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鏑
木
町
の
麻
賀
多
神
社
の
境
内

に
高
さ
二 

余
の
大
き
な
石
燈
籠

が
二
基
並
ん
で
建
っ
て
い
ま
す
。 

向
か
っ
て
右
側
の
燈
籠
の
笠
の

う
え
の
宝
珠
の
下
に
「
安
政
乙
卯

い
つ
ぼ
う

十
月
就
地
震
破
損
」
と
小
さ
な
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
（
『
こ
う
ほ

う
佐
倉
』
№
７
７
５
）
。 

 
 

こ
の
地
震
が
、
い
ま
か
ら
百
五

十
年
ほ
ど
ま
え
の
安
政
二
年
十
月

二
日
（
一
八
五
五
年
十
一
月
十
一

日
）
の
夜
半
、
江
戸
と
周
辺
地
域

を
襲
っ
た
安
政
江
戸
地
震
で
し
た
。

震
源
地
は
荒
川
河
口
付
近
か
、
あ

る
い
は
少
し
南
の
東
京
湾
内
と
す

る
推
定
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
江
戸
直
下
を
震
源
と
す
る

内
陸
型
地
震
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

は

六

・

九

と

推

定

さ

れ

て

い

ま

す
。 当

日
、
日
中
と
き
ど
き
雨
。
夜

に
な
っ
て
星
空
が
み
え
て
き
た
。

午
後
十
時
頃
突
如
と
し
て
起
こ
っ

た
大
地
震
に
江
戸
の
人
々
は
恐
怖

の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ
れ
ま
し

た
。
江
戸
市
中
の
被
害
は
死
者
一

万
余
人
、
潰
れ
た
家
は
町
方
で
一

万
四
千
軒
、
地
震
後
、
市
内
の
三

〇
箇
所
か
ら
出
火
し
て
約
二
・
二

平

方

㌔

の

面

積

を

焼

失

し

ま

し

た
。 被

害
の
著
し
か
っ
た
地
域
は
江

戸
と
そ
の
東
隣
の
狭
い
範
囲
に
限

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
市
中
で

は
と
く
に
深
川
、
本
所
、
下
谷
、

浅
草
が
酷
く
同
じ
下
町
で
も
日
本

橋
、
京
橋
、
新
橋
付
近
は
そ
れ
ほ

ど
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
山
手

は
比
較
的
軽
か
っ
た
。
江
戸
は
幕

府
開
府
以
来
、
海
に
向
け
て
埋
め

立
て
土
地
造
成
を
進
め
て
き
て
い

ま
す
が
、
も
と
も
と
台
地
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
と
埋
め
立
て
て
地
盤
が

軟
弱
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
明
暗
を

分
け
ま
し
た
。
小
石
川
の
水
戸
藩

邸
で
は
幕
末
の
志
士
に
影
響
を
与

え
た
藤
田
東
湖
と
戸
田
蓬
軒
が
梁

の
下
敷
き
に
な
っ
て
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
地
下
鉄
神
保
町

駅
近
く
に
あ
っ
た
佐
倉
藩
上
屋
敷

も
全
壊
し
全
焼
し
ま
し
た
。 

神
奈
川
、
千
葉
両
県
で
も
揺
れ

が
強
く
、
千
葉
県
で
は
松
戸
、
木

更

津

、

佐

倉

で

被

害

が

出

ま

し

た

。

佐

倉

で

は

民

家

が

二

八

五

軒
、
土
蔵
が
二
九
四
棟
破
損
し
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
土
蔵
は
家

屋
よ
り
丈
夫
に
造
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
壊
れ
る
と
い
う
こ
と

は
地
震
波
に
短
周
期
波
が
多
く
含

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

意

味

し

ま

す
。 前

記
の
『
こ
う
ほ
う
佐
倉
』
に

は
地
震
直
後
に
佐
倉
藩
が
調
査
し

た
佐
倉
地
方
の
被
害
状
況
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
佐
倉
藩
年
寄
部

屋
日
記
」
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る

も
の
で
す
が
、
佐
倉
城
内
で
は
本

丸
館
の
下
屋
が
半
壊
し
て
屋
根
瓦

が
落
ち
、
一
の
門
が
大
破
し
た
ほ

か
何
箇
所
も
地
割
れ
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
「
麻
賀
多
明
神
石
垣
損

シ

」

と

も

書

か

れ

て

い

ま

す

。 
 

ま
た
、
村
々
で
は
百
姓
家
の
全
半

壊
八
五
軒
、
死
傷
者
四
人
（
と
も

に
印
旛
郡
内
）
を
は
じ
め
と
し
て

被
害
は
道
路
、
橋
、
田
な
ど
に
及

ん
で
い
ま
す
。 

(

編
集
委
員)
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「
花
は
他
人
に
見
え
る
場
所
に

置
く
の
が
良
い
」
。
あ
る
園
芸
講

師
の
言
葉
に
従
い
、
私
も
我
が
家

の
小
さ
い
庭
で
育
て
た
花
の
鉢
を

道
路
に
面
し
た
場
所
へ
移
す
と
、

道
を
通
る
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
声
が

掛
っ
て
く
る
の
で
驚
い
た
。 

私
は
歳
の
せ
い
か
最
近
花
に
惹

か
れ
て
バ
ラ
と
菊
を
育
て
始
め
た
。

友
人
が
ミ
ニ
バ
ラ
園
を
造
っ
て
い

た
の
を
思
い
出
し
、
園
芸
店
に
行

き
妻
と
迷
い
な
が
ら
初
め
て
１
鉢

の
バ
ラ
を
買
い
求
め
た
。
そ
の
名

前
は
ロ
ー
ラ
。
開
花
時
に
は
庭
が

一
段
と
華
や
か
に
な
り
歌
の
文
句

で
は
な
い
が
思
わ
ず
♪
バ
ラ
が
咲

い
た
、
バ
ラ
が
咲
い
た
♪
と
口
ず

さ
ん
だ
。
年
４
回
も
咲
く
な
ら
安

い
買
い
物
だ
と
、
更
に
ミ
ス
タ
ー

リ
ン
カ
ー
ン
、
プ
リ
ン
セ
ス
モ
ナ

コ
、
モ
ダ
ン
タ
イ
ム
ス
他
７
鉢
を

買
い
込
ん
だ
。 

と
こ
ろ
が
、
６
月
頃
か
ら
葉
に

病
気
が
発
生
し
た
。
数
種
類
の
薬

剤
を
購
入
し
、
消
毒
を
し
て
事
な

き
を
得
た
が
、
や
は
り
綺
麗
な
花

と
女
性
に
は
お
金
と
愛
情
が
必
要

だ
と
痛
感
し
た
。
一
方
野
菊
は
、

お
金
も
愛
情
も
か
け
な
い
の
に
毎

年
庭
の
隅
で
可
憐
な
花
を
沢
山
咲

か
せ
る
。
そ
の
律
義
さ
と
け
な
げ

な
さ
に
強
く
惹
か
れ
る
。 

グ
ラ
ス
片
手
の
夕
暮
れ
に
、
バ

ラ
の
香
が
溢
れ
る
庭
先
で
、
花
を

愛
で
な
が
ら
飲
む
酒
は
こ
れ
ま
た

格
別
。
こ
れ
を
至
福
の
時
と
言
わ

ず
し
て
何
と
い
う
。
鼻
か
ら
蠱
惑

こ

わ

く

的
な
香
り
が
、
口
か
ら
白
ワ
イ
ン

が
体
中
に
沁
み
込
み
暫
し
酩
酊
、

花
の
妖
精
か
銀
座
の
マ
マ
に
で
も

出
会
い
そ
う
な
幻
想
に
陥
っ
た
。

ふ
と
気
が
付
く
と
い
つ
の
間
に
か

辺
り
は
薄
寒
く
な
り
、
夢
と
酔
い

が
一
度
に
覚
め
た
。 

花
の
色
香
は
何
と
こ
ん
な
に
奥

深
く
、
私
を
魅
了
し
て
止
ま
な
い

の
か
改
め
て
不
可
思
議
な
思
い
に

捉
わ
れ
る
。
忘
れ
て
い
た
花
心
を

取
り
戻
し
た
く
、
花
の
手
入
れ
に

勤
し
ん
で
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

 

（
上
志
津 

富
田 

栄
） 

 

   

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
八
重
の

桜
』
を
見
て
い
ま
す
か
？
そ
の
八

重
の
兄
、
覚
馬
（
西
島
秀
俊
の
熱

演
で
大
人
気
）
が
何
と
佐
倉
と
関

係
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

① 

佐
倉
の
三
太
郎
と
の
出
会
い 

覚

馬

は

五

歳

で

『

唐

詩

選

』 

の
五
言
絶
句
を
暗
唱
し
た
ほ
ど
の

優
秀
な
人
物
で
し
た
。
嘉
永
三
年

（
一
八
五
〇
）
二
十
二
歳
の
時
そ

の
才
能
を
認
め
ら
れ
江
戸
に
遊
学
、

そ
こ
で
覚
馬
は
西
洋
砲
術
を
学
ぶ

た
め
佐
久
間
象
山
の
塾
に
入
り
ま

し
た
。
当
時
の
象
山
塾
に
は
吉
田

松
陰
、
勝
海
舟
、
坂
本
竜
馬
等

錚
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
揃
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
こ
に
堀
田
正
睦
公

を
支
え
た
佐
倉
の
三
太
郎
こ
と
木

村
軍
太
郎
、
西
村
平
太
郎
の
二
人

も
塾
生
と
し
て
学
ん
で
い
た
の
で

す
。 

② 

油
屋
に
宿
泊 

そ
れ
と
油
屋
へ
の
宿
泊
で
す
。 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
、
ペ
リ

ー
が
浦
賀
に
来
航
、
当
時
江
戸
湾

防
備
に
あ
た
っ
て
い
た
会
津
藩
は

大
砲
奉
行
林
権
助
に
江
戸
出
府
を

命
じ
ま
し
た
。
そ
の
権
助
に
伴
っ

て
覚
馬
二
度
目
の
江
戸
詰
と
な
り
、

二
年
後
の
安
政
二
年
十
一
月
「
油

屋
」
に
四
泊
し
て
い
る
の
で
す
。

何
を
目
的
に
佐
倉
に
来
た
の
か
詳

細
な
記
述
が
な
く
不
明
で
す
が
、

当
時
の
佐
倉
藩
は
、
木
村
軍
太
郎

の
兵
制
改
革
意
見
書
を
基
に
改
革

を
進
め
て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
実
態
を
視
察
に
来
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
…
？ 

 

桂
小
五
郎
の
事
は
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
…
ま
さ
か
覚
馬
が
！ 

 

や
っ
ぱ
り
歴
史
っ
て
面
白
い
！ 

 

（
注
）
林
権
助
に
伴
っ
て
の
江
戸

詰
に
つ
い
て
は
ど
の
書
物
に
も
記

述
が
あ
り
ま
す
が
、
嘉
永
三
年
の

江
戸
遊
学
に
つ
い
て
は
記
録
に
な

い
と
の
書
物
も
あ
り
ま
す
。 

 

山
本
覚
馬
の
活
躍
は
松
平
容
保

の
京
都
守
護
職
～
新
島
襄
と
同
志

社
創
立
の
時
代
で
す
か
ら
、
若
い

時
の
記
録
は
少
な
い
の
も
仕
方
あ

り
ま
せ
ん
…
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
山
王 

井
上 

恭
二
） 

花
と
戯
れ
る
私 

八
重
の
桜
、 

覚
馬
と
佐
倉 
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ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
途
中
、
小
学

生
低
学
年
児
童
の
下
校
風
景
に
出

会
っ
た
。
そ
の
中
の
一
人
の
児
童

が
元
気
な
声
で
「
こ
ん
に
ち
は
」

と
挨
拶
を
す
る
。
私
は
思
わ
ず

「
こ
ん
に
ち
は
。
気
を
付
け
て
帰

っ

て

ね

！

」

と

返

事

を

す

る

。

「
思
わ
ず
」
と
い
う
の
は
、
下
校

途
中
で
出
会
っ
た
児
童
か
ら
は
滅

多
に
挨
拶
を
さ
れ
る
事
が
無
い
か

ら
だ
。
「
知
ら
な
い
人
に
は
声
を

掛
け
て
は
ダ
メ
」
と
親
か
ら
躾
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
大
抵
は
無
視
さ

れ
る
。
そ
れ
が
大
き
な
声
で
「
こ

ん
に
ち
は
」
と
言
わ
れ
た
の
だ
か

ら
び
っ
く
り
し
な
が
ら
も
内
心
嬉

し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
あ
の
子

の
ご
両
親
は
素
敵
な
御
夫
婦
な
ん

だ
ろ
う
な
ぁ
。
良
い
躾
を
し
て
い

る
な
ぁ
」
と
呟
く
。 

宮
の
杜
公
園
を
通
り
か
か
っ
た

ら
４
～
５
人
の
小
学
生
が
騒
い
で

い
る
。
虫
取
り
ネ
ッ
ト
の
中
に
綺

麗
な
蝶
々
が
バ
タ
バ
タ
し
て
い
る
。

一
人
の
男
の
子
が
「
こ
の
蝶
々
は

ま
だ
子
供
だ
よ
。
可
哀
想
だ
よ
！

放
し
て
あ
げ
よ
う
よ
」
と
訴
え
て

い
る
が
他
の
子
は
な
か
な
か
「
ウ

ン
」
と
言
わ
な
い
。
そ
の
内
渋
々

と
ネ
ッ
ト
か
ら
放
し
て
や
る
事
に

な
り
、
そ
の
子
が
「
そ
れ
飛
ん
で

行
け
！
捕
ま
っ
た
ら
だ
め
だ
よ
！

大
き
く
な
っ
て
戻
っ
て
こ
い
よ
！
」

と
い
っ
て
高
く
放
し
て
あ
げ
た
。

「
こ
の
子
の
ご
両
親
は
温
か
い
心

の
持
ち
主
な
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
。
良

い
育
て
方
を
し
て
い
る
な
ぁ
」
と

感
心
し
て
し
ま
う
。 

私
に
は
孫
が
い
な
い
の
で
よ
そ

様
の
子
供
さ
ん
が
堪
ら
な
く
可
愛

い
し
と
て
も
気
に
な
る
。
い
た
ず

ら
や
悪
さ
を
し
て
い
る
子
供
を
見

る
と
黙
っ
て
見
て
い
る
事
が
出
来

ず
直
ぐ
注
意
を
す
る
。
素
直
な
子

供
は
「
ハ
イ
」
と
言
っ
て
止
め
る

が
、
悪
童
は
「
チ
ェ
ッ
」
と
言
っ

て
悪
た
れ
を
言
い
な
が
ら
走
り
去

る
。
そ
の
度
毎
に
「
ど
ん
な
親
御

さ
ん
な
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
」
と
考
え

て
し
ま
う
。 

  
 

（
井
野 

及
川 

栄
喜
） 

 

   

私
は
昭
和
１９
年
樺
太
庁
豊
原
市

（
現
在
、
サ
ハ
リ
ン
州
ユ
ジ
ノ
サ

ハ
リ
ン
ス
ク
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
東
京
出
身
で
あ
っ
た
父

で
す
が
、
樺
太
庁
勤
務
の
為
、
極

北
の
地
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
た
。 

勿
論
私
に
は
樺
太
の
記
憶
が
無

く
母
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
そ

の
当
時
は
そ
れ
な
り
に
平
和
な
暮

ら
し
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和

２０
年
８
月
に
ソ
連
が
、
日
ソ
中
立

条
約
を
一
方
的
に
破
棄
し
て
侵
攻

し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
引
き

揚
げ
る
ま
で
の
暮
ら
し
は
大
変
で

ほ
と
ん
ど
の
財
産
は
置
い
て
来
た

そ
う
で
す
。
又
、
北
海
道
の
稚
内

港
に
着
く
ま
で
の
船
は
す
し
詰
め

状
態
で
小
さ
な
子
ど
も
を
連
れ
て

の
親
子
６
人
、
良
く
帰
っ
て
来
た

も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

昭
和
２２
年
に
札
幌
に
定
住
し
ま

し
た
が
、
父
の
死
後
一
家
で
東
京

に
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
東
京
で
就

職
し
て
か
ら
思
い
が
け
ず
第
二
の

故
郷
で
あ
る
札
幌
に
転
勤
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
実
に

35
年

ぶ
り
の
札
幌
で
し
た
。
そ
こ
で

又
々
思
い
が
け
な
い
出
来
事
が
有

り
ま
し
た
。 

生
ま
れ
た
樺
太
に
は
ま
ず
行
く

事
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
２
泊
３
日
の
短
い
期
間

で
し
た
が
、
サ
ハ
リ
ン
に
建
設
中

の
石
油
、
天
然
ガ
ス
の
出
荷
基
地

（
サ
ハ
リ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を

見
学
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で

す
。 千

歳
空
港
か
ら
１
時
間
３０
分
ぐ

ら
い
で
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
に

着
き
ま
す
。
夏
の
暑
い
時
期
で
、

ロ
シ
ア
の
飛
行
機
は
ク
ー
ラ
ー
の

効
き
も
悪
い
う
え
、
プ
ロ
ペ
ラ
の

音
も
う
る
さ
く
快
適
な
空
の
旅
と

は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

町
の
中
を
廻
っ
て
い
る
と
日
本

の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
が
数

多
く
残
っ
て
お
り
当
時
を
偲
べ
ま

し
た
。
出
荷
基
地
は
サ
ハ
リ
ン
島

の
一
番
南
に
位
置
す
る
コ
ル
サ
コ

フ
（
旧
大
泊
）
の
そ
ば
で
、
町
が

一
つ
出
来
る
ぐ
ら
い
の
大
掛
か
り

な
工
事
が
進
行
中
で
し
た
。
現
在

は
も
う
完
成
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。 今

と
な
れ
ば
遥
か
遠
い
国
で
す

が
、
機
会
が
有
れ
ば
も
う
一
度
行

っ
て
み
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

 
 （

山
崎 

荻
巣 

捷
二
） 

 
 

 
 

 

 

子
供
の
し
つ
け 

遥
か
な
る
樺
太 



－４－ 

 

昨
年
、
あ
る
本
屋
で
、
『
考
え

な
い
練
習
』
と
い
う
変
わ
っ
た
題

名
の
本
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
だ

ろ
う
と
思
い
、
早
速
購
入
し
読
ん

で
み
ま
し
た
。 

著
者
に
よ
る
と
、
人
間
の
脳
は

放
っ
て
お
く
と
心
配
事
や
怒
り
等

の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
考
え
に
占
領
さ

れ
て
し
ま
い
、
今
や
る
べ
き
こ
と

や
今
楽
し
む
べ
き
こ
と
を
阻
害
し

て
し
ま
う
厄
介
な
特
徴
を
持
っ
て

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 
 
 
 
 

 

「
シ
ェ
ー
ン
、
カ
ム
バ
ッ
ク
！
」 

往
年
の
西
部
劇
フ
ァ
ン
に
は
、
忘

れ
ら
れ
な
い
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
あ

ろ
う
。
ふ
ら
り
と
や
っ
て
来
た
流

れ
者
が
開
拓
一
家
の
為
に
悪
徳

牧
畜
業
者
を
倒
し
た
後
、
遥
か
な

る
山
の
呼
び
声
に
誘
わ
れ
る
よ
う

に
夕
暮
れ
の
草
原
を
馬
を
跳
ば
し

去
っ
て
行
く
。
そ
の
後
ろ
姿
に
、

溢
れ
ん
ば
か
り
の
涙
を
堪
え
「
カ

ム
バ
ッ
ク
！
」
と
必
死
に
何
度
も

引
き
止
め
る
ジ
ョ
ー
イ
坊
や
の
涙

声
が
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
に
こ
だ
ま
す

る
。
や
が
て
「
グ
ッ
バ
イ
、
シ
ェ

ー
ン
」
に
。 

 

ア
カ
デ
ミ
ー
賞
他
幾
つ
か
の
賞

を
受
賞
し
た
こ
の
作
品
は
ロ
ッ
キ

ー
山
脈
の
麓
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
で

撮
影
さ
れ
、
１
９
５
３
年
に
公
開

さ
れ
た
名
画
中
の
名
画
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
「
Ｏ
Ｋ
牧
場 

」
や

「
ア
パ
ッ
チ
砦
」
は
一
体
何
処
に

あ
る
の
？
何
て
考
え
て
み
た
ら
気

持
ち
は
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、
二

度
目
の
我
が
青
春
を
謳
歌
す
る
こ

と
が
出
来
た
。 

 

（
田
中 

修
司
） 

 い
る
よ
う
で
す
。 

こ
の
本
に
は
、
そ
こ
か
ら
抜
け

出
す
た
め
の
方
法
や
、
心
穏
や
か

に
過
ご
す
た
め
の
方
法
が
具
体
的

に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
本
を
最
初
に
読
ん
だ
時
、

な
ん
と
な
く
穏
や
か
に
一
日
を
過

ご
せ
た
感
じ
が
し
た
の
で
、
そ
の

後
も
繰
り
返
し
読
ん
で
い
ま
す
。 

皆
様
も
心
に
残
っ
た
一
冊
や
日 

々
の
生
活
の
中
で
感
じ
た
こ
と
等

を
お
気
軽
に
ご
投
稿
頂
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

(

坂
本 

初
男) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月の黒板
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