
﹁
⿊
船
﹂の
前
年
︱
神
輿
の
底
に
⽂
字

﹁
⿊
船
﹂の
前
年
︱
神
輿
の
底
に
⽂
字

　

白
銀
町
の
神
輿
の
文
字
に
気
付
い
た
の
は
３

年
ほ
ど
前
。
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
と
、神
輿
を
上
げ
底
を
の
ぞ
い
た
と
こ
ろ
、

文
字
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

神
輿
の
一
番
下
。
神
輿
を
支
え
る
土
台
と
な

る
部
分
を
台だ

い

輪わ

と
呼
び
ま
す
。
木
材
を
箱
状
に

組
ん
だ
も
の
で
、
底
板
に
墨
で
文
字
が
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。

　

文
字
の
見
つ
か
っ
た
の
は
三
か
所
で
、
一

つ
は
「
京
都
寺
町
通
御
池
上
ル
町　

住
人　

御

神
輿
調
進
所　

山
口
藤
兵
衛　

利
久
」
と
読
め

ま
す
。
今
も
京
都
市
役
所
の
住
所
に
は
「
寺
町

通
御
池
上
ル
」
の
文
字
が
残
っ
て
い
ま
す
。
二

つ
目
の
文
字
は
「
嘉
永
五
年　

子
四
月
新
調
」。

「
嘉
永
五
年
」
は
江
戸
末
期
の
西
暦
１
８
５
２

年
で
、
こ
の
翌
年
ペ
リ
ー
提
督
率
い
る
米
国
の

黒
船
が
浦
賀
沖
に
来
航
し
て
い
ま
す
。
三
つ
目

は
「
前
」
と
読
め
る
文
字
で
、
神
輿
の
前
方
を

表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

神
輿
の
底
は
全
面
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
い

ま
す
が
、
文
字
と
そ
の
周
囲
だ
け
は
塗
り
残
し

て
い
ま
す
。
塗
り
つ
ぶ
し
は
防
虫
や
防
腐
の
た

め
で
は
と
言
い
ま
す
。

京
都
で
製
作  

気
比
さ
ん
祭
り
で
渡
御

　

こ
れ
ら
の
文
字
に
よ
れ
ば
、
神
輿
は
嘉
永
５

年
４
月
に
新
調
さ
れ
、「
京

都
寺
町
通
御
池
上
ル
町
」
の

「
山
口
藤
兵
衛
」
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。「
山
口
藤
兵
衛
」
は
神

輿
の
製
作
組
織
の
名
称
、「
利

久
」
は
職
人
の
リ
ー
ダ
ー
名

と
と
れ
そ
う
で
す
。

　

長
く
神
輿
に
携
わ
っ
て
き
た
市
内
の
坂
本
幸

夫
さ
ん
は
、
こ
の
神
輿
は
屋
根
に
京
都
風
の
特

徴
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
神
輿
の
屋
根
は
通
常

４
つ
の
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

４
つ
の
面
が
そ
れ
ぞ
れ
接
し
合
う
部
分
を
覆
う

よ
う
に
押
さ
え
る
も
の
が
野の

筋す
じ

で
、
屋
根
の
頂

点
か
ら
下
へ
、
縦
方
向
に
延
び
て
い
ま
す
。
こ

の
野
筋
が
白
銀
の
神
輿
で
は
二
か
所
で
上
に
反

り
上
が
っ
て
い
ま
す
（
写
真
Ａ
）。
坂
本
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
二
か
所
あ
る
の
は
京
都
風
で
、
白

銀
は
こ
の
タ
イ
プ
。

　

神
輿
は
全
体
が
金
色
に
装
飾
さ
れ
、
屋
根
の

軒
は
中
央
部
が
上
方
に
湾
曲
し
た
唐か

ら

破は

風ふ

。
屋

根
の
頂
に
乗
る
鳳ほ

う

凰お
う

が
目
を
ひ
き
ま
す
。「
サ

イ
ズ
は
普
通
。
改
修
を
示
す
文
字
な
ど
が
見
当

た
ら
な
い
の
で
、
大
き
な
改
修
は
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
」
と
も
話
し
て
い
ま
す
。

　

地
元
で
は
、
ど
こ
か
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
も
の

と
は
伝
わ
り
ま
す
が
、
詳
し

い
経
緯
は
不
明
で
す
。
坂
本

さ
ん
は
、
敦
賀
の
神
輿
文
化

は
明
治
以
後
と
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
他
の
敦
賀
の
町
が

新
調
し
た
も
の
と
も
考
え
に

く
い
と
し
た
う
え
で
次
の
よ

う
に
推
測
し
て
い
ま
す
。

　
「
元
々
京
都
辺
り
の
町
が

神
輿
を
持
っ
て
い
た
が
、
何
か
の
事
情
で
手
放

す
こ
と
に
な
り
、京
都
市
中
の
神
社
に
預
け
た
。

そ
の
神
社
と
今
の
白
銀
町
を
仲
立
ち
す
る
人
が

い
て
、
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
と

思
い
ま
す
」

　

地
元
の
皆
さ
ん
の
話
を
総
合
す
る
と
、
譲
渡

の
時
期
は
戦
後
の
よ
う
で
、
ジ
ェ
ー
ン
台
風
の

来
た
昭
和
25
年
に
は
気
比
神
宮
の
秋
の
祭
礼
で

担
が
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　

神
輿
は
主
に
旧
市
街
を
練
り
回
り
ま
し
た
。

東
洋
紡
績
（
東
洋
町
）
方
面
に
も
繰
り
出
し
て
、

木
ノ
芽
川
に
か
か
る
橋
の
上
で
、
行
き
と
帰
り

の
神
輿
が
遭
遇
し
、
道
の
譲
り
合
い
で
激
し

く
、
ぶ
つ
け
あ
い
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
当
時
は
喧け

ん

嘩か

神
輿
の
風
潮
が
強
く
残
っ

て
い
た
時
代
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
傷
み
も
あ
っ
て
い
つ
の
頃
に
か
担

が
れ
な
く
な
り
、
現
在
は
白
銀
町
の
商
栄
会
館

に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
も
気
比
神
宮
の
秋

の
祭
礼
の
時
期
に
は
神
宮
の
御み

霊た
ま

を
納
め
た
う

え
で
、
市
民
に
見
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

岩
井
誠
区
長
は
「
た
だ
の
古
い
御
神
輿
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
の
大
黒
の
神

白銀の神輿

白
銀
の
神
輿
の
底
に
書
か
れ
た
製
作
者
名
㊨
と
製

作
年
月
㊧（
と
も
に
画
像
処
理
し
て
い
ま
す
）

唐破風唐破風 野筋野筋

ⒶⒶ

 
敦
賀
市

 
敦
賀
市
⽩
銀
町
の
町
の
神
輿
︱
︱
。
今
は
町
を
練
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

︱
︱
。
今
は
町
を
練
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、神
輿
の
底
に﹁

ん
が
、神
輿
の
底
に﹁
嘉
永
五
年
﹂の
⽂
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。﹁
嘉

五
年
﹂の
⽂
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。﹁
嘉

永
﹂
は
江
⼾
時
代
の
末
期
で
、
こ
の
神
輿
の
古
い
歴
史
を
⽰
す
も
の

永
﹂
は
江
⼾
時
代
の
末
期
で
、
こ
の
神
輿
の
古
い
歴
史
を
⽰
す
も
の

と
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
敦
賀
の
神
輿
を
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。

と
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
敦
賀
の
神
輿
を
た
ず
ね
て
み
ま
し
た
。

白銀の神輿の鳳凰白銀の神輿の鳳凰

❖
❖　

❖
敦
賀
の
神
輿

敦
賀
の
神
輿

「
白
銀
」
は
嘉
永
年
間
に
新
調

「
白
銀
」
は
嘉
永
年
間
に
新
調
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輿
よ
り
古
い
と
知
っ
て
驚
き
ま
し
た
。
大
切
に

保
存
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
話

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
神
輿
と
は
別
に
白
銀
町
で
は
現
在
、
５

月
の
連
休
に
、
町
内
の
白
銀
神
社
の
火
神
輿
を

出
し
て
い
ま
す
。
薪ま

き

を
く
べ
た
鉄
箱
を
担
い
で

回
る
、
防
火
を
願
う
行
事
で
す
。

敦
賀
町
衆
の
神
輿
、
起
点
は
明
治

　

敦
賀
は
山や

車ま

の
文
化
の
地
域
と
言
わ
れ
、
気

比
宮
の
秋
の
祭
礼
で
は
、
古
く
か
ら
山
車
が
曳ひ

か
れ
て
き
ま
し
た
。
明
治
初
期
に
は
９
月
３
日

に
趣
向
を
凝
ら
し
た
小こ

山や

車ま

が
、
４
日
に
は
サ

イ
ズ
の
大
き
な
大お

お

山や

車ま

が
出
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
明
治
４
年
の
廃
藩
置
県
の
影
響
に
よ
る

地
元
旦
那
衆
の
経
済
的
混
乱
な
ど
も
あ
り
、
明

治
６
年
、
４
日
の
大
山
車
巡
行
が
廃
止
に
。
さ

ら
に
、
３
日
に
出
て
い
た
小
山
車
は
４
日
の
巡

行
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
小
山
車
は
現
在

の
山
車
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
３
日
の
祭
り
の
行
事
が
な
く
な
っ

た
た
め
、
極
端
に
そ
の
日
は
に
ぎ
わ
い
を
失
い

ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
明
治
８
年
、
気
比
宮
の

神
輿
が
町
を
渡
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
後
に
御ご

鳳ほ
う

輦れ
ん

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。「
敦
賀
郷
土
史
談
」
に
、「（
気
比

宮
の
）
神
幸
の
始
ま
っ
た
の
は
明
治
八
年
の
例

祭
か
ら
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
の
こ
と
で
す
。

　

御
鳳
輦
巡
幸
は
、
山
車
に
関
わ
る
町
が
費
用

を
負
担
し
て
甲か

っ
ち
ゅ
う冑
武
者
姿
の
犬つ

る

め

そ

神
人
が
随
行

す
る
な
ど
に
ぎ
わ
い
が
図
ら
れ
ま
し
た
が
、
一

方
、
そ
れ
以
外
の
町
は
神
輿
を
新
調
し
市
中
に

繰
り
出
す
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
町
が
年
ご

と
に
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
祭
礼
に
関
わ
る
町

は
山
車
町
、
宵
山
車
町
、
神
輿
町
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
神
輿
町
に
は
松ま

つ

栄え

・
川
崎
・
大
島
・
曙
・

大だ
い

黒こ
く

・
津
内
・
北
津
内
・
南
津
内
の
八
つ
が
含

ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

山
車
も
神
輿
も
戦
時
の
空
襲
、
戦
後
の
町
の

統
廃
合
、
近
年
の
曳
き
手
・
担
ぎ
手
の
不
足
な

ど
社
会
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
き
ま
し
た
。

川
崎
は
100
年  
八
幡
神
社
は
小
浜
藩
主
か
ら

　

現
在
、
市
内
に
は
、
い
く
つ
も
の
神
輿
が
あ

り
ま
す
。
旧
市
街
の
神
輿
で
古
い
と
言
わ
れ
る

も
の
を
い
く
つ
か
み
る
と
、
大
黒
の
神
輿
（
み

な
と
つ
る
が
山
車
会
館
蔵
）
は
明
治
32
年
の
製

作
。
敦
賀
の
人
が
大
阪
の
業
者
に
作
ら
せ
た
と

見
ら
れ
、
市
内
で
一
番
重
い
の
で
は
と
言
わ
れ

ま
す
。
大
黒
は
現
在
、
津
内
町
、
相
生
町
、
神

平成 25 年９月、
気比神宮の例祭で

楽
町
の
各
一

部
と
な
っ
て

い
ま
す
。
敦

賀
の
人
が

作
っ
て
町
に

出
し
た
神
輿

と
し
て
は
、

大
黒
が
一
番

古
い
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

元
町
の
神
輿
は
、
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
坂

本
さ
ん
は
「
気
比
宮
が
神
宮
号
を
宣
下
さ
れ
た

明
治
28
年
以
降
に
新
調
さ
れ
、
恐
ら
く
大
黒
の

後
で
は
」
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

川
崎
の
神
輿
は
、
大
正
４
年
に
京
都
の
業
者

が
製
作
。
以
来
、
ほ
ぼ
百
年
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
区
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
気
比
神
宮
の
祭
礼

に
他
の
町
が
山
車
、
神
輿
を
出
す
中
で
「
此こ

れ

迄ま
で

何
等
の
催
し
も
な
く
区
民
の
最
も
遺い

憾か
ん

久
し
か

り
し
」
お
り
、
大
正
天
皇
即
位
の
大
典
を
記
念

し
、
ま
た
合
併
し
て
誕
生
し
た
川
崎
区
の
「
区

内
結
合
力
を
強
固
な
ら
し
め
ん
」
と
し
て
新
調

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
三
島
の
八
幡
神
社
の
神
輿

は
、
小
浜
藩
主
・
酒
井
家
が
文
化
９
年
（
１
８

１
２
）
の
同
神
社
の
千
百
年
祭
を
機
に
寄
進
し

た
も
の
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
神
社
に
は
江
戸
初
期
の
正
保
元
年

（
１
６
４
４
）、
小
浜
酒
井
家
の
初
代
・
忠
勝
が

寄
進
し
た
神
輿
を
保
存
し
て
い
ま
す
。
こ
の
神

輿
は
気
比
神
宮
の
御
鳳
輦
の
よ
う
な
も
の
で
す

が
、町
へ
出
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

敦
賀
の
神
輿
に
は
残
念
な
が
ら
担
が
れ
な
く

な
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
平
成
に
入
り
、

気
比
神
宮
の
秋
の
祭
礼
で
、
多
く
の
神
輿
が
大

鳥
居
前
に
一
堂
に
そ
ろ
っ
て
威
容
を
見
せ
る
な

ど
、
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
て
い
ま
す
。

【
参
考
】「
敦
賀
祭
礼
の
山
車
」（
敦
賀
市
教
育
委

員
会
）、「
敦
賀
郷
土
史
談
」（
山
本
元
著
）

蓬莱の神輿蓬莱の神輿

元町の神輿元町の神輿

松栄の神輿松栄の神輿

川崎の神輿川崎の神輿

大黒の神輿大黒の神輿

八幡神社の神輿八幡神社の神輿7


