
雨
乞

習
俗

と
し

て

の
南
無

天
踊

に

つ
い
て

1

大
和
の
南
無
天
踊
図
奉
納
絵
馬
に
み
る
所
謂
民
俗

の
歴
史
的
視
座
i

奥

野

義

雄

は
じ
め

に

大
和

・
奈
良
県
下
に
遺
る
数
多
く
の
民
俗
文
化
財
は
、
あ
た
か
も
埋
蔵
文
化
財

が
土
中
深
く
眠
り

つ
づ
け
て
発
掘
さ
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

一
っ
の
再
生
し
た
文

化
的
価
値
が
与
え
ら
れ
る
ご
と
く
、
現
代

の
村
落
社
会
の
中
で
埋
没
し

つ
つ
、
調

査
研
究
や
伝
承
採
訪
に
よ

っ
て
甦
え
り
な
が
ら
、
往
時
の
村
落
社
会
の

一
端
を
、

私
た
ち
に
暗
示
す
る
実
例
は
少
な
く
な
い
。

と
り
わ
け
、
現
代
社
会
で
伝
承
が
絶
え

て
、
過
去
の
情
況
を
構
築
す
る
こ
と
が

不
可
能
に
近
い
も
の
や
、
過
去
の
実
態
を
か
ろ
う
じ
て
若
干
の
伝
承
に
よ

っ
て
復

原
可
能
な
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
伝
承
の
資
料
と
共
に
、
過
去
に
書
き

留
め
ら
れ
た
文
書
を
繕
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
不
鮮
明
な
実
態
が
よ
り
明
確
さ
を
増

し
て
、
私
た
ち
に
過
去
の
事
象
を
提
示
し

て
く
れ
る
実
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
こ
こ
で
は
、
大
和
の
各
村
落
内
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
か

つ
現
存
す
る

南
無
天
踊
図
絵
馬
に
み
る
い
く

つ
か
の
課
題
の
内
、
二

・
三
の
点
に

つ
い
て
触
れ
、

そ
の
素
描
を
試
み
に
行
な

っ
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

た
と
え
ば
、
課
題
の

一
つ
で
あ
る
。
絵
柄
に
み
る
念
仏
唱
導
者
の
存
在
は
、
南

無
天
踊
が
念
仏
系
風
流
踊
と
理
解
さ
れ
る
〈
証
〉
で
も
あ
る
が
、
念
仏
踊
と
風
流

踊
と
の
差
異
を
解
く
ま
で
に
は
至

っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

一
方
、
雨
乞
習
俗
の

一
形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
な
が
ら
も
、
南
無
天
踊
の
村
落

内
で
果
し
た
役
割
と
そ
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
検
討
の

一
・
二
の
事
例
と
し
て
、
①
何
故
に
武
家

(侍
)
が
、
こ

の
南
無
天
踊
図
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
②
ど
の
よ
う
な
村
落
社
会
で
の
情
況
下

で
雨
乞
習
俗
と
し
て
の
南
無
天
踊
が
行
な
わ
れ
た
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
点
が
、

こ
の
南
無
点
踊
図
絵
馬
に
は
内
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
課
題
は
、

民
俗
資
料
の
採
訪
を

つ
い
や
し
た
結
果
提
示
し
得
た
反
面
、

今
日
ま
で
集
積
さ
れ
て
き
た
民
俗
伝
承
資
料
だ
け
で
は
解
決
の
糸
口
も

つ
か
め
な

い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
伝
承
資
料
に
裏
打
ち
す
べ
き
文
献
史
料

の
援

用
に
よ

っ
て
、
よ
り

一
層
南
無
天
踊
図
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
近
世
農
村
社
会
の

一

端
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
か
れ
た
村
落
社
会
に
つ
い
て
、

民
俗
伝
承
や
文
献
史
料
を
旙
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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一
方
、
こ
の
南
無
天
踊
が
中
世
に
お
け

る
念
仏
系

の
踊
と
風
流
踊
と
の
融
合
に

よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
従
来

の
解
釈
に
つ
い
て
の
納
得
し
が

た
い
点
に

つ
い
て
は
、
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
南
無
天
踊
図
絵
馬

に
描
か
れ
た
図
柄
の
社
会
的
背
景
に

つ
い

て
焦
点
を
絞

っ
て
検
討
し
、
そ
の
素
描

に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

し
た
が

っ
て
、
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
こ
の
踊
の
伝
承
資
料
の
検
討
か
ら
は
じ
め
、

そ
の
後
に
至

っ
て
、
文
献
史
料
に
現
わ
れ
る
村
落
内
の
雨
乞
習
俗
と
し
て
の
南
無

天
踊
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

、
雨
乞
習
俗
と
し
て
の
南
無
天
踊

の
伝
承
と
絵
馬

大
和
に
現
存
す
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
は
、
奈
良
盆
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
集
中

し
、
現
存
中
の
も
の
で
古
い
年
銘
を
も

つ
も

の
と
し
て
は
高
取
町
下
子
島
の
小
島

神
社
奉
納
絵
馬
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
元

(
一
七

一
六
)

年
銘
の
も
の
が
そ
れ
で
、
同
神
社
奉
納

の
同
種

の
絵
馬
と
し

て
、
他

に
宝
暦

二

(
一
七
五
二
)
年
銘
の
も
の
と
、
文
政
四

(
一
八
二

一
)
年
銘
の
も
の
が
あ
る
。

こ
の
高
取
町
下
子
島

の
南
無
天
踊
図
絵
馬
を
上
限
と
し
て
、
平
群
町
平
等
寺
の
春

日
神
社
奉
納

の
文
久
元

(
一
八
六

一
)
年
銘
の
同
種
の
絵
馬
を
下
限
と
し
て
、
現

在
九
面
で
あ
る
が
、
南
無
天
踊
の

一
六
ケ
所
の
伝
承
地
と
対
比
し
て
み
る
と
現
存

数
が
少
な
い
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
伝
承
地
に
も
南
無
天
踊
図
絵
馬

(あ
る
い

は
、
雨
乞
祈
願
を
内
在
さ
せ
た
絵
馬
)
が
、
か

っ
て
奉
納
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
踊
の
伝
承
地
の

一
致
す
る
地
域
の
二

・
三
の
事
例
を

列
挙
し
て
、
南
無
天
踊
の
伝
承
に

つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

ま
ず
、
平
群
町
平
等
寺
の
春
日
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
と

そ
の
伝
承
に
つ
い
て
窺

っ
て
い
こ
う
。

こ
の
平
等
寺
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
は
文
久
元

(
一
八
六

一
)
年
の
銘
を
も
ち
、

こ
の
南
無
天
踊
は
所
謂
本
踊
で
あ

っ
て
、
勇
め
踊

(イ
サ
メ
踊
)
と
は
違
う
形
態

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
本
踊
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
る
こ
と

は
な
く
、

一
般
に
は
、
勇
め
踊
が
主
な
踊
で
あ
り
、
昭
和
二
七

・
八
年
頃
に
行
な

っ
た
の
が
最
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
踊
と
勇
め
踊
と
の
差

異
は
、
踊
手
や
噺
手
な
ど
の
人
数
の
多
少
と
、
踊
に
参
加
し
た
人
た
ち
の
衣
裳
が

違
う
点
で
あ
り
、
本
踊

(
つ
ま
り
文
久
元
年
銘
の
絵
馬
に
み
る
南
無
天
踊
図
に
描

か
れ
て
い
る
衣
裳
な
ど
)
の
裳
束
を
着
ず
に
、
普
段
着
に
近
い
衣
裳
を
着
て
踊
る

の
が
勇
め
踊
で
あ

っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
勇
め
踊
は
、
夏
場
に
少
し
ヒ
ヤ

ケ
が
続
い
た
と
き

一
週
間
程
、
神
社
で
心
経

(般
若
心
経
の
こ
と
)
を
唱
え
、
こ

の
間
に
雨
が
降
る
と
、
こ
の
祈
願
成
就
の
御
礼
と
し
て
、
勇
め
踊

(南
無
天
踊
)

を
踊

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
踊
の
唄
が
、
こ
の
平
等
寺
の

一
・
二
の
古

老
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
窺
え
、
こ
の
歌
詞
の

一
部

(
「歌
ノ
切
」
)

を
挙
げ
る
と
、

ヤ
ー
ハ
ヤ
イ
ハ
イ

　

　

　

　

ノ

ィ

ノ

ノ

ィ

ノ

ィ
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西

ヲ

ハ
ル
カ

ニ
ナ

ガ

ム

レ

バ

木

津

ヤ
難

波

二
舟

が
着

ク

陵

ヤ

錦

ヲ
帆

ニ
カ

ケ

テ

沖

コ
グ

舟

コ

ソ
オ

ン

モ

シ

ロ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ミ

ン
ダ

ア

ン
ブ

ハ
ワ

ミ

ン
ダ

ナ

ー

ア

ム

ア
ミ

ン
ダ

ア

ン
ブ

テ

ン

ツ
ク

テ

ン

ツ
ク

テ

ン

ツ

ク

テ

イ

ン

　

　

　

テ

テ

ー

サ

ァ
ナ

ム
ダ

サ

サ

ー

サ

イ

ア

ー

サ

イ

セ
イ

ア
サ

イ

セ
イ

サ

ア

サ

ア

サ

イ

サ

イ

サ

イ

サ

イ

ヘ

ヘ

ヘ

サ

サ

サ

ァ

ー

ナ

ム

デ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

テ

ン

テ

ン

ツ
ク

ツ
テ

ン

ツ
ウ

ツ

テ
イ

シ

テ

イ

テ

イ

サ

ァ

ナ

ム

デ

(下
略
)

と
い
う
詞
書
き
の
も
の
で
、

「
サ
サ
ー
ナ

ム
デ
ヤ
」
と
い
う
噺
で
は
じ
ま
る

「
テ

ン
ツ
ク
ツ
ノ
切
」
、

「
チ
ャ
キ
リ
キ
ノ
切
」
な
ど
の
歌
詞
が
伝
承
さ
れ
て
い
て
、

い
ず
れ
も

「
テ
エ
シ
テ
エ
テ
エ
シ
テ
エ

サ
ア
ナ
ム
デ
」
と
い
う
詞
が
あ
り
、
〈
ナ

ム
デ
踊
〉
と
も
〈
ナ
モ
デ
踊
〉
と
も
呼
称

さ
れ
る
要
件
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
み

え
る

(傍
点
i
奥
野
)。

一
方
、
こ
の
平
等
寺
と
同
様
な
条
件
を
も

つ
安
堵
村
東
安
堵
の
飽
波
神
社
に
奉

納
さ
れ
た
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
そ
の
伝
承

に
つ
い
て
窺

っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、

こ
の
東
安
堵
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
は
宝
暦
六
(
一
七
五
六
)
年
銘
を
も
ち
、
南
無
天

踊
の
記
念
碑
的
年
代
を
知
る

こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
倖
い
に
も
こ
の
東
安

堵
の
南
無
天
踊
に
関
し
て
は
、
踊
の
衣
裳

や
用
具
が
同
地
区
の
神
社
に
現
存
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
用
具
か
ら
江
戸
時
代
後
半
に
は
す
で
に
南
無
天
踊
が
行
な
わ
れ

留

.'

遭
'
蚤

'

塚
2

ら

〆
ノ・轟

:

辮

∵

軸

哩
ぎ

彬 珍

㍗ナ

'

ノ

▲南無天踊図絵馬(飽 波神社蔵 ・民俗博物館撮影写真=以 下同様)
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て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
墨
書
銘
を
も

つ
用
具
を
年
代
順
に
挙
げ
る
と
次
の
ご
と

く
に
な
る
。

の
南
無
天
踊
太
鼓

(張
皮
部
分
)
の
銘
文

天
保
五

(
一
八
三
四
)
年
午
九
月
吉

日
新
調
之

回
南
無
天
踊
太
鼓

(張
皮
部
分
)
の
銘

文

嘉
永
五

(
一
八
五
二
)
子
六
月
日
風
根
村
太
鼓
屋
元
八
張
之

勾
南
無
天
踊
太
鼓

(張
皮
部
分
)
の
銘

文

慶
磨
三

(
一
八
六
七
)
年
卯
九
月
東

安
堵
邑
庄
屋

北
方

東

目
南
無
天
踊
唄

・
冊
子
の
銘
文

明
治
三
十
三
年
庚
子
十

一
月
日

こ
の
よ
う
に
南
無
天
踊
に
関
す
る
用
具
か
ら
天
保
五
年
に
太
鼓
を
新
調
し
、
そ
れ

以
後
太
鼓
の
皮
の
張
替
え
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
、
こ
の
資

料
を
み
る
か
ぎ
り
、
ω
か
ら
回
へ
、
回
か
ら
困

へ
と
年
代
が
移
る
間
隔
は

一
五

・

六
年
の
周
期
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
示

　

　

す
南
無
天
踊
の
時
代
的
変
遷
と
伝
世
と
は
異
な
り
、
現
存
す
る
南
無
天
踊
に
関
す

　

　

る
民
俗
伝
承
は
ほ
と
ん
ど
消
え
去

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
南
無
天
踊
図
絵

馬
を
五

・
六
年
前
に
伊
勢
の
方
で
修
理

し
た
こ
と
と
、
〈
勇
み
踊
〉
と
も
南
無
天
踊
を
別
称
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
〈
勇

み
踊
〉
が
吉
野

・
竜
門
に
お
い
て
、
南
無
天
踊
を
天
諌
組
に
よ

っ
て
踊
ら
れ
て
以

後
、
こ
の
呼
称
が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
南
無
天
踊
に
つ
い
て
の
詳
細

は
窺
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
東
安
堵
の
大
字
"

ム
ラ
の
数
人
の

▲南無天踊用具一部(飽 波神社蔵)
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古
老
か
ら
、
〈
南
無
天
踊
〉
あ
る
い
は
〈
勇
み
踊
〉
の
名
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
実
際

こ
の
踊
を
見
た
こ
と
も
、
体
験
し
た
こ
と
も
な
い
こ
と
を
聞
き
取

っ
た

の
み
で
あ
る

(現
実
、
古
老
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
三
十
五
年
か
ら
明
治
四
十
五
年

に
か
け
て
の
生
ま
れ
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
東
安
堵
で
は
、
明
治
三
十
五
年
以
前
あ

る
い
は
明
治
年
間
に
南
無
天
踊
は
消
滅
し

て
し
ま

っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
以
後
に
生
ま
れ
た
人
た
ち
は
、
〈
南
無
天
踊
〉
の
存
在
事
実
の
み
伝
承

し
て
き
た
も
の
と
い
え
る
)
。

こ
の
よ
う
に
南
無
天
踊
の
用
旦
ハな
ど
を
遺
し
な
が
ら
も
伝
承
が
絶
え
た
東
安
堵

と
若
干
異
に
し
た
地
域
と
し
て
王
寺
町
畠
田
の
火
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
南
無
天

踊
図
絵
馬
と
そ
の
用
具

(現
存
数
若
干
)

そ
し
て
伝
承
が
、
明
治

・
大
正
期
に
行

な
わ
れ
た
南
無
天
踊
を
同
踊
図
絵
馬
に
描

か
れ
た
ご
と
く
再
現
さ
せ
得
る
で
あ
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
南
無
天
踊
図
絵
馬
が
現
存
し
、
こ
の
踊
の
唄
の
冊
子
や
用
具
あ
る

い
は
民
俗
伝
承
を
も

つ
地
域
に
対
し
て
、
南
無
天
踊
図
絵
馬
の
み
が
現
存
し
、
南

無
天
踊
に

つ
い
て
の
伝
承
が
絶
え
て
し
ま

っ
た
地
域
は
少
な
く
な

い
。
そ
の

一
・

二
例
を
挙
げ
る
と
、
高
取
町
下
子
島

(小
島
神
社
)
、
川
西
町
結
崎

(糸
井
神
社
)

な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
南
無
天
踊
図
絵
馬
は
現
存
し
な

い
が
、
南
無
天
踊
に
関
す
る
伝
承
が
遺

っ
て
い
る
奈
良
市
日
笠

(天
満
社
)
の
事
例
も
あ
る
。
こ
の
日
笠
の
場
合
は
、
南

無
天
踊
図
絵
馬
は
奉
納
さ
れ
ず
、
〈
馬
〉
を
描
い
た
絵
馬
が
主
で
あ
る
た
め
、
南

無
天
踊
図
絵
馬
と
同
じ
祈
願
内
容
の
も
の
が
奉
納
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
日
笠
の

数
人
の
古
老
か
ら
窺
え
た
。
さ
ら
に
、
古
老
か
ら
雨
乞
習
俗
の

一
つ
と
し
て
〈
勇

み
踊
〉
が
踊
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
勇
み
踊
〉
は
、
他
の
地

域
と
同
様
に
雨
乞
礼
願
成
就
の
御
礼
に
踊

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
勇
み

踊
は
雨
乞
習
俗
の

一
例
で
あ
り
、
こ
の
日
笠
で
は
こ
の
勇
み
踊
以
外
に
、
ダ
ゲ
ノ

ボ
リ
、

コ
ウ
ゼ
ン
詣
り
、
赤
馬
廻
り
な
ど
が
雨
乞
祈
願

の
方
法
と
し
て
あ
り
、
こ

れ
ら
の
祈
願
方
法
を

ブ
リ
ア
ゲ

(ク
ジ
)
で
決
め
て
行
な

っ
た
が
、
勇
み
踊
は
ほ

と
ん
ど
行
な
わ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
日
笠
の
大
字
"
ム

ラ
で
は
、
南
無
天
踊
と
い
う
伝
承
は
な
く
、
勇
み
踊
と
い
う
呼
称
が
伝
え
ら
れ
て

い
て
、
南
無
天
踊
11
勇
み
踊
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
も
特
記
す
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
勇
み
踊

(南
無
天
踊
と
内
容
的
に
は
同
種
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
古
老
の
伝
承
か
ら
理
解
で
き
る
)
が
、
こ
の
日
笠
で
は
伝
承
経
緯
と
し

て
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
と
と
も
に
、
南
無
天
踊

と
い
う
名
称
で
は
受
け
継
が
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
日
笠
の
民
俗
伝
承
に
み
る
勇
み
踊
と
南
無
天
踊
の
同

一
性
の
是
非
か
ら
両

者
の
年
代
的
同
時
性
の
是
非
が

一
つ
の
問
題
点
と
し
て
提
示
し
得
る
が
、
こ
こ
で

は
差
し
控
え
る
。
た
だ
、
い
い
か
え
る
と
南
無
天
踊
と
勇
み
踊
が
現
今
の
伝
承
資

料
の
集
積
を
と
お
し
て
、
は
た
し
て
各
地
域
と
も
同

一
の
も
の

(祈
願
内
容
、
踊

の
芸
態
な
ど
を
含
む
)

で
あ
る
の
か
、
否
か
と
い
う
点
か
ら
発
展
し
、
南
無
天
踊

と
勇
み
踊
が
同
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
呼
称
が
二
分
化
さ
れ
、
各
地
域
に
同

一
異

称
の
も
の
が
伝
承
さ
れ
た
の
か
、
否
か
と
い
う
点
と
、
南
無
天
踊
と
勇
み
踊
と
い

う
呼
称
の
い
ず
れ
か
が
古

い
名
称

で
あ
る
の
か
、
否
か
と
い
う
点
が
生
起
し
得
る
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の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
現
状
の
民
俗
伝
承
か
ら
は
明
確
に
し
が
た
い
と
と
も
に
、
今

　

　

　

　

後
も

こ
の
点
は
伝
承
資
料
か
ら
は
そ
の
糸

口
は
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
む

し
ろ
伝
承
資
料
か
ら
は
ま
す
ま
す
困
難
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
手
掛
り
を
近
世

(江

戸
時
代
後
期
)
の
文
献
か
ら
丹
念
に
読
み
と
る
方
法
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
南
無
天
踊
に
関
す
る
民
俗
伝
承
は
そ
の
二

∴
二
の
事

　

　

例
か
ら
ほ
と
ん
ど
消
滅
の
途
に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
各
地
域
に
伝
世

す
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
や
そ
の
用
旦
ハ、
さ
ら
に
踊
の
唄
本

(冊
子
)
な
ど
か
ら
、

南
無
天
踊
の
世
界
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

〕、
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
か
れ
た
世
界

大
和
に
の
こ
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
そ

の
踊
に
関
す
る
伝
承
を
窺

っ
て
き
た
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
雨
乞
祈
願
の
御
礼
で
あ
り
、
五
穀
豊
穣
を
願

っ
た
結
果
の
も
の

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
雨
乞
習
俗
の

一
つ
と
し
て
南
無
天
踊
が
、

雨
乞
祈
願
成
就
に
際
し
て
踊
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
が
、
雨
乞
習
俗
に
は
い

く

つ
か
の
種
類
が
あ
り
、
〈
オ
オ
ヒ
ヤ
ケ
〉
の
と
き
に
そ
の
成
就
御
礼
と
し
て
行

な
わ
れ
た
と
い
う
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

で
は
、
現
存
し
な
い
南
無
天
踊
を
表
現
す
る
唯

一
の
も
の
と
し
て
同
踊
図
絵
馬

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
踊
を
描
写
し
た
絵
馬
に
よ

っ
て
、
動
的
な
状
況
を
提
示

す
る
以
外
、

い
か
な
る
村
落
社
会
を
暗
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
い
か
え
る
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
同
種
の
絵
馬
が
江
戸
時
代
の
年
銘
を
も

つ
が
、

江
戸
時
代

(主
に
後
半
期
)
の
村
落
内
の
村
落
共
同
体
員
の
生
活
の

一
端
を
示
す

の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
分
析
を
絞

っ
て
い
く
こ
と
も

一
視
点
で
あ
る
と
い

え
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
南
無
天
踊
図
に
描
か
れ
た
世
界

つ
ま
り
村
落
社
会
が
凝
縮

さ
れ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
に
焦
点
を
絞

っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
考
え
る
。

す
で
に
各
地
域
に
お
け
る
南
無
天
踊
お
よ
び
そ
の
絵
馬
に
関
す
る
伝
承
が
五
穀
豊

穣
、
と
く
に
雨
乞
祈
願

・
満
願
御
祈
に
よ
る

一
つ
の
神
事
行
為
で
あ
る
こ
と
を
十

台
に
し
て
、
こ
の
南
無
天
踊
の
各
地
域
に
お
け
る
芸
態
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
た
だ
、
こ
の
検
討
に
に
よ

っ
て
芸
態
の
共
通
性

か
つ
近
似
性
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
芸
態
以
外
の
共
通
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
平
群
町
平
等
寺

の
春
日
神
社
奉
納
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
そ
の
伝
承
を

窺
う
こ
と
に
す
る
。

こ
の
平
等
寺

の
南
無

天
踊
図
絵
馬
は
、

、文
久
元
年
」
の
年
銘
を
も
ち
、
図

柄
の
芸
態
は
川
西
町
結
崎
の
糸
井
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
天
保
十
三

(
}
八
四

二
)
年
銘
の
勇
め
踊

(南
無
天
踊
の
別
称
と
い
わ
れ
て
い
る
)
図
絵
馬
に
描
か
れ

た
芸
態
と
酷
似
す
る
。

た
と
え
ば
、
両
者
の
共
通
す
る
図
柄
に
よ
る
芸
態
を
挙
け
る
と
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。
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①
、
踊
の
外
周
に
い
る
御
幣
を
背
中
に
差
し
、
太
鼓
を
胸
下
に
吊

っ
て
踊
手
数

人
の
芸
態
は
、
平
等
寺
も
結
崎
も
同
様
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両

者
と
も
西
洋
的
衣
裳
で
踊

っ
て
い
る
点
も
土
ハ通
し
て
い
る
。

こ
の
両
者
の
共
通
し
た
芸
態
は
、
す
で
に
触
れ
た
高
取
町
下
子
島
や
明
日

香
村
稲
淵
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
か
れ
た
外
周
の
踊
手
の
人
物
画
と
も
近

似
し
て
い
る
こ
と
に
き
つ
く
。

②
、
中
央
部
で
左
手
に
太
鼓
を
持

っ
て
、
叩
き
な
が
ら
動
的
な
芸
態
を
示
す
数

人
の
踊
手
も
、
平
等
寺
と
結
崎
の
絵
馬
に
土
ハ通
す
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も

外
周
の
さ
き
の
踊
手
同
様
に
西
洋
的
衣
裳
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
①
で
触
れ
た
地
域
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
か
れ
た
中
央
部

の
踊
手
の
芸
態
と
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

③
、
踊
の
外
周
の
左

(結
崎
)
至
乃
右

(平
等
寺
)
に
描
か
れ
た
鉦
叩
き
の
芸

態
も
静
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
点
で
近
似
し
て
い
る
と

い
え
る
。
ま
た
、
衣

裳
の
点
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
さ
き
の

地
域
と
は
若
干
の
異
な
り
を
み
せ
る

(た
と
え
ば
、
稲
淵
と
東
安
堵
の
南
無

天
踊
図
絵
馬
に
は
鉦
叩
き
の
描
写
が
な
く
、
下
子
島
の
同
種
の
絵
馬
に
は
鉦

叩
き
が
描
か
れ
な
が
ら
も
動
的
で
あ
り
、
衣
裳
も
平
等
寺
や
結
崎
の
も
の
と

相
違
す
る
の
で
あ
る
)
。

以
上
の
ご
と
く
、
近
似
あ
る
い
は
共
通
す
る
芸
態
を
示
す
踊
手
や
鉦
叩
き
に
つ

い
て
列
挙
し
て
き
た
が
、
両
者
の
図
柄
で
共
通
あ
る
い
は
近
似
し
な
い
芸
態
を
示

す
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
両
者
以
外
で
も
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
大
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太
鼓
と
そ
の
叩
き
手
の
衣
裳
で
、
シ
ャ
グ

マ

(被
り
物
)
を
被

っ
て
西
洋
的
衣
裳

ま
げ

た
す
き

を

つ
け
て
大
太
鼓
を
叩
く
結
崎
の
図
柄
と
、
雷
に
鉢
巻
と
裡
と
着
物
姿
で
太
鼓
を

叩
く
平
等
寺
の
図
柄
は
、
芸
態
と
し
て
は
動
的
で
あ
り
、
共
通
し
な
が
ら
も
異
な

っ
た
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
結
崎
の
図
柄
に
近
似
す
る
も
の
と
し
て
は

下
子
島
や
東
安
堵
村
や
稲
淵
の
大
太
鼓
叩
き
の
図
柄
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(た

だ
し
、
東
安
堵
の
場
合
は
被
り
物
が
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
シ
ャ
グ

マ
で
は
な

い
)。こ

れ
ら
の
相
違
す
る
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
的
特
色
を
示
す
も
の
と
理
解
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
下
子
島
や
稲
淵
や
平
等

寺
の
場
合
は
、
南
無
天
踊
に
子
供
が
小
太
鼓
を
叩
く
踊
手
と
し
て
参
加
し
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
稲
淵
の
場
合

に
は
天
狗
の
面
を
被

っ
た
人
物
が
踊
に

参
加
し
て
い
る
こ
と
も
地
域
的
特
色
を
示
す
芸
態
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
れ

ら
の
相
違
性
と
共
に
共
通
す
る
描
写
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
現
在
す
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
で
こ
の
踊
を
行
な
っ
て
い
る
最
も
古

い
年
銘
を
も

つ
明
日
香
村
橘

(春

日
神
社
)
の
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
で
に

触
れ
た
文
政
四

(
一
八
二

一
)
年
銘
の
高
取
町
下
子
島
、
天
保
十
三
(
一
八
四
二
)

年
銘
を
も

つ
川
西
町
結
崎
、
そ
し
て
嘉
永
六

(
一
八
五
三
)
年
銘
の
も
の
に
は
、

か
な
ら
ず
踊
手
の
下
手
右
端

(他
に
踊
手

の
上
部
中
央
)
に
、
武
家
が
二
人
乃
至

三
人
程
着
座
し
て
見
物
し
て
い
る
こ
と
に
き
つ
く
。

さ
ら
に
、
踊
手
に

つ
い
て
も
、
各
地
域

の
こ
の
踊
図
絵
馬
を
み
る
か
ぎ
り
、

一

つ
の
法
則
性
を
も

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。

噌

多

・ヌ

'̀

勇

'ノ多轟
撫 脇 ア㈱ 額翻臨論嫉

…!∵驚 濯 響 擁
;繊ζ 締登 _媒
騙 パ'・ 一_、 ・臨4

霧
霧

」

ー

〆霧

:
ー

易

多
ダ
.簿

,

▲南無天踊図絵馬(糸 井神社蔵)

一112



す
な
わ
ち
、
踊
手
の
外
周
に
は
か
な
ら
ず
神
の
依
り
代
と
な
る
差
し
物
の
御
幣

か
ん

こ

を
背
中
の
中
央
か
ら
頭
上
高
く
背
負

っ
た
太
鼓
11
掲
鼓
打
ち
が
描
か
れ
、
そ
の
内

周
に
は
シ
デ
を
振
り
な
が
ら
踊
る
踊
手
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内

周
の
シ
デ
の
踊
手
の
内
側

(中
央
)
に
は
小
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
踊
る
も
の
が
描

か
れ
、
こ
の
ほ
か
に
鉦
叩
き
や
大
太
鼓
打
ち
が
か
な
ら
ず
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。
こ
の
共
通
す
る
踊
手
の
描
写
が
南
無
天
踊
の
基
本
形
と
考
え
ら
れ
得

る
が
、
こ
の
基
本
形
に
法
螺
貝
吹
き
を
描

い
て
い
る
絵
馬

(高
取
町
下
子
島
)
、

基
本
形
の
鉦
叩
き
が
な
い
が
、
笛
吹
き
を
描
写
し
て
い
る
絵
馬

(明
日
香
村
稲
淵
)

な
ど
地
域
的
特
色
を
示
す
も
の
も
あ
る
。

し

か
し
、
こ
こ
で
推
察
し
た
基
本
形
と
し
て
の
踊
手
お
よ
び
踊
手
用
具
は
、
現

存
す
る
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
写
さ
れ
た
共
通
の
素
材
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

る
。た

と
え
ば
、
安
堵
村
東
安
堵

(飽
波
神
社
)
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
は
、
差
し

物
を
背
負

っ
た
掲
鼓
打
ち
、
小
太
鼓
打
ち

(太
鼓
は
図
柄
か
ら
掲
鼓
と
同
型
の
も

の
と
思
わ
れ
る
)、

そ
し
て
シ
デ
を
振
る
踊
手

(
一
人
)
と
共
に
鉦
叩
き

(
一人
)

う

ち
わ

や
大
太
鼓
打
ち

(
一
人
)
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
団
扇
を
持

っ
た
踊

手
も
描
写
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
存
す
る
南
無
天
踊
用
具
と
個
々
の
踊
手
の
人
数
と

が

一
致
し
な
い
こ
と
が
窺
え
、
ま
た
こ
の
東
安
堵
の
踊
図
絵
馬
に
描

か
れ
て
い
る

踊
手
も
差
し
物
、
シ
デ
を
背
負

っ
た
掲
鼓
打
ち
、
小
太
鼓
打
ち
、
大
太
鼓
打
ち
、

シ
デ
振
り
、
そ
し
て
鉦
叩
き
の
描
写
は
、
他
地
域
で
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
と
共
通

か

つ
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
共
通
性
の
描
写
に
附
随
し
た
も
の
と
し
て
、

こ
の
東
安
堵
で
は
、
団
扇
を
持

っ
た
踊
手
が
存
在
し
て
い
た
と
、
現
存
す
る
南
無

天
踊
用
具
群
の

一
っ
で
あ
る
団
扇

(大
小
)
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
写
さ
れ
て
い
る
世
界
で
、
各
地
域
の
特
色

を
表
現
し
な
が

ら
も
、
そ
こ
に
共
通
す
る
基
盤
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
南
無
天
踊

図
絵
馬
に
み
る
踊
手
の
基
本
型
と
地
域
的
特
徴

(型
)
が
、
現
存
す
る
各
絵
馬
の

特
色
を
表
わ
し
て
い
る
と
共
に
村
落
内
の
社
会
生
活
の

一
端
を
示
し
て
い
る
と
も

捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
と
え
ば
、
す
で
に
触
れ
た
東
安
堵
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
の
踊
手
と
そ
の
用
具

を
、
図
柄
と
、
明
治
三
十
年
銘
の

『
乞
雨
な
も
で
於
ど
り
口
』
(植
村
友
蔵
氏
記
)

の
唄
本
の
末
尾
に
み
る
、

南
方
於
ど
り
、
形

い
こ
壱
人

い
こ
壱
人

鉦

三
人

掲
鼓
八
人

(扇
脱
力
)

団

八
人

太
鼓
打

ざ

い
三
人

神
前

ざ
い
壱
人

早
馬
七
人

太
鼓
打

ざ

い
三
人

団

八
人

掲
鼓
八
人

い
ご
壱
人

い
ご
壱
人

と
い
う
記
載
に
よ

っ
て
、
①
い
ご

(二
人
)
、
②
鉦

(三
人
)、
③
掲
鼓
(八
人
)
、

④
太
鼓

・
ざ

い

(三
人
)
、
そ
し
て
⑤
団
扇

(八
人
)
が
、
東
安
堵
の
南
無
天
踊
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の

「
於
ど
り
、
形
」
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
知
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
神

前
」
に
お
い
て
は
、

「早
馬
」

(八
人
)
と

い
う
踊
手
が
加
わ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

ま
た
、
同
様
に
昭
和
十
八
年
銘
の
明
日
香
村
の
野
木
勘
十
郎
翁
が
記
し
た

『
な

も
で
お
ど
り
、
太
鼓
の
う
ち
方
、
其
他
』
と

い
う
唄
本
の
末
尾
に
「
踊
り
の
配
置
」

が
記
載
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、

太
鼓
打
ち
四
人

(補
注

・
大
太
鼓
の
打
ち
手
)

鐘
二
人

笛

一
人

歌
四
人

口
上
云

い
一
人

と
あ
り
、

「踊
手
」

「子
供
中
踊
り
」
と
共
に
噺
手
と
し
て
記
さ
れ
、
同
唄
本
に
、

大
太
鼓
は
左
よ
り
打
ち
始
め

踊
子
は
小
太
鼓
を
打

っ
、
踊
は
右
足
よ
り
二
足
出

て

左
足
よ
り
二
足
戻
る

と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
き
の

「踊
り
の
配
置
」
の

「
踊
手
」
か
、
「子

供
中
踊
り
」
の
い
ず
れ
か
が
小
太
鼓
を
持

っ
た
太
鼓
打
ち
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。こ

れ
ら
の
唄
本
に
記
載
さ
れ
た
踊
り
の
踊
手
や
噺
手
の
基
本
型
と
、
南
無
天
踊

図
絵
馬
に
描

か
れ
た
世
界
が
、
村
落
内
の
社
会
生
活
の

一
端
を
、
不
正
確
あ
る
い

は
虚
構
を
も

っ
て
描
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
写
実
的
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
っ
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
さ
き
の
東
安
堵
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
江
戸
時
代
後
半
の

東
安
堵
の
大
字

(
ム
ラ
)
で
の
南
無
天
踊
の
実
態
を
、
昭
和
三
〇
年
に
至

っ
て
も

そ
の
踊
手
や
噺
手
の
構
成
員
や
用
具
に
よ
っ
て
良
好
に
伝
承

・
伝
世
し
て
き
た
と

言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

で
は
、
こ
の
東
安
堵
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
で
は
剥
落
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を

明
確
に
し
が
た

い
が
、
他
の
地
域
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
で
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る

武
家
の
存
在
は
、
い
か
な
る
事
由
を
暗
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
南
無

天
踊
図
絵
馬
に
描
か
れ
た
も
う

一
つ
の
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
再
び
、
各
地
域
の
南
無
天
踊
図
絵
馬
に
描
写
さ
れ
て
い
る
〈
武
家
〉
の

存
在
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
く

こ
と
に
し

ょ
う
。

ま
ず
、
最
も
顕
著
に
描
写
さ
れ
て
い
る
川
西
町
結
崎
の
糸
井
神
社

(天
保
十
三

年
銘
)
の
南
無
天
踊
図
に
は
、
図
柄
中
央
よ
り
左
側
下
部
に
三
人
の
武
家
が
着
座

し
て
踊
を
見
物
し
て
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
日
香
村
稲
淵
の

春
日
神
社

(嘉
永
六
年
銘
)
の
南
無
天
踊
図
に
も
、
図
柄
中
央
よ
り
左
側
下
部
に

二
人
の
武
家
が
着
座

(正
座

か
)
し
て
踊
を
見
物
し
て
い
る
情
況
が
描
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
若
干
剥
落
が
み
ら
れ
る
が
、
平
群
町
平
等
寺
の
春
日
神
社

(文
久

元
年
銘
)
の
南
無
天
踊
図
に
も
、
武
家
が
踊
を
見
物
し
て
い
る
様
子
を
描
写
し
て

い
る
。
た
だ
、
こ
の
絵
馬
に
は
、
他
の
も
の
と
異
な
り
、
図
柄
の
中
央
上
部
に
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
っ
の
事
例
を
挙
げ
た
が
、
芸
態
に
お
い
て
も
共
通
点
を
も

つ
と

共
に
、

い
ず
れ
も
が
〈
武
家
〉
を
介
在
し
た
と
こ
ろ
に
共
通
す
る
基
盤
を
も

つ
の
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で
あ
る
。
こ
の
共
通
基
盤
を

一
面
の
絵
馬

に
写
実
的
に
描

い
た
と
い
う

南
無
天

踊
図
"
の
世
界
と
は
い
か
な
る
近
世
村
落

の
様
相
を
示
唆
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。三

、
史
料
か
ら
み
た
南
無
天
踊
と
村
落
共
同
体

大
和

(奈
良
県
下
)
に
遺
る
南
無
天
踊
図
ー
同
踊
に
関
す
る
伝
承
か
ら
は
ほ
と

ん
ど
窺
え
な
か
っ
た
ー
に
描
写
さ
れ
て
い
る
武
家
の
存
在
は
、
単
な
る
見
物
人
の

一
員
と
し
て
で
は
な
く
、
糸
井
神
社
の
南
無
天
踊
図
に
端
的
に
描

か
れ
て
い
る
ご

と
く
、
武
家
の
背
後
で
村
人
が
団
扇
で
煽

い
で
い
る
様
子
か
ら
単
な
る
〈
見
物
人

と
し
て
の
武
家
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
い

っ
て
も
大
過
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
、

い
く

つ
か
の
事
例

で
挙
げ
た
〈
武
家
〉
は
い
か
な
る
立
場
に
お
い
て
描

写
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
民
俗

(伝
承
資
料
)
採
訪
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
次
の
資
料
か
ら
そ
の
糸

口
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、

『
西
大
寺
日
記
』
の
元
禄
十
三
年
六
月
光
日
の
条
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

曇
天
風
烈

シ
、
朝
五

ッ
時
分
止
、
雨
足

ル
程
不
降
其
故
北
村

ニ
ハ
諌
踊
致
候

と
み
え
、
諌
踊

(勇
め
踊
11
南
無
天
踊
)
を
北
村
で
雨
乞
の
た
め
に
行
な

っ
た
こ

と
が
窺
え
る

(傍
点
-
奥
野
、
以
下
同
様

に
て
略
す
。
同

『
日
記
』
は
い
ず
れ
も

影
写
本
)
。
さ
ら
に
、
同

『
日
記
』
の
同
年
七
月
三
日
の
条
に
、

　

　

　

　

　

　

　

大
乗
院
口
之
集
会
有
之
、
次

二
請
雨
之
相
談
有
之
、
請
雨
経

二
十

一
部
仁
王
経

サ
五
部
同
断
愛
染
法
百
座
三
色
御
内
口
入
候

へ
、
愛
染
法
百

・
立
願
仕
候
、
同

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

晩
芝
村
百
姓
共
諌
踊
、
寺

へ
五
人
組
々
頭
請
雨
ノ
願

二
参
候
、

と
あ
り
、
芝
村
に
お
い
て
も
五
人
組
の
組
頭
が

「諌
踊
」

(勇
め
踊
)
す
な
わ
ち

「請
雨
ノ
願
」
に
寺

(西
大
寺
)
に
参

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

北
村
お
よ
び
芝
村

の
い
ず
れ
も
が
、
請
雨

つ
ま
り
雨
乞
の
た
め
に
諌
踊
を
行
な

っ
た

(
あ
る
い
は
行
な
う
べ
き
願
い
を
申
請
し
た
)
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
諌
踊

(勇
め
踊
11
南
無
天
踊
)
は
、
請
雨
を
祈
願
す
べ
き
踊
で
あ
り
、

祈
願
成
就
の
御
礼

の
踊
で
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
の

『西
大
寺
日
記
』
に
表
わ
れ
る
芝
村
が
、
諌
踊

つ
ま
り
請
雨
11
雨
乞
祈
願

を
行
な
う
ま
で
の
記
録
を
、
同

『
日
記
』
か
ら
辿

っ
て
み
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ

る
。④

六
月
十
二
日
の
条

七

ツ
時
分
小
雨
降
、
然
共
地
ヲ
モ
シ
メ
リ
不
申
候
、

⑧
六
月
十
三
日
の
条

　

　

　

従
南
都
番
所
順
見
衆
御
越
之
触
状
廻
り
候
、

◎
六
月
廿
日
の
条

風
吹
夜
入
小
雨
、
乍
然
ケ
シ
キ
計

二
而
中
而
中
漸
粒
ヲ
数
ル
程
ナ
リ
、
ロ

バ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ブ
リ
不
申
候
、
百
姓
大

二
難
キ
方
々
雨
請
致
候
、

④
六
月
廿
二
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

小
風
芝
村
庄
屋
年
寄
雨
請
之
祈
願
役
者
方
へ
参
候

⑤
六
月
廿
三
日
の
条
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池
水
ノ
儀

二
付
庫
坊
村
卜
芝
村
口
論
有
之
、
自
芝
村
水
ヲ

◎
六
月
廿
四
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

右
池
水
之
事

北
村
役
人
共
芝
村
役
人
マ
テ

色
々
詫
言
有
之
、
故
又
水
ヲ
前

ノ
日
刻
之
通

二
出
之
、

⑪
六
月
廿
五
日
の
条

　

　

　

　

　

　

奥
院
同
調
ノ
次
手
雨
乞
相
談
有
之
、

⑧
六
月
廿
七
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

龍
王
於
宝
前

雨
請
之
祈
祷
転
読
大
般
若
有
之
候
、
寺
中
ノ
僧
侶
不
残
出

ッ

⑥
七
月
十
七
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

七
ツ
時
分
小
雨
有
之
、
芝
村

ヨ
リ
明
王
江
干
燈
之
立
願
、
今
日
六

ツ
迄
、
限

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

立
願
不
成
就
、
亦
百
姓
共
不
残
雨
請
之
願

二
来
ル
、

(下
略
)
、

◎
七
月
十
八
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

芝
村
中
十

一
面
堂

ヲ
廻
リ
三
十
三
度

コ
ヲ
リ
取
申
候
、
同
俗
男
女
堂
庭

二
而

十

一
面

ノ
宝
号
唱
修

①
七
月
廿

一
日
の
条

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

芝
村
庄
屋
年
寄
役
者
江
参
リ
、
旱
災
之
難
キ
申
様
饒
リ
雨
ブ
リ
不
申
色
々
御

(等
4

立
願
ホ
被
遊
被
下
候
得
共
、
其
甲
斐
も
無
御
座
候
問
、
今
晩

ハ
本
堂
ヲ
借
リ

百
姓
不
残
通
夜
、

(下
略
)
、

こ
れ
ら
の
史
料
の
内
、
④
～
⑧
は
芝
村
を
含
め
た
往
時
の

一
般
的
状
況
を
示
し
、

@
～
①
は
芝
村
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
が
、
④
～
⑥
と
の
関
連
に
お
い
て
④
～
①

を
捉
え
て
い
く
な
ら
ば
、
こ
の
年

(元
禄
十
三
年
)
は
雨
乞
を
行
う
ほ
ど
の
日
照

り
が
多
か

っ
た
こ
と
が
容
易
に
④
と
◎
の
記
述
か
ら
理
解
で
き
る
と
共
に
、
⑧
の

「解
状
」
の
廻
状
と
は
、
七
月
十
七
日
の
条
に
み
え
る

「寅
剋
江
戸
御
愈
儀
者
廻

状
有
之
、
委
細
触
状
之
當
、
是
ヲ
写
置
候
」
と
あ
る

「御
愈
儀
」
に
関
す
る
も
の

で
、
旱
災
に
よ
る
〈
年
貢
〉
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

一
般

的
な
事
柄
を
基
盤
に
し
て
、
④
～
①
に
至
る
請
雨

つ
ま
り
雨
乞
と
祈
願
儀
礼
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
請
雨
の
祈
願
の
た
め
に

(西
大
寺
役

者
方

へ
)
願

い
出
る
こ
と
か
ら
始
ま

っ
て

(④
の
記
述
)
、
池
水
の
水
利
権
の
争

論
に
よ

っ
て
村
役
人
間
の
調
停

(⑤
と
◎
の
記
述
)
、
そ
し
て
西
大
寺
寺
僧
に
よ

る
龍
王
御
宝
前
で
の
請
雨
祈
願
の
大
般
若
経
の
転
読
や
干
燈
立
願
、
さ
ら
に
十

一

面
堂
で
の
水
ゴ
リ
と
宝
号
唱
名

(⑤
と
③
と
◎
の
記
述
)
に
加
え
て
、
⑤
と
⑥
の

記
述
の
期
間
す
な
わ
ち
七
月
三
日
の
雨
乞
踊
に
よ
る
請
雨
祈
願
が
行
な
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

『
西
大
寺
日
記
』
に
み
え
る

「
芝
村
」
を
事
例
と
し
て
挙
げ
た
が
、

農
村
落
に
お
い
て
水
を

一
番
必
要
と
し
た
時
期
に
充
分
に
な
か
っ
た
場
合

の
請
雨

祈
願
が
い
か
に
壮
絶
な
も
の
で
あ

っ
た
か
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
芝
村
を
含
め
た

記
述
に
み
る
農
村
落
が
西
大
寺
支
配
の
村
々
で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
請
雨
立
願

(願

い
出
)
を
西
大
寺
役
者
方

へ
申
請
し
、
さ
ら
に
◎
の
記
述
で
み
た
ご
と
く
池
水
の

水
利
に
関
し
て
農
村
落
の

「村
役
人
」
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
加
味
し
て
考
え

る
と
、
す
で
に
触
れ
た
南
無
天
踊
図
に
描
写
さ
れ
て
い
る
〈
武
家
〉
の
存
在
は
、

こ
の
よ
う
な
直
接
の
支
配
層
で
あ

っ
た
こ
と
を
容
易
に
推
察
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
雨
乞

つ
ま
り
請
雨
祈
願
が
農
村
落
の
共
同
体
成
員
個
々
の
現
実
問
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題
と
し
て
存
在
し
た
だ
け
で
な
く
、
村
落
共
同
体

(社
会
組
織
)
全
体
の
現
実
で

あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
こ
そ
在
地
支
配

を
行
な
う

「村
役
人
」
等
の
支
配
関
係

と
も
か
か
わ

っ
て
く
る
現
実
が
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

し
た
が

っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
〈
武
家
〉
の
存
在
が
、
写
実
的
に
南
無
天
踊
図
絵

馬
に
描
写
さ
れ
た
要
因
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
い
か
え
る
と
、
村
落
共
同
体
だ
け
で
な
く
、
幕
藩
社
会
の
何
ら
か
の
規
制
の

も
と
で
雨
乞
祈
願
す
な
わ
ち
南
無
天
踊
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
南
無
天
踊

図
に
描

か
れ
た
〈
武
家
〉
の
存
在
に
よ

っ
て
、

こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と

い

え
よ
う
。結

び
に
か
え
て

南
無
天
踊
図
絵
馬
と
そ
の
伝
承
資
料
を
土
台
に
繕
い
て
き
た
南
無
天
踊

つ
ま
り

雨
乞
踊
が
、
い
か
に
江
戸
時
代
の
農
村
落

の
社
会
的

一
端
を
私
た
ち
に
提
示
し
て

く
れ
る
か
と

い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
、
土
台
に
し
た
民
俗
の
伝
承
資
料
か
ら
窺

い

得
な
か
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
南
無
天
踊
図
絵
馬
の
ほ
と
ん
ど
が
江

戸
時
代
後
半
の
大
和
の
農
村
に
お
け
る
雨

乞
す
な
わ
ち
請
雨
祈
願
の
記
念
碑
的
要

素
を
も
ち
な
が
ら
も
、
明
治
か
ら
大
正
時

代
に
か
け
て
消
長
し
、
現
存
す
る
こ
の

伝
承
が
い
か
に
正
確
を
欠

い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
は
、
す

で
に
み
た
史
料

(
『
西
大
寺
日
記
』
)
と
相
違
す
る
こ
と

か
ら
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
南
無
天

踊
が
祈
願
時
に
行
な
わ
れ
た
か

(同

『
日
記
』
の
記
録
)
、
祈
願
成
就
時

(現
存

の
民
俗
伝
承
)
に
行
な
わ
れ
た
か
で
は
農
村
落
の
社
会
的
意
図
が
大
き
く
相
違
し

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
南
無
天
踊
-
勇
め
踊
-
諌
踊
の
関
連
に

お
い
て
も
民
俗
伝
承
が
正
し
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
と

い
う
点
も
含
め
て
、
歴

史
的
展
望
あ
る
い
は
視
点
で
再
考
の
必
然
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
こ
の
点
を
提
示
し
て
結
び
に
か
え
た
い
。

(
一
九
八
三
・
八

・
二
四
了
)

追
記

飽
波
神
社
蔵
の
南
無
天
踊
用
旦
ハに
つ
い
て
は
拙
稿
の

「
大
和
の
南
無
天
踊

り
図
絵
馬
と
用
具
に
つ
い
て
」

(
『
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
八
号
所
収
)
に
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
本
文
中
に
引
用
し
た

『西
大
寺
日
記
』
は
、
こ
の
原
本

・
文
献

を
輪
読
し
て
い
る
会

の
仲
間
の
ご
好
意
で
刊
本
あ
る
い
は
公
に
な
る
以
前

に
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
対
し
て
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表

し
た
い
。
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