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令
和
元
年
の
豊
島
区
内
神
社
例
祭
に
お
け
る

神み
こ
し輿
渡と

ぎ
ょ御
を
見
学
し
ま
し
た
。
日
程
は
下
記
表

の
通
り
で
す
。
区
内
の
主
な
神
社
例
祭
は
現
在

毎
年
九
月
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
祭
礼

時
期
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
民
俗
学
的
に
は

秋
祭
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
農
村
社
会
の
収
穫

感
謝
祭
が
本
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
祭
で
は
、
そ
の
神
社
の
氏
子
た
ち
が
、
多

く
は
町
会
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
を
神
輿
渡

御
し
ま
す
。
こ
う
し
た
町
会
の
神
輿
に
は
地
元

住
民
の
ほ
か
同
好
会
な
ど
と
呼
ば
れ
る
担か

つ

ぎ
手

団
体
の
参
加
が
都
内
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

町
会
の
袢は

ん
て
ん纏
を
着
た
地
元
住
民
と
と
も
に
複
数

の
同
好
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
袢
纏
を
着
て
神
輿
を

担
ぐ
姿
は
、
祭
礼
の
盛
り
上
が
り
に
一
役
買
っ

て
い
ま
す
。

同
好
会
に
担
ぎ
に
来
て
も
ら
っ
た
場
合
、
今

度
は
来
て
も
ら
っ
た
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
同
好

会
が
地
元
と
す
る
神
社
の
例
祭
へ
行
っ
て
神
輿

を
担
ぐ
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
で
す
。
担
ぎ
手
た

ち
は
特
に
夏
か
ら
秋
に
か
け
忙
し
く
神
輿
を
担

ぎ
ま
わ
る
こ
と
か
ら
、
担
ぎ
屋
さ
ん
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
関
係
を
保
ち

な
が
ら
地
域
祭
礼
の
維
持
に
努
め
て
い
る
例
は

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
重
量
の
あ
る
神
輿
は

ず
っ
と
同
じ
人
だ
け
で
担
ぎ
続
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、
担
ぎ
手
を
交
代
さ
せ
な
が
ら
渡
御
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
多
く
の
人
手
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
神
輿
は
な
ん
と
い
っ
て
も
大
き
く
て

重
量
が
あ
る
方
が
担
ぎ
手
に
は
担
ぎ
が
い
が
あ

り
、
見
る
側
に
も
見
応
え
が
あ
り
ま
す
が
、
大

き
な
神
輿
を
つ
く
れ
ば
担
ぐ
の
に
二
〇
〇
人
以

上
の
協
力
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
以
上
は
大
人
神
輿
の
話
で
す
が
、
地

元
の
子
供
た
ち
も
神
社
例
祭
で
は
子
供
神
輿
を

担
い
だ
り
太た

い
こ鼓
山だ

し車
を
曳ひ

い
た
り
し
ま
す
。
近

年
の
状
況
と
し
て
、
こ
の
担
い
手
が
減
っ
て
き

た
と
い
う
話
が
い
く
つ
か
の
神み

き酒
所し

ょ

で
聞
か
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
少
子
化
の
影
響
だ
け
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
子
供
た
ち
は
習
い
事
に
忙
し
く
、

室
内
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
ま
だ
日
中

が
暑
い
時
期
に
神
輿
を
担
い
だ
り
太
鼓
山
車
を

曳
い
た
り
し
に
外
へ
出
た
が
ら
な
い
の
だ
ろ
う

と
い
い
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た

機
会
に
顔
を
合
わ
せ
て
お
く
こ
と
は
防
災
・
防

犯
の
意
味
で
も
重
要
視
さ
れ
、
当
日
の
飛
び
入

り
参
加
の
受
入
れ
や
袢
纏
の
無
料
貸
出
し
を
す

る
な
ど
、
各
町
会
は
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
子
供
た
ち
が
目
当
て
に
し
て
い
る
の

は
、
参
加
し
た
人
に
配
ら
れ
る
お
菓
子
で
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
携
帯
電
話
な
ど
を
用
い
て
子
供
同
士

で
連
絡
を
取
り
合
い
、
ど
こ
の
町
会
神
輿
に
参

加
す
れ
ば
豪ご

う
か華
な
お
菓
子
が
多
く
も
ら
え
る
か

情
報
交
換
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
地
元
町
会
の

子
供
神
輿
渡
御
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
袢
纏
を
着

た
ま
ま
す
ぐ
に
隣
の
町
会
の
子
供
神
輿
を
担
ぎ

に
行
く
様
子
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
渡
御
時
間
の

異
な
る
神
輿
を
ハ
シ
ゴ
す
る
こ
と
で
神
輿
を
担

ぐ
人
数
も
増
え
、
子
供
た
ち
も
た
く
さ
ん
の
お

菓
子
が
も
ら
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

今
回
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
者

の
皆
さ
ま
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
郷
土
　
鄧 

君
龍
）
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八
月
一
六
日
、
今
後
の
企
画
展
、
収
蔵
資
料
展
に
向
け
て
、

普
段
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
都
電
荒
川
線
（
愛
称
・
東
京
さ

く
ら
ト
ラ
ム
）
荒
川
電
車
営
業
所
内
の
見
学
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
郷
土
資
料
館
の
学
芸
員
四
名
が
お
邪

魔
し
ま
し
た
。

荒
川
電
車
営
業
所
は
、
王
子
電
気
軌
道
株
式
会
社
舟
方
営

業
所
を
前
身
と
し
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
に
現
在
の

名
称
と
な
り
ま
し
た
。
車
両
三
三
両
が
所
属
し
て
い
る
荒
川

電
車
営
業
所
で
は
、
車
両
の
点
検
や
整
備
作
業
、
洗
浄
を
始

め
、
都
電
荒
川
線
の
運
行
に
か
か
わ
る
全
て
の
業
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
車
両
の
保
守
管
理
を
行

う
車
両
検
修
所
、
線
路
・
電
線
や
踏
切
等
の
管
理
を
行
う
保

線
担
当
、
電
気
区
、
車
両
の
運
行
管
理
を
行
う
荒
川
営
業
所

等
、
敷
地
内
の
ほ
と
ん
ど
の
区
画
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
休
日
に
一
般
開
放
さ
れ
て
い
る
「
都
電
お
も

い
で
広
場
」
も
、
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
広
場
に

設
置
さ
れ
て
い
る
旧
型
車
両
は
車
内
に
展
示
設
備
が
設
け
ら

れ
、
模
型
等
都
電
に
関
す
る
展
示
が
あ
り
、
郷
土
資
料
館
に

お
け
る
展
示
の
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

見
学
で
は
、
文
献
資
料
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
日
々
の
安
全
な
運
行
を
支
え
る
保
守
点
検

の
大
変
さ
や
重
要
性
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
、
細
か
い
気

配
り
が
必
要
で
あ
る
点
は
、
資
料
を
扱
う
学
芸
員
と
通
じ
る

部
分
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

荒
川
電
車
営
業
所
の
皆
様
、
お
忙
し
い
な
か
ご
対
応
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（

郷
土
　
水
吉 

雄
人
）

た  く  み  か  ず  お

かたりべ
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突
然
で
す
が
馬
は
お
好
き
で
す
か
？
馬
肉
も

美
味
し
い
で
す
し
競
走
馬
に
は
美
し
さ
や
ロ
マ

ン
が
あ
り
ま
す
が
、
身
近
な
動
物
と
い
う
印
象

は
薄
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
馬
は
人
類

が
初
期
に
家
畜
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
動
物

の
一
例
で
、
農
耕
規
模
の
拡
大
に
大
き
く
寄
与

す
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
厩

う
ま
や

の
あ
る
農
家
は

珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

江
戸
時
代
の
中
山
道
の
様
子
を
描
い
た
史
料
な

ど
を
見
る
と
荷
物
の
運
搬
や
人
の
移
動
な
ど
に

も
使
わ
れ
て
お
り
（
図
１
参
照
）、
人
々
の
日

常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
判

り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
騎
馬
の
よ
う
な
「
武
器
」
や

物
資
輸
送
の
「
兵へ

い
た
ん站
」
と
い
う
よ
う
に
、
馬
は

軍
備
と
し
て
も
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
世

界
的
に
見
れ
ば
、
紀
元
前
の
ヒ
ク
ソ
ス
の
侵
入

を
始
め
地
中
海
世
界
の
興
亡
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で

も
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
軍

用
馬
と
し
て
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
、

在
来
馬
の
飼
育
の
始
ま
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
大
型
動
物
で
あ
り
農
耕
に
も

用
い
る
牛
と
比
べ
て
も
、
貴
人
の
乗
り
物
と
し

て
「
馬
車
」
で
は
な
く
「
牛
車
」
が
普
及
し
て

い
た
こ
と
や
、「
騎
馬
武
者
」
と
い
う
存
在
か

ら
は
、
馬
は
本
来
軍
事
に
関
わ
る
存
在
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

館
蔵
資
料
「
鐙

あ
ぶ
み

之
秘
術
」（
図
２
参
照
）
は
、

日
本
の
古
式
馬
術
の
流
派
の
ひ
と
つ
大
坪
流
に

連
な
る
資
料
で
す
が
、
資
料
中
で
は
馬
に
乗
る

際
の
鐙
と
手
の
配
置
等
を
馬
の
健
康
状
態
や
癖

に
よ
り
変
え
る
よ
う
に
指
南
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
図
中
の
長
方
形
が
馬
の
背
に
あ
た
り
、

鐙
・
鞍く

ら

・
手た

づ
な綱
の
位
置
が
図
示
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
２
青
枠
①
・
②
）。
文
中
に
は
馬
に
対
し
て

の
薬
の
処
方
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
も
存

在
し
ま
す
（
図
２
青
枠
③
及
び
左
記
枠
内
参
照
）。

こ
の
資
料
か
ら
は
、
馬
を
一
頭
ご
と
に
癖
や

健
康
状
態
を
管
理
し
、
丁
寧
に
世
話
を
し
て
い

た
様
子
が
窺
え
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
現
在

の
よ
う
な
生
涯
飼
育
や
動
物
愛
護
の
意
味
合
い

で
世
話
を
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
有
事
に
備

え
戦
車
や
輸
送
車
を
整
備
す
る
よ
う
な
感
覚
で

馬
を
世
話
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

馬
の
軍
事
利
用
は
、
明
治
に
入
り
在
来
馬
か

ら
ア
ラ
ブ
種
や
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
に
切
り
替
え
な

が
ら
続
き
ま
し
た
。
明
治
一
九
年（
一
八
八
六
）

に
は
軍
馬
育
成
所
が
、明
治
二
九
（
一
八
九
六
）

年
に
は
陸
軍
軍
馬
補
充
部
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、

官
民
で
軍
馬
の
育
成
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
日

清
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
輸
送
車
や
戦
車
が
普

及
し
た
太
平
洋
戦
争
で
も
軍
備
と
し
て
馬
は
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
時
中
に
は
民
間
か
ら

も
軍
事
供
出
で
生
業
を
支
え
て
い
た
農
耕
馬
が

供
出
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
人
間
の

代
わ
り
に
馬
が
出
征
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
、
依
然
軍
備
と
し
て
重
要
な
地
位
を

占
め
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

現
代
の
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
は
、
馬
と
触

れ
合
う
機
会
は
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
都
市
化
の
進
展
や
技
術
の
近
代
化
に
よ

り
馬
の
力
に
頼
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
平
和
な
社
会
が
築
か
れ
た
か

ら
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

主
要
参
考
文
献

本
村
凌
二
『
馬
の
世
界
史
』、
二
〇
〇
一
、
中
央

公
論
社
。

森
田
敏
彦
『
戦
争
に
征
っ
た
馬
た
ち
―
軍
馬
碑
か

ら
見
た
日
本
の
戦
争
』、
二
〇
一一
、
清
風
堂
書
店
。

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
横
浜
の
野
を
駆
け
る
―

古
代
東
国
の
馬
と
牧
』、
二
〇
一
九
。

（
郷
土
　
井
坂 

綾
）

 

＊
１
　
干ほ

し
く
さ草

も
し
く
は
甘か
ん
ぞ
う草

の
こ
と
。

＊
２
　
粢

し
と
き

（
も
ち
米
を
蒸
し
て
軽
く
搗
き
丸
め

た
も
の
）あ
る
い
は
シ
ド
キ（
山
菜
）の
こ
と
。

3

《
庭
の
少
女
（
中
庭
）》（
図
１
）
と
《
向ひ

ま
わ
り

日
葵
》

（
図
２
）、
こ
の
二
点
は
と
も
に
牧ま

き
の野

虎と
ら
お雄

（
一
八
九
〇
―
一
九
四
六
）
の
作
品
で
す
。

一
九
二
〇
年
代
の
一
時
期
、
牧
野
は
神
秘
的
と

評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
う
し
た
濃
密
な
絵
を

描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
二
二
（
大
正

一
一
）
年
の
神こ

う
づ
し
ま

津
島
旅
行
の
前
後
か
ら
牧
野
の

大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、

似
て
い
る
点
と
違
う
点
は
ど
こ
で
し
ょ
う
。
共

通
点
は
横
位
置
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
か
れ
た
油

彩
作
品
で
あ
る
こ
と
、
植
物
が
う
ね
る
よ
う
な

葉
や
茎
の
曲
線
の
集
積
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
画
面
の
端
に
は
背
の
高
い
樹
木
か
植
物
が

あ
り
、
暗
い
色
が
使
わ
れ
て
い
る
部
分
が
わ
ず

か
な
が
ら
奥
行
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

う
ご
め
き
繁
茂
す
る
植
物
（
生
命
体
）
に
よ
っ

て
取
り
囲
ま
れ
た
よ
う
な
圧
迫
感
は
、
前
者
に

よ
り
強
く
生
じ
て
い
ま
す
。
少
女
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
が
少
女
の
夢
の
中
を
描
い
て
い

る
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
相
違
点
は
色

味
や
植
物
の
種
類
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、

人
と
土
の
有
無
、
そ
し
て
、
空
が
描
か
れ
て
い

る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
。

《
向ひ

ま
わ
り

日
葵
》
に
描
か
れ
て
い
る
空
は
、《

た
こ
あ
げ

　

凧
揚
》

（
図
３
）
に
も
見
ら
れ
る
区
内
か
ら
の
眺
め
の

よ
う
で
す
。
牧
野
は
一
九
二
二
年
、
当
時
の
北

豊
島
郡
長
崎
町
（
現
在
の
豊
島
区
目
白
）
に
渋

谷
か
ら
越
し
て
来
ま
す
。
九
七
年
前
は
、
ま
だ

ま
だ
畑
や
空
き
地
が
広
が
る
こ
う
し
た
光
景
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
今
、
区
内
で
こ
れ
ほ
ど
広

く
空
が
開
け
た
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
凧
揚
は

長
崎
地
域
で
は
昔
か
ら
盛
ん
で
、
大
人
と
子
ど

も
に
共
通
の
楽
し
み
で
、
冬
の
風
物
詩
で
し

た
。
竹
と
紙
と
糸
で
作
ら
れ
た
長
辺
が
一
五
〇

セ
ン
チ
も
あ
る
昭
和
初
期
の
凧
が
郷
土
資
料
館

の
特
別
展
示
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
ん
な
凧
が
揚
が
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

牧
野
自
身
も
凧
に
は
一い

っ
か家
言げ

ん

あ
り
、
凧
は
見
る

も
の
で
は
な
く
揚
げ
る
も
の
、
凧
を
揚
げ
て
い

る
間
は
無
念
無
想
、
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
き
て

一
緒
に
遊
べ
る
の
も
ま
た
よ
い
、
と
言
い
ま
す
。

祖
父
が
故
郷
新
潟
で
凧
作
り
の
第
一
人
者
だ
っ

た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
時
か

ら
、
走
り
出
す
の
で
は
な
く
糸
を
引
い
た
り
の

ば
し
た
り
、
風
が
な
く
て
も
上
空
の
風
を
感
じ

凧
を
揚
げ
、グ
ル
ー
プ
槐か

い
じ
ゅ
し
ゃ

樹
社
の
一
九
二
八
（
昭

和
三
）
年
の
新
年
会
の
席
で
も
、
お
だ
や
か
な

日
に
見
事
に
揚
げ
た
そ
う
で
す
。《
凧
揚
》
の

右
上
に
小
さ
く
高
く
、
凧
が
見
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
目
白
駅
か
ら
西
に
少
し
歩
い
た
鼠
山

と
言
わ
れ
る
場
所
の
近
く
で
の
出
来
事
で
す
。

鼠
山
は
江
戸
時
代
に
、
ク
ヌ
ギ
が
生
い
茂
り
薬

草
が
と
れ
キ
ノ
コ
も
自
生
し
た
小
高
い
土
地
で

し
た
。
近
く
に
は
河こ

う
の野

通み
ち
せ
い勢

を
は
じ
め
画
家
た

ち
や
劇
作
家
ら
も
住
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
「
あ
の
人
も
こ
こ
を
歩
い
た
」
は
、
所

蔵
は
し
て
い
な
い
も
の
の
豊
島
区
に
関
係
の
あ

る
作
家
や
作
品
を
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
で
す
。

そ
し
て
今
回
は
『
か
た
り
べ
』
一
三
四
号
「
作

品
を
見
る
読
む
16
」
で
、
鶴
田
吾
郎
の
《
長
㟢

村
》（
一
九
二
八
年
）
に
揚
が
っ
て
い
た
凧
と

も
同
時
代
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
も
し
や
牧

野
が
揚
げ
た
凧
を
鶴
田
が
描
い
て
い
た
と
し
た

ら
…
想
像
は
ふ
く
ら
み
ま
す
。

（
美
術 

小
林 

未
央
子
）

図 1　『江戸名所図会』巣鴨庚申塚（部分）

図 2　館蔵：慶長十八年「鐙之秘術」（部分）
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③
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突
然
で
す
が
馬
は
お
好
き
で
す
か
？
馬
肉
も

美
味
し
い
で
す
し
競
走
馬
に
は
美
し
さ
や
ロ
マ

ン
が
あ
り
ま
す
が
、
身
近
な
動
物
と
い
う
印
象

は
薄
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
馬
は
人
類

が
初
期
に
家
畜
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
動
物

の
一
例
で
、
農
耕
規
模
の
拡
大
に
大
き
く
寄
与

す
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
厩

う
ま
や

の
あ
る
農
家
は

珍
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

江
戸
時
代
の
中
山
道
の
様
子
を
描
い
た
史
料
な

ど
を
見
る
と
荷
物
の
運
搬
や
人
の
移
動
な
ど
に

も
使
わ
れ
て
お
り
（
図
１
参
照
）、
人
々
の
日

常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
判

り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
騎
馬
の
よ
う
な
「
武
器
」
や

物
資
輸
送
の
「
兵へ

い
た
ん站
」
と
い
う
よ
う
に
、
馬
は

軍
備
と
し
て
も
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
世

界
的
に
見
れ
ば
、
紀
元
前
の
ヒ
ク
ソ
ス
の
侵
入

を
始
め
地
中
海
世
界
の
興
亡
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で

も
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
に
か
け
て
軍

用
馬
と
し
て
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
が
、

在
来
馬
の
飼
育
の
始
ま
り
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
大
型
動
物
で
あ
り
農
耕
に
も

用
い
る
牛
と
比
べ
て
も
、
貴
人
の
乗
り
物
と
し

て
「
馬
車
」
で
は
な
く
「
牛
車
」
が
普
及
し
て

い
た
こ
と
や
、「
騎
馬
武
者
」
と
い
う
存
在
か

ら
は
、
馬
は
本
来
軍
事
に
関
わ
る
存
在
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

館
蔵
資
料
「
鐙

あ
ぶ
み

之
秘
術
」（
図
２
参
照
）
は
、

日
本
の
古
式
馬
術
の
流
派
の
ひ
と
つ
大
坪
流
に

連
な
る
資
料
で
す
が
、
資
料
中
で
は
馬
に
乗
る

際
の
鐙
と
手
の
配
置
等
を
馬
の
健
康
状
態
や
癖

に
よ
り
変
え
る
よ
う
に
指
南
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
図
中
の
長
方
形
が
馬
の
背
に
あ
た
り
、

鐙
・
鞍く

ら

・
手た

づ
な綱

の
位
置
が
図
示
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
２
青
枠
①
・
②
）。
文
中
に
は
馬
に
対
し
て

の
薬
の
処
方
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
も
存

在
し
ま
す
（
図
２
青
枠
③
及
び
左
記
枠
内
参
照
）。

こ
の
資
料
か
ら
は
、
馬
を
一
頭
ご
と
に
癖
や

健
康
状
態
を
管
理
し
、
丁
寧
に
世
話
を
し
て
い

た
様
子
が
窺
え
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
現
在

の
よ
う
な
生
涯
飼
育
や
動
物
愛
護
の
意
味
合
い

で
世
話
を
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
有
事
に
備

え
戦
車
や
輸
送
車
を
整
備
す
る
よ
う
な
感
覚
で

馬
を
世
話
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

馬
の
軍
事
利
用
は
、
明
治
に
入
り
在
来
馬
か

ら
ア
ラ
ブ
種
や
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
に
切
り
替
え
な

が
ら
続
き
ま
し
た
。
明
治
一
九
年（
一
八
八
六
）

に
は
軍
馬
育
成
所
が
、明
治
二
九
（
一
八
九
六
）

年
に
は
陸
軍
軍
馬
補
充
部
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、

官
民
で
軍
馬
の
育
成
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
日

清
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
輸
送
車
や
戦
車
が
普

及
し
た
太
平
洋
戦
争
で
も
軍
備
と
し
て
馬
は
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
戦
時
中
に
は
民
間
か
ら

も
軍
事
供
出
で
生
業
を
支
え
て
い
た
農
耕
馬
が

供
出
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
人
間
の

代
わ
り
に
馬
が
出
征
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
、
依
然
軍
備
と
し
て
重
要
な
地
位
を

占
め
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

現
代
の
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
は
、
馬
と
触

れ
合
う
機
会
は
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
都
市
化
の
進
展
や
技
術
の
近
代
化
に
よ

り
馬
の
力
に
頼
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
平
和
な
社
会
が
築
か
れ
た
か

ら
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

主
要
参
考
文
献

本
村
凌
二
『
馬
の
世
界
史
』、
二
〇
〇
一
、
中
央

公
論
社
。

森
田
敏
彦
『
戦
争
に
征
っ
た
馬
た
ち
―
軍
馬
碑
か

ら
見
た
日
本
の
戦
争
』、
二
〇
一一
、
清
風
堂
書
店
。

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
横
浜
の
野
を
駆
け
る
―

古
代
東
国
の
馬
と
牧
』、
二
〇
一
九
。

（
郷
土
　
井
坂 

綾
）
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蒸
し
て
軽
く
搗
き
丸
め

た
も
の
）あ
る
い
は
シ
ド
キ（
山
菜
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庭
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《
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２
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四
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の
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。
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、
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神
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さ
れ
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こ
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こ
う
し
た
濃
密
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描
い
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ま
す
。
こ
れ
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一
九
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一
）
年
の
神こ
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し
ま

津
島
旅
行
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か
ら
牧
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大
き
な
特
徴
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っ
て
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ま
す
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で
は
、

似
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い
る
点
と
違
う
点
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し
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共
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油
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が
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ま
す
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、
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め
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る
植
物
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生
命
体
）
に
よ
っ

て
取
り
囲
ま
れ
た
よ
う
な
圧
迫
感
は
、
前
者
に

よ
り
強
く
生
じ
て
い
ま
す
。
少
女
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
が
少
女
の
夢
の
中
を
描
い
て
い

る
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
相
違
点
は
色

味
や
植
物
の
種
類
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、

人
と
土
の
有
無
、
そ
し
て
、
空
が
描
か
れ
て
い

る
か
ど
う
か
で
し
ょ
う
。
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に
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揚
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（
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３
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に
も
見
ら
れ
る
区
内
か
ら
の
眺
め
の

よ
う
で
す
。
牧
野
は
一
九
二
二
年
、
当
時
の
北

豊
島
郡
長
崎
町
（
現
在
の
豊
島
区
目
白
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に
渋

谷
か
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越
し
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来
ま
す
。
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前
は
、
ま
だ

ま
だ
畑
や
空
き
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こ
う
し
た
光
景
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
今
、
区
内
で
こ
れ
ほ
ど
広

く
空
が
開
け
た
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
凧
揚
は

長
崎
地
域
で
は
昔
か
ら
盛
ん
で
、
大
人
と
子
ど

も
に
共
通
の
楽
し
み
で
、
冬
の
風
物
詩
で
し

た
。
竹
と
紙
と
糸
で
作
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れ
た
長
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が
一
五
〇

セ
ン
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も
あ
る
昭
和
初
期
の
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が
郷
土
資
料
館

の
特
別
展
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で
紹
介
さ
れ
た
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と
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あ
り
ま
す

が
、
そ
ん
な
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が
揚
が
っ
て
い
た
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で
し
ょ
う
。

牧
野
自
身
も
凧
に
は
一い
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言げ

ん

あ
り
、
凧
は
見
る

も
の
で
は
な
く
揚
げ
る
も
の
、
凧
を
揚
げ
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い
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間
は
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無
想
、
子
ど
も
が
集
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っ
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き
て

一
緒
に
遊
べ
る
の
も
ま
た
よ
い
、
と
言
い
ま
す
。

祖
父
が
故
郷
新
潟
で
凧
作
り
の
第
一
人
者
だ
っ

た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
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、
走
り
出
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の
で
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を
引
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た
り
の
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、
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も
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を
揚
げ
、グ
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プ
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ゅ
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ゃ

樹
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の
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（
昭

和
三
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年
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新
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会
の
席
で
も
、
お
だ
や
か
な

日
に
見
事
に
揚
げ
た
そ
う
で
す
。《
凧
揚
》
の

右
上
に
小
さ
く
高
く
、
凧
が
見
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
目
白
駅
か
ら
西
に
少
し
歩
い
た
鼠
山

と
言
わ
れ
る
場
所
の
近
く
で
の
出
来
事
で
す
。

鼠
山
は
江
戸
時
代
に
、
ク
ヌ
ギ
が
生
い
茂
り
薬

草
が
と
れ
キ
ノ
コ
も
自
生
し
た
小
高
い
土
地
で

し
た
。
近
く
に
は
河こ

う
の野
通み

ち
せ
い勢
を
は
じ
め
画
家
た

ち
や
劇
作
家
ら
も
住
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
の
「
あ
の
人
も
こ
こ
を
歩
い
た
」
は
、
所

蔵
は
し
て
い
な
い
も
の
の
豊
島
区
に
関
係
の
あ

る
作
家
や
作
品
を
紹
介
す
る
シ
リ
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ズ
で
す
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そ
し
て
今
回
は
『
か
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り
べ
』
一
三
四
号
「
作

品
を
見
る
読
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で
、
鶴
田
吾
郎
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長
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》（
一
九
二
八
年
）
に
揚
が
っ
て
い
た
凧
と

も
同
時
代
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
も
し
や
牧

野
が
揚
げ
た
凧
を
鶴
田
が
描
い
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い
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と
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た
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美
術 

小
林 

未
央
子
）

図 2 図 1

牧
野 

虎
雄
〜
あ
の
人
も
こ
こ
を
歩
い
た
②
〜

図
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の
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庭
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二
一
年

図
２　

向
日
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二
三
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と
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に
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現
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美
術
館
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図
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凧
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一
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四
年　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
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美
術
館
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ず
れ
も
油
彩
・
カ
ン
ヴ
ァ
ス

図 3



4

令
和
元
年
の
豊
島
区
内
神
社
例
祭
に
お
け
る

神み
こ
し輿
渡と

ぎ
ょ御
を
見
学
し
ま
し
た
。
日
程
は
下
記
表

の
通
り
で
す
。
区
内
の
主
な
神
社
例
祭
は
現
在

毎
年
九
月
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
祭
礼

時
期
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
民
俗
学
的
に
は

秋
祭
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
農
村
社
会
の
収
穫

感
謝
祭
が
本
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

例
祭
で
は
、
そ
の
神
社
の
氏
子
た
ち
が
、
多

く
は
町
会
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
を
神
輿
渡

御
し
ま
す
。
こ
う
し
た
町
会
の
神
輿
に
は
地
元

住
民
の
ほ
か
同
好
会
な
ど
と
呼
ば
れ
る
担か

つ

ぎ
手

団
体
の
参
加
が
都
内
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

町
会
の
袢は

ん
て
ん纏
を
着
た
地
元
住
民
と
と
も
に
複
数

の
同
好
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
袢
纏
を
着
て
神
輿
を

担
ぐ
姿
は
、
祭
礼
の
盛
り
上
が
り
に
一
役
買
っ

て
い
ま
す
。

同
好
会
に
担
ぎ
に
来
て
も
ら
っ
た
場
合
、
今

度
は
来
て
も
ら
っ
た
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
同
好

会
が
地
元
と
す
る
神
社
の
例
祭
へ
行
っ
て
神
輿

を
担
ぐ
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
で
す
。
担
ぎ
手
た

ち
は
特
に
夏
か
ら
秋
に
か
け
忙
し
く
神
輿
を
担

ぎ
ま
わ
る
こ
と
か
ら
、
担
ぎ
屋
さ
ん
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
関
係
を
保
ち

な
が
ら
地
域
祭
礼
の
維
持
に
努
め
て
い
る
例
は

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
重
量
の
あ
る
神
輿
は

ず
っ
と
同
じ
人
だ
け
で
担
ぎ
続
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、
担
ぎ
手
を
交
代
さ
せ
な
が
ら
渡
御
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
多
く
の
人
手
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
神
輿
は
な
ん
と
い
っ
て
も
大
き
く
て

重
量
が
あ
る
方
が
担
ぎ
手
に
は
担
ぎ
が
い
が
あ

り
、
見
る
側
に
も
見
応
え
が
あ
り
ま
す
が
、
大

き
な
神
輿
を
つ
く
れ
ば
担
ぐ
の
に
二
〇
〇
人
以

上
の
協
力
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
以
上
は
大
人
神
輿
の
話
で
す
が
、
地

元
の
子
供
た
ち
も
神
社
例
祭
で
は
子
供
神
輿
を

担
い
だ
り
太た

い
こ鼓
山だ

し車
を
曳ひ

い
た
り
し
ま
す
。
近

年
の
状
況
と
し
て
、
こ
の
担
い
手
が
減
っ
て
き

た
と
い
う
話
が
い
く
つ
か
の
神み

き酒
所し

ょ

で
聞
か
れ

ま
し
た
。
そ
れ
は
少
子
化
の
影
響
だ
け
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
子
供
た
ち
は
習
い
事
に
忙
し
く
、

室
内
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
ま
だ
日
中

が
暑
い
時
期
に
神
輿
を
担
い
だ
り
太
鼓
山
車
を

曳
い
た
り
し
に
外
へ
出
た
が
ら
な
い
の
だ
ろ
う

と
い
い
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た

機
会
に
顔
を
合
わ
せ
て
お
く
こ
と
は
防
災
・
防

犯
の
意
味
で
も
重
要
視
さ
れ
、
当
日
の
飛
び
入

り
参
加
の
受
入
れ
や
袢
纏
の
無
料
貸
出
し
を
す

る
な
ど
、
各
町
会
は
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
子
供
た
ち
が
目
当
て
に
し
て
い
る
の

は
、
参
加
し
た
人
に
配
ら
れ
る
お
菓
子
で
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
携
帯
電
話
な
ど
を
用
い
て
子
供
同
士

で
連
絡
を
取
り
合
い
、
ど
こ
の
町
会
神
輿
に
参

加
す
れ
ば
豪ご

う
か華
な
お
菓
子
が
多
く
も
ら
え
る
か

情
報
交
換
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
地
元
町
会
の

子
供
神
輿
渡
御
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
袢
纏
を
着

た
ま
ま
す
ぐ
に
隣
の
町
会
の
子
供
神
輿
を
担
ぎ

に
行
く
様
子
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
渡
御
時
間
の

異
な
る
神
輿
を
ハ
シ
ゴ
す
る
こ
と
で
神
輿
を
担

ぐ
人
数
も
増
え
、
子
供
た
ち
も
た
く
さ
ん
の
お

菓
子
が
も
ら
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

今
回
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
者

の
皆
さ
ま
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
郷
土
　
鄧 

君
龍
）

1

八
月
一
六
日
、
今
後
の
企
画
展
、
収
蔵
資
料
展
に
向
け
て
、

普
段
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
都
電
荒
川
線
（
愛
称
・
東
京
さ

く
ら
ト
ラ
ム
）
荒
川
電
車
営
業
所
内
の
見
学
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
郷
土
資
料
館
の
学
芸
員
四
名
が
お
邪

魔
し
ま
し
た
。

荒
川
電
車
営
業
所
は
、
王
子
電
気
軌
道
株
式
会
社
舟
方
営

業
所
を
前
身
と
し
、
昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）
年
に
現
在
の

名
称
と
な
り
ま
し
た
。
車
両
三
三
両
が
所
属
し
て
い
る
荒
川

電
車
営
業
所
で
は
、
車
両
の
点
検
や
整
備
作
業
、
洗
浄
を
始

め
、
都
電
荒
川
線
の
運
行
に
か
か
わ
る
全
て
の
業
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
車
両
の
保
守
管
理
を
行

う
車
両
検
修
所
、
線
路
・
電
線
や
踏
切
等
の
管
理
を
行
う
保

線
担
当
、
電
気
区
、
車
両
の
運
行
管
理
を
行
う
荒
川
営
業
所

等
、
敷
地
内
の
ほ
と
ん
ど
の
区
画
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ま
た
、
休
日
に
一
般
開
放
さ
れ
て
い
る
「
都
電
お
も

い
で
広
場
」
も
、
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
広
場
に

設
置
さ
れ
て
い
る
旧
型
車
両
は
車
内
に
展
示
設
備
が
設
け
ら

れ
、
模
型
等
都
電
に
関
す
る
展
示
が
あ
り
、
郷
土
資
料
館
に

お
け
る
展
示
の
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

見
学
で
は
、
文
献
資
料
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
日
々
の
安
全
な
運
行
を
支
え
る
保
守
点
検

の
大
変
さ
や
重
要
性
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
、
細
か
い
気

配
り
が
必
要
で
あ
る
点
は
、
資
料
を
扱
う
学
芸
員
と
通
じ
る

部
分
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

荒
川
電
車
営
業
所
の
皆
様
、
お
忙
し
い
な
か
ご
対
応
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（

郷
土
　
水
吉 

雄
人
）

年
末
に
向
け
て
慌
た
だ
し
い
時
期
に
な
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

『
か
た
り
べ
』
一
三
四
号
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

郷
土
資
料
館
で
は
、
小
学
三
年
生
の
「
く
ら
し
の

う
つ
り
か
わ
り
」
と
い
う
授
業
の
た
め
に
、
例
年
一

一
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
、
区
内
の
小
学
校
か

ら
団
体
見
学
の
申
し
込
み
が
あ
り
ま
す
。
資
料
館
が

収
蔵
し
て
い
る
資
料
を
実
際
に
見
た
り
、
触
っ
た
り

し
て
今
と
昔
の
道
具
の
違
い
や
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
か
な
ど
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
体
験
型
の
解
説
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

度
々
お
伝
え
し
て
い
る
収
蔵
庫
の
移
転
に
伴
う
資
料

の
整
理
作
業
を
実
施
す
る
た
め
、
今
年
度
は
昔
の
道

具
を
郷
土
資
料
館
で
展
示
し
、
触
れ
て
い
た
だ
く
機

会
を
つ
く
る
の
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
小
学
生
の
見
学
の
場
合
、
引
率
さ
れ

る
教
員
の
皆
様
と
の
打
合
せ
の
場
を
設
け
て
い
ま
す
。

解
説
と
自
由
見
学
時
間
の
配
分
や
、
ど
の
展
示
内
容

を
詳
し
く
解
説
す
る
か
等
、
学
校
ご
と
に
頂
い
た
ご

要
望
を
反
映
す
る
た
め
、
解
説
の
内
容
は
多
種
多
様

で
す
。
ま
た
、
小
学
生
に
説
明
す
る
場
合
に
は
、
今

学
校
が
建
っ
て
い
る
所
は
昔
こ
ん
な
場
所
だ
っ
た
と

い
う
よ
う
な
ク
イ
ズ
を
挟
む
な
ど
、
自
分
た
ち
の
暮

ら
す
地
域
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
解
説
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

小
学
校
に
限
ら
ず
、
団
体
見
学
を
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
際
に
は
当
館
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

（
編
集　

水
吉 

雄
人
）

編 

集 
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神
輿
を
ハ
シ
ゴ
す
る
人
々

み
　
こ
　
し

9月7日㈯・8日㈰
大鳥神社、子安稲荷神社、
氷川神社（高田）、長崎神社
9月14日㈯・15日㈰
天祖神社（南大塚・16日に
も渡御が行なわれた）、天祖
神社（文京区本駒込・豊島
区内にも氏子町会がある）、
日枝神社、氷川神社（池袋
本町）、妙義神社
9月28日㈯・29日㈰
御嶽神社（池袋）

駒込 3町会連合の神輿渡御
（令和元年9月15日14:22撮影）


