま
た
、
管
絃
祭
は
海
上
か
ら
雅
楽
を
奏
で
伽
陀
を
引
く
こ
と
に

よ
り
、
旧
暦
六
月
十
七
夜
に
各
神
社
の
神
霊
を
慰
め
奉
る
こ
と
に
な
る
。
広
島
の
町
・
村

か
ら
厳
島
神
社
に
向
か
っ
た
御
供
船
も
、
そ
の
船
体
を
美
し
く
飾
り
立
て
管
絃
船
に
随
行

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
霊
を
慰
め
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
祇
園
村
の
安
神
社
は
「
安
芸
之
国
祇
園
社
」
と
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た

か
ら
、広
島
の
町
・
村
の
人
々
は
、御
供
船
の
絵
馬
を
同
神
社
に
奉
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

祇
園
神
社
の
祭
神
に
自
分
た
ち
の
働
き
を
改
め
て
確
認
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
。そ
し
て
、

自
分
た
ち
の
町
や
村
か
ら
疫
病
な
ど
が
無
く
な
る
こ
と
を
強
く
望
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
広
島
の
町
・
村
か
ら
御
供
船
を
送
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
厳
島
神
社
な
ど
の
神
々

へ
の
奉
仕
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
広
島
に
勧か

ん
じ
ょ
う請
さ
れ
た
材
木
町
誓
願
寺
や

橋
本
町
明
神
浜
の
厳
島
神
社
に
お
い
て
も
、
管
絃
祭
と
同
じ
日
に
祭
り
が
行
わ
れ
多
く
の

人
出
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
広
島
の
疫
病
除
災
を
祈
る
と
こ
ろ
の
、

い
ま
一
つ
の
管
絃
祭
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
広
島
の
川
に
御
供
船
が
出
入
り
す

る
と
き
、
川
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
御
供
船
と
囃
し
船
な
ど
が
創
る
喧
噪
も
、
祭
神
の

存
在
が
明
ら
か
で
は
な
く
神
事
と
し
て
は
曖
昧
さ
が
残
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
の
管
絃

祭
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
は
、
管
絃
祭
の
前
後
の
日
に
広
島
の
川
の
中
や
、
そ
の
両
岸
と
「
橋
」
の
上
に
創
り
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出
さ
れ
る
、
無
秩
序
な
祝
祭
空
間
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
御
供
船
が
創
る
祝
祭
空
間
と
「
橋
」

厳
島
神
社
の
管
絃
祭
前
日
の
旧
暦
の
六
月
十
六
日
、
翌
日
の
十
八
日
に
御
供
船
が
広
島

の
河
口
か
ら
出
入
り
す
る
と
き
、
美
し
く
豪
華
に
飾
っ
た
そ
の
船
体
や
、
そ
の
ま
わ
り
で

楽
を
奏
し
手
踊
り
な
ど
を
す
る
船
を
見
物
す
る
た
め
、多
く
の
人
々
が
川
の
両
岸
や
「
橋
」

の
上
に
集
ま
っ
た
。
さ
き
に
掲
げ
た
図
１
の
よ
う
な
光
景
で
あ
る
。
夜
に
な
っ
て
も
数
多

く
の
提
灯
や
篝
火
に
照
ら
さ
れ
、
川
の
中
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
陸
上
の
見
物
人
に
よ
る
喧

噪
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
御
供
船
は
川
と
い
う
身
近
に
あ
る
異
空
間
の
中
に
、
あ
る
種
の
劇
場
空
間
を

創
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
を
魅
了
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
御
供
船
を
中
心
と
す
る
川
の
中
の
劇
場
空
間
を
、
さ
き
に
述
べ
た

よ
う
に
い
ま
一
つ
の
管
絃
祭
と
見
な
し
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
夏
の
夜
の
川
の
中
に
生

ま
れ
た
異
常
な
る
喧
噪
、
こ
の
喧
噪
に
加
わ
っ
た
人
々
の
物
見
遊
山
に
す
ぎ
な
い
と
も
い

え
る
。
し
か
し
、
御
供
船
が
厳
島
か
ら
広
島
の
川
に
戻
っ
た
と
き
の
、
次
の
よ
う
な
儀
式

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
（15）
。

　
【
史
料
３
】

御
供
船
は
十
七
日
の
夜
、
管
絃
祭
の
了
る
を
待
ち
、
広
島
へ
向
け
厳
島
を
解
纜
す
、

十
八
日
の
朝
川
口
に
入
れ
る
と
き
、
町
々
よ
り
は
江
波
沖
へ
、
迎
ひ
の
船
に
酒
食

を
載
せ
、
是
に
も
絲
竹
鉦
鼓
を
囃
子
た
て
、
或
は
ま
た
手
踊
な
し
て
本
船
の
先
導

と
な
り
、
本
川
元
安
京
橋
の
諸
川
々
へ
と
帰
れ
る
は
、
潮
の
満
し
正
午
の
前
な
る

べ
し
、
此
朝
も
亦
両
岸
や
橋
の
上
な
る
見
物
人
、
ま
た
は
川
中
の
遊
船
や
、
厳
島

帰
船
の
賑
ひ
は
、
十
六
日
に
於
け
る
黄
昏
と
一
に
異
な
る
こ
と
は
な
か
り
け
り

　

つ
ま
り
、
各
町
の
御
供
船
を
江
波
沖
で
「
酒
食
を
載
せ
た
船
」
が
出
迎
え
、
一
艘
ず
つ

奏
楽
や
手
踊
り
で
囃
し
立
て
出
発
地
の
川
に
誘
う
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
村

上
家
乗
」
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
六
月
十
八
日
）
（16）
。

「
迎
え
船
」
を
中
心
と
し
た
広
島
の
河
口
の
こ
の
儀
式
に
、
管
絃
船
に
随
行
し
神
霊
を

慰
め
奉
っ
た
御
供
船
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
、
新
た
に
神
霊
を
宿
し
て
川
に
戻
っ
て
き
た
御
供
船
を
見
物
人
と
と
も
に
囃
し
立
て

る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
さ
ら
な
る
安
寧
と
繁
栄
を
図
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。

ゆ
え
に
、
以
上
の
理
解
が
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
神
霊
を
宿
し
川
に
戻
っ

た
御
供
船
を
中
心
と
す
る
喧
噪
空
間
に
も
、
広
島
の
二
か
所
の
厳
島
神
社
の
祭
り
と
同
じ

く
、
い
ま
一
つ
の
管
絃
祭
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
西

村
氏
が
紹
介
し
た
「
村
上
家
乗
」
の
御
供
船
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
広
島
藩
主
や
上
層

武
士
が
御
供
船
を
見
物
に
出
た
の
は
、
多
く
は
旧
暦
六
月
十
八
日
の
厳
島
か
ら
の
戻
り
船

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
御
供
船
が
厳
島
か
ら
一
斉
に
戻
っ
て
来
る
の
が
正
午

ご
ろ
で
あ
り
、
そ
の
美
し
い
様
を
見
物
す
る
の
が
好
都
合
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
御
供
船
を
中
心
と
し
て
創
り
出
さ
れ
る
新
た
な
喧
噪
、
つ
ま
り
新
た

な
祝
祭
空
間
に
格
別
な
意
味
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、御
供
船
が
旧
暦
六
月
十
六
日
の
夜
半
に
河
口
を
出
る
と
き
に
も
、多
く
の
人
々

が
川
の
両
岸
や
橋
の
上
に
駆
け
つ
け
て
い
る
、
と
の
批
判
も
当
然
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、

こ
れ
は
厳
島
か
ら
の
戻
り
船
を
中
心
と
す
る
、
昼
か
ら
夜
に
か
け
て
の
非
常
な
賑
わ
い
に

比
べ
れ
ば
、
そ
の
前
夜
祭
的
な
意
味
合
い
し
か
持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
広
島
の
川
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
御
供
船
を
中
心
と
す
る
劇
場

空
間
を
眺
め
る
に
際
し
て
、
川
の
両
岸
や
そ
の
川
を
ま
た
ぐ
「
橋
」
は
絶
好
の
観
客
席
に

な
り
え
た
。
取
り
分
け
、「
橋
」
は
誰
で
も
が
自
由
に
往
来
で
き
る
空
間
で
あ
り
、
町
の

壁
を
取
り
払
っ
て
祝
祭
空
間
を
大
き
く
広
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（17）
。

江
戸
時
代
末
期
に
は
多
く
の
見
物
人
の
重
み
に
耐
え
か
ね
、
京
橋
の
橋
梁
の
柱
の
一
本
が

折
れ
て
崩
れ
落
ち
る
こ
と
も
あ
っ
た
（18）
。
た
だ
、
江
戸
時
代
の
広
島
で
は
防
衛
上
の
配
慮

か
ら
「
橋
」
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
め
っ
た
に
渡
ら
な

い
異
空
間
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
（19）
。
し
か
し
、
広
島
に
も
明
治
時
代
に
な
る
と
多

く
の
「
橋
」
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
か
、
御
供
船
を
浮
か
べ
る
川
の
「
橋
」
に

架
け
ら
れ
た
橋
梁
に
つ
い
て
警
察
署
か
ら
注
意
が
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
川
橋
は

五
七
六
○
人
、
元
安
橋
は
四
一
七
○
人
、
京
橋
は
三
九
九
六
人
以
上
が
渡
る
と
限
界
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
（『
中
』
明
治
三
一
年
七
月
二
七
日
）。
お
そ
ら
く
、
御
供
船
を
中
心
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と
す
る
劇
場
空
間
が
こ
れ
ら
の
「
橋
」
の
近
傍
に
生
ま
れ
、
多
く
の
見
物
人
が
群
集
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
明
治
時
代
に
御
供
船
が
消
滅
し
た
の
は
「
橋
」
が
増
え
た
か
ら
、
と
い
う
通
説

に
対
し
て
さ
き
に
安
直
な
結
論
が
独
り
歩
き
し
て
い
る
と
批
判
的
に
述
べ
た
。
以
上
の
よ

う
な
理
解
が
こ
の
失
礼
と
も
思
え
る
表
現
の
背
景
に
あ
る
。
こ
の
私
説
が
誤
り
で
な
い
こ

と
を
補
強
す
る
た
め
、
長
文
で
は
あ
る
が
「
堺
町
の
御
供
船
」
に
触
れ
た
『
芸
備
日
日
新

聞
』（
明
治
二
七
年
七
月
二
〇
日
）
の
記
事
を
次
に
掲
げ
る
。

【
史
料
４
】

本
市
堺
町
よ
り
出
せ
る
厳
島
大
祭
の
御
供
船
は
、
三
四
日
前
よ
り
本
川
橋
と
新
橋

と
の
中
間
に
繋
留
し
、頻
り
に
飾
付
等
の
準
備
を
為
し
居
り
し
か
ば
、往
来
の
人
々

は
絶
え
ず
山
の
如
く
両
橋
の
欄
干
に
も
た
れ
て
見
物
す
る
故
危
険
の
恐
れ
あ
り
と

て
、
広
島
水
上
警
察
署
の
巡
査
は
惣
代
に
向
っ
て
、
御
供
船
を
西
本
川
の
岸
辺
に

繋
留
す
れ
ば
、
見
物
人
も
随
て
陸
上
よ
り
見
物
す
る
な
ら
ん
、
左
す
れ
は
危
険
の

恐
れ
な
き
よ
り
早
速
然
か
す
べ
し
と
、
懇
々
注
意
を
与
へ
た
る
は
一
昨
日
の
午
前

十
一
時
過
ぎ
の
事
な
り
し
が
、
恰
も
引
潮
の
時
刻
に
て
船
体
の
動
揺
頗
る
困
難
を

感
ず
る
よ
り
、
満
潮
を
待
て
繋
留
変
へ
を
為
さ
ん
こ
と
を
申
立
て
し
に
、
巡
査
は

是
非
取
除
け
ず
ん
ば
不
都
合
な
り
と
の
事
よ
り
、
総
代
も
一
時
は
怒
り
直
様
広
島

商
業
会
議
所
に
出
頭
し
、
右
の
趣
を
談
じ
、
満
潮
ま
で
取
除
く
る
こ
と
を
猶
予
せ

ら
れ
ん
こ
と
を
、
其
筋
へ
申
立
て
ら
れ
ん
こ
と
を
申
出
で
た
る
よ
り
、
岡
野
副
会

頭
は
直
様
広
島
水
上
警
察
署
に
出
頭
し
事
情
を
述
べ
て
満
潮
の
上
取
除
く
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
り
き
と
い
ふ
、

　

こ
の
史
料
４
に
よ
る
な
ら
ば
、
本
川
橋
と
新
橋
と
の
中
間
に
「
堺
町
の
御
供
船
」
を
繋

留
し
そ
の
飾
り
付
け
を
始
め
た
た
め
、
多
く
の
見
物
人
が
「
橋
」
の
上
に
駆
け
つ
け
問
題

と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
満
潮
の
と
き
に
は
御
供
船
の
移
動
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
ゆ
え
に
、
明
治
時
代
に
な
り
広
島
の
川
に
「
橋
」
が
増
え
た
た
め
、
御
供
船
が
消
滅

し
た
と
い
う
理
解
は
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
は
、
山
陽
鉄
道
が
明
治
三
〇
年
九
月
二
五
日
に
徳
山
ま
で
延
伸
し
、
こ
れ
に
と
も
な

い
大
野
村
宮
島
停
車
場
前
桟
橋
か
ら
宮
島
港
桟
橋
ま
で
の
船
便
が
確
立
し
た
の
ち
（『
芸
』

明
治
三
〇
年
九
月
二
一
日
）、
広
島
の
河
口
か
ら
出
て
い
た
御
供
船
が
ど
う
な
っ
た
の
か

を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

三
　
山
陽
鉄
道
の
開
通
・
延
伸
と
御
供
船

厳
島
神
社
は
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
六
月
初
め
ご
ろ
に
は
、
明
治
維
新
政
府
の
命
令

に
従
っ
て
僧
侶
の
い
な
い
「
十
七
夜
船
管
絃
」（「
管
絃
祭
」）
の
様
式
を
定
め
て
い
る
（20）
。

し
か
し
、
こ
の
の
ち
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
全
国
的
な
神
社
改
革
に
よ
り
、
舞
楽
に

携
わ
る
楽
家
・
伶
人
の
多
く
が
離
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
厳
島
に

留
ま
っ
た
わ
ず
か
の
神
官
た
ち
も
、
生
活
に
苦
し
み
舞
楽
の
伝
統
が
消
滅
す
る
恐
れ
さ
え

あ
っ
た（『
芸
』明
治
三
一
年
七
月
二
九
日
）。
し
か
し
、管
絃
祭
は
明
治
十
四（
一
八
八
一
）

年
に
祭
神
の
海
上
渡
御
の
方
式
に
改
ま
る
と
、
翌
年
か
ら
こ
の
新
し
い
方
式
の
祭
り
が
始

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。管
絃
祭
は
明
治
四
年
以
降
の
神
祇
制
度
の
転
換
に
よ
り
、

し
ば
ら
く
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（21）
。
広
島
か
ら
明
治
四
年
の
管
絃

祭
に
三
艘
の
御
供
船
が
出
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
以
降
に
御
供
船
が
継
続
し
て

派
遣
さ
れ
た
可
能
性
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
〇
年
の
管
絃
祭
の
お
り
に
は
、

広
島
の
京
橋
町
か
ら
わ
ず
か
一
艘
の
御
供
船
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
（『
芸
』
明
治
二
〇
年

八
月
二
日
）。
こ
の
の
ち
明
治
二
三
年
ご
ろ
に
な
る
と
京
橋
町
だ
け
で
な
く
、
中
島
本
町
・

塚
本
町
な
ど
複
数
の
町
で
も
、御
供
船
の
艤
装
・
派
遣
を
計
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
芸
』

明
治
二
三
年
七
月
二
三
日
）
が
、
こ
れ
ら
の
町
の
御
供
船
が
厳
島
ま
で
出
向
い
た
か
、
あ

る
い
は
出
向
く
こ
と
が
な
か
っ
た
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
広
島
商
業
振
盛

会
が
明
治
二
四
年
の
管
絃
祭
の
お
り
、
広
島
の
賑
わ
い
を
高
め
る
た
め
音
頭
を
取
っ
て
、

元
安
川
・
本
川
・
京
橋
川
・
天
満
川
な
ど
に
御
供
船
を
浮
か
べ
、
囃
し
船
を
仕
立
て
る
と

と
も
に
、
花
火
ま
で
打
ち
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
最
初
は
厳
島
に
御
供
船
を
一
艘

も
派
遣
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
お
り
に
八
艘
も
の
御
供
船
が
艤
装
さ
れ

川
に
浮
か
ん
で
い
た
た
め
、
両
岸
の
堤
防
や
「
橋
」
の
上
に
は
多
く
の
人
々
が
見
物
に
出

て
き
た
。
驚
く
ほ
ど
の
人
出
が
あ
っ
た
た
め
、
本
川
橋
・
元
安
橋
・
京
橋
な
ど
は
、
一
時

通
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
（『
芸
』
明
治
二
四
年
七
月
九
日
、

同
二
四
日
）。
そ
し
て
、
翌
明
治
二
五
年
に
も
広
島
の
川
に
九
艘
の
御
供
船
が
艤
装
さ
れ
、

そ
の
う
ち
の
三
艘
が
厳
島
に
向
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
年
に
は
囃
し
船
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は
各
町
合
わ
せ
て
十
五
艘
が
出
た
が
、
そ
の
う
ち
一
艘
が
厳
島
に
向
か
っ
た
だ
け
で
、
他

は
広
島
の
川
の
中
で
管
絃
の
騒
ぎ
を
な
し
た
と
い
う
（『
芸
』
同
年
七
月
十
二
日
）。

し
た
が
っ
て
、
広
島
の
御
供
船
は
明
治
二
四
年
ご
ろ
か
ら
、
一
時
で
あ
ろ
う
と
江
戸
時

代
の
様
を
思
わ
せ
る
活
況
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
さ
き
に
取
り
上
げ
た
管
絃

祭
の
お
り
の
、
本
川
橋
・
元
安
橋
・
京
橋
の
通
行
の
人
数
制
限
も
、
こ
の
よ
う
に
御
供
船

を
中
心
と
す
る
川
の
中
の
劇
場
空
間
を
見
物
す
る
た
め
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
と
江
戸
時
代
の
御
供
船
を
中
心
と
す
る
川

の
中
の
喧
噪
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
前
代
と
は
異
な
り
御
供
船
を
美
し

く
艤
装
し
て
飾
っ
て
も
、
厳
島
へ
向
か
う
も
の
は
極
め
て
少
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

「
宮
島
へ
お
供
に
も
行
か
な
い
の
に
、
御
供
船
と
い
ふ
の
は
可
笑
し
い
」「
ナ
ア
ニ
あ
れ
は

お
供
ぶ
ね
じ
ゃ
ァ
な
い
お
供
せ
ん
じ
ゃ
」
と
い
う
、
ダ
ジ
ャ
レ
ま
で
作
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
（『
中
』
明
治
三
四
年
八
月
七
日
）。

な
お
、
山
陽
鉄
道
が
明
治
三
〇
年
九
月
二
五
日
に
広
島
か
ら
徳
山
ま
で
延
伸
さ
れ
、
そ

の
う
え
大
野
村
宮
島
停
車
場
前
桟
橋
か
ら
宮
島
港
桟
橋
ま
で
、
一
○
分
ご
と
に
汽
船
が
出

る
よ
う
に
な
る
と
（『
芸
』
明
治
三
〇
年
十
月
三
〇
日
）、
管
絃
祭
の
参
拝
者
は
飛
躍
的
に

増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
呼
応
し
て
、
汽
船
で
も
厳
島
神
社
に
参
拝

す
る
客
を
満
載
し
て
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
（『
芸
』
明
治
三
一
年
一
月
三
〇
日
）。
だ
か
ら
、

管
絃
祭
の
お
り
広
島
に
立
ち
寄
る
人
々
も
、次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
年
毎
に
管
絃
祭
と
広
島
市
と
は
隔
絶
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
は
明
白
な
る
事
実
な

れ
ば
」、
広
島
市
民
と
し
て
こ
の
衰
退
を
食
い
止
め
る
べ
き
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
の
提

言
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
芸
』
明
治
三
二
年
七
月
二
六
日
）。
さ
ら
に
、
明
治
末

年
に
な
る
と
、「
汽
船
往
復
の
便
あ
る
と
共
に
山
鉄
の
交
通
開
け
て
以
来
当
市
に
足
を
停

む
る
も
の
は
年
一
年
そ
の
数
を
減
じ
」、「
当
市
の
旅
店
、
料
亭
、
飲
食
店
、
そ
の
他
一
般

の
商
家
も
共
に
打
撃
を
蒙
り
」、「
茲
三
四
年
以
来
は
此
の
影
響
殊
に
著
し
き
を
覚
え
」
と

い
う
有
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（『
中
』
明
治
四
三
年
七
月
二
五
日
）。
か
つ
て
本
川
か
ら

厳
島
通
い
の
番
船
が
溢
れ
る
ば
か
り
の
旅
客
を
載
せ
て
い
た
た
め
（22）
、
広
島
水
上
警
察
署

か
ら
定
員
を
守
る
よ
う
に
警
告
を
受
け
た
時
代
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
隔
世
の
感

が
す
る
有
様
と
い
え
る
（『
芸
』
明
治
二
七
年
七
月
十
六
日
）。

で
は
、
御
供
船
が
厳
島
に
行
か
な
く
な
っ
た
明
治
四
四
年
以
降
の
、
広
島
は
ど
の
よ
う

に
推
移
し
そ
の
隆
盛
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
、
管
絃
祭
と
の
関
わ

り
が
乏
し
く
な
っ
た
広
島
に
お
い
て
、
い
か
な
る
再
生
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

か
検
証
す
る
。

四
　
御
供
船
の
終
焉
と
広
島
の
賑
わ
い
の
再
生

管
絃
祭
の
お
り
に
広
島
に
参
拝
客
が
集
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た

め
明
治
四
四
年
ご
ろ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
賑
わ
い
策
を
講
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
中
』

明
治
四
四
年
七
月
十
四
日
）。
ま
ず
、
元
安
橋
・
京
橋
・
住
吉
橋
の
付
近
で
、
川
の
中
に

そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
川
中
噴
水
を
上
げ
る
。
次
に
、
本
川
橋
・
元
安
橋
・
京
橋
の
三
か

所
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
、住
吉
神
社
に
は
瓦
斯
灯
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、

相
生
橋
・
元
安
橋
の
中
央
、
住
吉
橋
の
上
流
の
三
か
所
で
花
火
を
上
げ
る
。
し
か
も
、
各

料
亭
か
ら
囃
し
船
を
出
す
と
と
も
に
、芸
子
が
舞
踊
を
し
提
灯
行
列
を
行
う
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
京
橋
の
明
神
浜
に
は
大
鳥
居
の
電
灯
飾
り
を
出
し
、
そ
の
う
え
京
橋
川
と
本

川
に
は
御
供
船
と
囃
し
船
を
浮
か
べ
、
各
川
に
も
無
数
の
篝
火
を
燃
や
す
こ
と
が
計
画
さ

れ
た
（『
中
』
明
治
四
四
年
七
月
七
日
）。
ま
た
、
明
治
四
四
年
か
ら
管
絃
祭
の
前
日
の
住

吉
神
社
の
夏
祭
り
で
は
、
祭
神
の
空
鞘
神
社
ま
で
の
渡
御
を
行
う
こ
と
と
し
、
御
供
船
で

広
島
の
各
川
を
め
ぐ
っ
て
帰
着
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
お
り
に
は
水
主
町
の
各
組
で
い

ろ
い
ろ
な
賑
わ
い
の
工
夫
が
な
さ
れ
、
男
た
ち
は
十
二
神
祇
を
演
じ
、
娘
た
ち
が
住
吉
踊

り
の
「
し
や
ぎ
り
」
を
す
る
こ
と
も
計
画
さ
れ
た
（『
中
』
明
治
四
四
年
七
月
十
一
日
）。

ま
た
、
下
柳
町
の
厳
島
神
社
で
は
、
七
月
十
四
日
に
初
め
て
玉
取
祭
が
行
わ
れ
た
（『
中
』

明
治
四
四
年
七
月
十
二
日
）。
そ
の
う
え
、
例
年
の
京
橋
町
か
ら
の
御
供
船
や
遊
廓
な
ど

の
囃
し
船
も
二
、三
艘
出
た
の
で
、
一
層
の
賑
わ
い
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
中
』
明

治
四
四
年
七
月
十
五
日
）。
こ
う
し
て
管
絃
祭
の
賑
わ
い
を
広
島
に
再
び
呼
び
込
も
う
と

種
々
の
計
画
が
な
さ
れ
、
非
常
な
賑
わ
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
広
島
の
賑
わ
い
の
中
心
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
は
、
水
主
町
の
住

吉
神
社
で
営
ま
れ
た
夏
祭
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
祭
り
は
大
正
三
（
一
九
一
四
）

年
に
は
「
広
島
管
絃
祭
」
と
呼
ば
れ
（『
中
』
大
正
三
年
七
月
四
日
）、
さ
ら
に
翌
年
か
ら

は
「
水
の
都
」
の
祭
典
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
中
』
大
正
四
年
七
月
二
八
日
）。
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そ
し
て
、『
中
国
新
聞
』
大
正
六
年
七
月
二
三
日
号
に
は
、
そ
の
完
成
形
が
「
水
の
都
の

夏
祭
広
島
管
絃
祭
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
５
】

祭
典
は
八
月
一
日
午
後
四
時
、
神
前
渡
御
奉
告
祭
の
後
、
陸
上
行
列
、
水
主
町
浅

野
邸
前
雁
木
よ
り
乗
船
、
午
後
七
時
よ
り
多
数
の
囃
船
を
随
へ
て
、
管
絃
船
は
元

安
川
を
上
り
御
旅
所
空
鞘
神
社
へ
上
陸
、
翌
二
日
午
後
五
時
御
旅
所
よ
り
本
川
筋

を
下
り
、
西
本
川
胡
子
神
社
に
小
憩
の
後
、
住
吉
神
社
へ
還
御
、
こ
れ
に
て
神
事

を
終
り
、
両
日
共
餘
興
の
煙
火
に
囃
船
御
伴
船
或
は
見
物
船
も
河
を
埋
め
て
、
折

柄
満
潮
の
両
川
は
灯
の
海
と
な
り
、
絃
歌
流
れ
て
水
の
広
島
の
威
力
を
示
す
、
住

吉
神
社
に
は
十
二
神
祇
に
玉
取
あ
り
、
御
旅
所
の
河
中
に
も
玉
取
あ
り
、
境
内
に

は
二
輪
加
の
催
し
あ
り
、
其
他
歓
迎
船
奇
抜
の
広
告
船
仕
掛
煙
火
の
奉
納
等
多
数

申
込
あ
る
由
、

　

住
吉
神
社
の
例
祭
の
渡
御
船
の
こ
と
を
明
治
四
四
年
に
は
「
御
供
船
」
と
呼
び
、
大
正

三
年
ご
ろ
に
な
る
と
同
じ
船
の
こ
と
を
な
ぜ
か
「
管
絃
船
」
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
あ
っ
た

（『
中
』
大
正
三
年
七
月
四
日
）
（23）
。
こ
の
よ
う
に
住
吉
神
社
の
夏
祭
り
の
渡
御
船
が
、
新

た
な
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
祭
り
が
厳
島
神
社
の
管
絃
祭
か
ら
自

立
し
た
、
独
自
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
さ
き
に
取

り
上
げ
た
「
水
の
都
の
夏
祭
広
島
管
絃
祭
」
と
い
う
呼
称
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
合

い
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、厳
島
神
社
の
管
絃
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
ま
え
に
、

様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
多
く
の
見
物
人
を
集
め
、
広
島
に
大
き
な
賑
わ
い
を
生
み
出
す
新

し
い
祭
り
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
京
橋
川
の
玉
取
祭
や
同
明
神
浜
沖
の
大
鳥
居
の
電
飾
灯
、
あ
る
い
は
住
吉
神
社

の
祭
神
の
水
上
渡
御
な
ど
の
企
て
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
広
島
の
再
生
策
は

管
絃
祭
の
賑
わ
い
を
意
識
し
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

最
後
に
、
広
島
が
大
正
時
代
に
入
る
と
「
水
の
都
」、「
水
郷
」
と
呼
ば
れ
た
理
由
に
つ

い
て
付
言
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

大
正
時
代
に
な
る
と
『
中
国
新
聞
』
紙
上
で
は
、住
吉
神
社
の
夏
の
大
祭
に
つ
い
て
、「
水

の
都
」「
水
郷
」
と
い
う
修
飾
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
記
者
が
こ
の
よ
う
な
修
飾
語

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
住
吉
神
社
の
夏
の
大
祭
が
広
島
を
代
表
す
る
祭
り
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
島
を
代
表
す
る
祭
り
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
な

ぜ
「
水
の
都
」「
水
郷
」
と
い
う
修
飾
語
を
付
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
依
然
と
し
て
疑

問
が
残
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
広
島
が
「
水
の
都
」
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
、
次
の
よ

う
な
記
事
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
（『
中
』
大
正
四
年
七
月
二
八
日
）。

【
史
料
６
】

広
島
は
古
来
小
浪
華
と
称
せ
ら
れ
、
水
の
都
と
謳
は
れ
て
居
る
、
然
れ
ば
広
島
の

川
景
色
は
、
夏
こ
そ
一
入
美
は
し
く
、
殊
に
毎
年
催
さ
る
厳
島
管
絃
祭
当
日
に
於

け
る
広
島
は
、
そ
の
以
前
は
素
破
ら
し
い
賑
か
さ
で
あ
っ
た
が
、
今
は
廃
た
れ
て

今
昔
の
感
に
堪
へ
ざ
る
も
の
が
あ
る

　

つ
ま
り
、
広
島
は
昔
か
ら
「
小
浪
華
」
と
い
わ
れ
、「
水
の
都
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
き
に
掲
げ
た
「
六
月
十
六
夜
広
島
本
川
口
の
図
」
に
、
御
供
船
を

中
心
と
す
る
川
の
中
の
喧
噪
空
間
に
つ
い
て
、「
そ
の
よ
そ
ほ
ひ
浪
華
の
夏
祭
も
お
よ
ぶ

べ
か
ら
ず
。」と
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
で
き
る
。
ゆ
え
に
、広
島
が
大
坂
に
比
せ
ら
れ
る「
水

の
都
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
末
期
に
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
た
だ
、
大
正
時
代
に
な
っ
て
広
島
に
あ
え
て
、「
水
の
都
」
な
ど
の
修
飾
語
を
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
住
吉
神
社
の
夏
祭
り
が
管
絃
祭
を
模
し
た
も
の
で
あ
っ

た
に
し
ろ
、
厳
島
神
社
の
祭
り
と
は
関
係
の
な
い
、
独
立
し
た
祭
り
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
よ
う
と
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
水
の
都
」
な
ど
の
修
飾
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
て
も
、
広
島

は
厳
島
神
社
の
管
絃
祭
が
創
り
出
す
賑
わ
い
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
現
実
で

あ
ろ
う
。
広
島
に
は
本
川
・
元
安
川
・
京
橋
川
な
ど
何
本
も
の
川
が
流
れ
込
み
、
昔
か
ら

強
い
親
水
性
が
見
ら
れ
た
に
し
て
も
、
新
し
く
川
の
文
化
を
創
り
上
げ
る
経
験
が
乏
し
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
川
の
上
に
御
供
船
を
中
心
と
し
た
、
囃
し
船
な
ど
に
よ
る
激
し
い
劇

場
空
間
を
創
り
上
げ
、
多
く
の
見
物
人
が
両
岸
の
堤
防
や
「
橋
」
を
観
客
席
と
し
て
、
そ
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れ
を
楽
し
む
華
や
か
な
経
験
を
持
っ
た
に
し
ろ
、
広
島
に
は
厳
島
神
社
の
祭
り
と
の
関
わ

り
を
完
全
に
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
文
化
的
な
ひ
弱
さ
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

な
と
こ
ろ
に
句
読
点
を
入
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
は
、
原
則
と
し

て
通
用
の
文
字
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
。

（11）　

註
（3）
の
西
村
論
文
を
参
照
。

（12）　

熊
見
曲
水
「
厳
島
御
祭
礼
」（『
尚
古
』
第
二
年
第
六
号
、
一
九
○
七
年
）
を
参
照
。

（13）　

広
島
だ
け
で
な
く
福
山
に
お
い
て
も
、
管
絃
祭
の
夜
に
町
民
が
「
今
夜
の
潮
は
安
芸
の
厳
島
よ
り
来

る
も
の
に
て
、
此
の
潮
を
酌
取
り
、
翌
朝
之
に
て
面
を
洗
へ
ば
、
疱
瘡
を
治
す
る
こ
と
妙
な
り
、
と

の
言
伝
へ
に
依
り
、
潮
を
酌
む
も
の
多
か
り
き
」
と
い
っ
た
（『
中
』
明
治
二
九
年
七
月
三
〇
日
）。

（14）　

脇
田
晴
子
『
中
世
京
都
と
祇
園
祭
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
）
及
び
拙
著
『
厳
島
神
社
の

神
仏
習
合
観
の
変
容
』（
科
学
研
究
費
報
告
書
、
二
○
一
三
年
）
を
併
せ
て
参
照
。

（15）　

小
鷹
狩
元
凱
『
自
慢
白
島
年
中
行
事
』（
一
九
二
八
年
）
を
参
照
。

（16）　

管
絃
祭
に
関
す
る
「
村
上
家
乗
」
の
記
事
は
、
主
と
し
て
註
（3）
の
西
村
論
文
に
よ
る
。

（17）　

明
治
時
代
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
堺
町
か
ら
出
た
御
供
船
が
本
川
橋
と
新
橋
の
あ
い
だ
で
飾
り
付
け

が
な
さ
れ
、
往
来
の
人
が
両
橋
の
欄
干
に
も
た
れ
か
か
っ
て
こ
れ
を
見
る
た
め
、
危
険
の
恐
れ
あ
り

と
警
告
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（『
芸
』
明
治
二
七
年
七
月
二
〇
日
）。

（18）　
「
村
上
家
乗
」
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
（
六
月
）[

一
六
日]

を
参
照
。

（19）　
『
新
修
広
島
市
史
』
第
三
巻　

社
会
経
済
編
（
広
島
市
、
一
九
五
九
年
）
を
参
照
。

（20）　

拙
稿
「
厳
島
神
社
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
―
神
社
の
宝
物
や
歴
史
を
守
り
伝
え
る
こ
と
―
」（『
宮
島

学
』、
渓
水
社
、
二
○
一
四
年
）
を
参
照
。

（21）　

明
治
四
年
以
降
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
の
管
絃
祭
の
有
無
は
、
手
元
に
史
料
が
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で

も
推
測
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（22）　

こ
こ
で
「
番
船
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
船
は
、
管
絃
祭
の
お
り
広
島
の
本
川
あ
た
り
か
ら
、
参
拝
者
を

厳
島
神
社
に
運
ぶ
た
め
仕
立
て
ら
れ
た
客
船
の
こ
と
を
い
う
。

（23）　

住
吉
神
社
の
祭
神
が
乗
っ
た
御
船
に
つ
い
て
、多
く
は「
御
供
船
」と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

や
は
り
、「
水
の
都
の
夏
祭
広
島
管
絃
祭
」
と
い
っ
て
も
、
か
つ
て
の
御
供
船
の
呪
縛
め
い
た
も
の

か
ら
完
全
に
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
の
「
城
下
町
広
島
の
歴
史
講
座
十
講
義
」
第
三
回
の
講
演
内
容
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
る
。

　
　

註

（1）　

厳
島
神
社
の
神
事
の
一
つ
に「
十
七
夜
船
管
絃
」が
あ
る
。
た
だ
し
、こ
の
神
事
は
近
代
に
な
る
と「
管

絃
祭
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
呼
称
が
今
日
ま
で
通
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
宮
島
で
は
今
も
な
お
、「
管
絃
祭
」
の
こ
と
を
「
十
七
夜
」
と
も
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る
（
舩
附

陽
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）。

（2）　

拙
稿
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
と
厳
島
神
社
」（『
毛
利
元
就
と
地
域
社
会
』、中
国
新
聞
社
、二
○
○
七
年
）

を
参
照
。

（3）　

西
村
晃
「
厳
島
神
社
管
絃
祭
御
供
船
を
め
ぐ
っ
て
―
広
島
城
下
町
祭
礼
断
章
―
」（『
広
島
県
立
文
書

館
紀
要
』
第
九
号
、
二
○
○
七
年
）
を
参
照
。

（4）　

本
稿
で
は
、
広
島
城
下
及
び
狭
義
の
広
島
市
域
の
こ
と
を
、
以
下
「
広
島
」
と
い
う
言
葉
で
総
称
す

る
こ
と
に
す
る
。

（5）　

筆
者
の
幼
い
こ
ろ
の
記
憶
で
は
あ
る
が
、誰
も
が「
祭
り
」に
な
る
と
浮
か
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
り
、

神
社
に
参
詣
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
周
辺
の
夜
店
な
ど
で
遊
ん
で
帰
る
の
が
習
わ

し
で
あ
っ
た
。
管
絃
祭
の
前
後
に
多
く
の
人
々
が
広
島
の
川
の
周
辺
に
集
う
の
も
、
そ
の
背
景
に
こ

の
よ
う
な
祭
り
に
対
す
る
エ
ー
ト
ス
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

（6）　

註
（3）
の
西
村
論
文
を
参
照
。
た
だ
、
西
村
氏
に
し
て
も
通
説
に
従
い
、「
御
供
船
は
明
治
維
新
後
に

と
だ
え
て
し
ま
い
」
と
言
い
切
る
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

（7）　

村
岡
浅
夫
『
広
島
県
民
俗
資
料
』
第
八
集　

民
間
信
仰
（
ひ
ろ
し
ま
・
み
ん
ぞ
く
の
会
、一
九
七
六
年
）、

及
び
野
坂
元
定
・
野
坂
元
良
「
写
真
構
成　

管
絃
祭
の
す
べ
て
」（『
厳
島
信
仰
事
典
』、戎
光
祥
出
版
、

二
○
○
二
年
）
を
参
照
。
な
お
、『
中
』
大
正
五
年
七
月
十
一
日
の
記
事
に
は
、
明
治
四
四
年
以
前

ま
で
御
供
船
が
あ
っ
た
と
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（8）　

河
合
正
治
「
厳
島
神
社
の
祭
祀
形
態
と
そ
の
推
移
」（『
福
山
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
一
○
号
、

一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
厳
島
神
社
の
管
絃
祭
の
史
料
上
の
初
見
は
、
天
文
十
（
一
五
四
一
）
年
の

祭
り
に
言
及
し
た
文
書
で
あ
る
。

（9）　

西
村
晃
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
『
村
上
家
乗
』
の
毎
年
の
六
月
十
七
日
条
に
、「
厳
島
遥
拝
、
清じ
ょ
う
い衣
、

礼
服
如
例
」、「
簿
暮
厳
島
社
遥
拝
、
袴
着
」、「
黄
昏
厳
島
社
遥
拝
」
な
ど
、
類
似
の
表
現
が
散
見
し

て
い
る
の
が
分
か
る
。

（10）　

以
下
、『
芸
備
日
日
新
聞
』
は
『
芸
』、『
中
国
新
聞
』
は
『
中
』
と
い
う
略
称
を
用
い
、
そ
の
う
え

で
発
行
年
月
日
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
文
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
私
的
に
記
事
に
適
当
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