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︹
解
題
︺ 

本
稿
は
︑
愛
知
県
知
多
市
朝
倉
地
域
の
牟
⼭
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
昭
和
三
⼗
年

︵
⼀
九
五
五
︶
に
作
成
さ
れ
た
﹃
郷
⼟
芸
能
調
査
票 
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
﹄
の
資

料
紹
介
で
あ
る
︒ 

朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦

１
は
︑
昭
和
三
⼗
四
年
︵
⼀
九
五
九
︶
に
愛
知
県
無
形
⽂
化

財
と
し
て
指
定
を
受
け
る
が
︑
本
資
料
は
︑
県
指
定
⽂
化
財
と
な
る
た
め
の
調
査

資
料
と
考
え
ら
れ
︑
表
紙
に
記
載
さ
れ
る
外
題
﹁
昭
和
三
⼗
年
⼋
⽉
⼀
⽇
／
朝
倉

の
梯
⼦
獅
⼦
／
朝
倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
會
﹂
に
よ
り
︑
昭
和
三
⼗
年
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
牟
⼭
神
社
に
は
︑
梯
⼦
獅
⼦
関
係
の
現
代
資
料
と
し
て
︑

ほ
か
に
⽒
⼦
に
よ
る
﹃
⽇
誌
﹄(

昭
和
⼆
⼗
⼋
年
〜)

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の

﹃
⽇
誌
﹄の
昭
和
三
⼗
年
七
⽉
⼀
⽇
の
記
事
に
は
︑﹁
午
后
⼆
時
ヨ
リ
︑梯
⼦
獅
⼦

ノ
無
形
⽂
化
財
ニ
付
キ
︑
役
場
ヨ
リ
教
育
○
○

ま
る

井
村
⽒
社
務
所
ニ
出
張
シ
︑
古
歴

其
ノ
他
ニ
付
キ
種
々
調
査
協
議
シ
テ
︑
七
時
散
会
ス
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
知
多

町
の
⽂
化
財
担
当
者
と
⽒
⼦
と
の
打
合
せ
が
⾏
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
本

資
料
が
書
か
れ
た
時
期
と
︑﹃
⽇
誌
﹄の
⽇
付
が
近
い
こ
と
か
ら
︑七
⽉
⼀
⽇
の
町

担
当
者
に
よ
る
調
査
は
︑
本
資
料
作
成
の
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
⾼
い
︒
そ
の

た
め
︑本
資
料
は
︑こ
の
会
議
内
容
を
踏
ま
え
て
︑町
の
担
当
者
が
記
述
し
た
か
︑

あ
る
い
は
町
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
本
会
議
に
も
参
加
し
て
い
た
朝
倉
地
区
の
者
が

書
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒ 

本
⽂
は
︑
⾚
枠
の
罫
線
紙
︵
半
丁
縦
⼆
四
・
五
×
横
⼗
五
・
〇
糎
︑
半
丁
⼗
⼆

⾏
︑
全
⼋
丁
︶
が
袋
綴
じ
に
さ
れ
︑
版
⼼
に
は
﹁
愛
知
県
知
多
郡
⼋
幡
町
役
場
﹂

と
印
字
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
︑
役
場
の
公
式
⽂
書
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
と

推
測
で
き
る

２
︒
⽂
字
は
⻘
⾊
の
ガ
リ
版
印
刷
︑
も
し
く
は
カ
ー
ボ
ン
紙
で
複
写

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒第
⼆
丁
表
第
⼀
⾏
⽬
に
は﹃
郷
⼟
芸
能
調
査
票 

愛

知
県
知
多
郡
知
多
町
教
育
委
員
会
﹄︵
内
題
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

扉
は
無
地
の
薄
紙
で
︑
墨
書
で
﹁
郷
⼟
芸
能
調
査
票
／
梯
⼦
獅
⼦
／
朝
倉
梯
⼦

獅
⼦
後
援
会
﹂︵
外
題
①
︶
と
記
さ
れ
︑
⽂
字
は
⻘
枠
で
囲
わ
れ
て
い
る
︒
表
紙
は

厚
紙
で
︑
墨
書
で
﹁
昭
和
三
⼗
年
⼋
⽉
⼀
⽇
／
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
／
朝
倉
梯
⼦
獅

⼦
後
援
會
﹂︵
外
題
②
︶と
記
さ
れ
て
い
る
︒本
⽂
の
⽤
紙
よ
り
も
ひ
と
回
り
⼤
き

く
︑
縦
⼆
六
・
五
×
横
⼗
⼋
・
五
糎
︒
識
語
は
特
に
な
く
︑
外
題
②
よ
り
昭
和
三

⼗
年
に
記
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒ 

牟
⼭
神
社
に
は
︑
同
様
の
外
題
・
内
題
の
資
料
が
⼆
冊
保
管
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
⼆
冊
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
⼀
で
あ
る
が
︑
⼀
冊
に
は
第
六
丁
⽬
裏
第
⼗
⼀
⾏
⽬
に

﹁
次
⾴
に
梯
⼦
獅
⼦
の
■
眞
六
枚
掲
ぐ
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
記
載
が
︑
も
う
⼀
冊

︵
⼆
⽂
字
分
空
欄
︶ 
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に
は
な
い
︒
⼆
冊
の
う
ち
︑
こ
の
記
載
を
有
す
る
⽅
の
本
を
︑
本
稿
に
お
け
る
底

本
と
し
て
翻
刻
紹
介
す
る
︒
ま
た
︑
底
本
に
は
︑
前
述
の
通
り
全
⼋
丁
で
︑
第
七

丁
⽬
・
⼋
丁
⽬
は
表
紙
と
同
サ
イ
ズ
の
無
地
紙
が
使
⽤
さ
れ
て
い
る
が
︑
も
う
⼀

冊
は
︑
全
⼗
丁
で
︑
第
七
丁
⽬
か
ら
⼗
丁
⽬
に
表
紙
と
同
サ
イ
ズ
の
無
地
紙
が
使

⽤
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
第
七
丁
⽬
以
降
は
⽩
丁
で
あ
る
︒
も
う
⼀
冊
に
は
︑

第
六
丁
⽬
と
第
七
丁
⽬
の
間
に
︑
挟
紙
が
あ
る
︒
こ
の
挟
紙
は
︑
⾚
枠
の
罫
線
紙

で
︑
版
⼼
に
印
字
は
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
よ
り
︑
牟
⼭
神
社
︑
あ
る
い
は
朝
倉
地

区
側
の
私
的
な
メ
モ
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
︒
本
挟
紙
は
︑
鉛
筆
書
き
で
﹁
第
六

条
中 

副
会
⻑
の
次
に
左
記
を
加
⼊
す
る
︒
演
技
部
⻑
⼀
名
︵
但
副
会
⻑
を
兼
任

す
る
︶
演
技
部
副
部
⻑
⼆
名 

演
技
部
員
若
⼲
名
︒
第
⼋
条
中 

副
会
⻑
は

︲
︲
︲
︲

︵
マ
マ
︶

代
⾏
す
る
の
次
に
か︵

加
︶

⼊
︒演
技
部
⻑
は
演
技
部
員
を
統
率
し
︑演
技
に

関
す
る
事
勢
を
処
理
す
る
演
技
部
員
は
演
技
を
主
と
し
て
□
□
る
﹂
と
記
さ
れ
て

い
る
︒
本
資
料
と
直
接
的
な
関
係
は
な
い
が
︑
保
存
会
結
成
に
向
け
た
規
約
を
作

成
す
る
段
階
の
メ
モ
書
き
と
み
ら
れ
︑
梯
⼦
獅
⼦
に
関
係
す
る
資
料
と
捉
え
ら
れ

る
︒ 牟

⼭
神
社
に
所
蔵
さ
れ
る
本
資
料
の
⼆
冊
は
︑
同
⼀
の
字
形
で
あ
る
こ
と
よ
り
︑

ガ
リ
版
刷
り
︑
あ
る
い
は
カ
ー
ボ
ン
紙
に
よ
っ
て
写
本
し
た
と
推
測
さ
れ
︑
そ
の

原
本
は
︑
愛
知
県
の
⽂
化
財
担
当
に
提
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
︑
本
⽂

第
⼆
丁
表
第
⼀
⾏
⽬
に
は
︑﹁
郷
⼟
芸
能
調
査
票 

愛
知
県
知
多
郡
知
多
町
教
育
委

員
会
﹂︵
内
題
︶
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
表
紙
に
は
﹁
朝
倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
会
﹂

と
い
う
組
織
名
が
書
か
れ
て
お
り
︑知
多
町
の
担
当
者
に
よ
る
調
査
報
告
資
料
か
︑

朝
倉
の
内
部
の
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
資
料
か
は
︑
判
然
と
し
な
い
︒
だ
が
︑
い

ず
れ
に
し
て
も
︑
対
外
的
に
は
知
多
町
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
も
の
と
し
て
提

出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

な
お
︑﹁
朝
倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
会
﹂
と
い
う
組
織
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
︑
本
資

料
で
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
︒
本
後
援
会
が
ど
の
よ
う
な
組
織
で
あ
っ
た
か
知

る
伝
承
者
は
⾒
つ
か
っ
て
い
な
い
た
め
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
︑
朝
倉
梯
⼦
獅
⼦

保
存
会
の
⺟
体
と
な
っ
た
組
織
と
推
測
さ
れ
る
︒ 

本
⽂
は
︑
⽬
録
と
し
て
︑
次
の
⼆
⼗
項
⽬
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
︑ 

名
称 

⼆
︑ 

所
在
地 

三
︑ 

管
理
者 

四
︑ 

後
援
団
体 

五
︑ 

⾏
わ
れ
る
場
所 

六
︑ 

⾏
わ
れ
る
機
会 

七
︑ 

所
演
⽉
⽇
時 

⼋
︑ 

芸
能
の
演
⽬ 

九
︑ 

芸
能
の
次
第 

⼗
︑ 
歌
詞(

曲
⽬) 

⼗
⼀
︑
装
飾
⽤
具
⾯
採
物
等 

⼗
⼆
︑
使
⽤
す
る
楽
器
の
槪
要 

⼗
三
︑
芸
能
を
⾏
う
⼈
の
構
成 
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⼗
四
︑
芸
能
を
⾏
う
⼈
の
服
装
持
物
等 

⼗
五
︑
芸
能
を
⾏
う
⼈
の
資
格 

⼗
六
︑
芸
能
開
始
前
の
⾏
事 

⼗
七
︑
芸
能
終
了
後
の
⾏
事 

⼗
⼋
︑
芸
能
の
由
来
に
つ
い
て 

⼗
九
︑
そ
の
他
の
芸
能
と
の
関
係 

⼆
⼗
︑
当
該
芸
能
に
関
す
る
⽂
献 

ま
ず
︑
梯
⼦
獅
⼦
と
い
う
芸
能
の
名
称
が
記
さ
れ
︑
こ
れ
に
続
い
て
梯
⼦
獅
⼦

の
奉
納
場
所
や
交
通
⼿
段
︑
伝
承
者
︑
後
援
団
体
︑
芸
能
開
催
の
機
会
と
⽇
時
に

つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
︒ま
た
︑項
⽬
⼋
の
芸
能
の
演
⽬
で
は
︑﹁
雄
獅
⼦
が
⾏

く
⼿
の
⾼
い
⼭
に
⾛
り
登
ろ
う
と
し
て
︑三
度
転
落
を
す
る
が
屈
せ
ず
登
り
切
り
︑

頂
上
に
達
し
て
喜
び
勇
み
︑
最
後
に
は
⼭
か
ら
す
べ
り
降
り
︑
舞
台
で
欣
喜
乱
舞

す
る
﹂
と
い
う
︑
芸
能
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
書
か
れ
て
い
る
︒
次
の
項
⽬
九
の
芸
能

の
次
第
で
は
︑
前
項
を
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
て
お
り
︑
獅
⼦
舞
の
芸
態
や
演
技

の
特
徴
︑囃
⼦
と
獅
⼦
舞
芸
と
の
間
合
い
︑各
芸
態
が
獅
⼦
の
ど
の
よ
う
な
仕
草
・

感
情
を
表
現
し
て
い
る
か
な
ど
︑
細
か
な
記
述
が
み
ら
れ
る
︒ 

﹁
⼗
⼀
︑
装
飾
⽤
具
⾯
採
物
等
﹂
の
項
⽬
で
は
︑
櫓
・
舞
台
・
囃
⼦
席
と
い
っ

た
舞
台
装
置
に
つ
い
て
の
記
述
が
並
び
︑
獅
⼦
頭
や
獅
⼦
の
胴
幕
な
ど
に
関
す
る

記
述
は
な
い
︒本
項
に
は
︑﹁
梯
⼦
獅
⼦
を
⾏
う
櫓
﹂と
い
う
題
⽬
の
絵
図
が
含
ま

れ
て
お
り
︑
櫓
の
形
状
を
視
覚
的
に
提
⽰
し
て
い
る
︒
こ
の
絵
図
は
︑
本
⽂
と
同

じ
く
︑
ガ
リ
版
刷
り
も
し
く
は
カ
ー
ボ
ン
紙
複
写
に
よ
っ
て
無
地
紙
に
写
し
︑
そ

れ
を
切
り
︑
糊
で
本
⽂
罫
線
紙
に
貼
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
︒ 

﹁
⼗
六
︑
芸
能
開
始
前
の
⾏
事
﹂
に
つ
い
て
は
︑
祭
礼
前
⼆
⼗
⽇
間
ほ
ど
︑
家

庭
で
も
精
進
潔
斎
し
て
産
⼟
神
に
祈
願
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
項
に
は
︑
櫓

を
組
む
際
の
み
そ
ぎ
の
⾏
事
や
︑
櫓
上
の
神
札
を
祀
る
こ
と
︑
演
者
が
⾝
に
つ
け

る
御
守
な
ど
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
が
︑
精
進
潔
斎
や
み
そ
ぎ
⾏
事
は
︑
現

在
は
⾏
わ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
当
時
の
梯
⼦
獅
⼦
に
対
す
る
意
識
が
現
れ
て
い
る

も
の
と
し
て
興
味
深
い
︒
次
に
︑﹁
幣
納
め
﹂
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
︒
こ
こ
に

は
︑
幣
の
つ
い
た
御
神
札
を
神
前
に
納
め
る
と
あ
る
が
︑
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

と
︑
実
際
は
︑
幣
と
榊
の
つ
い
た
御
神
札
を
⽤
い
て
い
た
︒
な
お
︑
現
在
は
幣
で

は
な
く
榊
の
み
が
つ
い
た
御
神
札
を
使
⽤
す
る
︒ 

続
く
︑﹁
芸
能
の
由
来
に
つ
い
て
﹂
は
︑
現
在
︑
梯
⼦
獅
⼦
の
由
来
を
語
る
際

に
必
ず
持
ち
出
さ
れ
る
伝
承
と
は
異
な
る
話
が
書
か
れ
て
い
る
︒
現
在
語
ら
れ
る

伝
承
は
︑
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
︒ 

 

慶
⻑
の
初
め
頃
︑
朝
倉
村
に
獅
⼦
︵
い
の
し
し
︶
が
現
わ
れ
︑
農
作
物
を
荒

し
︑
被
害
が
ひ
ど
く
て
村
⼈
は
⼤
へ
ん
困
窮
し
て
い
た
︒
当
村
の
惣
右
衛
⾨

と
い
う
⼈
が
発
起
し
て
︑
村
⺠
の
協
⼒
に
よ
っ
て
梯
⼦
を
造
り
︑
慶
⻑
三
年

⼗
⼆
⽉(

⼀
五
九
⼋)

梯
⼦
攻
め
に
し
て
猪
を
退
治
し
た
の
で
︑
⽥
畑
は
荒
さ

れ
ず
翌
年
は
⼤
豊
作
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
︒
そ
こ
で
村
⼈
た
ち
は
︑
喜
び
合

っ
て
豊
年
祭
と
供
に
獅
⼦
の
供
養
を
思
い
⽴
ち
︑
翌
慶
⻑
四
年
の
例
祭
に
︑

梯
⼦
に
登
る
雄
獅
⼦
の
舞
を
演
じ
た
の
が
︑
そ
の
は
じ
め
で
あ
る
と
い
う
︒
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二
〇
二
〇
年

三



︵
知
多
市
教
育
委
員
会
編 

⼀
九
七
〇 

⼋
︱
九
︶ 

 し
か
し
︑
本
資
料
で
は
︑
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
の
発
祥
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い

と
さ
れ
︑慶
⻑
年
間
に
起
こ
っ
た
と
伝
わ
る
事
件
に
関
し
て
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
本
資
料
に
記
さ
れ
る
﹁
梯
⼦
獅
⼦
を
⾏
わ
な
か
っ
た
年
に
流
⾏
病
が
蔓
延

し
た
﹂
と
い
う
伝
承
は
︑
先
に
紹
介
し
た
伝
承
が
掲
載
さ
れ
る
知
多
市
⽂
化
財
資

料
第
⼗
⼀
集﹃
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
﹄︵
知
多
市
教
育
委
員
会
編 

⼀
九
七
〇
︶に
は

書
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
知
多
市
誌
や
近
年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
に
は
記
載
が
な

く
︑
現
在
の
伝
承
者
た
ち
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
︒
筆
者
が
実
施
し
た
聞

き
取
り
調
査
で
は
︑
昭
和
五
年
︵
⼀
九
三
〇
︶
⽣
ま
れ
の
元
梯
⼦
獅
⼦
伝
承
者
の

男
性
は
︑流
⾏
病
が
蔓
延
し
た
と
い
う
伝
承
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
話
し
た
が
︑

⼤
正
⼗
四
年
︵
⼀
九
⼆
五
︶︑
昭
和
四
年
︵
⼀
九
⼆
九
︶
⽣
ま
れ
の
元
伝
承
者
は
聞

い
た
こ
と
が
な
い
と
話
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
資
料
に
は
︑
現
在
は
伝
え
ら
れ

て
い
な
い
伝
承
︑
当
時
も
⼀
部
の
⼈
々
の
間
で
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
伝

承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒ 

ほ
か
に
本
資
料
に
は
︑
囃
⼦
や
楽
器
に
関
す
る
記
述
や
︑
演
者
と
︑
演
者
の
補

助
等
を
⾏
う
﹁
取
持
﹂
と
い
う
役
の
⾐
装
・
役
割
に
関
す
る
記
述
︑
伝
承
者
で
あ

る
⻘
年
団
の
年
齢
規
定
︑
明
治
中
期
ま
で
伝
承
さ
れ
た
と
さ
れ
る
雌
獅
⼦
の
獅
⼦

芝
居
な
ど
に
触
れ
て
い
る
︒ 

そ
し
て
資
料
最
後
の
﹁
芸
能
に
関
す
る
⽂
献
﹂
の
項
⽬
で
は
︑
⽂
献
に
関
す
る

記
述
は
な
い
が
︑
昭
和
⼗
年
︵
⼀
九
三
五
︶
の
熱
⽥
神
宮
で
の
奉
納
と
︑
昭
和
⼆

⼗
⼋
年
︵
⼀
九
五
三
︶
の
伊
勢
神
宮
で
の
奉
納
を
紹
介
し
て
い
る
︒
両
神
宮
で
の

奉
納
が
︑
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
と
朝
倉
地
区
に
と
っ
て
︑
誉
⾼
い
功
績
と
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
本
資
料
は
︑
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
に
対
す
る
当
時
の
語
り
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
把
握
で
き
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本

資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
必
ず
し
も
当
時
の
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
で
⾏
わ

れ
て
い
た
内
容
と
⼀
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
朝
倉
内
で
誰
も
が
知
る
伝

承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は
限
ら
ず
︑
⼀
部
の
者
の
知
識
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
本

資
料
が
︑
⾏
政
の
介
⼊
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
資
料
で
あ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
影

響
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒ 

本
資
料
は
︑朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
に
関
す
る
⽂
字
資
料
と
し
て
は
⽐
較
的
早
期
に
ま

と
め
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
と
推
察
す
る
︒
こ
の
後
︑
県
指
定
の
無
形
⽂
化
財
︵
現
・

無
形
⺠
俗
⽂
化
財
︶
化
や
︑
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
局
︑
新
聞
社
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
か

ら
の
取
材
︑⾏
政
に
よ
る
再
度
の
調
査
︑伝
承
者
集
団
の
変
容
の
影
響
な
ど
も
あ
り
︑

伝
承
や
⾏
事
内
容
は
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒本
資
料
は
︑朝
倉
の
梯
⼦

獅
⼦
と
い
う
芸
能
が
︑現
代
の
⽂
化
財
や
観
光
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過

程
に
お
け
る
伝
承
の
変
容
を
知
る
上
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
︒ 

 

︹
注
︺ 

１ 

朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
と
は
︑
愛
知
県
知
多
市
に
所
在
す
る
牟
⼭
神
社
例
⼤
祭
で
奉
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228 

  愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
の
梯
子
獅
子
関
係
資
料
『
郷
土
芸
能
調
査
票 

朝
倉
の
梯
子
獅
子
』

（
牧
野 

由
佳
）

四



 
納
さ
れ
る
獅
⼦
舞
芸
で
あ
る
︒
⼆
⼈
⽴
ち
の
獅
⼦
舞
で
︑
舞
台
で
の
舞
と
︑
⾼

さ
約
九
⽶
の
梯
⼦
と
櫓
上
で
の
曲
芸
的
な
舞
を
披
露
す
る
︒ 

２ 

⼋
幡
町
は
昭
和
三
⼗
年
四
⽉
⼀
⽇
に
︑
岡
⽥
町
・
旭
町
と
三
町
合
併
し
︑
知
多

町
と
な
っ
た
︒
本
資
料
が
作
成
さ
れ
た
わ
ず
か
四
か
⽉
前
に
合
併
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
こ
の
時
点
で
は
︑
以
前
の
⼋
幡
町
の
公
式
な
⽤
紙
も
併
⽤
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
︒な
お
︑知
多
町
は
︑そ
の
後
︑昭
和
四
⼗
五
年︵
⼀
九
七
〇
︶

に
市
制
施
⾏
し
︑
知
多
市
と
な
っ
た
︒ 

  

︹
参
考
⽂
献
︺ 

知
多
市
教
育
委
員
会
編︵
⼭
⼝
喜
⼀
著
︶⼀
九
七
〇 
知
多
市
⽂
化
財
資
料
第
⼗
⼀

集
﹃
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
﹄ 

知
多
市
教
育
委
員
会 

知
多
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編 

⼀
九
⼋
⼀ 

﹃
知
多
市
誌
﹄本
⽂
編 

知
多
市
編
さ
ん

委
員
会 

知
多
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編 

⼀
九
⼋
三 

﹃
知
多
市
誌
﹄
資
料
編
三 
知
多
市
編

さ
ん
委
員
会 

 

︹
付
記
︺ 

本
稿
は
︑令
和
元
年
度
科
学
研
究
費
助
成
⾦︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶19J22164

に
よ
る
研
究
の
⼀
部
で
あ
る
︒
本
資
料
の
調
査
・
翻
刻
掲
載
に
つ
い
て
は
︑
牟
⼭

神
社
⽒
⼦
総
代
の
⽅
々
に
御
許
可
と
惜
し
み
な
い
ご
協
⼒
を
頂
戴
し
︑
実
現
し
ま

し
た
︒
ま
た
︑
朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦
伝
承
者
の
⽅
々
に
は
︑
度
重
な
る
聞
き
取
り
調

査
に
も
快
く
応
じ
て
い
た
だ
き
︑
貴
重
な
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
お

 

世
話
に
な
っ
た
皆
様
に
︑
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒ 
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二
〇
二
〇
年

五



︹
翻
刻
︺ 

 

︹
凡
例
︺ 

・
字
体
は
︑
正
字
・
異
体
字
・
通
⾏
字
等
︑
で
き
る
限
り
原
⽂
に
近
い
字
で
翻
刻
し
た
︒ 

・
⾏
取
り
は
︑
本
⽂
の
改
⾏
箇
所
に
従
っ
た
︒ 

・
改
丁
⾏
を
︑ 

﹂
に
よ
っ
て
⽰
し
︑
そ
の
下
に
丁
数
を
記
し
た
︒ 

・
版
⼼
の
﹁
愛
知
県
知
多
郡
⼋
幡
町
役
場
﹂
の
印
字
は
翻
刻
し
な
か
っ
た
︒ 

・
句
点
︑
読
点
は
︑
原
⽂
を
尊
重
し
つ
つ
も
︑
意
味
︑
内
容
に
基
づ
き
適
宜
改
め
た
︒ 

・
翻
刻
者
の
注
記
は
右
脇
に
︵ 

︶
内
に
記
し
た
︒ 

             

昭
和
三
⼗
年
⼋
⽉
⼀
⽇ 

朝
倉
の
梯
⼦
獅
⼦ 

 
 

朝
倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
會 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
表
紙 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
表
紙 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⾒
返 

 

郷
⼟
芸
能
調
査
票  

梯
⼦
獅
⼦  朝

倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
会  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

﹂
扉
オ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 
 

﹂
扉 

 
 

⾒
返 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
⼀
オ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
⼀
ウ 

︵
⻘
枠
囲
み
︶ 
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226 

  愛
知
県
知
多
半
島
朝
倉
の
梯
子
獅
子
関
係
資
料
『
郷
土
芸
能
調
査
票 

朝
倉
の
梯
子
獅
子
』

（
牧
野 

由
佳
）

六



郷 

⼟ 

芸 

能 

調 

査 

票 

愛
知
県
知
多
郡
知
多
町
教
育
委
員
会 

⼀
︑ 
名 

称 
 

梯 

⼦ 

獅 

⼦ 
⼆
︑ 
所
在
地 

 

愛
知
県
知
多
郡
知
多
町
新
知
字
東
屋
敷
⼆
番
地 

 
 

 
 

 
旧
地
名
︵
朝
倉
︶
牟
⼭
神
社 

三
︑
管
理
者 

 
 

愛
知
県
知
多
郡
知
多
町
⼋
幡
地
区
⻘
年
団
新
北
⽀
部 

 
 

 
 

 
 

 

︵
朝
倉
⻘
年
会
︶ 

四
︑
後
援
団
体 

 

牟
⼭
神
社 
朝
倉
梯
⼦
獅
⼦
後
援
會 

五
︑
⾏
わ
れ
る
場
所 

牟
⼭
神
社
境
内 
名
鉄
常
滑
線
朝
倉
駅
下
⾞ 

 
 

 
 

 
 

 
 

徒
歩
三
分 

六
︑
⾏
わ
れ
る
機
会 

牟
⼭
神
社
例
祭 

七
︑
所
演
⽉
⽇
時 

毎
年
⼗
⽉
⼗
⽇
午
前
⼗
⼀
時
〜
午
后
⼗
時
ま
で 

⼋
︑芸
能
の
演
⽬ 

⼀
頭
の
雄
獅
⼦
が
遊
び
た
わ
む
れ
て
ゐ
て
⾏
⼿
の
髙
い 

 
 

﹂⼆
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

⼭
を
眺
め
如
何
に
し
て
こ
の
⾼
⼭
に
登
る
か
と
思
案
し
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

居
る
が
︑
思
い
切
っ
て
⾛
り
登
ろ
う
と
し
て
三
度
転
落
を
す 

る
が
︑
屈
せ
ず
登
り
は
じ
め
上
へ
上
る
に
つ
れ
て
喜
び
を 

⾒
せ
︑
頂
上
に
達
し
て
喜
び
勇
ん
で
三
度
往
復
し
て
︑
す 

べ
り
降
り
︑
舞
台
に
て
欣
喜
乱
舞
す
る 

九
︑
芸
能
の
次
㐧 

笛
太
⿎
の
打
囃
⼦
暫
ら
く
あ
っ
て
⼀
頭
の
雄
獅
⼦
︑
舞 

台
に
現
わ
れ
︑
囃
⼦
に
つ
れ
て
遊
び
た
わ
む
れ
先
⽅
の
髙
い 

⼭
を
越
え
よ
う
と
す
る
が
余
り
⾼
い
の
で
思
案
す
る
が 

思
い
切
っ
て
⾛
り
出
す
︒
こ
の
時
囃
⼦
変
っ
て
低
調
と
な
る 

麓
に
⾄
っ
て
三
度
転
落
す
る
が
⼜
⽴
上
り
︑
前
⾜
の
⼈
を
肩
⾞ 

と
し
て
梯
⼦(

⾼
い
急
坂)

を
登
り
は
じ
め
る
︒
こ
の
時
囃
⼦
は 

梯
⼦
囃
と
な
る
︒
五
段
登
っ
て
は
下
を
⾒
⼜
五
段
登
っ
て
は
下
を
﹂
⼆
ウ 

⾒
し
て
三
⼗
⼀
段
の
梯
⼦
を
登
り
つ
め
肩
⾞
の
ま
ゝ
前
の
⼈
が 

梯
⼦
の
⼦
に
⾜
先
を
か
け
て
三
度
煽
っ
て
喜
び
の
様
を
あ
ら
わ 

す
︒
こ
の
時
は
あ
お
り
囃
⼦
と
な
る
︒
愈
く
頂
上
へ
登
っ
て
︑ 

囃
⼦
に
つ
れ
て
三
⾜
進
ん
で
⼆
⾜
退
り
⼜
三
⾜
進
む
︒
そ
し
て 

中
の
柱
に
⾄
り
︑
後
⾜
が
前
⾜
の
腰
帯
を
持
っ
て
前
へ
差
出
し 

こ
れ
を
三
度(

こ
れ
は
獅
⼦
が
⽴
上
が
っ
て
吠
え
る
様)

⾏
い
︑
そ
の 

ま
ゝ
⼆
⼈
諸
共
前
へ
返
り
⼜
元
の
姿
勢
と
な
る
︵
こ
の
時
は 

あ
お
り
囃
⼦
︶
⼜
囃
⼦
に
つ
れ
て
前
進
し
引
返
し
て
梯
⼦ 

の
所
で
⼜
引
き
返
し
︑
中
柱
の
所
に
て
す
わ
っ
て
煽
り
⼜
囃
⼦
に 

つ
れ
て
所
作
を
し
︑
途
中
蚤
を
取
る
様
も
あ
り
︒
か
く
し
て 

⼀
瞬
急
調
な
囃
⼦
と
共
に
獅
⼦
が
⾜
先
を
柱
に
か
け
て 

⼤
煽
り
三
度
終
っ
て
︑
前
の
背
の
上
を
か
へ
っ
て
前
へ
出 

 

﹂
三
オ 

そ
の
背
の
上
を
か
へ
っ
て
⽴
上
り
⼜
囃
⼦
に
つ
れ
て
前
進
し 

す
べ
り
柱
の
所
に
⾄
り
囃
⼦
に
つ
れ
て
前
⾜
は
そ
の
ま
ゝ 

後
⾜
は
腹
這
い
に
な
っ
て
す
べ
り
下
り
︑
そ
の
ま
ゝ
舞
台 

へ
か
け
戻
り
こ
の
髙
⼭
を
下
っ
て
来
た
喜
び
を
あ
ら 

わ
し
て
欣
喜
乱
舞
す
る
︒
打
囃
⼦
の
囃
⼦
に
つ
れ
て 

奥
に
⼊
り
暫
ら
く
打
囃
⼦
あ
っ
て
終
る 

こ
の
特
徴
は
︑
横
⽊
は
三
本
あ
る
が
歩
⾏
は
必
ず
端 

の
⼀
本
の
み
を
渡
る
こ
と
で
あ
る 
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七



所
要
時
間
⼀
回
約
三
⼗
分 

⼗
︑
歌
詞(
曲
⽬) 

打
囃
⼦ 

す
か
し 

舞
台
囃
⼦ 

 
 

 
 

 
 

 
梯
⼦
囃
⼦ 

あ
お
り
囃
⼦ 

 
 

 
 

 
 

 
差
し
出
し 

中
あ
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
三
ウ 

⼗
⼀
︑
装
飾
⽤
具  

櫓
の
材
料
は
⻑
さ
⼆
⼗
五
尺
三
⼗
⼀
段
あ
る
梯
⼦
︑⽴
⽊
四
本
︑桁
⽊ 

 
 

⾯
採
物
等 

三
本 
横
⽊
三
本
︑
⼿
す
り
⼆
本
︑
す
べ
り
⽊
⼆
本
と
で
前
側 

 
 

 
 

 
 

 

⼀
列
に
⼀
間
半
と
⼆
間
の
間
隔
に
三
本
の
柱
を
⽴
て
︑
中
の 

 
 

 
 

 
 

 

柱
の
直
後
三
間
の
所
に
⼀
本
の
柱
を
⽴
て
︑
後
の
柱
よ
り 

 
 

 
 

 
 

 

三
本
の
柱
に
地
上
⼆
⼗
五
尺
の
所
に
桁
を
渡
し
︑
桁
の
先
に 

 
 

 
 

 
 

 

三
本
の
横
⽊
を
渡
し
︑
⼿
す
り
を
⼆
段
に
⽴
柱
に
結
ぶ
︒
左
端 

 
 

 
 

 
 

 

に
梯
⼦
︑
右
端
に
す
べ
り
⽊
を
⼆
本
な
ら
べ
て
地
上
に
達
す
る 

中
央
の
柱
髙
く
牟
⼭
神
社
を
奉
祀
し
︑
其
の
下
⼿
す
り
の 

上
に
神
社
の
紋
の
つ
い
た
幕
を
張
る
︒
地
上
に
⼆
間
三
間
の
舞 

台
を
拵
へ
向
っ
て
右
側
に
囃
⼦
⽅
の
席
を
設
け
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

﹂
四
オ 

⼗
⼆
︑
使
⽤
す
る
楽 

横
笛
数
本 

 
 

器
の
槪
要 

 

太
⿎
⼀
箇 

⼩
太
⿎
⼀
箇 

⼗
三
︑
芸
能
を
⾏   

獅
⼦
⼆
⼈(

前
冠
り(

前
⾜
と
も
い
う)

後
冠
り(

後
⾜
と
も
い
う)) 

 
 

う
⼈
の
構
成 

取
持
⼆
⼈ 

 

笛
吹
数
⼈ 

太
⿎
叩
⼀
⼈
︵ 

 
 

 

を
⼀
⼈
に
て
打
つ
︶ 

 
 

 
 

﹂
四
ウ 

⼗
四
︑
芸
能
を
⾏
う 

獅
⼦
⼆
⼈
は
⿓
紋
の
半
纏
を
着
︑
股
引
︑
腕
抜
は
⿊
地
に 

⼈
の
服
装
持 

⽩
の
霰
模
様
を
染
め
抜
い
た
も
の
を
着
け
︑
⽚
⾜
は
⿊ 

物
等 

 
 

 

⽚
⾜
は
⽩
の
⾜
袋
を
穿
く
︒
こ
れ
は
獅
⼦
の
縞
型
を
あ
ら 

わ
す
︒
獅
⼦
の
頭
を
前
冠
り
の
⼈
が
持
ち
︑
後
冠
り
は 

尾
を
持
ち
獅
⼦
の
幕
を
頭
か
ら
か
ぶ
り
︑
腹
掛
け
を
前
後 

共
腰
に
結
ぶ 

取
持
⼆
⼈
は
次
の
獅
⼦
を
⾏
う
⼈
で
獅
⼦
と
同
じ
服
装 

に
て
︑
幕
を
直
し
た
り
危
険
の
な
い
様
に
注
意
す
る 

⼗
五
︑
芸
能
を
⾏  

朝
倉
の
字
内
に
住
む
⼗
七
才
以
上
⼆
⼗
三
才
ま
で
の
⻘
年 

う
⼈
の
資
格 

会
員
で
こ
の
神
事
に
就
か
ね
ば
男
の
恥
と
思
っ
て
い
る
︒ 

⼗
六
︑
芸
能
開
始 

毎
年
祭
礼
前
⼆
⼗
⽇
間
位
朝
倉
⻘
年
会
場
の
表
に
獅 

前
の
⾏
事 

 

⼦
の
場
を
掛
け
夜
に
な
る
と
⻘
年
会
員
が
集
っ
て
練
習
を 

 

﹂五
オ 

な
し
こ
の
稽
古
が
は
じ
ま
る
と
各
⻘
年
は
も
と
よ
り 

家
庭
に
て
も
精
進
潔
斎
し
て
産
⼟
神
に
祈
願
す
る 

櫓
を
組
む
時
は
牟
⼭
神
社
に
て
﹁
み
そ
ぎ
﹂
の
⾏
事
を 

⾏
い
神
札
を
中
柱
髙
く
祀
り
各
奉
仕
者
は
必
ら
ず
御
守 

太
⿎ ⼩

太
⿎ 
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八



を
⾝
に
つ
け
る 

前
⽇
の
試
楽
祭
の
夜
に
⼊
っ
て 

例
祭
御
神
事
を 

⾏
う
前
に
奉
仕
者
神
前
に
て
修
祓
を
⾏
う 

⼗
七
︑
芸
能
終
了 

 
神
事
は
晝
の
部
と
夜
の
部
と
に
別
れ
︑
夜
の
部
は 

后
の
⾏
事 

 
幣
納
め
と
云
い
︑
最
後
の
獅
⼦
が
終
る
と
神
社
よ
り 

頂
い
た
幣
の
つ
い
た
御
神
札
を
神
前
に
納
め
直
会
を 

い
た
だ
い
て
⻘
年
会
場
へ
引
上
げ
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

﹂
五
ウ 

⼗
⼋
︑
芸
能
の
由 

 

發
祥
の
起
原

︵
マ
マ
︶

は
詳
か
で
な
い
が
⼝
碑
に
依
れ
ば
寛
永
⼗
九
年 

來
に
つ
い
て  

九
⽉
五
⽇
当
神
社
御
遷
宮
の
際
の
神
事
に
梯
⼦
獅
⼦ 

が
あ
っ
た
と
伝
う
て
い
る
が
社
伝
に
寛
政
⼗
⼀
⺒
未
年
⼋
⽉ 

御
遷
宮
に
村
の
若
衆
に
よ
っ
て
奉
仕
し
た
︒
こ
の
時
の 

祝
詞
師
は
熱
⽥
の
⻑
岡
弥
太
夫
保
誠
と
あ
り 

以
後
毎
年
祭
礼
に
五
穀
豊
饒

︵
マ
マ
︶

・
海
上
安
全
・
天
下
泰
平 

を
祈
願
し
て
奉
祀
し
た
︒ 

⼜
伝
説
に
あ
る
年
何
か
の
都
合
で
獅
⼦
の
神
事
を
⾏ 

わ
な
い
例
祭
が
あ
っ
た
︒
そ
の
年
に
流
⾏
病
が
蔓
延
し
た 

の
で
︑
そ
れ
は
祭
に
獅
⼦
を
⾏
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
祭
り 

の
や
り
直
し
を
し
た
ら
流
⾏
病
が
消
滅
し
た
の
で
そ
れ 

以
後
毎
年
必
ず
⾏
う
こ
と
に
な
っ
た
と
云
う
︒ 

 
 

 
 

﹂
六
オ 

⼗
九
︑
そ
の
他
の
芸  

明
治
三
⼗
年
頃
ま
で
雄
獅
⼦
と
雌
獅
⼦
の
陰
陽
⼆
頭 

能
と
の
関
係 

あ
っ
て
雄
獅
⼦
は
梯
⼦
獅
⼦
を
⾏
い
︑
こ
の
幕
間
に 

 
 

 
 

 

雌
獅
⼦
が
獅
⼦
芝
居(

芸)

を
⾏
っ
て
来
た
も
の
で
あ 

る
が
現
在
は
雌
獅
⼦
の
獅
⼦
芝
居
は
⾏
わ
な
い
よ
う 

に
な
っ
た
︒ 

⼆
⼗
︑
当
該
芸
能 

昭
和
拾
年
熱
⽥
神
宮
御
遷
宮
の
際
︑
梯
⼦
獅
⼦
を 

に
関
す
る
⽂
献 

奉
納
執
⾏
し
︑
⼜
伊
勢
神
宮
第
五
⼗
九
回
式
年
遷 

宮
に
梯
⼦
獅
⼦
を
奉
納
執
⾏
︒
昭
和
⼆
⼗
⼋
年
⼗
⽉
⼆
⼗
⽇ 

内
宮
宇
治
橋
前
広
場
に
於
い
て
執
⾏
︒ 

 

次
⾴
に
梯
⼦
獅
⼦
の
■
眞
六
枚
掲
ぐ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

﹂
六
ウ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 

﹂
七
オ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 

﹂
七
ウ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 

﹂
⼋
オ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 
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九



﹂
⼋
ウ 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 

﹂
裏
表
紙 

 
 

 
 

⾒
返 

 
 

 
 

 
 

︵
⽩
丁
︶ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

﹂
裏
表
紙 
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