
の
貴
船
神
社
に
つ
い
て
は
、
前
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
省
略
し
て
、
南
へ
行
っ
て
、
小
野
寺
へ
向
か
お
う
。

こ
こ
は
、
小
町
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
謡
曲

「
通か

よ
い

小
町
」
に
も
と
づ
い
て
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

小
野

0

0

小
町
ゆ
え
に
、
小
野
と
い
う
地
名
に
は
必
ず
小
町

伝
説
が
あ
る
。
山
科
し
か
り
、
秋
田
し
か
り
で
あ
る
。

美
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
真
偽
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な

い
。
そ
の
西
南
の
神
山
は
京
都
産
業
大
の
近
く
で
、
上

賀
茂
神
社
の
真
北
約
二
キ
ロ
の
歌
枕
の
小
山
で
あ
り
、

式
子
内
親
王
の
名
吟
「
時ほ

と
と
ぎ
す鳥

そ
の
神
山
の
旅
枕
ほ
の

語
ら
ひ
し
空
ぞ
忘
れ
ぬ
」（
新
古
今 

一
四
八
四
、
雑

上
）
が
あ
る
。
そ
の
上
賀
茂
神
社
は
、
下
鴨
神
社
に
対

す
る
も
の
で
、
中
を
楢な

ら

の
小
川
が
流
れ
、
思
わ
ず
百
人

一
首
の
「
風
そ
よ
ぐ
楢
の
小
川
の
夕
暮
は
み
そ
ぎ
ぞ
夏

の
し
る
し
な
り
け
る
」（
九
八 

家
隆
）
が
想
起
さ
れ
る
。

さ
ら
に
徒
然
草
の
賀
茂
の
競く

ら
べ

馬う
ま

の
舞
台
で
も
あ
る
。

こ
の
南
の
社し

ゃ

家け

の
様
も
情
緒
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
岩
倉

へ
戻
る
と
、
こ
こ
に
は
、
あ
の
源
氏
物
語
の
若
紫
の
巻

で
、
光
源
氏
が
生
涯
の
伴
侶
、
最
愛
の
妻
と
な
る
紫
上

を
見
出
し
た
北
山
の
某

な
に
が
し

寺
に
比
定
さ
れ
る
大だ

い

雲う
ん

寺じ

の

跡
が
あ
る
。
先
述
の
鞍
馬
寺
、
鷹た

か
が
み
ね峯
の
寺
も
候
補
地

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
は
岩
倉
と
い
う
地
名
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
旧
五
百
円
札
の
岩
倉
具
視
が
幽
静
し
た

旧
宅
も
あ
る
。
そ
う
し
て
公
任
の
朗
詠
谷
（「
藤
原
公

任
長な

が

谷た
に

山
荘
跡
」）
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
市
内
へ

戻
っ
て
今
宮
神
社
へ
行
く
と
、
名
物
「
あ
ぶ
り
餅
」
が

東
門
を
出
た
所
で
我
々
を
む
か
え
て
く
れ
、
時
代
劇
の

ロ
ケ
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
南
の
大
徳
寺
は
、
一
休

が
あ
る
）
に
当
た
り
、
国
家
鎮
護
の
寺
と
し
て
（
国

家
）
権
力
と
結
び
つ
き
、
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
天
台
座
主

で
あ
っ
た
慈
円
の
百
人
一
首
歌
「
お
ほ
け
な
く
憂う

き
世

の
民
に
お
ほ
ふ
か
な
わ
が
立
つ
杣そ

ま

に
墨
染
の
袖
」（
九

五
）
は
特
に
有
名
で
あ
る
。
法
然
、
親
鸞
、
日
蓮
な
ど

鎌
倉
新
仏
教
の
担
い
手
を
輩
出
し
、
紀
貫
之
の
墓
や
定

家
の
墓
も
近
く
（
比
叡
山
横よ

川か
わ

飯い

室む
ろ

谷だ
に

の
安
楽
律
院
）

に
あ
る
。
そ
の
定
家
は
よ
く
比
叡
山
に
こ
も
っ
て
い
る
。

そ
の
奥
の
横
川
は
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
っ
た
地
で
あ
り
、

我
々
に
は
何
よ
り
も
あ
の
往
生
要
集
を
書
い
た
、
横
川

僧
都
と
呼
ば
れ
た
源
信
が
思
い
浮
か
ぶ
。
源
氏
物
語
で

も
、
光
源
氏
後
の
重
要
人
物
の
一
人
で
あ
る
。

　

次
に
鞍
馬
寺
へ
向
か
お
う
。
こ
こ
は
牛
若
丸
（
義
経
）

で
名
高
い
が
、
枕
草
子
に
も
、「
近
く
て
遠
き
も
の
、
鞍

馬
の
つ
づ
ら
を
り
と
い
ふ
道
」
と
出
て
く
る
。
歌
で
は

暗
し
を
掛
け
た
暗く

ら

部ぶ

山
と
し
て
出
て
く
る
。
さ
ら
に
与

謝
野
晶
子
に
も
ゆ
か
り
が
あ
り
、
記
念
室
が
あ
る
。
隣

○
洛
北

　

ま
ず
は
、
金こ
ん

福ぷ
く

寺じ

へ
行
こ
う
。
鉄
舟
和
尚
が
、
俳
人

芭
蕉
を
慕
っ
て
こ
こ
に
芭
蕉
庵
を
結
ん
だ
と
い
う
。
和

尚
の
没
後
、
荒
れ
て
い
た
芭
蕉
庵
を
蕪
村
が
整
備
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
蕪
村
の
墓
は
、
芭
蕉
庵
の
裏
の
山
腹

に
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
近
く
に
詩
仙
堂
が
あ
り
、
漢
詩

文
家 

石
川
丈
山
が
、
江
戸
初
期
の
寛
永
十
八
年
（
一
六

四
一
年
）
に
隠
棲
所
と
し
て
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
三

十
六
歌
仙
に
ち
な
ん
で
、
漢
詩
人
三
十
六
人
の
肖
像
を

狩
野
探
幽
に
描
か
せ
、
自
身
で
賛
を
書
い
て
壁
に
掲
げ

た
の
で
、
詩
仙
堂
と
よ
ば
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
近
く
に

曼
殊
院
が
あ
り
、
天
台
宗
門
跡
寺
院
で
あ
る
が
、
古
典

関
係
で
は
曼
殊
院
本
古
今
集
が
著
名
で
あ
る
。
東
山
の

青
蓮
院
に
似
て
趣
の
あ
る
寺
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
付
近

に
は
、
雲き

ら
ら母

坂ざ
か

が
あ
り
、
太
平
記
に
も
登
場
す
る
。
そ

し
て
策
略
家
の
帝
王
で
も
あ
り
、
式
子
内
親
王
の
父
で

も
あ
っ
た
後
白
河
院
の
撰
述
し
た
今
様
歌
謡
梁
塵
秘
抄

に
も
、「
根こ

ん

本ぽ
ん

中ち
う

堂だ
う

へ
参
る
道
、
…
観
音
松
の
下さ

が

り
松
、

…
滑す

べ
り
し石

水み
づ

飲の
み

四
郎
坂
、
雲
母
谷
、
…
」（
三
一
二
）
と

出
て
く
る
。
さ
ら
に
武
蔵
と
吉
岡
一
門
と
の
決
闘
の
地

で
あ
る
一
乗
寺
下
り
松
も
近
い
が
、
北
野
神
社
の
近
く

（
一
条
）
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
ま
た
特
色
あ

る
映
画
館
だ
っ
た
京
一
会
館
も
こ
の
付
近
に
存
在
し
た
。

　

そ
の
曼
殊
院
の
東
北
（
比
叡
山
頂
）
に
延
暦
寺
が
あ

り
、
根
本
中
堂
は
国
宝
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
伝
教
大
師

で
あ
る
最
澄
が
、
延
暦
七
年
（
七
八
八
年
）
に
建
立
し

た
比
叡
山
寺
に
始
ま
る
。
都
の
艮

う
し
と
ら

の
鬼
門
（
今
も
家

で
は
東
北
に
ト
イ
レ
を
つ
く
ら
な
い
な
ど
の
言
い
伝
え

京都古典史跡めぐり
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そ
し
て
丹
後
由
良
の
由
良
川
の
川
口
が
由
良
の
門と

で
あ

り
、「
由
良
の
門と

を
渡
る
舟
人
…
」
の
曽
禰
好
忠
の
百

人
一
首
（
四
十
六
）
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
和
歌
山
や
鳥

取
に
も
由
良
が
あ
る
。
好
忠
は
丹た

ん
ご
の
じ
ょ
う

後
掾
と
な
っ
た
の

で
、
こ
こ
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
由
良
が
、
安
寿
と
厨
子
王
で
知
ら
れ
る
森
鷗
外

の
「
山
椒
大
夫
」
の
舞
台
で
あ
る
。
説
経
集
に
も
あ
る

が
、
話
の
内
容
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
鷗
外

の
「
歴
史
其そ

の

儘ま
ま

と
歴
史
離
れ
」
を
見
て
も
分
か
る
。
そ

し
て
近
く
に
、
浦
島
太
郎
ゆ
か
り
の
宇う

良ら

神
社
が
あ
り
、

浦
島
太
郎
に
出
て
く
る
亀
の
い
る
所
は
、
豊
か
な
漁
場

で
あ
っ
た
。
浦
島
伝
説
は
、
海
の
彼
方
の
竜
宮
城
と
共

に
我
々
に
お
な
じ
み
で
あ
る
。
海
洋
民
族
は
海
の
彼
方

に
理
想
郷
が
あ
り
、
沖
縄
は
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
、
中
国
は

山
奥
の
桃
源
郷
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、

そ
し
て
シ
ャ
ン
グ
リ
ラ
と
あ
る
。
異
境
・
異
界
ゆ
え
、

人
間
の
支
配
外
で
時
間
の
単
位
が
ち
が
い
、
理
想
郷
ゆ

え
に
不
老
不
死
の
里
で
も
あ
る
。

　

次
は
宮
津
へ
行
こ
う
。
京き

ょ
う

極ご
く

高た
か

知と
も

の
宮
津
城
も
名

高
い
が
、
何
と
い
っ
て
も
小
式
部
内
侍
の
「
大
江
山
い

く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
…
」
の
百
人
一
首
（
六
〇
）
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
宮
津
湾
は
与
謝
の
海
と
も

呼
ば
れ
、
与
謝
蕪
村
、
与
謝
野
鉄
幹
と
そ
の
父 

礼れ
い

厳ご
ん

と
、
地
名
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
名
が
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
。

（
細
川
）
ガ
ラ
シ
ア
夫
人
が
隠
棲
し
た
の
は
、
丹
後
半

島
の
味み

土ど

野の

と
い
う
所
で
あ
り
、
知
恩
院
の
前
に
、

「
こ
こ
は
お
国
を
何
百
里
」
碑
が
あ
る
真ま

下し
も

飛ひ

泉せ
ん

も
、

こ
の
近
く
の
大
江
（
町
）
で
生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

波
羅
（
探
題
）
を
攻
め
る
時
に
、
こ
こ
に
願
文
を
奉
っ

た
と
あ
る
。
さ
ら
に
西
へ
行
く
と
、
亀
岡
城
跡
が
あ
り
、

光
秀
の
築
い
た
城
で
あ
る
が
、
今
は
石
垣
と
内う
ち

濠ぼ
り

だ
け

が
残
っ
て
お
り
、
城
跡
は
大
本
教
の
本
部
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
近
く
に
頼
政
塚
が
あ
り
、
上
に
登
れ
ば
、
亀

岡
市
街
が
一
望
の
も
と
に
見
渡
せ
絶
景
で
あ
る
。
他
で

は
丹
波
国
分
寺
跡
や
出
雲
大
神
宮
（
神
社
）
が
あ
り
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
出
雲
を
う
つ
し
」
た
も
の
で
あ
る

が
、
我
々
国
語
教
師
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
も
徒
然
草

（
二
三
六
段
）
の
、
獅
子
・
狛
犬
の
話
が
忘
れ
が
た
い
。

石
像
で
は
な
く
木
だ
、
だ
か
ら
子
ど
も
で
も
動
か
せ
た

と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
し
て
亀
岡
市
の
郊
外
に
、
円
山

四
条
派
の
円
山
応
挙
生
誕
地
が
あ
り
、
近
く
に
金
剛
寺

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
応
挙
が
幼
少
の
頃
修
業
し
た
寺
で

あ
る
。
応
挙
は
幽
霊
の
絵
な
ど
で
名
高
い
が
、
贋
作
も

多
く
、
よ
く
「
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
に
ニ
セ
物
が
出
て

く
る
。
な
お
師
の
石い

し

田だ

幽ゆ
う

汀て
い

の
墓
は
、
四
条
大
宮
近
く

の
寺
に
あ
る
。
さ
ら
に
谷こ

く

性し
ょ
う

寺じ

は
、
桔き

き
ょ
う梗

の
寺
と
呼

ば
れ
、
光
秀
首
塚
が
あ
る
が
、
首
塚
は
三
条
白
川
下
ル

東
側
に
も
残
存
す
る
。

　

他
、
京
都
府
下
で
は
、
園
部
城
跡
、
明
智
の
智
を
と

っ
た
と
い
う
福
智
（
知
）
山
城
（
跡
）、
美み

山や
ま

か
や
ぶ

き
の
里
な
ど
も
あ
る
が
、
舞
鶴
、
宮
津
中
心
に
見
て
い

こ
う
。
舞
鶴
は
、
田
辺
城
の
あ
る
西
舞
鶴
と
、
軍
都
で

あ
る
東
舞
鶴
と
に
分
か
れ
る
。
田
辺
城
は
細
川
幽
斎
・

忠た
だ

興お
き

父
子
で
有
名
で
あ
る
。
ま
た
舞
鶴
は
何
と
い
っ
て

も
、
戦
後
の
引
き
揚
げ
者
が
多
く
上
陸
し
た
港
町
で
あ

り
、
二
葉
百
合
子
の
「
岸
壁
の
母
」
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

が
再
興
し
た
寺
で
あ
り
、
山
門
に
千
利
休
の
像
を
安
置

し
、
そ
の
こ
と
が
秀
吉
の
忌
諱
に
触
れ
、
利
休
の
切
腹

の
因
に
も
な
っ
た
寺
で
あ
る
。
国
宝
も
、
塔た
っ
ち
ゅ
う頭

も
多

く
、
有
名
人
の
墓
も
多
数
で
あ
る
。
そ
の
南
の
船
岡
山

は
歌
枕
で
あ
り
、「
岡
は
船
岡
」（
枕
草
子
）
の
景
勝
地

で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
葬
送
の
地
と
な
り
、
や
が
て
戦

略
的
要
衝
地
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
南
の

北
野
天
満
宮
は
、
学
問
の
神
様
菅
原
道
真
を
祭
神
と
し
、

天
神
信
仰
ゆ
え
に
、
全
国
い
た
る
所
に
あ
る
天
満
宮
の

本
社
で
あ
る
。
本
殿
は
国
宝
で
、
梅
や
牛
で
名
高
い
。

近
く
に
お
土
居
や
紙
屋
川
な
ど
が
あ
り
、
い
か
に
も
京

都
郊
外
北
野
と
い
う
情
緒
を

漂
わ
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
か

ら
北
の
鷹
峯
へ
い
く
と
、
そ

こ
は
、
本
阿
弥
光
悦
を
中
心

と
し
た
芸
術
村
の
地
で
あ
り
、

光
悦
寺
も
あ
る
。
そ
の
近
く

の
常
照
寺
に
は
灰は

い

屋や

（
佐

野
）
紹し

ょ
う

益え
き

・
島
原
の
名
妓 

吉
野
太
夫
夫
妻
の
墓
が
あ
る
。

○
京
都
府
下

　

ま
ず
は
京
都
市
の
西
隣
の
亀
岡
か
ら
め
ぐ
っ
て
い
こ

う
。
旧
道
の
山
城
丹
波
国く

に

境ざ
か
い

に
あ
る
酒し

ゅ

吞て
ん

童ど
う

子じ

首
塚

か
ら
。
丹
後
の
大
江
山
の
鬼
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
実

際
は
こ
こ
丹
波
の
大
枝0

山
の
鬼
（
盗
賊
な
ど
）
が
移
っ

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
篠し

の

村む
ら

八
幡
宮
は
篠
の
地

に
あ
り
、
太
平
記
（
巻
九
）
に
尊
氏
が
寝
返
っ
て
、
六

歩散
学

文
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