
伊
奈
波
神
社
と
電
気

伊
奈
波
神
社
教
学
研
究
員
　
筧
　
真
理
子

　
電
気
を
動
力
と
す
る
技
術
が
暮
ら
し
に

活
用
さ
れ
る
の
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
す
が
、そ
の
最
初
と
い
え
る
の
は
電
信

制
度
で
す
。明
治
二
年（
一
八
六
九
）に
東

京
・
横
浜
間
で
電
信
に
よ
る
電
報
の
取
り

扱
い
が
始
ま
り
、そ
の
の
ち
電
信
網
は
全
国

に
広
が
り
ま
し
た
。岐
阜
県
内
で
も
明
治
五

年
に
中
山
道
筋
に
電
信
線
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、庶
民
の
生
活
で
電
燈
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
岐
阜
県
内
で

は
岐
阜
市
が
最
初
で
、明
治
二
十
七
年
の
こ

と
で
し
た
。岐
阜
電
燈
株
式
会
社
は
こ
の
年

四
月
に
電
柱
の
建
設
を
岐
阜
県
庁
に
願
い

出
て
、同
年
七
月
に
開
業
し
ま
し
た
。し
か

し
な
か
な
か
需
要
は
増
加
せ
ず
、日
露
戦
争

（
明
治
三
十
七
年
か
ら
同
三
十
八
年
）の
こ

ろ
で
も
柳
ヶ
瀬
で
電
燈
を
引
い
て
い
る
の

は
芝
居
小
屋
の
旭
座
と
大
万
繭
問
屋
く
ら

い
で
、美
の
繁
呉
服
店
は
電
燈
と
ラ
ン
プ
が

半
々
、他
の
商
店
や
家
は
ラ
ン
プ
に
頼
る
暮

ら
し
で
し
た
。し
か
も
、電
燈
は
夜
十
二
時

限
り
で
一
斉
に
消
灯
し
ま
し
た
。警
備
を
厳

重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岐
阜
監
獄
署

で
す
ら
、ラ
ン
プ
か
ら
電
燈
へ
の
切
り
替
え

は
明
治
三
十
五
年
度
か
ら
で
す
。需
要
が
増

え
る
の
は
日
露
戦
争
後
の
こ
と
で
し
た
。ま

た
、同
三
十
六
年
に
は
岐
阜
郵
便
局
内
に
電

話
所
が
併
設
さ
れ
、同
四
十
年
か
ら
電
話
業

務
が
始
ま
り
ま
し
た
。こ
う
し
て
道
路
沿
い

に
は
電
信
柱
・
電
柱
が
増
え
、街
路
に
電
話

線
・
送
電
線
が
張
り
巡
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。ち
な
み
に
、電
信
柱
は
通
信
、電
柱

は
送
電
の
た
め
の
も
の
で
、所
管
が
異
な
り

ま
す
。

　
伊
奈
波
神
社
と
電
気
の
関
わ
り
が
わ
か

る
最
初
は
、祭
礼
の
障
害
と
し
て
で
し
た
。

濃
尾
震
災
で
焼
失
し
た
社
殿
が
再
営
落
成

し
て
そ
の
遷
座
式
が
行
わ
れ
た
明
治
三
十

年
十
一
月
、伊
奈
波
神
社
は
名
古
屋
郵
便
電

信
局
長
へ
、神
輿
の
通
行
に
支
障
が
あ
る
た

め
電
信
線
を
三
日
間
一
・
五
メ
ー
ト
ル
引
き

揚
げ
た
い
、そ
の
費
用
は
神
社
側
で
負
担
す

る
と
い
う
願
い
を
出
し
ま
し
た
。同
四
十
三

年
に
は
山
車
の
通
行
の
た
め
、新
規
に
架
設

さ
れ
た
伊
奈
波
神
社
周
辺
の
電
話
線
・
電
線

を
地
上
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
引
き
揚
げ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。現
在
も
祭
礼
で
曳
き

出
す
山
車
は
清
影
車
で
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
が
あ
り
、低
く
張
り
巡
ら
さ
れ
た
電
話

線
・
電
線
は
山
車
の
通
行
に
支
障
と
な
っ

た
の
で
し
た
。こ
の
と
き
、「
既
に
昨
年
引
き

揚
げ
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の
後
お
い
お
い
新

た
に
架
設
さ
れ
て
い
る
の
で
」
と
述
べ
て
い

る
の
は
、前
年
の
祭
礼
で
の
引
き
揚
げ
が
臨

時
処
置
で
な
く
、そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。同
四
十
五
年
に

は「
近
年
は
当
市
中
到
る
と
こ
ろ
個
人
の
架

設
に
か
か
る
電
線
話
・
電
燈
線
が
増
え
、祭

式
執
行
に
た
い
へ
ん
差
し
支
え
る
。こ
の
ま

ま
で
は
祭
礼
廃
止
の
恐
れ
も
あ
り
、神
霊
に

対
し
て
恐
れ
多
い
の
で
、該
電
線
を
地
上
約

五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
に
引
き
揚
げ
た
い
」

と
ま
で
述
べ
て
い
ま
す
。事
実
、東
京
の
神

田
祭
で
は
電
線
が
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て

明
治
二
十
二
年
か
ら
山
車
を
引
き
出
さ
ず

に
各
町
に
備
え
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、伊
奈
波
神
社
が
祭
礼
廃
絶
を
心
配
す
る

の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。大
正
七
年（
一
九
一
八
）に
も
電
話
線

引
き
揚
げ
を
岐
阜
郵
便
局
に
申
請
し
て
お

り
、少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
春
の
祭

礼
の
た
び
に
低
い
位
置
に
あ
る
新
規
の
電

話
線
・
電
線
を
引
き
揚
げ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
ま
す
。柳
ヶ
瀬
の
昭
和
初
期
の
絵
は

が
き（
写
真
１
、岐
阜
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）

で
は
、道
を
横
断
す
る
電
線
や
各
家
へ
の
引

き
込
み
線
で
道
路
上
空
が
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ

し
て
い
た
の
が
わ
か
り
ま
す
。現
在
の
祭
礼

で
も
電
線
を
持
ち
上
げ
る
担
当
者
が
山
車

に
随
行
し
ま
す
が
、実
際
に
作
業
す
る
必
要

は
あ
ま
り
な
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　
な
お
、伊
奈
波
神
社
で
は
電
線
引
き
揚
げ

の
費
用
は
神
社
で
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、

高
山
祭
り
で
は
明
治
三
十
八
年
に
障
害
と

な
る
電
線
を
除
く
よ
う
電
気
会
社
に
求
め

た
と
こ
ろ
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、町
民
は
今

利
祝
賀
な
ど
で
伊
奈
波
社
頭
に
多
く
の
人

が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。夜
間
の
参
詣

者
の
た
め
に
は
提
灯
や
篝か

が
り

火
を
灯
し
ま
し

た
が
、明
治
三
十
八
年
一
月
か
ら
伊
奈
波
神

社
で
は
電
燈
有
志
金
を
集
め
、同
年
二
月
に

境
内
三
ヵ
所
に
電
燈
を
架
設
し
ま
し
た
。場

所
は「
第
二
の
鳥
居
よ
り
奥
」で
、参
道
入
口

の
大
鳥
居
が
第
一
の
鳥
居
、参
集
殿
前
に
立

つ
の
が
第
二
の
鳥
居
と
思
わ
れ
ま
す
。電
燈

料
は
月
五
円
前
後
で
、こ
の
こ
ろ
の
大
工
の

日
当
が
四
五
銭
だ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と

か
な
り
高
額
に
感
じ
ま
す
。こ
の
電
燈
架
設

に
は
神
社
の
社
掌（
社
司
の
下
役
）た
ち
が

市
内
を
く
り
か
え
し
回
っ
て
有
志
者
の
募

集
に
努
め
て
お
り
、か
な
り
苦
労
し
た
よ
う

で
す
。し
か
し
、参
道
入
口
の
大
鳥
居
付
近

に
は
電
燈
が
な
く
真
っ
暗
で
、夜
間
に
参
詣

し
た
い
人
が
諦
め
て
し
ま
う
状
態
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
日
本
海
海
戦
の
勝
利
を
契
機

に
、同
年
七
月
に
は
桜
町
な
ど
神
社
近
く
の

料
亭
・
商
店
や
個
人
に
有
志
を
募
っ
て
五
〇

燭（
一
燭
は
ロ
ウ
ソ
ク
一
本
分
の
明
る
さ
）

の
電
燈
を
大
鳥
居
前
に
新
設
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。こ
の
頃
に
作
成
さ
れ
た「
岐
阜

後
一
切
電
燈
を
使
わ
な
い
と
い
う
相
談
を

し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、神
社
で
電
燈
を
灯
す
よ
う
に

な
っ
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

明
治
三
十
五
年
二
月
に
、端
山
忠
兵
衛
が
神

社
祓
所
の
土
地
を
一
〇
〇
日
間
借
り
て「
ハ

ノ
ラ
マ
」
館
を
建
設
し
、そ
の
借
地
料
で
大

鳥
居
前
に
電
燈
を
一
年
間
奉
納
し
た
い
と

神
社
に
申
し
込
ん
で
い
ま
す
。端
山
は
呉
服

商
で
祭
典
掛
や
氏
子
総
代
な
ど
の
神
社
役

員
も
勤
め
、小
熊
小
学
校
創
立
や
金
華
山
登

山
道
整
備
な
ど
の
公
共
事
業
も
行
っ
た
人

物
で
し
た
。祓
所
は
善
光
寺
前
あ
た
り
を
指

す
ら
し
く
、パ
ノ
ラ
マ
館
は
大
規
模
な
背
景

や
模
型
な
ど
を
使
っ
た
見
世
物
で
、東
京
・

大
阪
な
ど
全
国
で
流
行
し
て
い
ま
し
た
。氏

子
総
代
は
パ
ノ
ラ
マ
館
の
建
設
は
認
め
ま

し
た
が
、借
地
料
は
そ
の
ま
ま
神
社
に
納
め

る
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
、鳥
居
前
の
電
燈

は
こ
の
と
き
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。パ
ノ
ラ

マ
館
も
契
約
期
限
が
終
わ
る
と
取
り
払
わ

れ
ま
し
た
。

　
日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
、戦
勝
や
出
征
軍

人
の
無
事
を
祈
る
人
、旅
順
陥
落
な
ど
の
勝

県
社
伊
奈
波
神
社
之
図
」（
写
真
２
は
そ
の

一
部
）に
は
境
内
四
ヵ
所
に
灯
り
の
柱
が
描

か
れ
、こ
れ
が
電
燈
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。明
治
四
十
五
年
一
〇
月
の
物
部
神

社
祭
典
で
は
境
内
二
ヵ
所
に
一
二
〇
〇
燭

の
ア
ー
ク
燈
を
献
燈
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、明
治
末
か
ら
は
電
燈
が
イ
ル
ミ

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。明
治
四
十
五
年
の
祭
礼
で
は
両

鳥
居
に
一
〇
燭
の
電
燈
五
〇
〇
個
が
二
日写真１

写真２

間
点
燈
さ
れ
ま
し
た
。大
正
二
年
の
祭
礼
で

は
、明
治
天
皇
の
服
喪
中
の
た
め
余
興
を
中

止
し
、
か
わ
り
に
五
〇
〇
個
の
電
燈
を
神

門
・
鳥
居
・
忠
魂
碑
な
ど
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

大
正
初
め
か
ら
は
花
の
時
期
に
境
内
の
桜

樹
に
五
〇
〇
個
の
電
燈
を
灯
し
て
夜
桜
を

照
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。電
燈
が
生
活

に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、社
頭
の
よ
う
す
も

変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。


