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新
出
史
料
　
御お

と
も
ん
ぶ
ね

供
船
の
艫と

も
か
ざ飾

り
に
つ
い
て

―
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
旧
暦
六
月
一
七
日
の
意
義
―

中
道
　
豪
一

は
じ
め
に

　

本
稿
は
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
、
旧
暦
六
月
一
七
日
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
旧
暦

六
月
一
七
日
は
世
界
遺
産
嚴
島
神
社
（
広
島
県
廿
日
市
市
）
で
、
管
絃
祭
が
斎
行
さ
れ
る
日
で
あ
る
。
月
照
か
り
の
下
、
管

絃
の
音
に
彩
ら
れ
た
御
座
船
が
瀬
戸
の
海
を
進
む
さ
ま
は
、
現
在
も
多
く
の
人
を
ひ
き
つ
け
、
敬
神
・
崇
敬
の
念
を
涵
養
し

て
い
る
。
そ
の
敬
神
・
崇
敬
の
念
は
広
島
県
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
島
根
県
や
山
口
県
・
愛
媛
県
な
ど
の
近
隣
各
県
に
波
及
し

て
お
り
、
各
地
に
鎮
座
す
る
嚴
島
神
社
で
は
、
旧
暦
六
月
一
七
日
や
近
接
す
る
日
に
、
今
な
お
管
絃
祭
や
、
そ
れ
に
関
連
す

る
神
事
や
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

日
本
三
大
船
神
事
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
管
絃
祭
だ
が
、
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
時
点
に
お
け
る
状
況
は
、
往
時
と
比

較
し
、
衰
退
傾
向
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
下
、
異
常
な
レ
ベ
ル
で
、
そ
の
存
在
が
忘
却
さ
れ
て
い

る
の
が
広
島
県
広
島
市
で
あ
る
。
原
爆
投
下
前
、市
内
中
心
部
を
賑
わ
せ
た
管
絃
祭
関
連
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
、
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現
平
和
記
念
公
園
に
鎮
座
し
て
い
た
嚴
島
大
明
神
を
は
じ
め
、
祭
日
で
あ
る
旧
暦
六
月
一
七
日
が
、
戦
後
は
一
九
年
に
一
回
、

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
八
月
六
日
と
重
な
る
事
実
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
が
広
く
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
行

政
・
マ
ス
コ
ミ
だ
け
で
な
く
歴
史
学
・
民
俗
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
関
係
者
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
広
島
市
中
心
部
の
旧
暦
六
月
一
七
日
に
関
す
る
意
義
を
指
摘
す
る
に
あ
た
り
、
令
和
五
（
二
〇
二
三
）

年
一
一
月
に
発
見
さ
れ
た
御
供
船
の
艫
飾
り
を
切
り
口
に
考
察
を
展
開
し
た
。
新
た
に
発
見
さ
れ
た
艫
飾
り
の
画
像
紹
介
は

勿
論
、
考
察
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て
、
紙
幅
の
許
す
限
り
関
連
す
る
画
像
史
料
を
多
く
扱
っ
た
こ
と
、
広
島
市
中
心
部
に

お
け
る
学
知
の
危
機
的
状
況
に
言
及
し
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。

一
　
御
供
船
の
艫
飾
り

　

令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
一
一
月
。
広
島
市
内
某
所
で
御
供
船
の
艫
飾
り
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
広
島
市
中
心
部
に
お

け
る
旧
暦
六
月
一
七
日
の
嚴
島
神
社
管
絃
祭
に
ま
つ
わ
る
史
料
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
八
月
六
日
の
原
子
爆

弾
被
害
や
戦
後
の
混
乱
で
、
郷
土
の
文
化
や
記
憶
が
断
ち
切
ら
れ
た
広
島
市
中
心
部
に
お
い
て
、
実
際
に
用
い
ら
れ
た
艫
飾

り
の
存
在
は
、
地
域
に
お
け
る
祭
礼
の
実
像
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
祈
り
や
願
い
を
伝
え
る
貴
重
な
存
在
と
い
え
る
。

　

そ
も
そ
も
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
御
供
船
と
は
、
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
、
紙
屋
町
の
釣
燈
屋
三
代
目
市
兵
衛
が
、

管
絃
祭
の
神
船
に
雨
具
を
献
じ
る
た
め
「
御
供
」
し
た
御
用
船
に
端
を
発
す
る
。
し
か
し
広
島
の
人
々
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
て

き
た
御
供
船
は
、
市
兵
衛
よ
り
後
の
事
例
を
指
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
神
船
の
御
供
に
憧
れ
た
城
下
の
町
々
に
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よ
っ
て
、
管
絃
祭
の
奉
祝
を
目
的
と
し
、
神
船
の
御
供
を
す
る
た
め
に
設
え
ら

れ
た
御
供
船
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
兵
衛
の
よ
う
に
、
神
社
か
ら
の
御
用
を
受
け

御
供
し
た
の
で
は
な
く
、
御
祭
神
を
奉
祝
す
る
人
々
に
よ
る
、
自
発
的
な
御
供

で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
な
お
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
で
は
、
島
嶼

部
を
は
じ
め
、
旧
暦
六
月
一
七
日
あ
た
り
に
、
海
へ
流
す
小
舟
を
「
お
と
も
ん

ぶ
ね
」
と
呼
称
す
る
例
も
あ
る
。
１

　

こ
の
御
供
船
の
船
尾
を
飾
る
の
が
艫
飾
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
町
々
で
デ
ザ
イ

ン
が
異
な
っ
て
お
り
、
艫
飾
り
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
御
供
船
が
ど
の
町
の
も

の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。「
厳
島
八
景
之
図
」
を
描
い
た
岳
亭
一

麿
の
「
厳
島
六
月
祭
礼
御
供
船
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）【
画
像
１
】
を
見
て

み
よ
う
。
上
掲
の
錦
絵
に
は
町
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
艫
飾
り
に
は
鷹

が
獲
物
を
咥
え
た
と
思
わ
れ
る
絵
柄
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
岡
田

清
『
芸
州
厳
島
名
所
図
会
』（
日
本
資
料
刊
行
会　

昭
和
五
〇
）【
画
像
２
】
を

見
る
と
、
京
橋
町
の
幟
を
掲
げ
た
御
供
船
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
画
像
の

引
用
範
囲
外
に
は
、
猫
屋
町
の
も
の
と
思
わ
れ
る
御
供
船
と
艫
飾
り
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
双
方
の
史
料
と
も
、
船
に
乗
る
人
々
の
表
情
も
描
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
か
ら
宮
島
の
管
絃
祭
に
赴
き
、
神
船
の
御
供
を
す
る
人
々
の
楽
し

そ
う
な
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
御
供
船
の
存
在
を
意
識

【画像１】「厳島六月祭礼御供船」（国立国会図書館蔵）※左拡大
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す
る
と
、
様
々
な
史
料
に
、
そ
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
前
掲
の
岳

亭
一
麿
に
は
、「
厳
島
六
月
祭
礼
還
御
之
図
」
と
い
う
管
絃
祭
を
描
い
た
錦
絵
作
品
が

あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
三
艘
の
御
供
船
と
思
わ
れ
る
船
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
嚴

島
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
を
描
い
た
『
厳
島
絵
馬
鑑
』（
天
保
三
【
一
八
三
二
】）
に

は
、
神
社
西
回
廊
に
揚
げ
ら
れ
た
、
御
供
船
の
描
か
れ
た
絵
馬
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
そ
の
艫
飾
り
に
は
武
者
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
艫
飾
り
の
う
ち
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
戦
前
、
森
川
修
蔵
ら
資
産

家
た
ち
の
住
ん
だ
塚
本
町
の
も
の
で
あ
る
。
御
供
船
は
盛
衰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
歴
史

を
重
ね
て
い
く
が
、
昭
和
前
期
に
は
、
京
橋
川
に
数
艘
が
浮
か
べ
ら
れ
る
状
況
だ
っ
た

と
い
う
。
本
川
で
は
そ
れ
よ
り
も
前
に
姿
を
消
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
塚
本
町
は

長
い
間
、船
を
出
し
続
け
た
だ
け
で
は
な
く
、他
町
の
御
供
船
が
宮
島
に
渡
ら
な
く
な
っ

た
後
も
渡
島
し
て
い
た
。
そ
の
近
世
の
姿
を
描
い
た
も
の
が
山
県
二
承
「
塚
本
町
御
供

船
之
図
」【
画
像
３
】
で
あ
る
。
艫
飾
り
に
は
、
雄
々
し
い
松
の
姿
や
、
二
見
ヶ
浦
を

想
起
さ
せ
る
雄
大
な
風
景
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
御
供
船
の
絵
は
、
広
島

市
公
文
書
館
編
『
図
説
広
島
市
史
』（
広
島
市　

平
成
元
）
の
裏
表
紙
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
広
島
市
に
お
け
る
御
供
船
の
位
置
づ
け
や
認
識
を
伺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

し
て
、
近
代
に
な
っ
て
も
姿
を
現
し
て
い
た
塚
本
町
の
御
供
船
を
撮
影
し
た
の
が
【
画

像
４
】
で
あ
る
。
艫
飾
り
の
デ
ザ
イ
ン
が
「
塚
本
町
御
供
船
之
図
」【
画
像
３
】
と
違
っ

【画像２】「御供舩川口を出るの図」（『芸州厳島名所図会』）　※右拡大
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た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
な
お
、
こ

れ
は『
概
観
広
島
市
史
』（
広

島
市
役
所　

昭
和
三
〇
）
に

掲
載
さ
れ
た
写
真
で
あ
り
、

御
供
船
と
広
島
市
中
心
部

に
お
け
る
旧
暦
六
月
一
七

日
の
賑
わ
い
が
、
広
島
を

概
観
す
る
に
あ
た
り
必
要

な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
他
に
も
様
々
な
史
料
・

資
料
や
証
言
が
残
っ
て
い
る
が
、特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、原
民
喜
の
証
言
と
四
国
五
郎
の
描
い
た
絵
【
画
像
５
】
を
挙
げ
る
。

　

原
民
喜
は
『
中
国
新
聞
』（
昭
和
二
五
年
一
二
月
七
日
）
で
、
御
供
船
を
左
の
よ
う
に
描
写
し
た
。「
昔
、
管
絃
祭
の
夜
に

は
京
橋
の
明
神
の
浜
に
、
お
と
ぼ
ん
船
が
や
っ
て
来
た
。
橋
の
上
に
は
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
人
が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
、
船
の
上
で
行

な
わ
れ
る
十
二
神
祇
を
見
て
い
る
。
か
が
り
火
が
水
に
映
り
、
衣
装
の
金
糸
銀
糸
が
火
に
照
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
を
見
て
い
る

と
子
供
の
私
に
は
、
こ
れ
は
ま
る
で
夢
幻
の
よ
う
な
世
界
で
あ
っ
た
」
お
と
ぼ
ん
船
と
は
、
御
供
船
の
こ
と
で
、
原
爆
後
に

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
京
橋
川
の
風
景
を
懐
古
し
て
い
る
。
奇
し
く
も
こ
の
京
橋
川
の
風
景
を
描
い
て
い
る
の
が
、
四
国
五
郎

【画像３】山県二玄「塚本町御供船之図」（『図説広島市史』）

【画像 4】塚本町の御供船（広島市中央図書館蔵）
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【
画
像
５
】
２
で
あ
る
。
画
像
右
下
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
場
所
が
京
橋
で
、
御

供
船
の
右
上
が
、
現
在
も
同
じ
場
所
に
鎮
座
し
て
い
る
橋
本
町
の
嚴
島
神
社
で

あ
る
。
そ
し
て
画
面
中
央
に
は
、
弁
慶
と
牛
若
丸
の
描
か
れ
た
艫
飾
り
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
京
橋
川
の
御
供
船
の
こ
と
を
、
薄
田
太
郎
が
『
が
ん
す
横
丁
』（
た
く

み
出
版　

昭
和
四
八
）頁
一
六
一
に
書
き
残
し
て
い
る
箇
所
を
以
下
に
挙
げ
る
。

「
明
神
浜
、
京
橋
川
の
中
央
に
は
、
京
橋
町
、
橋
本
町
と
そ
れ
ぞ
れ
の
町
名
を

染
め
抜
い
た
幟
を
立
て
て
二
そ
う
の
御
供
船
が
浮
い
て
い
る
。
船
首
に
は
黒
帯

の
さ
が
り
が
、
水
に
す
れ
す
れ
の
美
し
い
形
を
み
せ
て
、
船
の
両
側
に
は
水

色
の
垂
れ
幕
が
、
そ
の
ま
ま
水
の
上
に
浮
い
て
、
船
の
中
心
部
に
は
破
風
づ
く

り
の
や
ぐ
ら
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
周
囲
に
は
宮
島
さ
ん
の
定
紋
や
染
め
抜
い
た

ち
ょ
う
ち
ん
が
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
船
の
四
す
み
に
は
、
金
糸
銀
糸
で
つ

づ
ら
れ
た
昇
龍
、
降
り
龍
の
幟
が
立
て
ら
れ
、
色
と
り
ど
り
の
大
き
な
吹
き
流
し
が
あ
た
り
を
は
ら
っ
て
い
た
。
と
く
に
こ

ど
も
た
ち
の
目
を
ぱ
ち
く
り
さ
せ
た
の
は
、
た
た
み
二
畳
敷
も
あ
る
船
の
と
も
飾
り
で
、
牛
若
丸
と
弁
慶
の
五
条
橋
が
、
金

糸
銀
糸
で
縫
い
と
ら
れ
、
弁
慶
の
七
つ
道
具
、
牛
若
の
狩
衣
な
ど
が
輝
く
ば
か
り
の
押
絵
で
飾
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

押
絵
が
、
あ
か
あ
か
と
か
が
り
火
に
照
ら
さ
れ
た
光
景
が
忘
れ
ら
れ
な
い
」
こ
の
他
、
N
H
K
広
島
放
送
局
が
、
原
爆
で

破
壊
さ
れ
る
前
の
、
広
島
の
姿
を
描
い
た
絵
画
を
集
め
た
『
わ
が
な
つ
か
し
の
広
島
』（
広
島
地
域
社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
昭

和
五
五
）
に
も
、
御
供
船
を
描
い
た
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
、
い
さ
さ
か
駆
け
足
気
味
だ
が
、
御
供
船
の
艫

【画像５】京橋川の御供船（『四国五郎平和美術館２』）
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飾
り
を
通
し
、
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
旧
暦
六
月
一
七
日
の
賑
わ
い
や
、
奉
祝
の
姿
の
一
端
を
指
摘
し
て
き
た
。
御
供
船

の
詳
細
な
論
考
に
つ
い
て
は
、
西
村
晃
の
論
考
や
拙
稿
を
参
照
頂
き
た
い
。
３

二
　
発
見
さ
れ
た
艫
飾
り

　

本
項
で
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
京
橋
川
の
嚴
島
神
社
沖
に
浮
か
ぶ
戦
前
期

に
お
け
る
御
供
船
の
写
真
（
広
島
市
中
央
図
書
館
蔵
）【
画
像
６
】
で
あ
る
。
艫
飾
り
を

拡
大
す
る
と
、
橋
の
上
に
長
刀
を
持
っ
た
、
弁
慶
と
思
わ
し
き
男
性
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ほ
ど
四
国
五
郎
が
描
い
た
艫
飾
り
は
牛
若
丸
と
弁
慶
の
デ
ザ
イ

ン
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
弁
慶
単
独
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
聞
き
取
り
調
査
で
、
京
橋

川
に
浮
か
ぶ
御
供
船
に
は
、
弁
慶
単
独
の
艫
飾
り
と
、
牛
若
丸
と
弁
慶
の
艫
飾
り
が
あ
り
、

前
者
は
後
者
よ
り
も
、
大
き
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
御
供
船
の
艫
飾
り
だ
が
、
衰
退
と
共
に
そ
の
多
く
が
所
在
不

明
と
な
り
、
中
に
は
中
島
本
町
の
よ
う
に
海
外
へ
渡
っ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
も
出
て
き

た
。
そ
う
し
た
状
況
下
、
薄
田
太
郎
が
、
原
爆
を
乗
り
越
え
た
艫
飾
り
を
閲
覧
し
た
記
録

が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
左
の
通
り
で
あ
る
。「
京
橋
町
の
お
と
も
ん
船
に
飾
ら
れ
て
い

た
と
も
飾
り
が
町
内
の
あ
る
家
に
残
っ
て
い
る
と
、
東
部
の
友
人
か
ら
知
ら
さ
れ
て
、
昭

【画像６】京橋川の御供船（広島市中央図書館蔵）※右拡大
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和
二
十
九
年
夏
、
虫
干
し
を
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
を
た
ず
ね
た
。
八
畳
の
部
屋
い
っ

ぱ
い
に
広
げ
ら
れ
た
こ
の
『
と
も
飾
り
』

は
、
五
条
橋
の
弁
慶
の
部
分
だ
け
だ
が
筆

者
が
こ
ど
も
の
こ
ろ
に
見
か
け
た
ま
ま
の

姿
で
、
所
蔵
者
の
好
意
で
裏
や
弁
慶
の

持
っ
て
い
る
長
刀
の
銘
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
が
、
銀
メ
ッ
キ
の
長
刀
に
は
宮
島
管
絃

祭
の
お
供
を
し
た
名
残
の
塩
サ
ビ
が
残
っ

て
い
た
。
そ
の
長
刀
の
裏
に
は
、『
明
治

三
十
四
年
七
月
京
橋
町
由
良
久
登
作
』
と

刻
ま
れ
て
い
る
の
も
お
と
も
ん
船
の
こ
よ

な
き
思
い
出
で
あ
る
」
４
こ
の
記
述
は
【
画

像
６
】
の
弁
慶
と
、
重
な
る
点
が
多
い
わ

け
だ
が
、
そ
の
後
、
こ
の
艫
飾
り
は
所
在

不
明
と
な
り
、時
は
令
和
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、あ
る
論
文
が
契
機
と
な
り
事
態
が
動
い
た
。
そ
れ
が
平
成
三
一（
二
〇
一
九
）

年
に
発
表
し
た
拙
稿
「
旧
広
島
市
域
に
お
け
る
嚴
島
管
絃
祭
に
ま
つ
わ
る
祭
礼
行
事
に
つ
い
て
―
近
代
に
お
け
る
高
ち
ょ
う

ち
ん
・
火
振
り
・
御
供
船
の
様
相
と
新
祭
礼
行
事
の
発
生
―
」（『
広
島
修
大
論
集
』
五
九
‒
二　

平
成
三
一
）
で
あ
る
。

【画像７】発見された御供船の艫飾り（表面）
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拙
稿
に
掲
載
し
た
【
画
像
６
】
を
見
て
「
こ
の
画
像
に
あ
る
艫
飾
り
は
、
自

家
で
保
存
し
て
い
る
も
の
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
」
と
の
連
絡
が
入
っ
た
。

そ
し
て
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
間
違
い
な
く
【
画
像
６
】
と
同
じ
も
の
で

あ
る
と
共
に
、
薄
田
が
昭
和
二
九
（
一
九
五
四
）
年
に
、
確
認
し
た
艫
飾
り
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
艫
飾
り
の
表
面
画
像
【
画
像
７
】
と
、
裏
面
画

像
【
画
像
８
】
を
挙
げ
る
。

　

こ
れ
ま
で
絵
図
こ
そ
あ
れ
、
写
真
に
お
い
て
は
白
黒
で
し
か
確
認
で
き
な
い

艫
飾
り
だ
っ
た
が
、
実
際
、
緋
色
の
布
地
に
立
つ
金
色
に
輝
く
弁
慶
を
見
る
と

圧
巻
で
あ
る
。
薄
田
が
い
う
よ
う
に
、
お
よ
そ
八
畳
の
部
屋
が
一
杯
に
な
る
サ

イ
ズ
で
、
原
民
喜
が
「
夢
幻
の
よ
う
な
世
界
」
と
回
想
し
た
御
供
船
を
飾
っ
た

現
物
で
あ
る
。
厳
島
神
社
へ
の
祈
り
で
満
ち
る
旧
暦
六
月
一
七
日
の
夜
、
金
色

に
輝
く
弁
慶
が
、
京
橋
川
の
川
面
を
彩
っ
て
い
た
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
湧

き
上
が
る
感
動
を
禁
じ
得
な
い
。

　

ま
た
こ
の
艫
飾
り
を
本
物
と
判
じ
た
一
因
と
し
て
、
裏
面
の
由
緒
書
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
由
緒
書
が
、
昭
和
二
九
（
一
九
五
四
）
年
に
薄
田
が
書
き
留
め

た
も
の
と
、
ほ
ぼ
一
致
し
た
。
薄
田
の
記
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
ま
た
、

緋
も
う
せ
ん
に
盛
り
上
っ
た
と
も
飾
り
の
裏
に
は
、
十
五
セ
ン
チ
角
の
墨
の
文

字
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
厳
島
神
社
大
祭
ノ
節
、御
供
船
飾
ノ
内
、 

【画像８】発見された御供船の艫飾り（裏面）
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艫
幕
切
幕
ナ
ラ
ビ
ニ
新
調
于
時
前
飾
之
義
、
安
政
四
年
巳
歳
、
大
阪
三
井
店
ニ
テ
新
個
所
古
而
、
今
般
町
内
ノ
共
親
会
図
リ

奇
附
金
ヲ
以
ッ
テ
新
調
候
也
、
明
治
四
十
二
年
旧
暦
六
月
十
五
日
保
田
八
十
吉
識
調
之
、
尚
後
幕
新
調
ハ
本
市
大
手
町
壱
丁

目
、縫
師
岡
野
藤
兵
衛
ニ
托
シ
、此
度
ハ
当
地
ニ
テ
出
来
候
也
」
５
【
画
像
８
】
を
見
る
と
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
大
阪

の
三
井
店
で
調
整
し
、
明
治
四
二
年
旧
暦
六
月
一
五
日
に
新
調
し
た
こ
と
。
こ
れ
を
保
田
八
十
吉
が
記
し
た
こ
と
。
大
手
町

一
丁
目
の
縫
師
岡
野
藤
兵
衛
が
縫
製
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
薄
田
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
史

料
は
、
こ
の
他
に
も
様
々
な
沿
革
が
あ
る
が
、
詳
細
は
他
日
に
譲
る
。　

三
　
忘
れ
去
ら
れ
た
旧
暦
六
月
十
七
日

　

こ
の
艫
飾
り
の
発
見
は
、
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
宗

教
文
化
、
さ
ら
に
は
城
下
町
に
お
け
る
町
人
文
化
に
関
す

る
貴
重
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
広
島
市
中
心
部

の
歴
史
・
文
化
・
民
俗
に
関
す
る
課
題
を
指
摘
し
た
い
。

そ
れ
は
国
際
平
和
文
化
都
市
、
さ
ら
に
は
百
万
都
市
と
い

わ
れ
る
広
島
市
に
お
い
て
、
自
分
た
ち
が
暮
ら
す
地
域
の

歴
史
・
文
化
・
民
俗
に
つ
い
て
の
認
識
や
意
識
が
、
壊
滅

的
な
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
事
実
で
あ
る
。

【画像９】『芸州厳島名所図会』の嚴島大明神
（中道豪一『古地図と歩く広島』）
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こ
の
旧
暦
六
月
一
七
日
に
関
す
る
事
例
は
、
そ
の
状
況
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
戦
前
ま
で
、
広
島
を
代
表
す
る
祈
り

の
日
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
現
在
の
平
和
記
念
公
園
、
そ
れ
も
平
和
大
通
り
沿
い
の
祈
り
の
泉
そ
ば
に
嚴
島
大
明
神
（
誓
願
寺
境
内
）
が
鎮
座
し
、
広

島
の
人
々
が
祈
り
を
捧
げ
た
こ
と
を
誰
が
語
り
継
い
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ

の
事
実
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
と
、
江
戸
時
代
に
流
通
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

『
芸
州
厳
島
名
所
図
会
』
と
、
中
国
新
聞
社
の
作
成
し
た
地
図
「
平
和
記
念

公
園
（
爆
心
地
）
街
並
み
復
元
図
」
６
を
参
照
す
る
の
が
捷
径
だ
が
、
こ
こ

で
は
拙
著
『
古
地
図
と
歩
く
広
島
』（
南
々
社　

令
和
五
）
か
ら
、
嚴
島
大

明
神
の
様
子
【
画
像
９
】
と
、
現
在
と
の
対
照
図
【
画
像
10
】
を
挙
げ
る
。

す
る
と
、
現
在
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
フ
ラ
ワ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
や
、

八
月
六
日
の
平
和
記
念
式
典
で
多
く
の
人
が
集
う
空
間
が
、
広
島
人
に
と
っ

て
祈
り
や
喜
び
の
場
所
で
あ
っ
た
事
実
は
閑
却
さ
れ
、
今
や
無
か
っ
た
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
歴
史
や
文
化
の
事
実
や
記
憶
が
、

生
活
空
間
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
継
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

更
に
深
刻
な
の
が
、
旧
暦
六
月
一
七
日
と
い
う
広
島
の
人
々
に
と
っ
て
祈

り
と
喜
び
に
満
ち
た
日
が
、
八
月
六
日
と
い
う
広
島
の
人
々
に
と
っ
て
悲
し

み
に
満
ち
た
日
と
、
戦
後
、
一
九
年
に
一
度
重
な
っ
て
い
る
事
実
が
、
指
摘
・

周
知
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
の
旧
暦
六
月

【画像 10】過去と現在との対照図（中道豪一『古地図と歩く広島』）
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一
七
日
は
新
暦
八
月
三
日
だ
っ
た
が
、昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
、昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
、平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）

年
、そ
し
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
世
を
騒
が
せ
た
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
は
、新
暦
八
月
六
日
が
管
絃
祭
の
日
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
原
爆
投
下
に
よ
る
破
壊
が
な
け
れ
ば
、
一
九
年
に
一
度
で
は
あ
る
が
、
八
月
六
日
は
祈
り
と

喜
び
に
満
ち
た
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

現
代
広
島
が
、
こ
の
事
実
を
承
知
し
た
う
え
で
、
原
爆
の
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、「
原
爆
の
影
響
で

古
い
も
の
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
思
念
や
言
葉
に
縛
ら
れ
、
旧
暦
六
月
一
七
日
を
始
め
と
す
る
歴
史
の
事
実
を
見
失
い
、

喜
び
や
賑
わ
い
の
記
憶
を
受
け
継
ぎ
損
ね
て
い
る
の
が
実
態
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

筆
者
は
令
和
に
入
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
世
に
問
い
始
め
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
そ
れ
ら
の
事
実
に
気
付
き
、
地
域
お
こ

し
活
動
を
展
開
す
る
人
物
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
が
宮
島
の
博
多
努
氏
で
あ
る
。
博
多
氏
は
も
み
じ
饅
頭
を
販
売
す
る
博
多
屋

の
代
表
取
締
役
社
長
で
、
一
級
建
築
士
の
資
格
を
持
つ
人
物
だ
が
、
博
多
家
は
管
絃
祭
の
日
、
御
座
船
を
曳
航
す
る
江
波
の

人
々
に
、
休
み
宿
を
提
供
し
て
き
た
家
で
あ
る
。
ゆ
え
に
旧
暦
六
月
一
七
日
と
八
月
六
日
が
重
な
る
事
実
に
も
気
付
い
て
い

た
だ
け
で
な
く
、
郷
土
の
文
化
を
研
究
す
る
中
で
、
現
在
の
平
和
記
念
公
園
に
嚴
島
大
明
神
が
鎮
座
し
て
い
た
こ
と
も
、
建

築
士
の
立
場
か
ら
認
識
し
て
い
た
。
自
身
の
生
活
空
間
に
旧
暦
六
月
一
七
日
の
記
憶
や
知
識
が
生
き
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

更
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
八
月
六
日
は
、
管
絃
祭
で
活
躍
し
た
江
波
の
人
々
が
、
地
元
で
火

祭
り
を
行
う
日
だ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
広
島
三
大
祭
り
の
一
つ
、
住
吉
神
社
に
お
け
る
す
み
よ
し
さ

ん
の
隆
盛
が
、
も
と
も
と
宮
島
の
管
絃
祭
を
、
広
島
市
中
心
部
で
再
現
し
た
広
島
管
絃
祭
に
由
来
す
る
こ
と
、
嚴
島
神
社
の

神
を
奉
祝
し
白
島
九
軒
町
の
河
原
で
振
ら
れ
た
数
百
も
の
松
明
、
町
々
に
掲
げ
ら
れ
た
高
ち
ょ
う
ち
ん
、
満
ち
て
く
る
汐
を

汲
む
管
絃
汐
、
宮
島
に
向
か
っ
て
柏
手
を
う
つ
人
々
、
本
川
や
京
橋
川
で
行
わ
れ
る
玉
取
祭
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、
全
て

が
同
時
期
に
一
斉
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
前
揚
の
御
供
船
と
と
も
に
、
広
島
市
中
心
部
に
お
け
る
旧
暦
六
月
一
七
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日
の
大
切
な
記
憶
な
の
で
あ
る
。
歴
史
の
中
で
も
、
生
活
に
密
着
し
た
庶
民
の
「
平
和
」
な
歴
史
が
、
国
際
平
和
文
化
都
市

広
島
で
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
事
実
は
深
刻
で
あ
り
、
皮
肉
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
先
人
の
営
み
を
無
視
」
し
た
先
に
築
か
れ

る
「
平
和
」
や
「
町
の
賑
わ
い
」
が
、
い
か
に
歪
な
も
の
に
な
る
か
、
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

約
四
〇
年
前
の
あ
る
夏
の
日
、
激
し
く
降
る
雨
を
見
た
大
正
生
ま
れ
の
祖
父
が
「
管
絃
の
く
そ
流
し
じ
ゃ
な
」
と
つ
ぶ
や

い
た
。
そ
の
意
味
を
備
後
生
ま
れ
広
島
育
ち
の
母
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
祖
父
の
説
明
は
こ
う
だ
っ
た
。
下
水
道
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
時
代
、旧
暦
六
月
一
七
日
、宮
島
の
嚴
島
神
社
で
行
わ
れ
る
管
絃
祭
の
為
に
集
ま
っ
た
人
達
の
屎
尿
が
問
題
に
な
っ

て
い
た
が
、
祭
が
終
わ
る
と
、
神
様
が
大
雨
を
降
ら
せ
て
綺
麗
に
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
で
管
絃
祭
の
終
わ
っ
た
頃
に
降
る
大

雨
を
管
絃
の
く
そ
流
し
と
い
う
…
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
村
岡
浅
夫
編
著
『
広
島
県
民
俗
資
料
一
』（
小
川
晩
成
堂  

昭

和
四
二
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
宮
島
の
く
そ
流
し
」
の
類
語
で
、
昭
和
後
期
の
生
ま
れ
で
あ
る
筆
者
の
生
活
空
間
に
残
っ

て
い
た
旧
暦
六
月
一
七
日
の
記
憶
の
一
例
で
あ
る
。

　

広
島
市
中
心
部
が
原
爆
で
破
壊
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。し
か
し
原
爆
を
乗
り
越
え
記
憶
の
バ
ト
ン
を
継
ぐ
手
段
は
、

豊
富
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
管
絃
の
く
そ
流
し
」
も
記
憶
の
バ
ト
ン
の
一
つ
で
、
宮

島
だ
け
で
な
く
、
広
島
市
中
心
部
も
管
絃
祭
で
賑
わ
っ
た
事
実
を
導
く
鍵
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
果
た
し
て
歴
史
や
文

化
・
民
俗
を
扱
う
学
術
は
、
そ
う
し
た
バ
ト
ン
を
ど
う
扱
っ
て
き
た
か
。『
図
説
広
島
市
史
』
で
は
表
紙
に
用
い
ら
れ
、
裏
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表
紙
に
御
供
船
の
画
像
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
旧
暦
六
月
一
七
日
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
都
市
と
市
民
生
活
を
テ
ー

マ
に
し
た
『
広
島
市
被
爆
七
〇
年
史
』（
広
島
市　

平
成
三
〇
）
な
ど
で
は
、
戦
前
の
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
。

平
成
・
令
和
の
世
に
お
い
て
、
研
究
や
学
術
の
成
果
も
受
け
継
が
れ
な
く
な
っ
て
い
る
傾
向
を
確
認
で
き
る
。

　

も
う
少
し
で
原
爆
が
投
下
さ
れ
八
〇
年
と
い
う
月
日
が
流
れ
る
。
世
代
が
移
り
変
わ
り
ゆ
く
中
、
歴
史
や
文
化
・
民
俗
の

学
び
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
、
旧
暦
と
い
っ
た
生
活
感
覚
を
語
り
継
ぐ
こ
と
や
、
基
礎
史
料
や
過
去
に
著
さ
れ
た
先
行
研
究

を
読
み
こ
な
す
と
い
っ
た
地
道
な
作
業
と
、
そ
の
成
果
を
社
会
へ
還
元
す
る
作
業
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
に
な
る
と
考

え
る
。
目
先
の
情
報
に
翻
弄
さ
れ
、
断
片
的
な
素
材
で
広
島
を
表
現
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
広
島

で
は
他
の
都
市
と
は
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
文
献
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
史
料
は
勿

論
、
口
承
の
担
い
手
が
、
史
上
か
つ
て
な
い
規
模
で
消
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
旧
暦
六
月
一
七
日
の
事
例
が
、
従
来
の

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
は
、
猛
省
す
べ
き
案
件
で
あ
る
。

　

広
島
県
域
に
お
け
る
、
嚴
島
神
社
に
ま
つ
わ
る
信
仰
や
習
俗
の
重
要
性
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。
広
島
市
中

心
部
に
お
け
る
八
〇
年
と
い
う
月
日
の
中
で
、
受
け
継
ぎ
損
ね
た
記
憶
の
断
層
が
あ
る
な
ら
ば
、
真
正
面
か
ら
取
り
組
み
、

学
の
意
味
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
状
況
認
識
と
姿
勢
こ
そ
、
国
際
平
和
文
化
都
市
広
島
市
に
お
け
る

歴
史
・
文
化
・
民
俗
の
学
の
姿
で
あ
り
、
神
道
学
を
専
門
と
す
る
筆
者
の
役
目
と
考
え
る
。
今
回
見
つ
か
っ
た
艫
飾
り
に
輝

く
弁
慶
は
、
そ
の
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
な
ら
な
い
。
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