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祭
り
の
磁
力

湯
立

ゆ
だ
て

神
事
、
水
掛
け
祭
り
、
船
渡
御

ふ
な
と
ぎ
�

に
水
ご
り
。

祭
り
と
水
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
で
す
。

水
は
生
命
の
源
だ
か
ら
、
神
と
関
係
が
深
い
の
は
当
た
り
前
。

そ
ん
な
風
に
理
解
し
て
き
ま
し
た
が
、

果
た
し
て
本
当
に
そ
う
な
の
か
。

八
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
と
い
う
け
れ
ど
、

祖
霊
は
神
様
な
の
か
仏
様
な
の
か
。

祭
り
の
持
つ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
は
、

今
の
私
た
ち
に
ど
う
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
、
い
な
い
の
か
。

日
本
人
は
祭
り
好
き
と
い
う
け
れ
ど
、

ち
ゃ
ん
と
考
え
て
み
る
と
、
実
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
。

ま
ち
起
こ
し
や
異
世
代
間
交
流
や
伝
統
文
化
の
継
承
と
い
っ
た
、

現
代
に
お
け
る
祭
り
の
機
能
を
語
る
に
も
、

そ
も
そ
も
祭
り
と
は
何
か
が
わ
か
ら
な
く
て
は
話
に
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
方
を
見
回
せ
ば
、

神
様
や
仏
様
は

ず
い
ぶ
ん
と
遠
ざ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
祭
り
と
は
何
か
。

古
代
の
日
本
人
の
神
意
識
ま
で
遡
っ
て
、

も
う
一
度
見
直
し
て
み
ま
し
た
。

本番に向けて練習が続く射放弓
しゃほうきゅう

（本文44ページ）
〈お弓役〉に選ばれた2名の若者が、前年の〈お弓役〉から作法を伝承される。仕事の帰
りに吉浜八幡社に集まり、肉体的にきつい動作を身につけていく。本番が近づくにつれ、
焦りと緊張感が増していくのが、見ている側にもびりびりと伝わってくる練習風景。
2010年〈お弓役〉の坂本和也さん（左ページ）と弟の直敏さん（右ページ）。
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生
活
行
事
の
す
べ
て
が
祭
り

神崎 宣武
かんざき のりたけ
民俗学者・旅の文化研究所所長

岡山県宇佐八幡神社宮司

1944年生まれ。主な著書に『「まつり」の食文化』（角川

学芸出版 2005）、『江戸の旅文化』（岩波書店 2004）、『江

戸に学ぶ「おとな」の粋』（講談社 2003）、『おみやげ－贈

答と旅の日本文化』（青弓社 1997）、『「湿気」の日本文化』

（日本経済新聞社 1992）、『吉備高原の神と人』（中央公論

社 1983）ほか

日
本
の
祭
り
は
、
明
治
期
の
神
仏
分
離
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
外
し
て
見
な
く
て
は

そ
の
本
質
が
わ
か
り
づ
ら
い
、
と
神
崎
宣
武
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

神
事
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
祭
り
に
は
、

神
と
の
共
食
か
ら
瞬
時
に
力
を
得
る
、
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン
ク
の
よ
う
な
側
面
も
。

な
ん
と
も
変
幻
自
在
な
日
本
の
神
様
、
仏
様
の
姿
が
現
わ
れ
て
、

共
同
体
に
と
っ
て
の
祭
り
の
役
割
が
、
未
然
の
手
当
て
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。
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明
治
の
フ
ィ
ル
タ
ー

今
、
我
々
が
祭
り
と
呼
ん
で
い
る
も

の
は
、
ほ
と
ん
ど
混
乱
状
態
に
あ
っ
て
、

と
り
と
め
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
た
め
に
祭
り
の
本
質
が
見
え
づ
ら

く
な
っ
て
い
ま
す
。

混
乱
の
始
ま
り
は
、
明
治
に
神
仏
分

離
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

法
令
上
は
〈
神
仏
判
然
令
〉。
神
仏
の

違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
の
法
律

で
し
た
が
、
政
府
は
そ
も
そ
も
文
化
土

壌
を
無
視
し
た
、
あ
り
得
な
い
こ
と
を

や
っ
た
ん
で
す
ね
。

神
仏
判
然
令

１
８
６
８
年
４
月
５
日
（
慶
応
４
年

３
月
13
日
）
か
ら
１
８
６
８
年
12
月
１
日
（
明
治
元

年
10
月
18
日
）
ま
で
に
出
さ
れ
た
太
政
官
布
告
と
神

祇
官
事
務
局
達
と
太
政
官
達
な
ど
、
一
連
の
通
達
の

総
称
で
、
こ
れ
に
基
づ
き
全
国
的
規
模
で
公
的
に
行

な
わ
れ
た
。

日
本
人
は
、
神
仏
習
合
で
神
も
仏
も

渾
然
一
体
の
も
の
と
し
て
、
日
常
生
活

を
平
気
で
過
ご
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
、
は
っ
き
り
分
け
よ
う
な
ん
て

い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、

近
代
的
な
法
治
国
家
と
し
て
は
、
宗
教

法
人
と
い
う
制
度
に
則
り
、
神
道
と
仏

教
を
別
な
も
の
と
し
て
登
録
す
る
必
要

が
あ
っ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
明
治
政
府
は
神
道
を
公
事
化

し
て
、
国
家
神
道
と
い
う
言
葉
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
神
道
が
「
お
お
や
け
ご

と
」
で
、
逆
に
い
う
と
仏
教
は
私
事
、

「
わ
た
く
し
ご
と
」
に
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
仏
教
は
葬
式
仏
教
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
神
道
が
公
事
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
の
公
の
行

事
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

国
家
的
な
枠
組
み
で
い
う
と
、
神
道

と
仏
教
は
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
、

肌
合
い
を
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
し
か
し
、
一
般
の
生
活
の
中
で

は
一
つ
の
家
の
中
に
神
棚
が
あ
っ
て
、

仏
壇
が
あ
っ
て
、
宮
参
り
し
て
、
寺
参

り
し
て
、
生
ま
れ
た
と
き
は
宮
参
り
、

亡
く
な
っ
た
と
き
は
お
寺
さ
ん
、
と
い

う
よ
う
な
暮
ら
し
が
続
い
て
き
ま
し
た
。

そ
の
神
と
仏
が
渾
然
一
体
と
し
た
暮
ら

し
は
、
い
ま
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
政
府
の
建
前
と
民
間
の
実

態
と
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
出
た
こ
と
が
、
今

の
我
々
が
宗
教
や
祭
り
の
こ
と
を
理
解

す
る
上
で
混
乱
が
出
て
い
る
大
き
な
理

由
で
す
。

日
本
人
の
宗
教
は
な
ん
だ
、
と
言
わ

れ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
る
人
が
少
な
い

こ
と
に
も
、
こ
う
い
う
背
景
が
あ
り
ま

す
。
明
治
の
神
仏
分
離
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
逆
の
方
向
か
ら
通
さ
な
い
と
、

我
々
日
本
人
の
信
仰
や
祭
り
の
歴
史
と

い
う
の
が
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ん
で

す
よ
。
我
々
は
明
治
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

軽
視
し
て
、
祭
り
や
宗
教
行
事
が
江
戸

時
代
を
経
て
、
古
代
か
ら
延
々
と
続
い

て
い
る
も
の
だ
と
思
い
が
ち
だ
け
れ
ど
、

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
を
外
せ
ば
、
か
な
り
素
直

に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
で
、
極
端
に
言
っ
た
ら
江
戸
時

代
ま
で
は
、
葬
式
以
外
は
全
部
祭
り
な

ん
で
す
よ
。
明
治
に
な
る
と
神
道
が
公

事
化
す
る
か
ら
、
神
社
に
お
け
る
祭
り

だ
け
が
〈
祭
り
〉
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
か
ら
で
す
。

特
に
新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

と
い
う
も
の
は
、
農
村

の
収
穫
祭
と
重
な
っ
て
、
大
変
重
要
な

意
味
を
持
た
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ

に
か
か
わ
る
も
の
が
本
来
の
祭
り
で
あ

る
、
と
い
う
認
識
が
前
面
に
押
し
出
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
今
の
我
々
は
、
混
乱
し
た
認

識
の
中
で
な
ん
と
な
く
神
社
で
行
な
わ

れ
る
祭
り
だ
け
が
祭
り
で
あ
る
、
と
思

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。



5 生活行事のすべてが祭り

家
庭
の
祭
り
も
あ
れ
ば
、
お
寺
の
祭
り

も
あ
る
の
で
す
。

祭
り
の
語
源

〈
祭
り
〉
と
い
う
言
葉
自
体
も
同
じ
で

す
。
言
語
学
者
は
二
通
り
の
言
い
方
を

し
て
い
ま
す
が
、
私
は
ど
ち
ら
も
正
し

い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
示
す
偏
に
巳

と
書
く
〈
祀
る
〉。
こ
れ
が
な
ま
っ
て

〈
祭
り
〉。

も
う
一
つ
は
〈
待
つ
ら
う
〉。
民
俗

学
者
の
柳
田
國
男
は
、「
神
霊
を
呼
び

出
し
迎
え
て
こ
れ
ら
に
、
供
献
侍
し
、

以
っ
て
そ
れ
を
慰
め
ま
い
ら
し
め
る
こ

と
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど

こ
か
ら
か
訪
れ
る
神
様
、
仏
様
を
〈
待

つ
〉。
そ
し
て
我
欲
を
捨
て
て
服
従
、

奉
仕
す
る
の
が
祭
り
の
起
こ
り
だ
っ
た

と
い
う
説
で
す
。

祭
り
と
い
う
言
葉
を
、
こ
の
二
つ
の

意
味
か
ら
と
ら
え
れ
ば
い
い
と
思
う
ん

で
す
。
分
け
て
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
主

張
す
る
必
要
は
な
い
。
二
つ
重
ね
て
正

当
な
場
合
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

多
様
な
祭
り

中
央
部
か
ら
遠
い
所
、
あ
る
い
は
大

き
な
祭
り
か
ら
離
れ
た
所
で
は
、
明
治

以
降
、
公
事
化
さ
れ
た
祭
り
以
外
の
も

の
も
い
ま
だ
に
祭
り
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出
た
昭
和

40
年
代
こ
ろ
ま
で
は
、
南
九
州
や
沖
縄

で
は
「
盆
祭
り
」
と
い
う
言
葉
が
普
通

で
し
た
か
ら
。

八
朔
も
祭
り
だ
し
、
正
月
も
祭
り
だ

し
。
節
句
も
祭
り
の
言
葉
が
部
分
的
に

残
っ
て
い
ま
す
。

八
朔

旧
暦
８
月
１
日
（
朔
日
）
の
こ
と
で
、
台
風

や
病
害
虫
の
被
害
を
被
る
こ
と
が
多
い
こ
の
時
期

に
、
風
雨
を
避
け
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
こ
と
を
主
目

的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
祭
り
。

都
市
の
祭
り
は
、
も
と
か
ら
実
際
に

祭
り
を
行
な
う
人
と
見
る
人
に
分
か
れ

て
い
た
ん
で
す
ね
。
頭
（
当
）
屋
に
当

た
る
の
も
、
家
持
ち
の
人
だ
け
。
だ
か

ら
、
熊
さ
ん
、
八
っ
つ
ぁ
ん
と
い
っ
た

長
屋
住
ま
い
の
人
は
祭
り
の
構
成
員
に

は
な
り
得
な
い
。

村
の
祭
り
の
場
合
は
、
あ
る
年
は
構

成
員
に
な
れ
な
く
て
も
、
別
の
年
は
順

番
が
回
っ
て
き
て
役
目
が
あ
る
ん
で
す

が
、
都
市
の
祭
り
は
そ
こ
が
違
う
。
村

の
祭
り
は
収
穫
の
予
祝
で
あ
り
収
穫
の

報
告
で
あ
っ
た
か
ら
、
特
に
農
村
部
で

は
全
員
参
加
と
な
る
の
で
す
。

都
市
の
祭
り
は
、
収
穫
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
村
の
祭
り
は
春

と
秋
。
町
の
祭
り
は
夏
な
ん
で
す
。
夏

に
や
る
と
い
う
の
は
、
疫
病
封
じ
で
す
。

つ
ま
り
、
祭
り
と
い
う
の
は
神
仏
な

ど
の
超
人
間
的
存
在
を
祀
り
上
げ
て
、

そ
の
下
に
待
つ
ら
ん
、
と
す
る
行
事
の

す
べ
て
を
い
う
の
で
す
。
あ
る
特
定
の

家
庭
で
の
み
行
な
わ
れ
る
行
事
は
除
い

て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
俯
瞰
し
て

見
た
場
合
、
日
本
に
は
実
に
多
様
な
祭

り
が
あ
り
ま
す
。

大
き
く
分
け
る
と
、
家
庭
の
祭
り
、

集
団
社
会
の
祭
り
に
分
け
ら
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
集
団
社
会
も
、
地
域
集

団
の
場
合
、
職
能
集
団
の
場
合
、
民
族

集
団
、
国
家
的
集
団
な
ど
と
分
け
て
考

え
る
と
、
整
理
さ
れ
て
理
解
し
や
す
く

な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
作
業
は

行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
言
う
の
は
、

神
社
側
が
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る
神

道
行
事
が
祭
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
か
ら
で
す
。

日
本
の
神
社
神
道
は
、
明
治
以
降
大

切
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

明
治
以
前
に
神
道
は
な
か
っ
た
の
か
と

聞
か
れ
た
と
き
に
、
返
事
に
窮
す
る
よ

う
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的

に
、
文
化
人
や
民
俗
学
者
も
臭
い
も
の

に
は
蓋
を
す
る
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て
、

そ
こ
に
は
触
れ
な
い
で
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
こ
の
公
事
的
な
神
社
神
道
が
、

戦
前
、
残
念
な
こ
と
に
軍
国
主
義
と
天

皇
制
に
大
き
く
偏
っ
て
利
用
さ
れ
た
の

で
、
そ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
い
ま
だ
に
残
さ

れ
て
い
て
、
余
計
触
れ
な
い
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
う
い

う
こ
と
を
平
ら
に
す
る
時
代
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
明
治
政
府
に

よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
の
が
、
あ

ま
り
に
も
我
々
の
中
で
育
ち
過
ぎ
て
い

る
。
そ
の
見
直
し
を
、
祭
り
と
い
う
切

り
口
な
ら
で
き
そ
う
な
気
が
し
て
い
ま
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す
。例

え
ば
、
起
工
式
の
と
き
に
神
道
で

お
祓
い
を
す
る
こ
と
が
特
定
宗
教
に
偏

る
か
ら
憲
法
違
反
だ
、
と
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
明
治
以
前
は
祭

り
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

に
な
っ
て
か
ら
は
、
正
祭
式
に
対
す
る

雑
祭
式

ざ
っ
さ
い
し
き

。
そ
の
雑
祭
式
の
中
に
地
鎮
祭

も
あ
る
の
だ
か
ら
、
民
間
の
古
習
を
認

め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
一
般
の
人
に
は
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
渾
然
と
し
て
い

ま
す
か
ら
。

祭
り
の
要
素
と
は

神
事
は
祭
り
の
一
つ
の
パ
ー
ツ
で
す
。

祭
り
を
構
成
す
る
一
つ
の
要
素
で
す
。

そ
し
て
、
祭
り
を
構
成
す
る
対
極
の
要

素
が
直
会

な
お
ら
い

で
す
。

折
口

お
り
く
ち

信
夫

し
の
ぶ

が
祭
り
を
構
成
す
る
要
素

を
あ
る
程
度
整
理
し
て
い
る
の
で
、

我
々
は
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
い
い
の
で

す
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

す
。

折
口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
年
）
日
本
民
俗

学
、
国
文
学
、
国
学
の
研
究
者
。
異
人
を
異
界
か
ら

の
客
人
と
す
る
〈
マ
レ
ビ
ト
信
仰
〉
を
提
唱
し
、
日

本
人
の
信
仰
や
他
界
観
念
を
探
る
た
め
の
手
が
か
り

と
し
た
。

ま
ず
第
一
に
、
神
仏
へ
の
祈
願
。
こ

れ
は
神
事
、
仏
事
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
神
主
や
長
老
が
神
棚
に
向
か
っ
て

パ
チ
パ
チ
と
柏
手
を
打
つ
よ
う
な
こ
と
、

儀
礼
で
す
ね
。

も
う
一
つ
が
、
飲
食
。
ご
馳
走
に
よ

っ
て
穢け

が

れ
を
癒
す
。
食
養
生
で
す
ね
。

つ
ま
り
滋
養
に
な
る
も
の
を
そ
の
と
き

に
集
中
し
て
食
べ
る
。

私
は
こ
れ
か
ら
連
想
す
る
の
で
す
が
、

多
分
ね
、
日
本
人
の
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン

ク
信
仰
な
ん
か
は
、
こ
こ
か
ら
き
て
い

る
。
私
が
こ
う
言
う
と
、
韓
国
や
中
国

に
行
っ
て
、「
こ
こ
だ
っ
て
同
じ
じ
ゃ

な
い
か
」
と
言
う
人
が
い
る
け
れ
ど
、

あ
れ
は
日
本
の
ス
タ
ミ
ナ
ド
リ
ン
ク
が

渡
っ
て
い
っ
て
広
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
も
と
も
と
彼
ら
の
習
慣
に
は
な

い
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
、
日
常
的
に
医

食
同
源
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
日
本
に

は
そ
れ
が
乏
し
い
。
日
本
で
は
、
祭
り

で
の
ご
馳
走
こ
そ
が
癒
し
の
元
と
い
う

考
え
方
が
強
い
は
ず
で
す
。

こ
れ
が
集
団
社
会
に
な
る
と
、〈
酒
〉

に
な
る
。
特
に
節
句
に
な
る
と
酒
に
薬

味
を
浸
け
た
〈
薬
酒

や
く
し
�

〉
が
用
い
ら
れ
る
。

桃
酒
、
菊
酒
の
類
い
で
す
ね
。

飲
食
、
特
に
酒
が
嵩こ

う

じ
て
く
る
と
そ

れ
に
つ
い
て
く
る
の
が
芸
能
で
す
。
芸

能
は
神
様
を
慰
撫
す
る
、
接
待
す
る
神

事
的
な
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
酒
と

と
も
に
必
要
が
生
じ
て
く
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
祭
り
の
大
切
な
要
素
で

あ
り
ま
す
が
、
最
近
は
言
い
に
く
い
、

特
に
女
性
の
前
で
言
う
と
袋
叩
き
に
遭

う
も
の
に
、
男
女
の
交
歓
が
あ
り
ま
す
。

川
柳
に
も
、「
社
前
よ
り
裏
が
に
ぎ
わ

う
村
祭
り
」
と
詠
う
よ
う
に
、
歴
然
と

し
た
歴
史
の
事
実
と
し
て
外
せ
な
い
も

の
な
ん
で
す
。
祭
り
と
い
う
の
は
、
男

女
の
営
み
が
そ
の
地
域
社
会
で
黙
認
さ

れ
た
日
で
も
あ
る
。
古
く
万
葉
集
、
風

土
記
の
世
界
か
ら
そ
れ
が
黙
認
さ
れ
て

き
た
。

だ
か
ら
、
私
生
児
で
あ
っ
て
も
さ
ほ

ど
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
村
社
会
の

中
で
平
然
と
育
て
ら
れ
て
き
た
。
我
々

の
二
、
三
世
代
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
曖あ

い

昧ま
い

な
が
ら
そ
う
い
う
常
識
で
し
た
。
明

治
政
府
は
、
そ
う
い
う
習
慣
も
正
そ
う

と
し
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
す
ぐ

に
直
ら
な
い
の
が
庶
民
社
会
の
伝
統
で

す
か
ら
ね
。
親
が
誰
だ
か
わ
か
っ
て
い

て
も
、「
あ
の
子
は
祭
り
の
子
供
だ
」

と
認
め
合
う
、
今
と
違
っ
た
村
社
会
の

ル
ー
ル
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

こ
の
風
習
は
西
日
本
の
ほ
う
が
強
く

残
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は
、
秋
祭
り
の

時
期
で
も
野
外
の
交
歓
が
可
能
だ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
昔
は
「
祭

り
の
夜
は
出
て
ゆ
く
な
」
と
い
う
の
が
、

良
家
の
教
え
だ
っ
た
。
特
に
娘
は
、
絶

対
に
外
に
出
さ
な
い
。

古
代
の
常
陸
・
筑
波
山
な
ど
に
は
、

〈
嬥
歌

か
が
い

〉（
歌
垣

う
た
が
き

の
東
国
方
言
）
の
風
習

が
存
在
し
た
こ
と
が
『
万
葉
集
』
な
ど

か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
〈
妻
問

い
〉
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。
他よ

所そ

の
男
が
吾
が
妻
を
口
説
い
て
い
る
、

な
ら
ば
我
も
人
妻
を
呼
ぼ
う
、
と
い
う

高
橋
虫
麻
呂
の
記
述
が
有
名
で
す
。
こ

の
日
だ
け
は
、
こ
の
山
を
お
治
め
に
な
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る
神
が
、
昔
か
ら
禁
じ
な
い
技
だ
か
ら
、

咎
め
て
は
い
け
な
い
、
と
詠
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
に
は
酒
と
芸
能
と
い
う

の
が
、
景
気
づ
け
に
は
誠
に
よ
ろ
し
い
、

と
さ
れ
る
。

折
口
は
そ
こ
ま
で
書
い
て
は
な
い
ん

で
す
が
、
祭
り
を
構
成
す
る
要
素
と
し

て
、
祈
願
・
祈
祷
、
酒
食
、
芸
能
、
性

交
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

神
事
か
娯
楽
か

神
輿

み
こ
し

や
盆
踊
り
な
ど
は
、
神
仏
を
慰

撫
す
る
意
味
合
い
と
芸
能
と
し
て
の
娯

楽
の
意
味
合
い
が
あ
っ
て
、
は
っ
き
り

と
は
分
け
難
い
場
合
が
あ
り
ま
す
ね
。

長
野
・
遠
山
谷
や
三
重
・
志
摩
半
島

の
盆
踊
り
な
ど
は
、
芸
能
で
は
な
く
聖

霊
を
慰
撫
す
る
ほ
う
に
主
眼
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
音
頭
は
あ
っ
て
も
、
動
き
自

体
が
撫
で
る
動
作
に
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
。
盆
踊
り
の
起
源
は
、
撫
で
る
こ
と

で
す
。
疲
れ
た
ご
先
祖
様
、
精
霊
が
来

た
の
を
撫
で
て
も
て
な
す
の
で
す
。
つ

ま
り
、
手
当
て
。
手
厚
い
も
て
な
し
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
て
撫
で
て
い
た
も
の
が
、
芸

能
化
す
る
に
従
っ
て
、
手
が
上
に
上
が

る
。
足
も
高
く
な
る
。
あ
げ
く
は
阿
波

踊
り
や
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
に
な
る
。

精
霊
を
慰
撫
し
て
い
た
も
の
が
芸
能

に
な
っ
て
、
そ
れ
も
最
初
は
流
し
だ
っ

た
の
が
輪
踊
り
に
な
る
。
輪
踊
り
に
な

っ
た
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
派
手
に
芸
能

化
し
て
い
く
。

今
で
も
東
北
地
方
や
南
の
島
に
は
、

各
家
の
庭
で
踊
る
と
い
う
盆
踊
り
が
結

構
残
っ
て
い
ま
す
よ
。
そ
れ
は
、
そ
の

家
に
招
い
た
盆
の
精
霊
を
、
み
ん
な
で

慰
撫
す
る
。
家
々
を
回
る
か
ら
、
盆
踊

り
と
言
わ
な
い
で
盆
回
し
と
か
も
言
い

ま
す
ね
。

そ
う
い
う
所
に
は
、
お
葬
式
の
あ
と

に
行
な
う
〈
貫
気

か
ん
き

〉
と
い
う
制
度
も
ま

だ
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
葬
式
の

あ
と
に
留
ま
っ
て
い
る
死
霊
や
餓
鬼
霊

の
気
を
抜
く
た
め
に
行
な
い
ま
す
。
宗

派
を
問
わ
ず
、
こ
の
ご
ろ
は
般
若
心
経

は
ん
に
ゃ
し
ん
ぎ
ょ
う

を
唱
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
ね
。

同
様
に
、
祈
祷
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が

あ
る
。
神
主
が
司
る
神
事
と
い
わ
れ
る

も
の
か
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ン
が
行
な
う
よ

う
な
呪
術
と
い
わ
れ
る
も
の
ま
で
。

酒
食
も
宮
座
を
組
ん
で
の
限
ら
れ
た

メ
ン
バ
ー
で
の
式
三
献

し
き
さ
ん
こ
ん

（
酒
一
盃
と
肴
一
品

を
一
応
納
め
る
の
を
一
献
と
し
、
そ
れ
を
三
度
繰

り
返
し
て
供
す
る
。
俗
に
い
う
三
三
九
度
の
こ
と
）

や
、
神
饌
の
神
酒
を
下
ろ
し
て
行
な
う

直
会
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
す
。
儀
礼
的
な

酒
宴
、
つ
ま
り
礼
講
で
す
。

礼
講
が
あ
っ
て
の
無
礼
講
で
す
か
ら

ね
。
で
す
か
ら
直
会
に
も
、
礼
講
的
な

直
会
と
無
礼
講
的
な
直
会
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の

伝
統
文
化
は
、
お
し
な
べ
て
二
重
の
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
し
て

い
け
ば
、
見
え
に
く
か
っ
た
も
の
が
見

え
て
き
ま
す
。

芸
能
も
、
よ
り
神
事
的
に
霊
に
向
か

っ
て
い
る
芸
能
も
あ
れ
ば
、
娯
楽
的
に

人
に
向
か
っ
て
い
る
芸
能
も
あ
る
。

で
は
、
祀
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
神

は
ど
う
い
う
神
か
。
そ
れ
に
も
二
通
り

あ
る
。
一
つ
は
、
平
安
時
代
の
『
延
喜

え
ん
ぎ

式し
き

』
の
神
祇
式

じ
ん
ぎ
し
き

、
式
内
社

し
き
な
い
し
ゃ

の
神
名
帳

じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
うと

い
う
あ
た
り
で
、
神
様
の
鎮
座
ま
し
ま

す
所
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
日
本
の
神
様
全
体
の
こ
と

で
い
う
と
、
大
社
に
限
っ
た
こ
と
で
、

10
分
の
１
ぐ
ら
い
し
か
網
羅
さ
れ
て
い

な
い
の
で
す
。

神
祇
式

平
安
時
代
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
格
式
（
律
令
の
施
行

細
則
）、
つ
ま
り
古
代
法
典
で
あ
る
『
延
喜
式
』（
９

０
５
年
〈
延
喜
５
〉
藤
原
時
平
ほ
か
11
名
の
委
員
に

よ
っ
て
編
纂
開
始
、
９
２
７
年
（
延
長
５
）
撰
進
。

施
行
は
、
40
年
後
の
９
６
７
年
〈
康
保
４
〉）
全
50

巻
の
内
、
神
祇
官
関
係
の
式
で
あ
る
巻
１
〜
巻
10
の

こ
と
。

式
内
社

『
延
喜
式
』
の
中
の
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
た
神
社
の

こ
と
で
、
社
格
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

神
名
帳

『
延
喜
式
』
の
巻
９
と
巻
10
の
こ
と
。
当
時
官
社
と

さ
れ
て
い
た
全
国
の
神
社
の
一
覧
。

式
内
社
に
は
二
千
八
百
数
社
し
か
数

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
、
文
字
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
物
知

り
が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
書
い
て
い
く

の
で
複
雑
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
中
、
小
全
部
の
神
社
に
祭
神

が
定
ま
る
の
は
明
治
の
神
仏
判
然
令
以

降
の
こ
と
で
す
。
神
社
神
道
を
公
事
に

し
て
い
く
に
は
、
神
様
の
名
前
が
わ
か

ら
な
い
と
困
る
わ
け
で
す
か
ら
。

須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

、
大
国
主
命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
とな

ど
の
名
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前
の
通
っ
た
神
様
を
祀
っ
た
神
社
が
、

全
国
的
に
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
登
録

の
期
限
に
合
わ
せ
て
、
や
む
な
く
祭
神

を
設
け
た
か
ら
な
の
で
す
。

八
幡
様
な
ん
て
、
い
ま
だ
に
祭
神
の

正
体
が
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
本
来
、
八
幡

様
と
い
う
の
は
神
仏
が
合
体
し
て
の

〈
八
幡
大
菩
薩
〉
で
あ
っ
て
、
八
幡
様

の
正
体
が
神
功
皇
后
な
の
か
仲
哀
天
皇

な
の
か
、
は
た
ま
た
玉
依
姫

た
ま
よ
り
ひ
め

な
の
か
、

ほ
と
ん
ど
誰
も
ご
存
知
な
い
。
残
念
な

が
ら
、
明
治
政
府
を
リ
ー
ド
し
た
人
た

ち
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
関
す
る
素
養

が
ま
っ
た
く
な
い
人
た
ち
だ
っ
た
、
と

い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
近
代
国
家
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
国
の
宗
教
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か

ら
、
神
仏
習
合
の
伝
統
的
な
信
仰
を
無

視
し
て
、
神
道
の
国
教
化
を
図
っ
た
の

で
す
か
ら
。

だ
か
ら
祭
り
の
祭
式
も
神
饌
も
、
す

べ
て
伊
勢
に
な
ら
う
形
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
旧
勢
力
と
な
っ
た
出
雲
と
宇
佐
が

独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

全
国
的
に
は
、
二
拍
手
一
拝
と
い
う
伊

勢
式
の
作
法
が
正
当
化
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
出
雲
に
行
き
ま
す
と
四
礼
四
拍
手

二
拝
で
す
。
宇
佐
に
行
き
ま
す
と
、
二

礼
四
拍
手
一
拝
で
す
。
元
の
形
を
守
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
戦
争
に
な

ら
な
い
の
が
、
日
本
の
良
い
と
こ
ろ
で

す
ね
。
こ
の
こ
と
は
、
評
価
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
の
神
・
仏
観
念

日
本
の
神
観
念
は
、
基
本
的
に
は
祖

霊
信
仰
と
自
然
信
仰
。
仏
観
念
も
同
じ
。

神
道
と
仏
教
が
習
合
で
き
た
の
も
、
こ

の
二
つ
を
柱
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

祖
霊
信
仰
と
い
う
の
は
、
稲
作
定
住

と
い
う
歴
史
が
背
景
に
あ
る
。
定
住
し

て
い
る
か
ら
、
何
世
代
も
前
の
ご
先
祖

様
の
命
日
が
決
ま
っ
て
、
墓
参
り
、
法

要
と
い
う
の
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
点
々
と
移
動
す
る
の
で
は
、

あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
で
稲
作
定
住
の
歴
史
を
１
０

０
０
年
以
上
持
っ
て
い
る
所
に
は
、
か

な
り
共
通
し
て
い
る
風
習
で
す
。

祖
霊
と
い
う
意
識
は
、
仏
教
伝
来
以

前
か
ら
日
本
人
の
中
に
あ
っ
た
の
で
す
。

山
の
頂
上
に
霊
が
棲
む
と
し
た
。
自
然

神
も
山
に
い
る
。
も
ち
ろ
ん
海
も
無
視

は
で
き
ま
せ
ん
。
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ

イ
も
あ
り
ま
す
か
ら
。
し
か
し
、
割
合

に
す
る
と
圧
倒
的
に
山
を
精
霊
の
霊
場

と
し
た
。

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
　
沖
縄
や
鹿
児
島
・
奄
美
群
島
に
伝

わ
る
他
界
概
念
で
、
東
（
か
つ
て
は
辰
巳
の
方
角
と

い
わ
れ
た
の
で
、
南
東
）
の
海
の
彼
方
、
ま
た
は
海

の
底
、
地
の
底
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

５
万
分
の
１
の
地
図
を
見
る
と
、
生

活
圏
に
幾
つ
か
、
必
ず
神
様
、
仏
様
の

山
が
あ
る
。
御
山
、
御
嶽
、
御
岳
、
明

神
岳
、
釈
迦
ケ
岳
、
不
動
岳
な
ど
。
海

に
張
り
出
し
た
所
を
ミ
サ
キ
と
い
う
の

も
、
同
様
の
意
味
で
す
。
御
崎
。
こ
う

し
て
見
て
み
る
と
、
日
本
中
に
神
様
、

仏
様
の
山
が
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
も
山
容
が
優
れ
て
い
る
山
に
は
、

富
士
山
と
か
白
山
と
か
剣
山
と
い
う
名

前
を
つ
け
る
。

で
す
か
ら
神
様
を
祀
る
最
も
古
い
形

が
、
山
に
登
る
こ
と
。
そ
れ
が
定
住
社

会
に
な
っ
て
少
し
山
か
ら
離
れ
て
い
く

と
、
山
に
い
ち
い
ち
登
れ
な
く
な
る
。

そ
れ
で
山
の
懐
に
お
寺
や
お
宮
を
つ
く

っ
て
、
山
の
上
は
本
山

も
と
や
ま

と
か
、
奥
の
院

と
か
言
い
だ
す
。
そ
れ
で
山
を
遥
拝
す

る
形
式
に
な
る
。
さ
ら
に
平
場
に
人
が

住
む
よ
う
に
な
る
と
、
神
社
や
寺
も
平

場
に
出
る
よ
う
に
な
る
け
れ
ど
、
お
寺

に
は
山
号
を
残
し
て
い
る
。
浅
草
の
浅

草
寺
の
山
号
は
、
金
龍
山
。
み
ん
な
、

自
分
の
旦
那
寺
の
名
前
は
言
え
る
け
れ

ど
、
山
号
を
忘
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ

に
山
門
も
あ
る
。

神
社
は
、
い
く
ら
平
場
で
新
し
く
つ

く
っ
た
も
の
で
も
、
鎮
守
の
森
を
つ
く

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
平
地
に
あ
っ
て
も
山
に
あ
っ
た

と
き
と
同
じ
よ
う
な
、
い
う
な
れ
ば
原

風
景
を
残
し
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
神
・
仏
は
変
幻
自
在

も
と
も
と
は
、
山
の
上
に
す
べ
て
の

霊
が
集す

だ

く
。
そ
し
て
必
要
な
と
き
に
里

に
下
り
て
く
る
。
里
に
下
り
て
も
ら
え

る
か
ら
、
周
期
的
に
祭
り
が
で
き
る
ん

で
す
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
の
感
覚
だ
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
宗
教
観
と

い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
に
都
合

よ
く
で
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。
私
は
こ

れ
を
ア
メ
ー
バ
原
理
と
呼
ん
で
い
る
ん

だ
け
れ
ど
、
神
様
、
仏
様
は
在
所
を
固

定
し
な
い
。
必
要
な
時
に
、
必
要
な
所

に
、
フ
ー
っ
と
伸
び
て
い
く
。
変
幻
自

在
。
こ
れ
は
ま
だ
本
に
書
い
て
い
な
い

け
れ
ど
、
や
が
て
書
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。

だ
か
ら
10
月
を
神
無
月
と
い
う
。
神

様
が
出
雲
の
サ
ミ
ッ
ト
に
行
っ
て
留
守

な
の
に
、
な
ん
で
こ
こ
で
祭
り
が
で
き

る
ん
だ
、
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と
を
言
う

の
は
、
そ
の
原
理
を
知
ら
な
い
か
ら
で

す
。
唯
一
絶
対
神
と
し
て
の
神
観
念
で

も
の
を
考
え
る
と
、
そ
う
い
う
疑
問
が

生
じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ア
メ
ー
バ

原
理
で
考
え
れ
ば
、
出
雲
の
サ
ミ
ッ
ト

に
行
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
ー
バ
で
ぐ

う
っ
と
伸
び
て
い
る
先
っ
ぽ
の
部
分
だ

け
。
い
う
な
れ
ば
、
外
務
大
臣
だ
け
が

出
張
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
ほ
か
の
大

臣
は
常
駐
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
の

で
す
。

だ
か
ら
平
場
に
出
て
き
て
い
て
も
、

山
の
上
に
は
も
と
も
と
の
神
様
の
一
部

が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
拝
み
た
い
人

は
、
山
ま
で
登
っ
て
い
け
ば
い
い
。
そ

れ
が
奥
の
院
で
す
。
便
利
な
こ
と
に
山

の
入
口
に
も
神
仏
は
い
る
し
、
法
要
を

や
る
と
き
に
は
町
中
の
寺
に
も
移
っ
て

き
て
も
ら
え
る
し
、
家
に
招
く
こ
と
も
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で
き
る
。

法
要
と
い
う
の
が
、
こ
こ
ま
で
制
度

化
し
た
の
も
日
本
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

韓
国
、
中
国
、
小
乗
仏
教
で
す
が
タ
イ

な
ど
に
は
、
法
要
と
い
う
制
度
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
明
治
以
降
の
お
寺
さ

ん
が
、
自
立
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か

ら
、
営
業
化
し
て
強
化
さ
れ
も
し
た
制

度
で
す
。

宗
派
に
よ
っ
て
違
う
け
れ
ど
、
三
十

三
回
忌
で
〈
弔

と
む
ら
いい

上
げ
〉
と
す
る
。
そ

う
す
る
と
、
先
祖
霊
は
山
か
ら
あ
っ
ち

の
世
界
に
行
く
と
考
え
る
。
極
楽
へ
。

そ
う
す
る
と
、
総
体
と
し
て
の
ご
先
祖

様
に
な
る
。
山
の
上
に
い
る
か
ら
、

個
々
に
簡
単
に
下
り
て
く
る
ん
で
す
。

そ
の
間
に
名
無
し
の
権
兵
衛
じ
ゃ
可
哀

想
だ
か
ら
、
中
間
社
会
に
い
る
間
は
戒

名
と
か
法
名
を
使
う
。
三
十
三
回
忌
と

い
う
の
は
、
そ
の
故
人
を
知
っ
て
い
る

人
間
が
供
養
で
き
る
一
般
的
な
限
度
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
か
ら
先
は
各
家
の
ご
先
祖
様
で

は
な
く
、
集
団
社
会
総
体
の
ご
先
祖
様

に
な
る
。
こ
れ
を
祀
る
の
が
氏
神
と
な

る
。
氏
神
信
仰
。
総
祖
霊
、
不
特
定
多

数
の
匿
名
化
さ
れ
た
祖
霊
。
こ
の
辺
が
、

仏
教
と
神
道
が
仲
良
く
や
っ
て
こ
ら
れ

た
秘
訣
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
両
方
と

も
、
祖
霊
信
仰
が
中
心
な
の
で
す
。

人
間
の
都
合
で
、
こ
こ
ま
で
つ
く
り

上
げ
て
い
っ
た
日
本
人
の
神
観
念
、
仏

観
念
は
本
当
に
す
ご
い
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。

祖
霊
信
仰
と
と
も
に
自
然
信
仰
も
根

強
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
世
界
で
い
う

と
こ
ろ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
。
そ
れ
は
、
未

開
社
会
で
顕
著
な
信
仰
形
態
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
日
本
で
は
い
ま
だ
に
し
っ

か
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
の
自
然
信
仰
は
、
端
的
に
言
っ

て
し
ま
え
ば
、
始
め
に
山
の
神
あ
り
き
。

さ
ま
ざ
ま
な
霊
を
所
轄
す
る
、
受
け
入

れ
る
の
が
山
の
神
だ
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
山
の
神
は
、
最
古
代
に
お
い

て
は
唯
一
万
能
神
に
近
か
っ
た
。
正
月

の
神
様
〈
歳
神
様
〉
は
、
あ
る
時
期
だ

け
山
の
神
が
里
へ
下
り
て
き
て
、
歳
神

様
の
機
能
を
各
家
に
分
配
し
て
果
た
し

た
。
田
植
え
が
始
ま
る
と
、
田
の
神
様

に
変
身
す
る
。
ま
た
、
八
朔
を
過
ぎ
て
、

雨
や
日
照
り
の
心
配
が
な
く
な
る
と
、

も
う
田
を
守
護
す
る
必
要
が
な
い
と
山

に
帰
る
。
四
季
折
々
の
自
然
循
環
と
同

じ
よ
う
に
、
神
様
が
一
年
を
通
じ
て
循

環
し
て
い
る
構
図
だ
っ
た
。

北
関
東
の
童
歌

わ
ら
べ
う
た

の
中
に
も
そ
の
構
図

が
残
っ
て
い
ま
す
。

正
月
様
ご
ざ
っ
た

ど
こ
か
ら
ご
ざ
っ
た

山
か
ら
ご
ざ
っ
た

ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と

楪
ゆ
ず
り
はに

乗
っ
て

山
か
ら
ご
ざ
っ
た

山
の
常
緑
の
木
と
い
う
の
が
、
山
か

ら
下
り
る
神
様
の
乗
り
も
の
に
な
っ
た
。

正
月
に
一
般
的
に
は
門
松
を
立
て
ま
す

が
、
こ
れ
も
松
枝
を
依
代

よ
り
し
ろ

と
し
て
山
か

ら
下
り
て
き
た
証
し
。
あ
れ
は
、
い
う

な
れ
ば
歳
神
様
が
乗
っ
て
き
た
ハ
イ
ヤ

ー
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
家
の
中
ま
で

入
れ
な
い
。
か
と
い
っ
て
放
り
投
げ
て

お
く
の
は
失
礼
だ
か
ら
、
入
口
に
立
て

て
お
く
。
だ
か
ら
、
あ
の
形
式
を
と
や

か
く
言
う
意
味
は
な
い
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
鳶
職

と
び
し
�
く

が
造
形
的

に
つ
く
っ
て
商
う
よ
う
に
な
る
か
ら
、

松
竹
梅
を
あ
し
ら
っ
た
り
、
和
紙
を
飾

っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

本
来
的
な
意
味
か
ら
い
う
と
、
松
が
１

本
あ
れ
ば
結
構
な
ん
で
す
。
楪
を
注し

連め

縄な
わ

に
取
り
つ
け
る
の
で
も
い
い
。

そ
れ
か
ら
中
国
山
地
で
は
、
か
な
り

広
い
範
囲
で
、
諺

こ
と
わ
ざが

伝
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。正

月
く
れ
ば
　
歳
徳
さ
ん

節
分
過
ぎ
れ
ば
　
田
の
神
さ
ん

八
朔
過
ぎ
れ
ば
　
山
の
神

山
の
神
が
原
始
万
能
神
だ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
す
。

龍
神
、
水
神
と
い
っ
た
水
の
神
も
山

の
神
で
す
。
水
を
配
る
の
は
、
水
分
神

み
く
ま
り
の
か
み

。

特
に
奈
良
盆
地
に
は
た
く
さ
ん
祀
っ
て

あ
り
ま
す
。
水
が
分
水
嶺
か
ら
川
を
流

れ
て
、
地
下
を
く
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
は
、

昔
の
人
だ
っ
て
当
然
知
っ
て
い
る
自
然

の
原
理
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
水
が
涸

れ
た
ら
、
雨
乞
い
は
山
に
上
が
っ
て
す

る
わ
け
で
す
。
山
の
神
を
直
接
祀
る
か

ら
山
に
登
る
の
で
あ
っ
て
、「
あ
れ
は

天
に
近
い
か
ら
」
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と

を
言
っ
ち
ゃ
あ
い
け
ま
せ
ん
。

海
上
の
神
も
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
け

れ
ど
、
日
本
で
は
な
ん
と
い
っ
て
も
山

の
神
。
絶
対
神
で
は
な
い
け
れ
ど
、
万

能
神
な
の
で
す
。

そ
う
や
っ
て
循
環
し
て
く
れ
る
山
の

神
な
ん
だ
け
れ
ど
、
ア
メ
ー
バ
の
一
端

が
山
に
帰
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す

よ
。
居
心
地
が
良
い
か
ら
、
家
の
中
に

居
着
い
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
我

が
家
の
〈
山
の
神
〉
と
い
う
。

怒
ら
す
と
怖
い
よ
。

ま
あ
、
こ
れ
は
冗
談
で
は
な
く
、
主

婦
の
こ
と
を
な
ん
で
山
の
神
と
い
う
か

と
い
う
と
、
男
と
女
と
ど
っ
ち
が
大
事

か
と
い
う
と
、
女
の
ほ
う
だ
と
い
う
こ

と
。
子
供
を
産
む
、
と
い
う
こ
と
だ
け

で
も
大
変
な
こ
と
。
だ
か
ら
戦
争
が
激

し
く
な
る
と
、
女
性
は
自
然
と
保
護
さ

れ
る
。
牛
で
い
っ
た
っ
て
、
10
頭
の
雌

に
２
、
３
頭
の
雄
が
い
れ
ば
、
子
孫
を

保
つ
こ
と
の
用
が
足
り
る
。
逆
は
あ
り

得
な
い
か
ら
。
だ
か
ら
、
原
始
女
性
は

太
陽
で
あ
っ
た
、
と
平
塚
雷
鳥
も
言
っ

た
ん
で
す
。

亭
主
元
気
で
留
守
が
い
い
、
と
も
言

い
ま
す
。
そ
し
て
、
主
婦
は
家
の
中
で

し
っ
か
り
根
を
下
ろ
す
。
だ
か
ら
、
奥

さ
ん
の
こ
と
を
〈
大
黒
様
〉
と
も
い
う
。

家
の
大
黒
柱
は
女
性
と
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
〈
家
刀
自

い
え
と
じ

〉
と
も
い
う
。
ト

ジ
と
い
う
の
は
、
頭

か
し
ら

の
こ
と
で
す
。
字

は
違
い
ま
す
が
、
酒
蔵
の
仕
込
み
の
頭

9 生活行事のすべてが祭り

長野県・南信濃地域の遠山郷霜月祭りは、集落ごとに少しずつ異なる作法で行なわ
れる。この拾五社は、険しい山道を上った標高の高い土地にあるが、祭り当日は地
元民、観光客合わせて、大勢の人で大変な賑わいとなる。
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さ
す
が
に
一
国
主
義
と
い
う
か
、
日

本
人
は
一
言
語
で
一
民
族
、
と
い
う
人

は
い
な
く
な
り
ま
し
た
が
。
こ
う
い
う

歴
史
観
を
長
く
幻
想
と
し
て
抱
い
て
き

た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
日
本
人
は
日

本
人
は
、
と
一
元
化
し
て
言
う
風
潮
が

つ
い
最
近
ま
で
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
研
究
し
て
い
る
人
が
、
生
活

体
験
者
で
な
い
人
が
多
い
の
も
問
題
で

し
た
。
生
活
体
験
者
な
ら
、
こ
う
い
う

結
論
に
は
結
び
つ
け
な
か
っ
た
、
と
い

う
よ
う
な
歴
史
観
や
民
俗
観
が
生
じ
た

の
で
す
。

日
本
列
島
は
南
北
に
３
０
０
０
㎞
。

中
国
や
ア
メ
リ
カ
の
南
北
に
ほ
ぼ
匹
敵

す
る
距
離
で
す
。
自
然
信
仰
を
考
え
た

ら
、
そ
の
広
い
範
囲
で
、
み
ん
な
同
じ

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
が
統
一
さ

れ
て
、
い
か
に
も
一
つ
と
な
っ
た
よ
う

に
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
か
。
神
社
神
道

の
大
き
な
祭
具
で
あ
る
榊

さ
か
き

は
、
東
日
本

に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
東
京
で
売
っ
て

い
る
の
は
ヒ
サ
カ
キ
と
い
っ
て
、
サ
カ

キ
も
ど
き
。
葉
が
小
さ
く
て
端
に
ギ
ザ

ギ
ザ
が
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
、
江
戸
時

代
以
前
で
江
戸
で
榊
を
祀
っ
て
い
る
か

ど
う
か
の
疑
問
を
持
っ
て
い
い
ん
で
す

よ
。特

に
自
然
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
来
、

土
地
土
地
で
さ
ま
ざ
ま
。
そ
の
多
様
性

こ
そ
が
日
本
の
土
着
性
で
あ
り
、
民
俗

文
化
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

中
で
、
ほ
ぼ
ど
こ
で
も
望
め
る
高
山
が

信
仰
の
対
象
と
な
り
、
広
く
共
有
さ
れ

て
き
た
、
と
い
う
の
が
妥
当
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

シ
ャ
ー
マ
ン
の
役
割

祭
り
が
定
例
化
す
る
以
前
の
古
い
時

代
に
は
、
非
日
常
的
な
出
来
事
に
は
シ

ャ
ー
マ
ン
（
呪
術
師
）
が
対
応
し
ま
し
た
。

日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
原
初

は
ど
こ
で
も
そ
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

祭
り
の
日
立
て
も
そ
の
人
が
行
な
い
ま

し
た
か
ら
、
銘
々
勝
手
に
行
な
う
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

に
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
ど
ん
な
に
神
が
か

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
が
喰
っ
て

い
け
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
は
占
わ
な

い
。シ

ャ
ー
マ
ン
は
世
襲
で
は
な
く
、
長

老
が
認
め
た
人
が
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

普
通
の
状
態
で
は
認
め
ら
れ
に
く
く
、

舌
を
切
っ
た
り
、
目
を
潰
さ
れ
た
り
し

ま
し
た
。
身
障
者
が
な
る
こ
と
も
多
か

っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
以
前
は
片
目
の

神
主
と
い
う
の
は
多
く
見
ら
れ
、
シ
ャ

ー
マ
ン
が
神
主
に
移
行
す
る
過
程
が
う

か
が
え
ま
す
。

日
本
で
は
、
古
代
は
女
性
が
な
っ
て

い
た
シ
ャ
ー
マ
ン
に
、
中
世
、
近
世
で

は
男
が
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と

普
通
の
形
で
は
み
ん
な
が
呪
術
性
を
認

め
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
早
い

話
が
焼
け
火
箸
を
目
に
突
っ
込
ん
で
修

行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
が
23
歳
か
ら
24
歳
の
こ
ろ
、
ヒ
マ

は
杜
氏
と
い
い
ま
す
ね
。

ア
メ
ー
バ
原
理
を
支
え
た
の
は

日
本
で
神
仏
の
ア
メ
ー
バ
原
理
が
発

達
し
た
の
は
、
喰
う
こ
と
に
さ
ほ
ど
困

ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
２
７
０
年
間

も
鎖
国
を
続
け
て
、
安
穏
と
暮
ら
し
て

い
か
れ
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
ほ
か

の
国
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
島
国
だ
か

ら
侵
略
が
難
し
か
っ
た
、
と
い
う
立
地

的
な
原
因
も
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
列
島

の
中
で
自
立
し
て
自
給
し
て
喰
っ
て
い

け
た
ん
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
大
飢
饉
の
と
き
に
娘
を

身
売
り
し
た
と
か
例
外
的
な
こ
と
は
あ

る
け
れ
ど
、
今
ま
で
の
歴
史
検
証
と
い

う
の
は
、
東
北
は
毎
年
そ
う
だ
っ
た
み

た
い
に
い
う
け
れ
ど
、
そ
ん
な
は
ず
は

な
い
。

こ
れ
は
、
戦
後
の
歴
史
学
者
が
文
献

主
義
に
偏
り
過
ぎ
た
こ
と
に
因
る
こ
と

で
、
歴
史
観
を
偏
狭
な
も
の
に
し
た
。

文
献
も
大
事
な
ん
で
す
が
、
普
通
の
こ

と
は
書
か
な
い
。
特
別
な
こ
と
、
異
常

な
こ
と
し
か
書
か
な
い
の
で
す
か
ら
。

銘
々
の
日
記
だ
っ
て
、
下
痢
を
し
た
こ

と
は
書
い
て
も
、
通
便
が
良
か
っ
た
こ

と
は
書
か
な
い
で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
あ
、

一
生
下
痢
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。
だ
か

ら
、
絵
図
を
挟
む
と
か
、
庶
民
が
書
い

た
カ
ナ
釘
流
の
道
中
記
な
ん
か
も
資
料

と
し
て
併
せ
て
読
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

右：遠山郷霜月祭り／拾五社での直
会の様子。
左：天神祭／神域と現世を隔てる結
界の役割を担う注連縄。普通の注連
縄の前に、紙垂（しで）が下げられ
たアーチ状の注連縄が立てられ、両
脇に笹竹が据えられている。
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１
９
２
９
年
に
「
春
の
海
」
を
発
表
。
フ
ラ
ン
ス
人

女
流
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
　
ル
ネ
・
シ
ュ
メ
ー
と
競
演

し
、
世
界
的
な
評
価
を
得
た
。

さ
っ
き
の
歌
垣
に
お
け
る
男
女
の
こ

と
に
し
て
も
、
身
体
の
不
自
由
な
方
の

こ
と
に
し
て
も
、
今
の
価
値
観
と
は
違

う
許
容
社
会
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

歴
史
は
簡
単
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の

で
す
。

時
間
、
空
間
、
人
間
の
三
つ
の
要
素

が
循
環
し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
で
は
天
地

人
な
ん
て
や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
今
、

天
地
人
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
、

と
ま
で
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
崩
れ
や

す
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

観
光
化
す
る
祭
り

交
通
手
段
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
祭

り
が
観
光
行
事
と
し
て
人
を
集
め
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
他
所
の
祭
り
を
わ
ざ
わ
ざ
見
に
行

く
と
い
う
の
は
、
鉄
道
や
自
動
車
が
発

達
し
て
以
降
の
こ
と
で
す
。
ご
く
ご
く

最
近
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
の
先
駆
け
が
京
都
の
祇
園
祭
り

で
し
ょ
う
ね
。
祇
園
祭
り
は
昭
和
40
年

代
（
１
９
６
５
年
〜
）
か
ら
、
山
鉾
を
曳
く

の
に
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
い
ま
し
た

か
ら
ね
。
東
京
の
三
つ
の
祭
り
の
神
輿

か
き
も
、
連
に
任
せ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
祭
り
の
一
部
を
請
け
負
い
に
出

し
た
と
こ
ろ
で
、
一
番
最
近
起
き
た
大

き
な
変
容
が
あ
る
。
か
つ
て
は
自
分
た

ち
で
汗
水
流
し
て
何
ら
か
の
役
を
こ
な

し
て
い
た
も
の
が
、
見
物
人
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。

東
京
の
三
つ
の
祭
り
　
神
田
明
神
・
神
田
祭
り
／
赤

坂
日
枝
神
社
・
山
王
祭
り
／
浅
草
神
社
・
三
社
祭
り

し
か
し
、
表
向
き
に
他
所
の
人
を
雇

っ
て
や
る
よ
う
な
部
分
は
、
観
光
客
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
、
元
の

氏
子
組
織
に
よ
る
儀
礼
や
行
事
は
簡
単

に
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ

へ
の
参
加
は
一
般
人
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
、
そ
こ
の
部
分
に
古
く
か
ら
の
し

き
た
り
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん

で
す
よ
。

例
え
ば
祇
園
祭
り
だ
っ
て
、
町
内
の

神
酒
所
と
か
、
稚
児
を
出
し
た
家
で
の

行
事
と
か
は
、
昔
の
よ
う
に
や
っ
て
い

る
し
、
部
外
者
が
入
っ
て
行
っ
て
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
祭
り
が
観

光
化
し
て
巨
大
化
す
る
と
、
か
え
っ
て

そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
見
せ
な
い
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
は
、
中
核
に
い
る
人
た
ち

の
、
あ
る
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
が
見

え
に
く
い
か
ら
、
表
の
大
き
く
変
わ
っ

た
と
こ
ろ
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
わ
け

で
す
が
。

伊
勢
神
宮
だ
っ
て
、
式
年
遷
宮
は
い

く
ぶ
ん
か
観
光
化
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

お
木
曳
行
事
は
、
宮
川
渡
会
橋
か
ら
外

宮
ま
で
の
約
１
㎞
の
道
の
り
を
曳
く
も

の
。
も
と
は
伊
勢
の
旧
領
民
だ
け
が
参

加
で
き
る
行
事
だ
っ
た
の
で
す
が
、
１

ラ
ヤ
を
歩
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
各
地

で
シ
ャ
ー
マ
ン
が
焼
き
ご
て
を
足
裏
や

手
の
甲
に
押
し
つ
け
て
、
失
神
し
た
振

り
を
し
て
占
う
、
と
い
う
こ
と
を
何
回

も
見
ま
し
た
。
日
本
で
も
山
伏
が
火
渡

り
を
す
る
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
、
そ
う

で
す
よ
。
見
て
い
る
人
が
「
す
げ
え
な

あ
」
と
感
心
す
る
よ
う
で
な
い
と
シ
ャ

ー
マ
ン
と
し
て
通
用
し
な
い
。

ま
あ
、
近
世
、
あ
る
い
は
近
代
以
降

は
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
神
主
や
僧
侶

が
務
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

韓
国
に
は
、
今
で
も
家
を
建
て
る
と

き
な
ど
に
家
相
を
見
て
も
ら
っ
て
祓は

ら

い

を
し
て
も
ら
う
〈
ム
ー
ダ
ン
〉
と
い
う

シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
て
、
在
日
韓
国
人
の

人
で
も
１
０
０
万
円
ぐ
ら
い
平
気
で
出

し
て
い
ま
す
。〈
ム
ー
ダ
ン
〉
の
基
本

的
な
条
件
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
の
が

標
準
化
し
て
い
ま
す
。

私
が
考
え
る
に
、
身
障
者
が
自
活
す

る
た
め
に
あ
る
分
野
の
職
業
を
空
け
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
瞽
女

ご
ぜ
　

と
か
宮
城
道
雄
さ

ん
の
よ
う
な
琴
の
師
匠
と
か
、
按
摩
と

か
、
目
の
不
自
由
な
人
が
就
き
や
す
い

職
業
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
う

い
う
こ
と
を
差
別
と
い
う
観
点
だ
け
で

は
な
く
、
社
会
福
祉
に
近
い
機
能
を
持

っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
見

直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

瞽
女
（
ご
ぜ
）
目
が
見
え
な
い
女
性
が
、
旅
回
り
を

し
な
が
ら
三
味
線
を
弾
き
歌
を
歌
っ
て
糧
を
得
る
。

宮
城
道
雄

１
８
９
４
〜
１
９
５
６
年
　
兵
庫
県
神

戸
市
生
ま
れ
の
作
曲
家
・
箏
曲
家
。
８
歳
で
失
明
。



９
７
３
年
（
昭
和
48
）
の
第
60
回
式
年
遷

宮
の
と
き
に
、
初
め
て
一
般
の
人
も

〈
一
日
神
領
民
〉
と
し
て
参
加
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
陸
曳
き
で
あ
っ
て
、

川
曳
き
は
絶
対
に
外
か
ら
の
人
間
は
入

れ
ま
せ
ん
。

村
の
脆
弱
化
と
祭
り

私
が
昭
和
40
年
代
に
歩
き
始
め
た
と

き
か
ら
比
べ
て
、
消
え
て
い
っ
た
り
消

え
よ
う
と
し
て
い
る
祭
り
は
、
や
は
り

村
の
祭
り
で
す
。
都
市
は
流
動
的
に
見

え
て
も
、
中
核
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず

維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
簡
単
に
は
消

え
ま
せ
ん
ね
。
な
ん
だ
か
ん
だ
い
っ
て

も
、
人
が
住
ん
で
い
ま
す
か
ら
。

村
の
問
題
は
、
こ
の
20
年
か
ら
30
年

に
起
き
た
顕
著
な
現
象
と
し
て
、
祭
り

の
と
き
に
子
供
を
帰
さ
な
く
な
っ
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
親
の
責

任
で
、
今
、
泣
い
て
も
遅
い
。
物
わ
か

り
の
い
い
親
を
演
じ
始
め
た
こ
と
が
原

因
で
す
。

息
子
が
都
会
の
学
校
に
行
き
た
い
と

言
え
ば
、
平
日
は
工
場
に
勤
め
て
夜
勤

を
や
っ
て
、
土
日
で
田
ん
ぼ
を
耕
し
て
、

親
は
フ
ル
回
転
で
働
き
な
が
ら
子
供
を

都
会
に
出
し
た
が
、
そ
の
子
供
を
時
々

に
で
も
帰
す
手
立
て
を
考
え
な
か
っ
た
。

そ
の
子
供
を
放
任
す
る
こ
と
が
、
物
わ

か
り
の
良
い
親
だ
、
と
勘
違
い
し
た
。

そ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
、
今
、
も
ろ
に
出
て

い
ま
す
。

祭
り
の
こ
と
で
い
う
と
、
20
年
前
に

は
頭
屋
に
当
た
っ
た
と
き
に
は
長
男
を

呼
び
返
し
た
も
の
で
す
よ
。
こ
ん
な
こ

と
は
数
年
に
一
度
し
か
な
い
ん
だ
し
、

一
年
も
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
か

ら
、
３
日
や
４
日
の
休
み
が
取
れ
な
い

は
ず
が
な
い
ん
で
す
。
所
に
よ
っ
て
は

次
男
、
三
男
も
帰
っ
て
く
る
。
長
男
は

妻
や
子
供
も
連
れ
て
帰
る
。
こ
れ
も
、

村
や
家
の
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
帰
っ
て
こ
な
く
て
い
い
よ
、

と
言
う
の
は
、
今
は
祭
り
も
省
略
化
さ

れ
て
い
る
し
、
賄
い
だ
っ
て
仕
出
し
を

頼
め
ば
済
む
。
お
金
さ
え
出
せ
ば
、
な

ん
と
か
で
き
る
。
だ
か
ら
老
夫
婦
と
近

い
所
に
い
る
親
戚
が
手
伝
う
。
頭
屋
組

と
い
っ
て
、
近
所
の
人
も
手
伝
っ
て
く

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
の
跡
取
り
が

い
な
い
祭
り
と
い
う
の
が
、
珍
し
く
な

く
な
っ
て
い
く
と
、
祭
り
の
伝
承
力
は

著
し
く
後
退
し
て
い
く
。
親
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
き
に
、
子
供
が
五
十
面

ご
じ
�
う
づ
ら

下

げ
て
帰
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
役

に
は
立
た
な
い
ん
で
す
。

こ
れ
は
日
本
の
地
方
を
脆
弱
に
し
て

い
る
一
つ
の
理
由
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、

政
治
の
責
任
も
あ
り
ま
す
が
、
物
わ
か

り
の
良
い
親
が
増
え
た
こ
と
が
、
地
方

の
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

葬
儀
も
、
そ
の
後
追
い
を
し
て
い
ま

す
。
町
村
合
併
に
よ
っ
て
葬
儀
場
が
使

え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
自
宅
で
葬

式
を
出
す
た
め
の
し
き
た
り
が
継
承
さ

れ
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
村
の
中
で
も
顔
を
合
わ
せ
る

機
会
が
ま
す
ま
す
な
く
な
る
。

私
は
、
帰
っ
て
い
ま
す
よ
。
都
会
か

ら
帰
っ
て
く
る
人
間
が
十
何
軒
の
集
落

に
３
人
い
れ
ば
、
何
と
か
祭
り
も
維
持

で
き
る
と
思
い
ま
す
が
。
常
駐
す
る
ま

で
の
必
要
は
な
く
、
時
々
で
よ
い
の
で

す
。島

の
祭
り
は
、
昔
か
ら
帰
る
こ
と
を

義
務
づ
け
た
所
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

残
っ
て
い
る
ん
で
す
。

い
っ
た
ん
崩
し
た
も
の
は
も
う
簡
単

に
は
取
り
戻
せ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
と
こ

ろ
で
の
村
お
こ
し
は
幻
想
に
し
か
過
ぎ

な
い
。
も
っ
と
早
く
手
を
打
つ
べ
き
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。

先
日
私
は
、
神
戸
の
灘
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。
震
災
で
あ
れ
だ
け
の
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
不
景
気

で
随
分
落
ち
込
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
で
も
あ
れ
だ
け
の
酒
蔵
が
維
持
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
は
感
心
す
る
。
や
は

り
、
酒
蔵
の
旦
那
衆
に
は
見
識
が
あ
っ

た
。
そ
の
一
番
の
功
績
は
、
１
９
５
１

年
（
昭
和
26
）
に
甲
南
大
学
を
つ
く
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
、
後
継
者

が
東
京
の
大
学
に
行
っ
て
、
東
京
付
き

に
な
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
ら
困
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
慶
応
大
学
に
匹

敵
す
る
大
学
を
つ
く
ろ
う
、
と
い
っ
て
、

み
ん
な
で
資
金
を
調
達
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
と
こ
ろ
で
は
、
商
業
的

な
才
覚
と
い
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、

灘
で
は
底
力
を
感
じ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
人
口
が
集
積
し
て
い
な

い
村
に
同
じ
こ
と
を
し
ろ
、
と
い
う
の

は
無
理
で
し
ょ
う
が
、
人
口
の
流
出
を

未
然
に
防
い
だ
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

は
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

沖
縄
が
元
気
な
こ
と
の
一
つ
の
要
因

も
、
人
口
の
流
出
を
あ
の
手
こ
の
手
で

防
い
だ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
手
だ
て
の
一
つ
が
、
中
央
に
出

て
実
績
を
残
し
た
人
を
野
球
の
監
督
と

し
て
呼
び
戻
す
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
本
土
へ
の
練
習
試
合
に
生
徒
を
派

遣
し
、
そ
の
旅
費
は
す
べ
て
後
援
会
が

持
つ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
離

島
の
八
重
山
高
校
だ
っ
て
、
甲
子
園
に

出
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
沖
縄

復
帰
直
後
は
、
特
別
枠
で
出
場
し
て
負

け
て
い
た
ん
で
す
か
ら
、
大
変
な
進
歩

で
す
。
そ
れ
が
、
相
乗
効
果
と
し
て
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
高
め
て
い
る
。

子
供
や
人
材
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し

て
外
に
出
た
人
間
を
郷
友
会
で
つ
な
ぎ

ま
し
た
。
私
も
二
度
ほ
ど
参
加
し
ま
し

た
が
、
久
米
島
郷
友
会
な
ん
て
、
そ
の

と
き
は
東
京
・
小
金
井
公
会
堂
を
借
り

て
盛
大
に
お
祭
り
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
得
た
お
金
も
久
米
島
に
還
元
さ

れ
る
ん
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
も
稀
な
例
だ
け
れ
ど
、

存
在
す
る
。
沖
縄
の
場
合
は
、
一
例
と

し
て
野
球
で
の
活
性
化
が
作
用
し
た
わ

け
で
す
。

都
会
に
出
て
稼
い
で
い
る
人
を
ど
う

や
っ
て
戻
す
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

知
恵
が
な
き
ゃ
金
を
出
せ
、
金
が
な
き
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ゃ
帰
っ
て
働
け
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。

国
土
交
通
省
が
提
案
し
た
二
地
域
居
住

の
制
度
な
ど
、
も
っ
と
利
用
さ
れ
る
と

よ
か
っ
た
。
年
間
１
０
０
日
ぐ
ら
い
、

都
会
で
残
っ
た
労
働
力
を
帰
し
て
い
く
。

地
元
は
旅
費
と
宿
泊
、
食
費
を
保
証
す

る
。
賃
金
は
出
来
高
制
、
と
い
う
こ
と

に
す
れ
ば
必
要
な
人
材
は
確
保
で
き
る
。

そ
れ
に
は
、
ま
ず
地
域
の
出
身
者
を
第

一
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
、
親

が
生
き
て
い
る
間
は
帰
れ
る
。
親
が
死

ん
で
か
ら
は
帰
り
に
く
い
で
し
ょ
う
か

ら
。ま

だ
間
に
合
う
所
な
ら
、
親
の
生
き

て
い
る
う
ち
に
、
ま
ず
は
祭
り
に
帰
郷

し
て
も
ら
う
こ
と
を
是
非
検
討
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

穢
れ
に
対
す
る
未
然
の
手
当
て

そ
も
そ
も
祭
り
を
す
る
の
は
、
な
ぜ

で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
周
期
的
に
祭
り

を
行
な
い
、
年
中
行
事
化
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
私
は
、
考
え
を
整
理
す
る

た
め
の
図
式
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

祭
り
を
す
る
の
は
、
集
団
社
会
の
穢

れ
を
癒
す
た
め
。「
気
」
が
「
枯
れ
て

い
く
」
こ
と
に
対
す
る
未
然
の
手
当
て

と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
き
ま
す
。

祭
り
を
テ
ー
マ
に
す
る
か
ら
と
い
っ

て
祭
り
だ
け
で
考
え
た
ら
い
け
な
い
の

で
あ
っ
て
、「
旅
」
と
い
う
の
も
こ
れ

に
当
て
は
め
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
、
一

層
、
明
確
に
な
り
ま
す
。
よ
く
言
う
よ

う
に
、
日
常
（
ケ=

気
）
か
ら
の
一
時

的
な
脱
出
と
い
う
の
は
、
充
分
に
説
明

材
料
に
な
る
で
し
ょ
う
。

旅
は
祭
り
で
は
な
い
け
れ
ど
、
祭
り

に
準
ず
る
穢
れ
落
と
し
に
は
な
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
旅
は
祭
り
の
構
成
員
と

一
緒
で
は
な
い
。
も
う
少
し
、
任
意
性

が
強
い
。
有
志
集
団
が
主
体
と
な
る
の

だ
し
、
個
々
に
も
ば
ら
け
る
。
そ
の
違

い
が
あ
る
。

集
団
社
会
が
全
体
的
に
疲
れ
て
き
た

と
き
に
、
つ
ま
り
穢
れ
（
気
枯
れ
）
た

と
き
に
祭
り
を
す
る
。
今
は
、
疲
れ
た

と
き
に
は
銘
々
で
医
者
に
行
く
。
医
療

が
不
足
の
時
代
と
い
う
の
は
、
食
養
生

と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
っ
た
。

か
と
い
っ
て
、
毎
日
、
銘
々
が
食
養
生

し
ろ
っ
て
い
っ
た
っ
て
、
と
て
も
で
き

ま
せ
ん
か
ら
。
今
だ
っ
て
、「
メ
タ
ボ

だ
か
ら
食
養
生
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ

て
、
自
分
で
で
き
る
人
は
少
な
い
で
す

よ
ね
。
そ
れ
が
集
団
社
会
で
だ
っ
た
ら
、

で
き
る
ん
で
す
よ
。
何
日
間
か
い
っ
せ

い
に
仕
事
を
休
ん
で
、
共
同
の
目
的
の

も
と
に
役
割
分
担
を
し
て
、
酒
と
ご
馳

走
を
食
す
る
。
今
は
集
団
社
会
の
ル
ー

ル
と
い
う
の
が
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
か
つ
て
は
生
き
る
た
め
に
は
、

集
団
社
会
の
力
と
い
う
の
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。

家
を
建
て
る
に
し
て
も
、
村
に
は
建

築
会
社
な
ん
て
な
い
で
す
か
ら
、
大
工

の
棟
梁
の
も
と
に
集
団
社
会
に
頼
る
し

か
な
か
っ
た
ん
で
す
。

我
々
は
集
団
社
会
の
拘
束
と
い
う
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
ば
か
り
を
い
っ
た
け

れ
ど
、
共
働
、
扶
助
と
い
う
こ
と
で
考

え
る
と
、
集
団
社
会
と
い
う
の
は
非
常

に
ま
と
ま
り
が
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
仕
事
、
同
じ
よ
う
な
考

え
方
を
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
穢
れ

が
溜
ま
る
時
期
も
ほ
ぼ
量
れ
る
。
そ
れ

で
「
祭
り
を
し
よ
う
か
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
、
来
年
も
、
再
来
年
も
、
と

定
期
的
に
な
る
わ
け
で
す
。

忙
し
い
と
き
に
、
祭
り
は
や
り
ま
せ

ん
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
の
日
程
を
組
む
と

き
に
、
構
成
員
の
す
べ
て
が
忙
し
さ
か

ら
解
放
さ
れ
る
時
期
を
見
計
ら
っ
て
い

る
は
ず
で
す
。
も
し
く
は
、
忙
し
く
な

る
前
。
そ
の
象
徴
的
な
時
期
が
春
祭
り
、

秋
祭
り
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
漁
村
社
会
の
祭
り
を
見
れ
ば
、

一
層
、
明
白
で
す
。
公
事
化
し
た
神
道

が
入
り
、
カ
レ
ン
ダ
ー
通
り
に
行
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
定
例
化
し

ま
し
た
が
、
も
と
は
流
動
的
だ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
太
陰
暦
の
月
齢
に
従
っ
て
い

た
か
ら
で
す
。
月
夜
の
晩
に
集
ま
っ
て

く
る
魚
も
い
れ
ば
、
逆
に
月
の
な
い
晩

に
集
ま
っ
て
く
る
魚
も
い
て
、
魚
種
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
。
そ
れ
な
の
に
、
捕

れ
る
は
ず
の
魚
が
ま
っ
た
く
捕
れ
な
い

と
き
も
あ
る
。
不
漁
が
続
け
ば
、
験げ

ん

直

し
の
祭
り
を
し
よ
う
か
と
な
る
。
本
来
、

そ
の
種
の
祭
り
は
、
定
期
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

日
常
の
ケ
（
気
）
が
枯
れ
そ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
穢
れ（
気
枯
れ
）
て
く
る
。
そ
れ
を

防
ぐ
た
め
に
ハ
レ
（
晴
）
の
行
事
と
し
て

祭
り
を
行
な
う
。
人
間
同
士
の
申
し
合

わ
せ
で
は
、
時
々
の
都
合
を
言
う
人
も

あ
る
か
ら
、
神
様
、
仏
様
、
ご
先
祖
様

を
冠
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
い

っ
せ
い
に
休
ん
で
共
同
で
飲
食
に
興
じ

る
。
気
晴
ら
し
を
共
同
で
行
な
う
こ
と

で
、
気
が
元
に
戻
る
。
元
気
と
な
る
。

と
、
ま
あ
、
こ
ん
な
図
が
描
け
る
で
し

ょ
う
。（
右
図
）

祭
り
の
必
然
は
、
信
仰
心
は
別
と
し

て
、
そ
れ
を
共
同
で
行
な
う
こ
と
で
集

団
社
会
の
気
を
維
持
し
、〈
安
心
〉
を

得
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
言
え
る
は
ず

で
す
が
、
そ
れ
を
必
要
と
し
な
く
な
る

と
、
い
か
な
る
弊
害
が
生
じ
る
か
。
ま

だ
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り

ま
す
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
終

わ
り
ま
す
。

13 生活行事のすべてが祭り

神崎宣武さんによる「祭り」フレーム 取材メモから編集部で作図

ケ
（日常）

ハレ

ケガレ ケハレ

気

みそぎの水が必要

三
途
の
川

気がかれる

悪所

内外 公私

ケとハレが混ざり
混乱した状態

戯れ（たわぶれ）
気がふれた状態

性

境
は
川

死

元
に
戻
る
こ
と
が
大
事

祭り
旅・栄養充足・酒
ごちそう・芸能

隔
離

思
案
橋
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森田 悌
もりた てい
群馬大学名誉教授

1941年埼玉県生まれ。東京大学文学部国

史学科、同法学部公法課程卒業。1971年

金沢大学助教授、教授を経て、1995年群

馬大学教育学部教授。2008年定年退任、

名誉教授。上代から平安朝を研究著述し、

『日本後紀』、『続日本後紀』を初めて現代

語訳した。日本古代史専攻。

主な著書に『推古朝と聖徳太子』（岩田書

院 2005）、『天智天皇と大化改新』（同成社

2009）、『続日本後紀 上下巻』（講談社学術

文庫 2010）ほか

唯
物
的
な
古
代
の
神
意
識

僕
は
古
代
史
が
専
門
で
す
。
古
代
社

会
を
見
て
い
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
そ

の
後
の
展
開
と
は
疎
遠
に
な
り
ま
す
が
、

し
か
し
、
逆
に
考
え
て
み
る
と
、
日
本

の
原
型
を
見
る
に
は
都
合
が
い
い
。
　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
非
常
に
古
い

段
階
で
の
日
本
の
在
り
方
と
、
今
と
で

は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
日
本
の
神
霊
と
い
う
か
ス
ピ
リ
ッ

ト
は
、
常
に
物
と
く
っ
つ
い
て
い
る
ん

で
す
。
物
と
離
れ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
ア
エ
ノ
コ
ト
で

い
う
と
、
穀
霊
は
穀
物
そ
の
も
の
で
し

て
、
そ
れ
を
祀
る
。
穀
物
の
移
動
に
伴

っ
て
、
神
霊
も
移
動
し
て
く
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
の
古
代
に
は
超

越
神
た
る
第
三
者
の
存
在
な
ん
て
い
う

意
識
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
超
越

神
と
い
っ
た
発
想
は
、
多
分
に
キ
リ
ス

ト
教
な
ど
の
唯
一
神
宗
教
に
出
て
く
る

も
の
で
す
。
日
本
の
場
合
は
、
物
か
ら

離
れ
た
〈
神
〉
と
い
う
よ
う
な
存
在
を

生
み
出
す
段
階
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た

ん
で
す
ね
。
物
自
体
に
神
霊
が
あ
る
、

と
見
る
。
そ
の
神
霊
を
祀
る
の
が
日
本

の
祭
礼
な
の
で
す
。

祀
る
っ
て
い
う
の
は
奉

た
て
ま
つる

で
、
物
を

差
し
上
げ
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
差
し
上

げ
て
う
ま
く
い
っ
た
ら
報
賽

ほ
う
さ
い

、
お
礼
を

す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
祭
り
で
す
。

極
端
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
目
に

見
え
な
い
と
か
、
感
じ
ら
れ
な
い
、
触

れ
ら
れ
な
い
〈
物
〉
に
つ
い
て
は
認
識

が
な
か
っ
た
、
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ

て
も
構
わ
な
い
く
ら
い
で
す
。「
ち
ょ

っ
と
、
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

僕
は
こ
の
こ
と
に
、
か
な
り
確
信
を
持

っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

他
界
と
か
異
界
と
か
い
う
言
葉
を
使

っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
日

家の祭り〈アエノコト〉

田の神祭りに見る
日本人の

神意識
「近ごろの若者は」と言われるように、

信心する気持ちが薄くなったのは

最近の傾向と思っていましたが、

森田悌さんの古代の人の神意識をうかがうと、

不信心なのは何も

ここに始まったことではないようです。

水も土地も豊かで、超越神の存在がなくても

生きていかれた日本人が、

目に見える物に〈神霊〉が宿ると考えたことは、

アジアでも珍しく、

独自の神意識だったようです。

取材にご協力いただいた田中牛雄さん。石川県珠洲市でアエノコトの祭りを継承し
続けている。田の神様にお供えするご馳走や食器は、各家でさまざま。そこに「家
の祭り」らしいおおらかさが感じられる。神様からのお下がりは、家族にとっても
滅多にないご馳走で楽しみに待たれたことだろう。写真では、箸がお膳に置かれて
いることから田の神様が食事をとっておられることがわかる。



15 田の神祭りに見る日本人の神意識

考
え
で
い
う
と
、
弥
生
時
代
が
終
わ
っ

た
段
階
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

中
国
だ
と
超
越
的
な
も
の
と
し
て
天

が
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
は
中
国
の
す

ぐ
隣
に
位
置
し
て
い
る
の
に
、
時
代
が

下
ら
な
い
と
、
取
り
入
れ
な
か
っ
た
の

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
日
本
の
歴
史
の
全

体
を
考
え
た
ら
、
高
天
原

た
か
ま
が
は
ら

な
ん
て
い
う

の
は
か
な
り
新
し
い
は
ず
で
す
。
高
天

原
は
、
よ
く
北
方
か
ら
入
っ
て
き
た
観

念
、
信
仰
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
僕
も

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
の

基
層
文
化
は
照
葉
樹
林
文
化
だ
と
い
い

ま
す
が
、
北
方
の
文
化
が
入
っ
て
く
る

以
前
の
段
階
で
は
、
天
を
感
じ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

関
連
し
て
、
星
座
の
こ
と
も
あ
ま
り
知

ら
な
い
し
、
関
心
が
稀
薄
で
す
よ
ね
。

つ
い
で
に
、
沖
縄
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ

は
海
か
ら
だ
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ

れ
を
日
本
の
文
化
の
本
質
に
か
か
わ
る

と
考
え
た
ら
、
か
な
り
問
題
で
す
。
折お

り

口く
ち

信
夫

し
の
ぶ

な
ん
か
を
読
ん
で
い
る
と
、
よ

く
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
僕
の
理

解
の
範
囲
を
越
え
て
い
ま
す
ね
。
ニ
ラ

イ
カ
ナ
イ
の
よ
う
な
観
念
は
、
も
っ
と

南
の
南
洋
と
い
う
か
、
島
嶼

と
う
し
ょ

部
へ
行
っ

た
ら
、
あ
あ
い
う
世
界
観
も
あ
る
の
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
日
本
の
伝
統
的
な

文
化
を
議
論
す
る
と
き
に
、
沖
縄
の
話

を
入
れ
る
と
、
混
乱
し
て
、
わ
か
り
に

く
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
よ
。

中
国
人
に
と
っ
て
は
、
人
間
世
界
と

は
別
な
所
（
他
界
）
と
し
て
天
が
あ
る
。

そ
し
て
死
者
の
行
く
黄
泉

よ
み

が
あ
る
。
し

か
し
日
本
で
は
天
に
つ
い
て
格
別
の
意

識
が
な
け
れ
ば
、
黄
泉
が
存
在
す
る
と

い
う
発
想
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

先
祖
も
せ
い
ぜ
い
祖
父
母
ま
で

黄
泉
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で

は
、
日
本
人
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の

だ
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
、
死
ん
だ
直

後
は
悲
し
ん
だ
り
、
霊
が
そ
こ
い
ら
を

さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
し
ば
ら
く

す
る
と
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
で
終

わ
り
で
す
。
存
在
が
感
じ
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
か
ら
。

我
々
日
本
人
は
、
世
界
で
も
珍
し
い

親
不
孝
、
祖
先
不
孝
な
民
族
で
、
親
が

死
ん
で
何
年
か
す
る
と
法
事
も
「
も
う
、

終
わ
り
に
し
ま
す
」
っ
て
な
る
で
し
ょ

う
？
　
何
回
忌
か
ま
で
す
る
と
、
お
仕

舞
い
に
な
る
。
文
明
民
族
の
世
界
で
こ

う
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま

す
。
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
の
中
国
、

朝
鮮
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
ら

大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

僕
は
学
生
に
よ
く
、「
君
た
ち
ね
、

自
分
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
四

人
の
名
前
を
言
え
る
か
い
」
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
答
え
ら
れ
な
い

学
生
が
多
い
。
こ
れ
で
は
、
ご
先
祖
様

を
大
事
に
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん

よ
ね
。

本
の
古
い
段
階
で
は
、
他
界
観
な
ん
て

あ
り
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
言
っ
て
、
古

代
人
は
死
者
の
世
界
を
想
定
し
て
い
ま

せ
ん
。
目
の
前
に
あ
る
今
だ
け
で
す
ね
。

見
え
る
物
、
あ
る
い
は
触
れ
る
物
、
あ

と
は
音
に
聞
こ
え
る
物
と
か
、
こ
う
い

っ
た
物
だ
け
し
か
認
識
し
な
い
。
そ
の

中
に
神
霊
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
ん

で
す
。

役
に
立
つ
と
か
、
お
願
い
す
る
段
に

な
っ
て
然
る
べ
き
祭
り
を
し
た
。
祭
り

は
、
構
造
的
に
は
、
そ
う
い
う
具
合
に

考
え
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
天
を
祀
ら
な
い

僕
は
論
文
や
著
書
で
、
外
か
ら
来
る

神
霊
に
触
れ
、
稲
を
育
て
る
神
霊
、
空

か
ら
降
り
て
く
る
神
霊
な
ど
に
つ
い
て

書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
か
な
り

新
し
い
神
意
識
だ
と
思
い
ま
す
。
新
し

い
と
は
い
う
も
の
の
、
み
な
さ
ん
の
常

識
か
ら
い
っ
た
ら
、
ま
あ
古
い
段
階
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

強
い
て
い
え
ば
、
稲
作
を
始
め
た
前
後

の
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
、
そ
の
よ
う
な
神

意
識
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
い
時
代
の
我
が

日
本
で
は
、
天
を
祀
る
と
い
う
習
俗
は

な
か
っ
た
ん
で
す
。
天
を
祀
る
の
は
中

国
の
伝
統
的
な
発
想
で
す
。
天
覆
地
載

て
ん
ぷ
く
ち
さ
い

（
天
は
人
を
覆
い
、
地
は
人
を
載
せ
育
む
）
何
て

い
い
ま
す
よ
ね
。

『
三
国
志
』
魏
書
東
夷
伝
（
こ
の
中
に
有

名
な
魏
志
倭
人
伝

ぎ
し
わ
じ
ん
で
ん

が
含
ま
れ
て
い
る
）
を
読
ん

で
い
き
ま
す
と
、
中
国
の
東
方
の
諸
国
、

満
州
か
ら
朝
鮮
、
日
本
に
つ
い
て
の
信

仰
形
態
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
部
分
が

あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
中
央
部
の

南
の
辺
り
ま
で
は
、
全
部
ね
、
祭
天
の

習
俗
が
あ
る
っ
て
い
う
ん
で
す
。
し
か

し
、
朝
鮮
半
島
の
一
番
南
の
弁
韓

べ
ん
か
ん

、
の

ち
の
任
那

み
ま
な

で
す
が
、
弁
韓
と
倭
国
に
つ

い
て
は
書
い
て
な
い
ん
で
す
よ
。
他
に

は
全
部
書
い
て
あ
っ
て
。

書
い
て
な
い
っ
て
こ
と
は
、
な
か
っ

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ん
だ
っ
て
言
わ

れ
た
ら
、
そ
り
ゃ
ち
ょ
っ
と
困
り
ま
す

け
れ
ど
、
や
は
り
他
の
国
に
つ
い
て
書

い
て
あ
っ
て
、
弁
韓
と
倭
国
に
つ
い
て

だ
け
書
い
て
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
や

は
り
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
日
本
で
は
天
を
祀
る
と

い
う
習
俗
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
証
明

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
は
天
を
祀
っ
て

は
い
な
い
ん
で
す
。
天
は
あ
ま
り
に
遠

く
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
す
か

ら
、
ど
う
の
こ
う
の
と
い
っ
た
発
想
は

な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
日

本
で
天
を
祀
る
っ
て
い
う
の
は
、
僕
の



最
近
薄
れ
て
き
た
よ
う
に
言
わ
れ
る

け
れ
ど
、
中
国
や
韓
国
に
比
べ
た
ら
日

本
人
の
祖
先
観
と
い
う
の
は
、
も
と
か

ら
罰
当
た
り
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
は
近

年
宗
教
的
な
意
識
が
薄
れ
て
き
た
か
ら

で
な
く
て
、
本
来
そ
う
い
う
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。
日
本
人
が
祖
先
崇
拝
し
て

い
る
な
ん
て
い
う
と
、
韓
国
の
人
に
は

笑
わ
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。
彼
ら
は
千
年

く
ら
い
前
の
家
系
図
を
持
っ
て
い
ま
す

か
ら
。
そ
し
て
、
先
祖
の
名
前
を
憶
え

る
術
を
心
得
て
い
る
の
で
す
ね
。

欽
明

き
ん
め
い

朝
に
仏
教
が
入
り
、
推
古
朝
以

降
そ
れ
が
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
儒
教
も
入
っ
て
き
て
、
知
識
人

の
世
界
で
そ
れ
ら
が
浸
透
し
た
段
階
で
、

祖
先
と
か
死
後
の
世
界
に
意
識
が
向
く

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
庶
民

の
レ
ベ
ル
で
は
普
及
し
な
い
。
こ
れ
は

一
貫
し
て
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
傾
向

と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

み
な
さ
ん
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
か

ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
古
墳
時

代
に
、
古
墳
に
人
を
葬
っ
た
後
、
死
後

の
お
祀
り
は
ど
れ
く
ら
い
続
け
て
行
な

わ
れ
て
い
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？

せ
い
ぜ
い
一
、
二
回
で
す
よ
。
棺
を
置

く
部
分
が
竪
穴
式
の
場
合
は
、
遺
体
を

一
回
し
か
埋
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
横

穴
式
に
な
る
と
何
回
も
遺
体
を
入
れ
ま

す
。
そ
の
場
合
は
新
し
く
入
れ
た
段
階

で
、
ま
た
お
祀
り
し
ま
す
が
、
前
の
人

の
こ
と
は
、
も
う
忘
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。

古
い
時
代
の
天
皇
陵
が
眉
ツ
バ
も
の
だ

と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
う
言
わ
れ
る
の
は
死
者

の
祭
り
が
継
続
し
て
行
な
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

物
と
神
霊
が
結
び
つ
い
て
、
目
に
見

え
る
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
神
霊
、
ス

ピ
リ
ッ
ト
と
関
係
す
る
、
と
い
う
の
は
、

現
今
の
日
本
文
化
に
も
濃
厚
に
あ
る
と

思
い
ま
す
。
い
な
く
な
っ
た
ら
、
存
在

し
な
く
な
っ
た
ら
、
終
わ
り
な
ん
で
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
伝
統
を
引

き
継
い
で
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

仏
教
は
他
界
観
を
き
ち
ん
と
持
っ
て

い
て
、
日
本
の
仏
教
者
の
中
に
は
、
西

方
浄
土
へ
行
こ
う
と
本
当
に
歩
き
出
し

た
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
中
世

に
見
ら
れ
た
現
象
で
、
日
本
の
宗
教
観

に
お
い
て
中
世
は
特
殊
な
時
代
で
、
近

世
以
降
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。

私
た
ち
の
世
界
で
は
、
外
か
ら
入
っ

て
き
た
仏
教
文
化
や
中
国
文
化
に
影
響

さ
れ
て
、
本
来
の
も
の
が
消
え
た
り
、

変
容
し
て
い
る
の
は
事
実
で
す
が
、
し

か
し
そ
の
一
方
で
核
心
的
な
と
こ
ろ
で

残
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
神
道

関
係
の
人
た
ち
は
、
何
か
に
つ
け
「
森

羅
万
象
に
神
霊
が
宿
っ
て
い
る
、
大
切

に
し
な
く
て
は
」
と
言
い
ま
す
よ
ね
。

こ
の
発
想
な
ん
か
は
ま
さ
に
そ
う
で
、

非
常
に
古
い
段
階
の
日
本
の
在
り
方
を

引
き
継
い
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

ア
エ
ノ
コ
ト
と
嘗
の
祭
り

古
代
史
と
い
う
の
は
残
っ
て
い
る
文

献
・
文
字
資
料
は
少
な
い
け
れ
ど
、
解

明
に
当
た
っ
て
は
、
残
っ
て
い
る
も
の

を
使
う
の
が
本
来
だ
し
、
そ
れ
が
僕
ら

古
代
史
研
究
者
の
仕
事
で
す
。
た
だ
、

そ
れ
だ
け
だ
と
限
界
が
あ
る
の
で
、
少

な
い
史
料
を
つ
な
ぐ
部
分
を
、
何
か
別

の
と
こ
ろ
や
視
点
に
立
っ
て
追
究
し
て

み
よ
う
と
。
そ
れ
で
や
っ
た
の
が
、
僕

の
場
合
は
こ
の
本
（『
田
の
神
ま
つ
り

の
歴
史
と
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
１
９
９
６
）

な
の
で
す
。

古
代
史
の
文
献
を
読
ん
で
い
て
関
心

を
持
っ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
祭
礼
の
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
朝
廷
で
行
な
わ
れ
る

重
要
な
祭
礼
行
事
に
、
嘗

じ
ょ
う

の
祭
り
と
称

し
得
る
三
つ
の
神
事
が
あ
り
ま
す
。
11

月
の
新
嘗

に
い
な
め

（
も
し
く
は
〈
し
ん
じ
ょ
う
〉）
祭

と
６
月
と
12
月
の
月
次

つ
き
な
み

祭
で
す
。
大
嘗

だ
い
じ
ょ
う

祭
は
天
皇
代
初
の
新
嘗
祭
の
こ
と
で
す
。

嘗
の
祭
り
は
、
神
今
食

じ
ん
ご
ん
じ
き

と
も
い
い
、
天

皇
が
夜
、
神
を
迎
え
て
御
膳
を
進
め
、

自
ら
も
食
す
る
神
事
で
、
真
夜
中
を
挟

ん
で
二
度
繰
り
返
し
ま
す
。
こ
の
二
度

の
御
膳
を
悠
紀

ゆ
き

、
主
基

す
き

の
膳
と
い
い
ま

す
。
こ
の
行
事
、
神
態

か
み
わ
ざ

で
す
が
、
真
に

面
白
く
、
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
僕
は
、

文
献
で
か
な
り
勉
強
し
た
わ
け
で
す
。

僕
は
大
学
で
は
井
上
光
貞
先
生
と
い
う

方
に
教
わ
り
ま
し
た
が
、
先
生
も

神
祇
令

じ
ん
ぎ
り
ょ
う

に
関
心
が
あ
っ
て
ね
。
岩
波
書

店
か
ら
出
て
い
る
日
本
思
想
大
系
の

16水の文化 37『祭りの磁力』 2011／2

写真、上から／神棚には、めでたい文字や模様が細工された切
り紙が下げられていた。／田の神様をお迎えする準備として火
を熾す。／田中家では田んぼには行かず、家の中で神様をお迎
えする。／火打石で火花を起こすことを切火（きりび）を切る
ともいうが、火が魔除けになるというお祓いとしての意味があ
るようだ／神様が食事をされる前には、箸は俵の上に置かれる。



『
律
令
』
の
神
祇
令
の
部
分
は
、
井
上

先
生
ご
自
身
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

井
上
光
貞

（
い
の
う
え
み
つ
さ
だ
　
１
９
１
７
〜
１
９
８
３
年
）

日
本
の
歴
史
学
者
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
初
代
館
長
。
専
門
は
日
本
古
代
史
。

共
編
著
の
『
日
本
の
歴
史
』（
中
央
公
論
社
１
９
７

３
）
シ
リ
ー
ズ
は
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
を
更
新
し
て
い

る
。僕

も
井
上
先
生
に
教
わ
り
な
が
ら
、

祭
礼
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
れ
な
り
に
知
識
を
深
め
て
い
っ
た
の

で
す
。
そ
の
後
、
大
学
院
が
終
わ
っ
て

１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
に
ま
ず
金
沢
大

学
へ
赴
任
し
、
そ
こ
で
初
め
て
ア
エ
ノ

コ
ト
な
る
も
の
を
知
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
見
て
、
驚
い
ち
ゃ
い
ま
し
て

ね
。
向
こ
う
で
は
12
月
に
入
る
と
Ｔ
Ｖ

で
も
や
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
面
白
い

な
あ
と
思
い
、
図
書
館
な
ど
に
行
き
、

あ
ち
こ
ち
に
あ
る
映
像
の
資
料
を
見
せ

て
も
ら
っ
て
、「
な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ

ど
」
と
一
つ
ひ
と
つ
感
心
し
ま
し
た
。

当
時
は
ま
だ
能
登
で
は
、
多
く
の
家
庭

で
ア
エ
ノ
コ
ト
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

家
庭
の
中
の
お
祭
り
な
の
で
な
か
な

か
目
に
触
れ
な
い
け
れ
ど
、
現
段
階
で

も
、
か
な
り
、
ま
だ
や
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
よ
。
ユ
ネ
ス
コ
に
登
録
さ
れ
て

ち
ょ
っ
と
脚
光
を
浴
び
て
、
取
材
陣
も

来
た
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
、
だ
い
ぶ

観
光
化
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る

よ
う
で
す
。
福
井
に
も
同
性
格
の
祭
り

が
有
り
、
そ
こ
で
は
ア
イ
ノ
コ
ト
と
言

う
こ
と
が
多
い
で
す
ね
。
相
木

あ
い
の
き

と
い
う

地
名
が
、
日
本
全
国
に
か
な
り
あ
り
ま

す
が
、
ア
イ
ノ
コ
ト
に
か
か
わ
る
地
名

だ
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。

僕
が
驚
嘆
し
た
の
は
、
能
登
の
ア
エ

ノ
コ
ト
を
見
て
、
神
祇
令
か
ら
知
ら
れ

る
嘗
の
祭
り
の
在
り
方
が
、
非
常
に
よ
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く
わ
か
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。

ア
エ
ノ
コ
ト
の
と
き
に
お
供
え
す
る

の
は
、
魚
菜
か
ら
な
る
食
べ
も
の
で
す

が
、
二
股
大
根
と
人
参
が
並
べ
ら
れ
る

の
は
男
女
を
象
徴
し
、
豊
穣
に
か
か
わ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
核
心
的
な
祭
礼
内
容
と
し
て
、

迎
え
ら
れ
る
の
が
男
神

お
が
み

、
女
神

め
が
み

の
二
神

で
あ
る
こ
と
で
す
。
僕
は
、
こ
の
男
女

二
神
が
迎
え
ら
れ
、
接
待
さ
れ
る
こ
と

に
も
の
す
ご
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の

で
す
。

荒
唐
無
稽
な
解
釈
も

と
こ
ろ
で
嘗
の
祭
り
に
つ
い
て
は
、

奇
妙
な
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
ま

す
。
朝
廷
で
行
な
わ
れ
る
嘗
の
祭
り
で

は
、
天
皇
が
神
態
を
行
な
う
神
殿
内
に

マ
ト
コ
オ
フ
ス
マ
と
称
す
る
寝
具
を
敷

き
並
べ
寝
所
を
設

し
つ
ら

え
る
の
で
す
が
、
例

え
ば
折
口
な
ど
は
、
天
皇
が
そ
こ
に
入

り
込
ん
で
生
命
力
を
強
く
す
る
の
だ
、

と
い
う
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
歴

史
学
者
の
中
に
は
、
天
皇
は
一
人
で
入

る
の
で
は
な
く
て
、
皇
后
と
い
う
か
、

釆
女

う
ね
め

と
い
う
か
、
つ
ま
り
女
性
と
一
緒

に
入
る
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
歴
史
学

の
ほ
う
で
は
聖
婚
と
い
う
言
葉
を
使
い

ま
す
が
、
模
擬
的
な
交
接
行
為
を
す
る

の
だ
と
い
い
ま
す
。
僕
の
先
生
で
あ
っ

た
井
上
先
生
な
ど
も
、
天
皇
が
マ
ト
コ

オ
フ
ス
マ
に
く
る
ま
る
秘
儀
が
あ
っ
た

と
理
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

異
様
と
言
え
ば
異
様
な
説
で
し
て
、
僕

に
は
非
常
識
、
そ
し
て
お
か
し
な
解
釈

だ
と
い
う
思
い
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し

た
ね
。

し
か
し
、
ア
エ
ノ
コ
ト
と
比
較
し
て

み
る
と
、
宮
中
の
祭
り
で
も
田
の
神
を

呼
ん
で
き
て
接
待
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
視
点
は
、
す
で

に
柳
田
國
男
が
出
し
て
い
ま
し
て
、
僕

も
『
天
皇
の
祭
り
　
村
の
祭
り
』（
新
人

物
往
来
社
１
９
９
４
）
の
中
で
書
き
ま
し
た

が
、
柳
田
は
「
祭
儀
の
中
心
を
な
す
も

の
は
、（
遠
来
の
）
神
と
君
と
、
同
時

に
御
食
事
を
な
さ
れ
る
寧む

し

ろ
単
純
素

朴
」
な
行
事
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
遠
来
の
神
に
当
た
る
も
の
と
し

て
田
の
神
を
迎
え
て
お
り
、
天
皇
が
迎

え
る
の
も
田
の
神
で
あ
る
、
と
い
う
解

釈
を
す
る
と
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
く

な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
僕
は
、
不
思
議

に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
一
挙
に
氷
解
し

た
と
感
じ
た
の
で
す
。

ア
エ
ノ
コ
ト
で
は
、
田
の
神
様
を
家

へ
招
じ
入
れ
る
と
、
ま
ず
お
風
呂
に
入

っ
て
も
ら
い
ま
す
。
天
皇
の
神
態
で
も

同
様
に
浴
場
が
関
係
し
て
い
て
、
嘗
の



祭
り
を
執
行
す
る
神
殿
に
入
る
前
に
必

ず
湯
浴
み
を
し
ま
す
。
も
っ
と
も
嘗
の

祭
り
で
は
、
古
代
の
段
階
で
湯
槽

ゆ
ぶ
ね

の
中

に
入
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
天
皇
が
羽
衣
と
い
う
湯
帷
子

ゆ
か
た
び
ら

を
着
て
沐
浴
し
ま
す
。
お
湯
掛
け
の
儀

式
だ
と
思
い
ま
す
。

神
殿
の
中
に
置
か
れ
た
マ
ト
コ
オ
フ

ス
マ
も
、
単
に
「
お
迎
え
し
た
田
の
神

に
寝や

す

ん
で
も
ら
う
場
」
と
考
え
る
と
非

常
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
ね
。
実
際
、

ア
エ
ノ
コ
ト
で
も
家
の
中
の
稲
俵
の
中

で
寝
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

ア
エ
ノ
コ
ト
の
場
合
に
は
、
主
人
が

小
さ
い
子
供
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
子
が
や
る
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
抱
か

れ
て
と
か
ね
。
天
皇
家
も
同
様
で
す
。

平
安
時
代
に
は
幼
い
天
皇
も
い
ま
す
か

ら
、
夜
中
に
や
る
の
で
む
ず
か
る
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
も
摂
政
関
白
が
抱
い
て

あ
や
し
な
が
ら
、
天
皇
が
や
る
ん
で
す
。

む
ず
か
る
子
供
の
そ
ば
に
寝
台
が
あ

る
の
に
抱
い
て
い
て
寝
か
せ
な
い
の
で

す
。
こ
の
事
実
が
、
折
口
の
「
マ
ト
コ

オ
フ
ス
マ
に
く
る
ま
る
」
と
い
う
説
が

成
り
立
た
な
い
根
拠
に
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
嘗
の
祭
り
で
は
二
度
同
じ

こ
と
を
や
り
ま
す
。
夜
中
に
二
度
接
待

の
場
を
設
え
て
、
寝
台
ま
で
改
め
て
、

神
を
お
迎
え
し
ま
す
。
研
究
者
の
解
釈

で
は
天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み、

つ
ま
り
皇
祖
を
お
迎

え
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
天
照
大
神
一
人
を
お
迎
え
し
て
、

間
を
置
か
ず
続
け
て
二
度
接
待
す
る
と

い
う
の
は
お
か
し
い
。

こ
こ
は
単
に
、
招
じ
入
れ
た
神
様
に

食
事
を
供
し
て
あ
と
は
寝
ん
で
も
ら
う
。

そ
し
て
、
神
様
は
男
女
二
柱
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
考
え
れ
ば
、
非
常
に
わ
か
り
や

す
い
。
ア
エ
ノ
コ
ト
が
ま
さ
に
そ
の
通

り
で
す
ね
。
男
神
・
女
神
の
穀
霊
神
を

迎
え
て
接
待
す
る
の
で
す
か
ら
。
た
だ

宮
中
で
は
、
男
女
二
神
を
別
々
に
接
待

す
る
わ
け
で
す
。『
日
本
書
紀
』
の
中

に
も
、
天
照
大
神
自
身
が
新
嘗
の
祭
り

を
や
っ
て
い
る
、
と
ち
ゃ
ん
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
天
照
大
神
が

祀
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
、

明
白
で
す
。

こ
の
前
の
今
上
天
皇
の
大
嘗
祭
は
、

海
部
俊
樹
さ
ん
が
総
理
大
臣
の
と
き
で

し
た
。
当
時
、
内
閣
告
示
を
出
し
て
い

る
の
で
す
よ
。
面
白
い
か
ら
丁
寧
に
読

ん
だ
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
「
皇
祖

天
照
大
神
を
お
迎
え
す
る
の
だ
」
と
書

い
て
あ
っ
て
、
僕
は
ね
、
あ
れ
は
間
違

っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
ね
。

こ
の
よ
う
に
、
朝
廷
の
嘗
の
祭
り
に

つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
不
正
確
な
解
釈
が

さ
れ
て
き
て
い
る
ん
で
す
が
、
誤
り
を

正
し
本
質
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
、

や
は
り
重
要
で
す
よ
ね
。
こ
の
点
で
、

能
登
の
ア
エ
ノ
コ
ト
は
僕
に
大
変
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

朝
廷
の
祭
り
も

も
と
は
天
皇
家
の
家
の
祭
り

結
局
、
古
代
律
令
国
家
の
建
設
に
向

か
っ
て
大
き
く
歩
を
進
め
た
天
武
天
皇

が
即
位
し
た
段
階
で
、
国
家
意
識
が
急

激
に
発
達
す
る
の
で
す
。
お
祭
り
も
国

家
祭
祀
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
変
わ
り

ま
し
た
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
朝
廷
、

あ
る
い
は
今
の
皇
室
の
お
祭
り
と
し
て

は
、
そ
こ
で
変
え
ら
れ
た
も
の
が
、
現

段
階
ま
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

古
代
に
は
祭
事
は
女
の
人
が
や
っ
て

い
た
時
代
が
あ
っ
て
、
段
々
男
の
人
に

代
わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
政
治
社
会
で
、

男
性
の
力
が
強
く
な
っ
た
か
ら
で
し
ょ

う
。天

武
天
皇
以
前
の
段
階
、
大
化
の
改

新
の
段
階
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
嘗

の
祭
り
を
天
皇
家
の
祭
り
と
し
て
や
っ

て
い
る
の
で
す
。
天
皇
家
が
嘗
の
お
祭

り
を
す
る
と
き
に
は
、
大
臣
や
皇
子
た

ち
は
自
分
の
家
の
嘗
の
祭
り
を
、
ち
ゃ

ん
と
や
っ
て
い
る
の
で
す
。
当
今
の
天

皇
の
執
行
す
る
祭
り
で
は
、
皆
さ
ん
、

列
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

嘗
の
祭
り
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
が

が
ら
っ
と
変
え
た
の
で
す
ね
。
僕
は
そ

う
思
い
ま
す
。

な
お
、
祈
年
祭
は
歳
神

と
し
が
み

の
祭
り
、
つ
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門前町

穴水町

七
尾
線

輪島市
柳田村

能都町

内浦町

珠洲市

馬牒
（旧西海村）

南山
（旧若山村）

火宮
（旧若山村）

小伊勢
（旧大屋村）

谷内
（旧鵠巣村）

里
（旧南志見村） 徳成

（旧町野町）

小間生

宇出津波並
（旧三波村）

不動寺
（旧松波町）

（旧木郎村）

飯田町

久田柳田十郎原

五十里

（旧直村）

（旧宝立村）

（旧七浦村）

（旧三崎村）

（旧正院村）上時国家

三井の茅葺庵

能登空港

重蔵神社

田中牛雄さん宅

柳田植物公園

石川県 

アエノコトが残る地域 

富山県 

アエノコトが残る奥能登の地域と旧・町名

写真、上右から。神様に息がかからないように扇子を掲げ持って、
食事を済ませた神様を、座敷から風呂場へと誘う様子。／風呂から
上がった神様を、再び座敷に案内する田中さん。／裃と現代的なユ
ニットバスのミスマッチが、いっそうリアルな臨場感を生み出して
いる。／神様は、座敷に戻って囲炉裏端の座布団でお休みになる。
深く頭を垂れてお辞儀（じぎ）する姿からは、形だけではなく、心
から神を敬う心持ちがうかがわれる。／神様が座敷にもどられたら、
わざと煙が立つように火を焚く。燃料を惜しまず歓待していること
の象徴でもある。

国土地理院基盤地図情報（縮尺
レベル25000）「石川、富山」
及び、国土交通省国土数値情報

「河川データ（平成19年）、道路
データ（平成7年）、鉄道データ

（平成20年）」より編集部で作図



ま
り
農
作
関
係
の
祭
り
で
、
２
月
４
日

に
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
規
模
が
大

き
い
け
れ
ど
、
天
皇
自
身
は
特
別
な
神

態
を
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中

国
の
お
祭
り
を
持
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

新
嘗
祭
と
月
次
祭
の
場
合
で
は
、
親

修
、
つ
ま
り
天
皇
ご
自
身
が
お
祭
り
を

し
ま
す
か
ら
、
重
要
な
祭
り
と
い
う
こ

と
で
後
々
ま
で
存
続
し
て
い
ま
す
。
月

次
祭
は
江
戸
時
代
に
廃
絶
し
て
し
ま
い

ま
す
が
、
新
嘗
祭
は
昭
和
天
皇
も
、
今

の
天
皇
も
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
ま
す
。

毎
年
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
天
皇
の
田
植

え
行
事
は
、
昭
和
天
皇
か
ら
始
ま
る
ら

し
い
で
す
よ
。
六
国

り
っ
こ
く

史
な
ど
を
見
ま
す

と
、
天
皇
が
田
植
え
を
し
て
い
る
農
民

を
近
く
で
眺
め
る
と
い
う
記
述
は
あ
り

ま
す
が
、
自
分
が
田
植
え
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
皇
の
田
植

19 田の神祭りに見る日本人の神意識

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
タ
ブ
ー

が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

出
稼
ぎ
を
す
る
エ
ビ
ス
大
黒

た
ま
た
ま
能
登
に
残
っ
て
い
る
ア
エ

ノ
コ
ト
も
、
原
型
を
保
っ
て
い
る
と
い

う
よ
り
、
か
な
り
改
変
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
田
の
神
を
迎
え
る
主
人
は

裃か
み
し
もを

着
て
い
て
、
服
装
な
ど
か
ら
見
る

と
室
町
時
代
で
す
か
ら
、
元
々
の
原
型

で
あ
る
、
万
葉
集
な
ど
に
出
て
く
る
も

の
と
は
、
か
な
り
相
違
す
る
こ
と
が
確

実
で
す
。

北
陸
の
場
合
、
中
世
に
な
る
と
、
真

宗
が
入
り
ま
し
た
。
真
宗
は
、
キ
リ
ス

ト
教
み
た
い
な
一
神
教
的
要
素
が
強
く
、

他
の
信
仰
を
迫
害
し
て
潰
し
て
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
能
登
は
辺
境
で
、
そ
の
た
め

え
は
国
民
と
の
一
体
感
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
、
政
治
的
な
発
想
に
始
ま
る
の
で

し
ょ
う
。

六
国
史

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
、
国
家

事
業
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
六
つ
の
史
書
。

『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本

後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』

の
六
つ
で
、
一
般
に
国
史
と
さ
れ
る
。

祭
り
の
猥
雑
さ

万
葉
集
に
は
民
間
の
新
嘗
祭
に
関
係

し
て
、
二
つ
ほ
ど
和
歌
が
残
っ
て
い
て
、

そ
れ
に
当
た
り
ま
す
と
、
嘗
の
祭
り
は

女
主
人
が
や
っ
て
い
ま
す
。
家
刀
自

い
え
と
じ

（
家
事
を
掌
る
女
性
の
こ
と
、
主
婦
）

が
や
り
ま
す
。
夫
を
含
め
て
家
の
者
を

全
部
追
い
出
し
、
家
内
を
神
聖
な
空
間

に
し
て
、
家
刀
自
が
穀
霊
で
あ
る
神
様

を
迎
え
る
。
男
衆
を
追
い
出
し
て
い
る

の
で
、
言
い
寄
る
人
が
出
て
く
る
ん
で

す
。
男
女
の
問
題
が
起
き
た
り
し
て
ね
。

そ
れ
で
恋
が
生
ま
れ
て
、
万
葉
集
で
詠

っ
ち
ゃ
っ
て
る
。

日
本
の
祭
り
の
一
つ
の
特
性
で
す
が
、

神
聖
性
と
い
う
要
素
と
と
も
に
、
多
く

猥
雑
性
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
男
女
の
出

逢
い
の
場
だ
っ
た
り
も
し
ま
す
が
、
ケ

ー
ス
に
よ
っ
て
は
、
も
う
、
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
と
い
う
か
。
口
に
す
る
の
が
は
ば

か
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
神
様
を
迎
え
て
の
宴
、
神
宴
を

や
っ
て
い
る
と
、
他
人
が
多
数
上
が
り

込
ん
で
来
て
、
乱
雑
、
猥
雑
に
な
る
の

で
、
禁
令
を
布
告
す
る
な
ん
て
こ
と
が
、

行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

民
間
で
は
古
代
の
段
階
で
す
と
、
月

次
祭
に
当
た
る
祭
り
の
こ
と
を
宅
神
祭

た
く
じ
ん
さ
い

ヤ
ケ
の
祭
り
と
い
い
ま
す
。
12
月
の
月

次
祭
は
冬
の
内
で
す
が
、
春
の
耕
作
開

始
を
前
に
し
た
予
祝
の
祭
り
、
そ
し
て

６
月
の
月
次
祭
は
、
稲
が
花
を
咲
か
せ

る
穂
孕

ほ
ば
ら

み
期
と
い
う
大
切
な
時
期
に
、

稲
の
生
長
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
と
お

祭
り
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
東
南
ア

ジ
ア
、
タ
イ
辺
り
の
稲
の
祭
り
と
、
か

な
り
近
似
性
が
あ
る
よ
う
で
す
。

日
本
の
農
村
社
会
の
例
で
は
、
夫
婦

が
夜
、
田
の
縁
に
出
か
け
て
行
っ
て
、

セ
ッ
ク
ス
を
稲
に
教
え
る
と
い
う
の
が

あ
り
ま
し
た
。
性
行
為
に
よ
り
、
う
ま

く
結
実
す
る
よ
う
感
染
さ
せ
る
わ
け
で

す
。
あ
る
い
は
嫁
入
り
に
な
ぞ
ら
え
る
。

タ
イ
な
ど
で
は
、
穂
孕
み
期
に
な
る
と
、

田
ん
ぼ
の
周
辺
に
嫁
入
り
道
具
を
並
べ

る
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
す
ね
。
神
聖
な

婚
儀
に
相
応

ふ
さ
わ

し
く
な
る
よ
う
静
か
に
し



ア
エ
ノ
コ
ト
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
先
に
福
井
の
ア
イ
ノ
コ
ト
に
触
れ

ま
し
た
が
、
福
井
県
や
富
山
湾
を
挟
ん

で
能
登
の
対
岸
で
あ
る
富
山
県
・
黒
部

な
ど
に
は
、
祭
り
が
か
な
り
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

黒
部
に
は
エ
ビ
ス
祭
り
と
い
う
特
異

な
祭
り
が
あ
り
ま
す
。
11
月
20
日
に
エ

ビ
ス
神
を
家
に
迎
え
入
れ
、
お
風
呂
に

入
れ
、
ご
馳
走
し
て
寝
ん
で
い
た
だ
く
。

で
、
１
月
20
日
に
は
外
へ
出
て
行
っ
て

い
た
だ
く
と
い
う
、
形
態
は
ア
エ
ノ
コ

ト
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
が
、
こ
こ
で

は
迎
え
ら
れ
る
の
が
田
の
神
じ
ゃ
な
く

て
、
出
稼
ぎ
の
神
な
ん
で
す
。

多
分
、
ア
エ
ノ
コ
ト
の
形
態
に
近
い

よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
が
、
黒
部
の
辺
り
は
明
治
の
こ
ろ
か

ら
出
稼
ぎ
が
始
ま
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
人
々
の
生
業
の
変
化
に
伴
い
、
変
わ

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
迎
え
ら
れ
る
の

は
、
エ
ビ
ス
神
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
エ

ビ
ス
と
大
黒
二
神
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
二
神
、
そ
し
て
二
膳
を
供

す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
ア
エ
ノ

コ
ト
も
二
神
、
二
膳
だ
っ
た
で
し
ょ
。

こ
こ
に
エ
ビ
ス
祭
り
、
エ
ビ
ス
講
と
ア

エ
ノ
コ
ト
の
共
通
性
が
あ
り
、
類
似
の

祭
礼
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。こ

の
エ
ビ
ス
祭
り
で
は
、
家
の
主
人

が
ま
だ
明
る
い
う
ち
に
、
提
灯
を
持
っ

て
鉄
道
の
駅
に
迎
え
に
行
く
ん
で
す
。

で
す
か
ら
こ
の
日
は
、
提
灯
を
下
げ
て

エ
ビ
ス
・
大
黒
様
を
迎
え
に
来
る
主
人

が
駅
に
い
る
。
何
事
か
と
、
結
構
、
驚

き
ま
す
よ
。

黒
部
の
エ
ビ
ス
祭
り
は
ア
エ
ノ
コ
ト

同
様
に
奇
祭
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す

が
、
黒
部
ほ
ど
丁
寧
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
全
国
各
地
の
農
家
で
エ
ビ
ス
講
と

い
う
形
で
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

エ
ビ
ス
・
大
黒
の
祭
り
は
関
西
に
始

ま
る
も
の
で
、
兵
庫
県
西
宮
の
西
宮
神

社
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
神
社
は
商
人

に
信
仰
さ
れ
、
エ
ビ
ス
講
は
商
人
の
祭

礼
と
し
て
広
が
り
ま
し
た
。

近
世
に
な
る
と
商
品
流
通
が
盛
ん
に

な
り
、
商
人
が
農
村
へ
品
物
を
売
り
込

む
、
あ
る
い
は
買
い
上
げ
る
、
と
い
う

行
為
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
経
済
活
動
と
の
関
連
で
、
エ
ビ
ス

信
仰
、
エ
ビ
ス
講
が
農
村
部
に
広
が
っ

た
の
で
す
。

結
局
、
田
の
神
よ
り
エ
ビ
ス
・
大
黒

の
ほ
う
が
有
り
難
い
と
い
う
こ
と
で
、

変
わ
っ
て
い
っ
た
。
商
人
資
本
の
力
と

い
う
の
は
、
一
般
農
民
に
は
強
力
な
も

の
と
し
て
映
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ

で
経
済
力
を
持
つ
商
人
連
中
が
や
っ
て

い
る
お
祭
り
と
い
う
こ
と
で
、
農
民
た

ち
が
エ
ビ
ス
祭
り
、
エ
ビ
ス
講
を
取
り

入
れ
た
の
で
す
。
江
戸
の
大
店

お
お
だ
な

の
商
人

も
大
々
的
に
や
っ
て
い
ま
す
。

エ
ビ
ス
講
は
、
大
分
新
し
い
祭
り
で

す
ね
。
江
戸
時
代
は
お
ろ
か
、
僕
は
案

外
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
。
僕
の
住
む
こ
の
辺
り

（
埼
玉
県
）
で
も
や
っ
て
い
ま
し
て
、

僕
の
生
家
で
も
や
っ
て
い
ま
し
た
よ
。

た
い
て
い
の
家
に
は
古
ぼ
け
た
黒
っ
ぽ

い
木
で
で
き
た
エ
ビ
ス
・
大
黒
二
体
が

あ
っ
て
、
対
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

並
べ
ま
し
て
、
必
ず
供
え
る
も
の
に
尾お

頭か
し
ら付

き
の
魚
が
あ
り
ま
し
た
。

家
の
祭
り

繰
り
返
し
ま
す
が
、
元
来
、
お
祭
り

は
「
あ
る
こ
と
を
祈
願
す
る
」、
次
い

で
「
そ
れ
が
成
就
し
た
ら
お
礼
を
す
る
」

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
我
々

の
社
会
で
も
立
派
に
生
き
て
い
る
し
、

今
で
も
よ
く
あ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば

受
験
の
と
き
に
絵
馬
を
買
っ
て
納
め
る

な
ん
て
ね
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
と
思
い
ま

す
よ
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

人
々
の
最
重
要
関
心
事
項
は
生
業
絡
み

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
歴
史

社
会
に
お
い
て
農
業
経
営
の
単
位
で
あ

っ
た
家
族
、
家
庭
に
よ
り
行
な
わ
れ
る

祭
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
祭
り
と
し
て
群

馬
の
北
の
山
の
中
、
高
山
村
と
い
う
所

で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
に
、
小
池
祭

り
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は

11
月
の
寒
い
時
期
の
未
明
に
集
ま
っ
て
、

お
祭
り
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
オ
テ
ノ

コ
ボ
リ
と
い
い
ま
し
て
、
手
の
上
に
赤

飯
を
載
せ
て
皆
で
食
べ
な
が
ら
お
祭
り

を
す
る
。
小
池
一
族
を
構
成
す
る
家
々

が
そ
れ
ぞ
れ
神
様
が
宿
る
小
屋
と
い
う

か
、
小
さ
な
神
殿
を
つ
く
っ
て
、
お
供

え
を
し
ま
す
。
こ
の
神
殿
に
は
入
り
口

が
二
つ
つ
い
て
い
ま
す
。
従
っ
て
二
柱

の
神
様
を
迎
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ

れ
は
外
で
お
祭
り
を
し
て
い
る
ん
で
す

が
、
小
池
一
族
の
祭
り
に
し
て
、
家
々

の
祭
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
な
ん
か
も
エ
ビ
ス
・
大
黒
の
祭
り

の
原
型
で
、
遡
れ
ば
ア
エ
ノ
コ
ト
に
も

共
通
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、
家
の
祭
り

な
ん
で
す
ね
。

稲
作
と
い
う
の
は
生
産
性
が
高
い
で

す
か
ら
、
経
営
を
維
持
す
る
こ
と
を
家

単
位
で
で
き
る
。
こ
れ
は
日
本
文
化
を

規
定
す
る
、
非
常
に
重
要
な
条
件
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
人
と
い
う
単
位

で
は
無
理
で
す
が
、
家
と
い
う
単
位
で

な
ら
何
と
か
や
っ
て
い
け
る
の
で
す
。

中
国
で
は
家
を
越
え
た
組
織
と
し
て

宗
族
が
あ
り
、
中
近
東
あ
た
り
で
す
と
、

何
か
と
い
う
と
部
族
な
ど
と
い
う
組
織

が
出
て
き
ま
し
て
、
人
々
は
そ
れ
と
の

関
連
で
保
護
、
ま
た
統
制
さ
れ
て
き
て

い
る
ん
で
す
が
、
日
本
に
は
そ
の
よ
う

な
存
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
族
で
や
っ

て
い
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
突
き
詰

め
て
言
い
ま
す
と
、
元
来
、
日
本
の
社

会
の
構
成
単
位
は
、
ま
ず
は
家
族
で
、

共
同
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ

た
と
み
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
中
世
に

な
り
ま
す
と
、
村
落
共
同
体
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
郷
村
制
が
展
開
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
古
代
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

僕
は
一
貫
し
て
、
日
本
の
祭
り
に
は

家
と
い
う
単
位
で
や
る
流
れ
が
あ
る
、

と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
は
別

に
、
あ
る
時
期
以
降
、
集
団
で
や
る
祭

り
が
出
て
き
ま
す
。
郷
村
制
な
ど
の
展

開
と
関
連
す
る
わ
け
で
す
が
、
現
代
の

祭
り
に
は
、
多
分
に
そ
の
集
団
的
な
性

格
を
継
承
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
僕
は
古
代
史
家
で
す

か
ら
古
い
ほ
う
に
関
心
が
あ
る
の
で
、

古
い
ほ
う
を
見
る
と
集
団
で
や
る
要
素

は
少
な
い
の
で
す
。

目
に
見
え
感
じ
ら
れ
る
風
と
水

朝
廷
に
と
っ
て
三
つ
の
祭
、
11
月
の

新
嘗
祭
と
６
月
、
12
月
の
月
次
祭
に
準

ず
る
重
要
な
祭
り
と
し
て
、
風
の
神
を

祀
る
祭
礼
と
水
に
関
係
す
る
祭
り
が
あ

り
ま
す
。
風
神
を
祀
る
龍
田
神
社
、
水

絡
み
の
廣
瀬
神
社
の
祭
り
で
す
。
４
月

と
７
月
に
執
行
さ
れ
る
両
神
社
の
祭
り

に
は
、
朝
廷
か
ら
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
て

事
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

風
神
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
龍
田
神
社

（
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
）
は
、
Ｊ
Ｒ

関
西
線
が
通
っ
て
い
る
峡
谷
の
入
り
口

に
鎮
座
し
、
大
阪
平
野
か
ら
奈
良
盆
地

へ
風
が
入
る
通
路
に
沿
っ
て
い
ま
す
。

龍
田
神
社
の
そ
ば
に
は
『
古
今
集
』
に

「
唐
く
れ
な
い
に
水
く
く
る
と
は
」
と

詠
わ
れ
た
龍
田
川
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
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大
和
川
と
合
流
す
る
地
点
か
ら
少
し
上

流
に
上
が
る
と
、
佐
保
川
、
初
瀬
川
、

富
雄
川
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
盆
地
を

流
れ
る
川
の
水
が
一
所
に
会
し
て
、
大

和
川
に
合
流
す
る
廣
瀬
の
河
合
と
い
う

地
点
が
あ
り
、
そ
こ
に
廣
瀬
神
社
が
鎮

座
し
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
す
が
、
大
和
川
は
先
の
峡
谷
を
流

れ
て
大
阪
平
野
に
出
、
大
阪
湾
に
流
れ

込
ん
で
い
ま
す
。
風
神
祭
で
は
、
悪
風

が
吹
か
ず
稔

み
の
り

の
豊
か
な
る
こ
と
を
、
廣

瀬
の
祭
り
で
は
山
か
ら
流
れ
出
す
谷
川

の
水
が
甘
水
（
よ
き
水
）
と
な
り
、
稲

を
育
て
豊
作
に
な
る
こ
と
を
祈
願
し
て

い
ま
す
。
風
も
水
も
目
に
見
え
感
じ
ら

れ
ま
す
か
ら
、
古
代
人
は
そ
こ
に
神
霊

を
見
出
し
、
祭
礼
を
行
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

群
馬
県
に
は
榛
名
山
、
ま
た
長
野
県

と
の
境
に
は
浅
間
山
の
よ
う
な
、
歴
史

時
代
に
入
っ
て
噴
火
し
て
い
る
火
山
が

あ
る
た
め
に
、
噴
火
の
と
き
の
火
山
灰

が
村
や
耕
地
を
埋
め
、
当
時
の
在
り
方

を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
よ
う
な
所
が

あ
り
ま
す
。
水
田
や
畑
の
跡
と
い
っ
た
、

古
代
社
会
に
か
か
わ
る
考
古
学
的
遺
構

で
す
。
火
山
噴
火
で
埋
ま
っ
た
遺
跡
に

は
、
イ
タ
リ
ア
・
ベ
ス
ビ
オ
火
山
に
よ

る
ポ
ン
ペ
イ
が
有
名
で
す
が
、
群
馬
に

は
、
日
本
の
ポ
ン
ペ
イ
と
い
わ
れ
る
よ

う
な
遺
跡
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

こ
の
よ
う
な
遺
構
で
は
、
し
ば
し
ば

水
田
や
畑
の
隅
に
土
師
器

は
じ
き

や
滑か

っ

石
製

せ
き
せ
い

の

勾
玉

ま
が
た
ま

、
ま
た
小
型
模
造
品
が
並
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
土
師
器
や

滑
石
製
勾
玉
・
模
造
品
は
、
古
代
人
が

よ
く
使
っ
た
祭
祀
用
具
で
、
そ
こ
で
神

祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
ん
で
す
ね
。

水
田
の
場
合
で
す
と
、
取
水
口
と
思お

ぼ

し
き
地
点
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
農
民

が
自
分
の
水
田
に
良
き
灌
漑
用
水
が
滞

り
な
く
入
っ
て
く
る
こ
と
を
願
い
、
祭

っ
た
よ
う
な
様
子
が
読
み
取
れ
る
ん
で

す
。
今
で
も
農
民
が
、
水
田
耕
作
開
始

時
に
取
水
口
で
神
祭
り
を
す
る
こ
と
が

あ
り
、
そ
れ
を
水
口

み
な
ぐ
ち

祭
り
な
ど
と
い
い

ま
す
が
、
古
代
人
も
そ
れ
を
や
っ
て
い

た
ら
し
い
。
こ
の
祭
礼
は
、
朝
廷
の
場

合
で
い
え
ば
、
廣
瀬
神
社
の
祭
り
に
通

じ
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
ね
。

畑
の
隅
に
並
べ
ら
れ
た
祭
器
と
な
り

ま
す
と
、
灌
漑
用
水
の
取
り
入
れ
と
異

な
り
、
風
雨
が
穏
や
か
に
推
移
し
良
き

収
穫
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
て
祭

り
を
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
朝
廷

の
龍
田
神
社
の
祭
り
に
通
う
も
の
を
確

認
可
能
で
す
ね
。

こ
れ
ら
か
ら
、
古
代
人
は
自
分
の
耕

地
で
の
稔
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
、
と

い
う
こ
と
で
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
た
こ

と
が
推
知
さ
れ
ま
す
。
耕
地
の
隅
で
行

な
わ
れ
る
こ
う
し
た
祭
り
も
、
先
に
述

べ
た
家
の
祭
り
の
流
れ
の
中
で
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

稲
作
に
関
し
て
い
え
ば
、
田
の
神
が

稲
、
穀
物
そ
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

用
水
、
風
雨
と
な
る
と
、
稲
の
外
部
の

存
在
と
な
り
、
い
わ
ば
環
境
絡
み
の
要

素
と
な
り
ま
す
。
古
代
農
民
は
、
環
境
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の
神
霊
を
も
斎い

つ

き
、
祭
る
こ
と
を
し
て

い
た
わ
け
で
す
。

結
局
、
古
代
人
は
、
ま
ず
は
目
に
見

え
、
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
物
を
信
頼

し
、
そ
こ
に
神
霊
を
見
る
。
そ
れ
に
お

願
い
し
、
首
尾
よ
く
い
け
ば
報
賽
、
お

礼
を
す
る
。
こ
う
し
て
具
体
的
な
場
面

場
面
に
即
し
、
祭
り
が
生
み
出
さ
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

ア
エ
ノ
コ
ト
は
こ
の
流
れ
の
中
で
解

釈
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
主

生
業
で
あ
る
稲
作
に
か
か
わ
る
だ
け
に
、

そ
れ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
解
さ

れ
る
の
で
す
。
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湯立神事の奇祭といわれる遠山郷霜月祭り。

長野県の最東南端で、美濃と三河と遠江から信州の内陸に入り込んだ地である遠山谷が

〈神様王国〉と呼ばれているのは、神にすがらなければ生きていけない厳しさの裏返し。

それでも湯立神事を再生行事ととらえ、ポジティブに楽しむ

和田諏訪神社遠山霜月祭り保存会の鎌倉直衛さんにお話をうかがいました。

厳
し
い
立
地

中
央
高
速
飯
田
IC
か
ら
遠
山
郷
に
向

か
う
道
す
が
ら
に
は
、
天
竜
川
の
そ
こ

か
し
こ
に
砂
利
採
取
の
拠
点
が
あ
る
。

急
傾
斜
地
を
削
り
な
が
ら
谷
底
を
流
れ

る
川
に
は
、
山
か
ら
崩
落
し
た
土
砂
が

流
れ
込
む
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
は
山
地
崩
落
の
こ
と
を

ナ
ギ
と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
ナ
ギ
に
よ
っ
て

峡
谷
が
閉
塞
す
る
と
天
然
の
ダ
ム
湖
が

形
成
さ
れ
、
や
が
て
水
圧
に
耐
え
き
れ

ず
に
決
壊
す
る
、
と
い
う
現
象
が
繰
り

返
さ
れ
て
き
た
。
１
９
４
９
年
（
昭
和
24
）

に
も
山
津
波
が
起
き
て
井
ノ
木
沢
が
押

し
出
さ
れ
、
遠
山
中
学
校
が
流
さ
れ
た

と
い
う
か
ら
、
こ
の
地
の
人
々
は
大
変

厳
し
い
自
然
条
件
の
所
に
暮
ら
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

ナ
ギ
は
蛇
抜

じ
ゃ
ぬ

け
と
も
呼
ば
れ
る
。
崩

落
の
痕
が
緑
の
山
中
に
赤
い
地
肌
を
露

出
さ
せ
、
大
蛇
が
這
っ
た
痕
の
よ
う
に

見
え
る
か
ら
だ
と
い
う
。
急
傾
斜
の
山

中
に
、
島
や
池
と
い
う
地
名
が
残
る
の

も
、
天
然
ダ
ム
湖
が
か
つ
て
存
在
し
た

こ
と
を
裏
づ
け
る
し
、
そ
う
い
う
地
名

の
所
に
は
氾
濫
原
の
跡
が
残
り
、
砂
が

堆
積
し
て
い
る
所
も
あ
る
。

三
峰
川
、
小
渋
川
、
遠
山
川
は
山
深

い
地
域
の
水
を
集
め
、
中
央
構
造
線
に

沿
っ
て
深
い
Ｖ
字
谷
を
刻
み
、
や
が
て

天
竜
川
へ
と
合
流
す
る
。
遠
山
谷
、
遠

山
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
内

の
最
東
南
端
に
位
置
す
る
遠
山
川
水
系

を
い
う
。
こ
の
深
い
谷
は
、
諏
訪
湖
に

端
を
発
し
、
赤
石
山
脈
と
伊
那
山
脈
と

の
間
を
南
北
に
走
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

中
央
構
造
線
と
呼
ば
れ
る
世
界
有
数
の

大
断
層
だ
。
関
東
か
ら
九
州
ま
で
西
南

日
本
を
縦
断
す
る
大
断
層
系
で
、
中
央

構
造
線
を
境
に
北
側
を
西
南
日
本
内
帯
、

南
側
を
西
南
日
本
外
帯
と
呼
ぶ
。
一
部

は
活
断
層
で
あ
る
。

ち
な
み
に
中
央
構
造
線
と
糸
魚
川
静

岡
構
造
線
は
、
諏
訪
湖
周
辺
で
交
差
し

て
い
る
。

遠
山
郷
の
歴
史

遠
山
谷
に
残
る
地
名
か
ら
見
て
も
、

自
然
災
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
歴
史

を
推
測
で
き
る
。
現
在
〈
神
様
王
国
〉

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
神
や
祭

り
が
残
る
の
も
、
頻
発
す
る
大
災
害
や

凶
作
に
よ
る
飢
饉

き
き
ん

、
疫
病
流
行
が
背
景

に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

急
峻
な
山
腹
や
わ
ず
か
な
緩
斜
面
に

は
、
縄
文
時
代
の
居
住
跡
も
確
認
で
き

る
。
文
献
に
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、

１
１
８
６
年
（
文
治
２
）
『
吾
妻
鏡
』。
年

貢
を
納
め
て
い
な
い
荘
園
名
と
し
て

「
江
儀
遠
山
庄
」
の
名
前
が
登
場
す
る
。

美
濃
の
「
遠
山
庄
」
と
区
別
す
る
た
め
、

江
儀
山
の
名
前
を
冠
し
た
と
思
わ
れ
、

遠
山
と
は
書
い
て
字
の
ご
と
く
、
僻
地

を
思
わ
せ
る
名
前
で
あ
る
。

１
１
８
５
年
（
文
治
元
）
鶴
岡
八
幡
宮

地域の祭り〈霜月祭り〉
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鎌倉 直衛さん

かまくら なおえ

和田諏訪神社遠山霜月祭保存会会長
南信濃まちづくり委員会副委員長

1935年飯田市南信濃和田生まれ。
1990年ごろから保存会会長を務める。

「なにしろ、祭りが好きなもんで」と言う
鎌倉さん。霜月祭りはとにかく長丁場。面
が登場する（式次第の十二）のは、諏訪神
社の場合深夜になるので、次ページの写真
のように明るいうちから踊り続けている体
力に、ただただ驚嘆する。

23 地縁が息づく神様王国

の
供
僧
二
十
五
坊
中
の
蓮
華
坊
の
料
所

と
な
っ
た
。
信
濃
国
で
唯
一
の
鶴
岡
八

幡
宮
の
神
領
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
理
由

は
不
明
だ
が
、
豊
か
な
森
林
資
源
か
、

秋
葉
街
道
（
か
つ
て
の
諏
訪
道
）
が
通
る
交

通
の
要
衝
と
し
て
の
価
値
が
目
当
て
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鶴
岡
八
幡
宮
の
荘
園
と
な
っ
た
た
め

に
、
八
幡
社
が
分
祀
勧
請
さ
れ
た
。
鎌

倉
姓
を
名
乗
る
家
も
多
く
、
鎌
倉
と
の

関
係
が
色
濃
く
残
る
地
域
で
あ
る
。

遠
山
氏
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
地

頭
代
と
し
て
荘
園
を
管
理
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
が
二
つ
の
説
が
あ
っ
て
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
。
遠
山
氏
の
中
で
も

著
名
な
の
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
初
期

ま
で
の
遠
江
守
景
広
と
土
佐
守
景
直
の

二
代
で
、
１
５
７
２
年
（
元
亀
３
）
武
田

信
玄
が
遠
山
谷
を
通
っ
て
遠
江

と
お
と
う
み

・
三
方

み
か
た
が

原は
ら

に
侵
攻
し
た
と
き
に
は
軍
事
輸
送
の

大
役
を
果
た
し
た
。
武
田
家
滅
亡
の
の

ち
に
は
家
康
に
属
し
て
所
領
を
安
堵
さ

れ
、
家
康
の
関
東
移
封
に
伴
っ
て
い
っ

た
ん
関
東
に
移
っ
た
の
ち
、
再
び
こ
の

地
を
領
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
土

佐
守
景
直
の
没
後
に
跡
を
継
い
だ
加
兵

衛
景
重
が
わ
ず
か
２
年
で
死
亡
。
こ
こ

で
起
こ
っ
た
相
続
争
い
が
い
さ
め
ら
れ

て
改
易
と
な
り
、
久
し
く
こ
の
地
を
支

配
し
た
遠
山
氏
は
滅
亡
す
る
こ
と
に
な

る
。
遠
山
一
族
は
改
易
後
も
帰
農
し
て

名
主
な
ど
を
務
め
、
遠
山
谷
に
留
ま
っ

た
。

遠
山
６
カ
村
は
一
部
を
除
い
て
幕
府

の
直
轄
領
と
さ
れ
た
。
一
説
に
は
、
豊

富
な
森
林
資
源
を
幕
府
が
手
中
に
収
め

よ
う
と
し
た
た
め
の
改
易
で
は
な
い
か
、

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
村
人
の

間
に
は
、
百
姓
一
揆
に
よ
っ
て
遠
山
氏

が
滅
ん
だ
と
言
う
伝
承
も
あ
る
。
こ
こ

に
遠
山
氏
の
遺
恨
を
鎮
め
る
、
と
い
う

要
素
が
、
霜
月
祭
り
に
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

改
易
後
は
早
く
も
江
戸
城
天
守
閣
の

用
材
が
伐
り
出
さ
れ
、
１
６
７
７
年

（
延
宝
５
）
か
ら
は
年
貢
を
米
で
は
な
く

榑
木

く
れ
き

で
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
過
度
な
伐
採
に
よ
っ
て
１
０
０
年

後
に
は
尽
山

つ
き
や
ま

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
こ
と
は
、
年
貢
が
１
７
７
６
年
（
安

永
５
）
か
ら
金
納
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
も
１
７

８
８
年
（
天
明
８
）
京
都
大
火
で
類
焼
し

た
東
本
願
寺
の
再
建
の
た
め
の
用
材
を
、

遠
山
谷
の
25
の
山
々
か
ら
伐
り
出
し
て

い
る
。

こ
の
と
き
の
経
緯
を
紀
行
文
風
に
書

い
た
の
が
１
７
９
８
年
（
寛
政
10
）
華か

誘ゆ
う

居
士

こ
じ

に
よ
る
『
遠
山
奇
談
』
で
あ
る
。

用
材
を
伐
り
出
し
に
遠
山
を
訪
ね
た

遠
州
・
浜
松
の
僧
と
同
行
７
人
の
経
験

と
聞
き
書
き
を
元
に
、
絵
図
を
加
え
、

奇
抜
で
摩
訶
不
思
議
な
体
験
談
が
ち
り

ば
め
ら
れ
た
こ
の
紀
行
文
に
つ
い
て
は
、

遠
山
研
究
者
の
間
に
賛
否
両
論
あ
る
も

の
の
、
遠
山
に
対
す
る
関
心
を
全
国
に

広
め
る
結
果
と
な
っ
た
。

南信濃

上村

東京甲府

静岡

浜松

諏訪

長野

飯田

名古屋

中立／稲荷神社 

中郷／正八幡宮 

程野／八幡神社 

上村 

南信濃 

静岡県 

長野県 

遠山川 

上
村
川 天

竜
川 

上町／正八幡宮 

下栗／拾五社大明神 

須沢／宇佐八幡神社 

上島／白山神社 

小道木／熊野神社 

木沢タイプ 

和田タイプ 

上町タイプ 

下栗タイプ 

和田／諏訪神社 

大町／遠山天満宮 

尾野島（八重河内）／正八幡神社 

木沢／正八幡神社 

八日市場／日月神社 

秋葉街道には、たくさんの神様の面が石に彫られていた。険
しい山々の谷筋に開けた街道は、三河、遠江、信濃を結ぶ重
要な要衝であった。

国
土
地
理
院
基
盤
地
図
情
報
（
縮
尺
レ
ベ
ル
２
５
０
０
０
）「
長
野
、

静
岡
」
及
び
、
国
土
交
通
省
国
土
数
値
情
報
「
河
川
デ
ー
タ
（
平

成
20
年
）、
鉄
道
デ
ー
タ
（
平
成
20
年
）、
行
政
区
域
デ
ー
タ
（
平

成
７
年
、
平
成
21
年
）」
よ
り
編
集
部
で
作
図



１
７
１
８
年
（
享
保
３
）
の
遠
山
大
地

震
に
続
き
、
１
７
３
１
年
（
享
保
16
）
に

は
３
年
続
き
の
凶
作
で
、
６
カ
村
合
わ

せ
て
１
５
３
０
人
の
餓
死
者
を
出
す
。

和
田
で
は
当
時
の
人
口
８
８
０
人
中
３

２
０
人
が
餓
死
し
た
と
さ
れ
、
山
間
集

落
の
厳
し
い
現
実
が
う
か
が
わ
れ
る
。

遠
山
谷
は
ま
た
、
民
俗
学
の
宝
庫
と

い
わ
れ
、
柳
田
國
男
、
折
口
信
夫
も
訪

れ
て
い
る
。
地
理
的
に
は
本
州
内
陸
の

奥
深
く
で
海
か
ら
遠
く
、
山
に
閉
ざ
さ

れ
て
は
い
る
が
、
道
は
通
じ
て
お
り
、

外
に
開
い
た
窓
か
ら
流
入
し
て
き
た
文

化
が
、
こ
の
谷
で
醸
成
さ
れ
独
自
な
形

を
生
み
出
し
た
、
と
『
遠
山
谷
南
部
の

民
俗
』（
飯
田
市
美
術
博
物
館
２
０
０
８
）
の

巻
頭
に
書
く
の
は
、
柳
田
國
男
記
念
伊

那
民
俗
学
研
究
所
所
長
の
野
本
寛
一
さ

ん
だ
。
野
本
さ
ん
は
ま
た
、「
民
の
幸

せ
」
を
意
識
す
る
の
が
民
俗
学
で
あ
る

と
柳
田
は
考
え
て
い
た
し
、
今
も
そ
う

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
民
俗

学
的
蓄
積
と
現
実
の
生
活
様
式
が
乖
離

か
い
り

す
る
現
今
に
あ
っ
て
は
、
民
俗
学
だ
け

に
現
状
改
革
の
即
効
性
を
求
め
る
に
は

無
理
が
あ
る
、
と
書
く
。

物
の
飢
え
は
克
服
で
き
た
が
、
永
い

民
俗
生
活
で
培
っ
て
き
た
心
を
支
え
る

論
理
や
精
神
が
、
民
俗
慣
行
の
喪
失
と

と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を

取
り
戻
す
に
は
、
学
問
領
域
を
超
え
た

協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
民
俗
学
は
地

味
で
は
あ
る
が
根
強
い
力
を
持
っ
て
い

る
、
と
続
け
て
い
る
。

霜
月
祭
り
と
は

今
回
お
話
を
う
か
が
っ
た
霜
月
祭
り

保
存
会
の
鎌
倉
直
衛
さ
ん
は
、
和
田
地

区
に
あ
る
諏
訪
神
社
の
氏
子
で
あ
る
。

和
田
地
区
は
、
遠
山
谷
南
部
の
中
で
最

大
の
氾
濫
原
を
持
ち
、
か
つ
て
は
水
田

と
畑
地
が
広
が
っ
て
い
た
。
和
田
の
語

源
は
、
川
が
輪
を
な
し
て
回
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
宿
場
町
と
し
て
も
栄
え
、
商
店

な
ど
も
あ
っ
て
、〈
マ
チ
〉
と
呼
ば
れ

た
。和

田
は
秋
葉
街
道
に
面
し
た
町
だ
。

秋
葉
街
道
は
、
か
つ
て
〈
諏
訪
道
〉
と

呼
ば
れ
、
諏
訪
信
仰
の
道
と
し
て
発
達
。

近
世
に
な
っ
て
家
康
の
庇
護
に
よ
っ
て

遠
州
秋
葉
山
の
火
伏
鎮
護

ひ
ぶ
せ
ち
ん
ご

の
信
仰
が
全

国
に
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
秋
葉
詣
で
の

人
た
ち
の
往
来
で
賑
わ
い
、〈
秋
葉
街

道
〉
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

杖
突

つ
え
つ
き

、
分
杭

ぶ
ん
ぐ
い

と
い
っ
た
地
名
の
残
る
、

峠
越
え
が
い
く
つ
も
あ
る
険
し
い
道
は
、

同
時
に
塩
の
道
で
も
あ
っ
た
。

湯
立
神
事
の
奇
祭
と
い
わ
れ
る
こ
の

祭
り
は
、
遠
山
の
各
地
の
神
社
で
行
な

わ
れ
た
こ
と
か
ら
、〈
遠
山
祭
り
〉
ま

た
は
遠
山
氏
の
鎮
魂
を
祈
っ
て
の
要
素

も
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
〈
祖
霊
祭
り
〉

な
ど
と
呼
ば
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名

が
あ
っ
た
。
最
近
で
は
〈
霜
月
祭
り
〉

に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

霜
月
祭
り
は
、
両
部
神
道

り
ょ
う
ぶ
し
ん
と
う

に
よ
る
湯
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湯立のための水の調達にも、細かい
決まり事があり、和田タイプでは

〈浜水汲み〉という。両親のそろっ
た男女が川縁に山神と水神の幣束を
立てて注連縄を張り、その間から七
柄杓半の水を汲むが、川の流れに逆
らってはいけないとされる。
左は四十二の面の中でも、舞が特に
難しいといわれる猿の舞。〈猿田彦
大神〉で悪病をサル、エンコ（縁故）
を結ぶ、にかけたという。左下は遠
山郷土館。戦国時代、この地の領主
であった遠山氏の 当時の栄華を偲び
再現された和田城が郷土館になって
いる。係の人のお顔を拝見すると、
前日、猿を舞った方だった。



立
祭
り
で
、
清
和
天
皇
の
貞
観
年
間

（
８
５
９
〜
８
７
７
）
に
宮
廷
で
行
な
わ
れ

た
祭
事
を
模
し
た
湯
立
が
、
ほ
ぼ
原
型

の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
祭
り
が
文
献
に
表
わ
れ
た

の
は
、
１
８
１
２
年
（
文
化
９
）
に
本
居

宣
長
が
著
し
た
『
玉
勝
間
』
で
あ
る
。

両
部
神
道

神
仏
習
合
思
想
の
一
つ
で
、
仏
教
の
真
言
宗
（
密

教
）
か
ら
の
神
道
解
釈
に
基
づ
く
。

密
教
で
は
、
宇
宙
は
大
日
如
来
の
顕
現
で
あ
り
、

大
日
如
来
を
中
心
に
し
た
金
剛
界
と
胎
蔵
界
の
両
部

の
曼
陀
羅
に
描
か
れ
た
仏
菩
薩
を
本
地
（
ほ
ん
じ
）

と
し
、
日
本
の
神
々
は
そ
の
垂
迹
（
す
い
じ
ゃ
く
）

と
解
釈
し
た
。

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
な

る
と
、
逆
に
、
神
こ
そ
が
本
地
で
あ
り
仏
は
仮
の
姿

で
あ
る
と
す
る
神
本
仏
迹
説
を
主
張
す
る
伊
勢
神
道

な
ど
が
表
わ
れ
、
明
治
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
た
神
仏

分
離
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
、
神
道
教

義
の
主
流
派
の
地
位
を
失
っ
た
。

遠
山
谷
は
そ
の
厳
し
さ
故
に
山
岳
宗

教
の
修
行
の
場
と
し
て
修
験
者
も
訪
れ
、

霜
月
祭
り
に
も
そ
の
要
素
が
加
わ
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
遠
山
谷
は
美
濃
、

三
河
、
遠
江
か
ら
信
州
の
内
陸
に
入
り

込
ん
だ
地
で
あ
る
が
、
霜
月
祭
り
と
三

河
の
花
祭
り
は
酷
似
し
て
お
り
、
花
祭

り
は
熊
野
の
修
験
者
が
伝
え
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

郷
土
館
に
は
南
信
濃
の
全
部
の
神
社

の
面

お
も
て

が
保
管
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
神
事

で
使
う
神
聖
な
も
の
な
の
で
、
伝
統
芸

能
の
実
演
と
し
て
舞
う
と
き
に
は
レ
プ

リ
カ
を
使
う
と
い
う
。
舞
も
、
祭
り
で

し
か
舞
っ
て
は
い
け
な
い
も
の
も
あ
り
、

こ
う
し
た
決
ま
り
は
厳
格
に
守
ら
れ
て

い
る
。

面
を
着
け
て
四
十
二
の
神
々
に
お
い

で
い
た
だ
く
「
面
」
の
段
は
、
神
事
で

は
な
く
余
興
だ
と
い
う
が
、
夜
通
し
行

な
わ
れ
る
祭
り
の
深
夜
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
で
も
あ
る
。
大
変
印
象
的
で
、
宮

崎
駿
監
督
の
映
画
「
千
と
千
尋
の
神
隠

し
」
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。

１
９
７
９
年
（
昭
和
54
）
２
月
に
文
化

庁
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

か
ら
は
、
祭
り
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

遠
山
谷
に
諏
訪
神
社
が
創
建
さ
れ
た

の
は
、
鎌
倉
時
代
の
１
２
１
９
年
（
承

久
元
）
。
祭
り
の
由
来
は
、
神
を
崇
拝
す

る
当
地
の
先
人
が
鎌
倉
に
上
り
、
湯
立

神
楽
を
遠
山
地
方
に
伝
え
た
と
い
う
説

と
、
伊
勢
神
楽
の
一
部
を
伝
承
し
た
と

い
う
説
が
あ
る
。

そ
の
後
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
改
易
で

１
６
１
８
年
（
元
和
４
）
滅
亡
し
た
遠
山

氏
の
祖
霊
を
祀
る
儀
式
が
加
え
ら
れ
、

遠
山
谷
の
人
々
の
再
生
行
事
の
祭
り
と

し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
。

鎌
倉
さ
ん
に
よ
る
と
、
人
間
が
働
い

て
い
る
と
や
が
て
「
力
」
が
衰
え
て
く

る
。
そ
の
と
き
に
、
生
き
る
魂
を
甦
ら

せ
る
た
め
に
神
の
力
を
頂
く
行
事
が
再

生
行
事
だ
と
い
う
。
実
際
、
鎌
倉
さ
ん

自
身
も
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
も
、
単
に

伝
統
を
守
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
霜

月
祭
り
が
持
つ
こ
う
し
た
「
力
」
を
意

識
す
る
こ
と
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維

持
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
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和
田
の
霜
月
祭
り
　
式
次
第

一
　

湯
の
式

神
楽
歌
を
歌
い
、
神
様
に
お
い
で
い
た
だ
く

二
　

踏
み
な
ら
し
の
舞

祭
事
を
始
め
る
場
所
を
清
め
る
地
鎮
祭

三
　

湯
開
き

竃
（
か
ま
ど
）
の
五
方
を
清
め
て
か
ら
湯
蓋
　

を
取
り
除
く

四
　

一
の
湯

神
様
を
湯
の
上
に
お
迎
え
し
て
、

ま
ず
１
回
目
の
お
湯
を
ご
馳
走
す
る

五
　

下
堂
祓

げ
ど
う
ば
ら

い

扇
剣
の
舞

六
　

二
の
湯

２
回
目
の
お
湯
を
ご
馳
走
す
る

七
　

願
ば
た
き

祈
願
成
就
し
た
と
き
に
、

神
様
へ
の
お
礼
を
申
し
上
げ
る
た
め
に
舞
う

八
　

神
子
の
湯

生
来
虚
弱
の
者
、
大
病
に
か
か
り
、

神
様
に
願
を
か
け
、
願
が
か
な
っ
た
者
が

神
子
に
な
る
た
め
の
儀
式

九
　

祝
儀
の
舞

神
子
に
な
っ
た
祝
い
の
舞

十
　

鎮
め
の
湯

特
に
念
入
り
に
、

神
様
に
最
後
の
お
湯
を
差
し
上
げ
る

十
一

や
お
と
め

神
々
の
面
に
お
い
で
い
た
だ
く
た
め
の
舞

十
二

面四
十
二
の
神
々
に
お
い
で
い
た
だ
く

十
三

神
送
り

祭
事
に
お
い
で
い
た
だ
い
た
神
様
に

お
帰
り
い
た
だ
く
た
め
の
申
し
上
げ

十
四

か
す
舞

神
送
り
に
て
送
り
出
し
た
あ
と
も

ま
だ
残
っ
て
い
る
神
様
に
、
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も
う
ご
馳
走
は
カ
ス
し
か
な
い

と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
舞

十
五

ひ
い
な
下
し

ま
だ
残
っ
て
い
る
神
様
に
帰
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
、
ひ
い
な
を
下
ろ
し
て
し
ま
う

十
六

金
剣

か
な
つ
る
ぎ

の
舞

ま
だ
、
ひ
い
な
に
残
る
悪
い
神
様
を

切
り
捨
て
る
た
め
に
舞
う

鎌
倉
さ
ん
が
語
る
霜
月
祭
り

霜
月
祭
り
は
火
の
神
様
に
よ
っ
て
、

水
の
神
様
か
ら
頂
い
た
清
い
水
を
沸
か

し
、
日
本
の
八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
を
招
い
て
、

沸
か
し
た
お
湯
を
差
し
上
げ
る
と
同
時

に
、
祭
り
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
人
々
に

も
「
水
の
王
」
が
湯
を
浴
び
せ
て
活
力

を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
主
体
で
す
。

ま
た
、
過
ぎ
て
い
く
年
に
感
謝
を
捧
げ
、

来
る
年
の
安
全
祈
願
を
す
る
祭
り
で
も

あ
る
ん
で
す
よ
。

祭
り
の
伝
承
が
心
配
さ
れ
る
の
は
、

ど
こ
の
地
方
で
も
同
じ
だ
け
れ
ど
、
霜

月
祭
り
は
中
学
生
ぐ
ら
い
の
子
供
た
ち

も
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
食
い
入
る

よ
う
に
先
輩
た
ち
の
舞
を
見
て
い
る
。

い
ず
れ
自
分
も
、
と
思
っ
て
い
る
ん
で

し
ょ
う
。

学
校
で
も
力
を
入
れ
て
く
れ
、
保
存

会
か
ら
「
地
域
の
伝
統
を
守
っ
て
も
ら

い
た
い
」
と
頼
ん
だ
ら
、
大
勢
参
加
し

て
く
れ
て
ね
。
中
学
で
も
、
霜
月
祭
り

の
伝
承
を
し
よ
う
と
、
文
化
祭
で
も
や

っ
た
ん
で
す
よ
。

神事や湯立を務める禰宜（ね
ぎ）や村人は、水干（すいか
ん）という湯衣を着る。水干
は、男子の平安装束の一つで、
諏訪神社では古くなった幟

（のぼり）の生地を利用してつ
くられる。背中に神の字が配
されて、いたく格好が良い。

霜月祭りには集落ごとに四つ
のタイプがあり、和田タイプ
に属する諏訪神社では竃は一
つだが、下栗タイプの拾五社
では二つ（下）。使う道具や作
法も、それぞれ違っている。

面の登場は〈水の王〉（左下）
から。鎮め様とも呼ばれ、不
動明王（ふどうみょうおう）
のことである。



そ
れ
に
し
て
も
、
今
は
、
子
供
が
本

当
に
少
な
く
な
っ
た
。
中
学
校
も
上
村

と
遠
山
が
統
合
し
て
、
そ
れ
で
も
全
校

で
36
、
37
人
ぐ
ら
い
。
林
業
が
盛
ん
だ

っ
た
と
き
に
は
、
生
徒
が
２
０
０
人
も

い
た
学
校
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

諏
訪
神
社
の
氏
子
は
、
戸
数
は
多
い
。

５
０
０
戸
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
で
も
、
飯

田
市
と
合
併
し
て
、
若
い
人
は
飯
田
に

勤
め
に
行
っ
ち
ゃ
う
も
ん
で
、
年
寄
り

の
一
人
暮
ら
し
と
か
が
多
い
。

こ
こ
の
地
域
の
高
齢
化
率
は
、
50
％

を
超
え
て
い
る
。
二
人
に
一
人
が
65
歳

以
上
。
も
う
そ
う
い
う
よ
う
な
状
況
で
。

働
く
場
所
が
な
い
か
ら
、
仕
方
が
な
い

ん
だ
け
ど
ね
。
飯
田
か
ら
１
時
間
以
上

か
か
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
通
う
と
い

う
の
は
無
理
だ
し
ね
。

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
は
た
ま
た
ま

日
曜
日
だ
っ
た
か
ら
、
地
元
出
身
の
人

も
ず
い
ぶ
ん
帰
っ
て
き
て
い
た
。
諏
訪

神
社
の
祭
り
は
毎
年
12
月
13
日
と
決
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
み
ん
な
が
来
ら
れ

る
よ
う
に
と
、
土
日
に
変
え
た
と
こ
ろ

も
多
い
ね
。

こ
こ
で
は
た
ま
た
ま
残
っ
た
け
れ
ど
、

や
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
所
も
あ
る
。

若
い
人
が
減
っ
て
、
で
き
な
く
な
っ
て

い
く
所
も
あ
る
よ
。
大
町
の
天
満
宮
も

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
で
お
し
ま
い
。

地
域
の
人
が
も
う
や
れ
ん
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
、
こ
れ
で
終
わ
り
だ
。

天
満
宮
で
は
、
戦
後
に
も
舞
い
手
が

不
足
し
、
霜
月
祭
り
が
い
っ
た
ん
途
絶

え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
和
田
の
保
存
会

で
協
力
し
て
、
復
活
し
た
ん
だ
け
ど
、

ま
た
続
け
ら
れ
ん
よ
う
に
な
っ
た
。

私
は
和
田
の
出
身
で
、
ず
っ
と
こ
こ

に
い
る
。
役
場
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

遠
山
宮
司
も
天
龍
村
の
役
場
に
勤
め
て

い
た
。
お
父
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
て
、

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
か
ら
宮
司
に
な

っ
た
。
18
代
目
で
す
。

保
存
会
は
14
名
だ
っ
た
の
が
、
２
０

０
９
年
（
平
成
21
）
２
名
増
え
て
16
名
。

若
い
人
が
入
っ
て
く
れ
た
。
１
人
は
高

校
生
。
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
か

ら
、
保
存
会
を
つ
く
っ
た
。
少
し
前
か

ら
祭
り
も
崩
れ
て
き
て
る
も
ん
だ
か
ら
、

ち
ゃ
ん
と
残
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い

っ
て
、
本
を
つ
く
っ
た
り
し
た
。

保
存
会
は
霜
月
祭
り
を
中
心
に
や
っ

て
、
総
代
は
年
間
の
祭
り
を
す
べ
て
や

る
。遠

山
郷
は
〈
神
様
王
国
〉
と
呼
ば
れ

て
い
て
、
も
の
す
ご
く
神
社
の
数
が
多

い
し
、
お
祭
り
の
数
も
多
い
。
昔
は
神

に
頼
っ
て
生
き
る
し
か
、
術す

べ

が
な
い
、

厳
し
い
暮
ら
し
の
地
域
だ
っ
た
か
ら
じ

ゃ
な
い
か
な
あ
。
そ
れ
が
、
今
に
ま
で

伝
え
ら
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

諏
訪
神
社
も
正
月
は
元
旦
祭
、
２
月

に
な
る
と
節
分
祭
、
建
国
祭
、
３
月
13

日
に
春
の
戸
開

と
あ
け

祭
、
６
月
30
日
に
夏
越

な
つ
ご
し

祭
、
８
月
26
、
27
日
の
御
射
山

み
し
ゃ
や
ま

祭
、
11

月
23
日
に
新
穀
祭
、
つ
ま
り
、
も
と
の

新
嘗
祭

に
い
な
め
さ
い

、
霜
月
祭
り
、
年
末
、
と
た
く

さ
ん
あ
る
。
御
柱
が
あ
る
年
は
、
そ
れ
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も
加
わ
る
。

霜
月
祭
り
は
前
日
か
ら
準
備
し
て
い

る
。
前
の
日
は
準
備
だ
け
。
地
域
に
よ

っ
て
や
り
方
が
違
う
し
、
釜
の
数
も
違

う
。
稲
荷
と
拾
五
社
は
一
緒
に
や
る
か

ら
２
回
同
じ
こ
と
を
す
る
し
。

水
の
神
を
や
っ
た
の
は
、
保
存
会
の

坂
本
興
利

こ
う
り

、
金
剣
の
舞
で
最
後
に
湯
飾

り
を
切
っ
た
の
は
針
間
道
夫
。
み
ん
な
、

登
場
す
る
と
き
に
、
名
前
を
名
乗
る
ん

で
す
。
ひ
い
な
下
し
は
、
松
下
賢

さ
か
し

。
や

は
り
、
重
要
な
役
ど
こ
ろ
は
、
ち
ゃ
ん

と
練
習
し
て
舞
え
る
人
に
や
っ
て
も
ら

う
。草

鞋
は
、
地
元
で
つ
く
っ
て
い
る
人

が
い
る
か
ら
、
そ
の
人
か
ら
買
う
。
結

構
、
数
が
い
る
も
ん
で
な
。
烏
帽
子

え

ぼ

し

は

み
ん
な
自
前
の
物
だ
。
今
は
京
都
な
ん

か
に
行
っ
て
買
っ
て
く
る
。
装
束
店
の

井
筒
と
か
有
本
と
か
、
そ
う
い
う
所
で

な
い
と
な
か
な
か
な
い
な
あ
。
神
社
で

お
祭
り
を
や
る
と
き
の
狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

（
平
安
時
代

以
降
の
公
家
の
普
段
着
。
狩
の
と
き
に
着
用
し
た

の
が
始
ま
り
だ
が
、
活
動
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
普

段
着
と
し
て
定
着
し
た
。
現
在
で
は
、
神
職
の
常

装
）
も
、
京
都
で
あ
つ
ら
え
る
。

釜
に
入
れ
る
水
は
、
朝
、
八
重
河
内

や
え
が
わ
ち

川
に
行
っ
て
、
明
神
橋
の
少
し
上
で
汲

ん
で
来
る
。
水
の
神
に
頂
く
ん
だ
ね
。

夕
べ
、
釜
の
回
り
を
舞
い
な
が
ら
読

ん
で
い
た
の
は
、
神
社
の
古
い
本
か
ら

自
分
で
写
し
て
つ
く
る
神
名
帳

じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う。

こ
れ

に
全
国
の
神
様
の
名
前
が
書
い
て
あ
っ

て
、
み
ん
な
で
読
み
上
げ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

お
供
え
の
餅
を
搗つ

い
て
差
し
上
げ
る

と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
う
ち
の
と
こ

ろ
で
は
で
き
た
も
の
を
供
え
て
い
る
。

雪
は
そ
れ
ほ
ど
苦
に
は
な
ら
な
い
な

あ
。
こ
こ
ら
で
標
高
４
２
０
ｍ
ぐ
ら
い

な
も
ん
だ
か
ら
、
雪
は
降
っ
て
も
年
に

２
回
ほ
ど
で
す
。

私
も
70
歳
を
過
ぎ
ま
し
た
が
、
好
き

で
す
か
ら
、
長
時
間
の
舞
も
苦
に
な
り

ま
せ
ん
。
普
段
か
ら
、
こ
の
た
め
に
運

動
し
て
準
備
し
て
い
る
。
子
供
の
と
き

か
ら
の
友
だ
ち
で
一
緒
に
続
け
て
い
る

人
は
、
も
う
い
な
い
。
み
ん
な
、
若
い

人
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
は
伊
勢
神
宮
に
行
っ
て
、
ち
ゃ
ん

と
研
修
も
受
け
て
き
た
ん
だ
よ
。
何
級
、

何
級
と
、
ち
ゃ
ん
と
ク
ラ
ス
が
あ
る
も

ん
で
な
。
毎
年
10
月
前
後
に
例
大
祭
が

あ
る
も
ん
で
、
そ
れ
に
行
っ
て
研
修
を

受
け
て
い
た
。
40
歳
代
の
こ
ろ
の
こ
と

だ
よ
。
年
休
を
取
っ
て
、
何
度
も
行
っ

た
。
よ
ほ
ど
、
好
き
な
ん
だ
な
。

そ
う
い
う
夢
中
に
な
っ
て
い
る
大
人

の
姿
を
見
て
、
子
供
た
ち
も
「
や
り
た

い
」
と
思
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の

か
な
。
そ
れ
に
お
湯
を
い
た
だ
く
と
い

う
の
は
、
自
分
の
身
体
に
も
い
い
し
。

乾
燥
し
て
い
る
と
身
体
も
弱
く
な
る
が
、

あ
あ
い
う
湯
気
を
浴
び
る
と
生
き
返
る

よ
う
な
気
が
す
る
。
今
で
も
再
生
の
祭

り
な
ん
だ
。

29 地縁が息づく神様王国

湯立とは、聖なる水（陰気）と火（陽気）の融合によって聖なる湯を立て、その湯気
を神々に捧げ、自らも浴びる神事である。湯立で最も大切なのは、湯釜を据える竃と、
その上部に吊るす湯の上飾りだ。諏訪神社は和田タイプに属し、湯の上飾りは還暦と
同じ61通り。東隅に〈湯男〉と呼ばれる特殊な切り紙を吊るすのは、伊勢神楽の〈八
橋〉に通ずる。

右ページは、次々と登場する面。中学生も参加していた。左ページは、豪快な湯掛け
に大いに盛り上がるクライマックス。烏天狗（右ページ左下）の面をいただいた方の
話によると、釜の縁に触ると火傷するが湯であれば大丈夫ということだ。次代を担う
中学生たちは、熱湯を掛けるパフォーマンスや猿の舞に、先輩への敬意を込めて熱い
視線を注いでいた。
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尾嵜 彰廣
おざき あきひろ
合名会社神宗代表社員

1950年生まれ。1990年より現職。8代目店主。

都市の祭り〈天神祭〉

浪花商人の
元気で牽引
堂島の米市場、天満の青物市場と並び、大

阪の三大市場だった雑喉場
ざ こ ば

の魚市場。

神宗
かんそう

は1781年（天明元）に創業し、のちに移

った雑喉場で長く商いを続けてきた昆布・

佃煮の老舗です。良い材料がなければつく

らない、売らない、という真面目な姿勢を

貫き、2008年（平成20）には一次休業を敢行。

ニュースや新聞紙上でも報道され、大騒ぎ

されたと、尾嵜彰廣さんは苦笑いします。

天神祭に文楽船、落語船を出す現代の〈旦

那衆〉でもある尾嵜さんは、文楽、歌舞伎、

落語など上方芸能に造詣が深く、近松門左

衛門が描く江戸時代の〈大坂〉研究者でも

あります。水都大阪の祭りについて、尾嵜

さんにうかがいました。

１
０
０
隻
が
行
き
交
う
船
渡
御

天
神
祭
を
や
っ
て
い
る
の
は
、
商
売

と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
ん
で
す
。
天

神
さ
ん
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
学
問

の
神
様
。
そ
れ
と
芸
術
の
神
様
で
す
。

き
っ
か
け
と
し
て
は
、
私
ど
も
の

元
々
の
出
生
地
が
天
満
宮
の
氏
地
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と

天
神
祭
に
は
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

会
社
ぐ
る
み
で
、
社
員
も
参
加
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
親
父
の
代
か
ら
で

す
ね
。
し
か
し
、
別
に
会
社
で
講
を
立

て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
が
ど
ん

ど
こ
船
の
一
員
と
い
う
だ
け
で
す
。

さ
す
が
に
全
社
員
挙
げ
て
、
で
は
な

い
で
す
よ
、
仕
事
も
し
な
く
ち
ゃ
い
け

な
い
で
す
か
ら
…
。
私
だ
け
が
ち
ょ
っ

と
許
し
て
も
ら
っ
て
ね
。
社
員
に
も
、

手
伝
い
は
し
て
も
ら
い
ま
す
け
ど
。

我
々
は
問
屋
で
す
か
ら
、
船
で
昆
布

を
持
っ
て
き
て
い
て
舟
運
に
関
係
が
あ

っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
ん

で
す
。

し
か
し
、
天
神
祭
っ
て
い
う
の
は
も

の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ん
で
す
。
世

界
最
大
の
水
上
祭
で
す
。

船
が
１
０
０
隻
、
観
客
は
大
体
い
つ

も
１
０
０
万
人
近
い
ん
で
す
。
そ
れ
と

船
に
乗
っ
て
る
人
が
１
万
人
。

い
ろ
い
ろ
な
船
が
出
て
い
て
、
乗
船

が
申
し
込
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
、
３
万
５
０
０
０
円
ぐ
ら
い
か
か

る
よ
う
で
す
。
ま
あ
、
そ
の
く
ら
い
か

か
る
ん
で
す
よ
本
当
に
、
船
っ
て
。
ど

ん
ど
こ
船
は
お
金
は
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。

ご
招
待
者
ば
か
り
で
す
。

ど
ん
ど
こ
船
と
い
っ
て
も
、
聞
き
慣

れ
な
い
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

天
神
祭
で
は
、
陸
渡
御

り
く
と
ぎ
ょ

に
続
い
て
船ふ

な

渡
御

と
ぎ
ょ

が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
川
に
出
る

船
は
４
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
は
、
御
神
霊
を
乗
せ
た
御
鳳
輦

ご
ほ
う
れ
ん

奉
安
船
。
船
同
士
が
行
き
交
う
と
き
に

は
、
大
阪
締
め
と
呼
ば
れ
る
手
打
ち
が

交
換
さ
れ
ま
す
が
、
御
鳳
輦
奉
安
船
が

通
過
す
る
と
き
は
沈
黙
す
る
の
が
な
ら

わ
し
で
す
。
橋
の
中
央
に
正
中

せ
い
ち
�
う

の
覆
い

が
さ
れ
る
の
も
、
御
神
霊
を
乗
せ
た
御

鳳
輦
奉
安
船
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
な
い

よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
で
す
。
渡
御

中
、
御
鳳
輦
船
で
は
水
上
祭
が
斎
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

天
神
様
は
、
ず
っ
と
祟た

た

り
の
神
様
で

す
か
ら
ね
、
年
に
一
回
く
ら
い
は
外
に

出
し
て
あ
げ
よ
う
と
。
そ
れ
で
魂
を
御

鳳
輦
に
移
し
ま
し
て
ね
。
で
、
お
船
に

乗
せ
る
ん
で
す
よ
。
菅
原
道
真
公
の
命

日
が
25
日
で
す
か
ら
。

次
は
、
催
太
鼓

も
よ
お
し
だ
い
こ

船
や
地
車

じ
ぐ
る
ま

囃
子

は
や
し

船
な

ど
神
に
仕
え
る
講
社
の
供
奉
船

ぐ
ぶ
せ
ん

。
そ
し

て
協
賛
団
体
や
市
民
船
な
ど
、
神
を
お

迎
え
す
る
奉
拝
船
と
、
ど
ん
ど
こ
船
や

御
迎

お
む
か
え

人
形
船
、
落
語
船
や
文
楽
船
な
ど
、

自
由
に
航
行
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
る

列
外
船
で
す
。
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１
９
３
７
年
（
昭
和
12
）
の
船
渡
御
で

は
、
船
が
２
０
０
隻
に
達
し
た
と
い
い

ま
す
が
、
現
在
は
警
備
の
都
合
も
あ
り

１
０
０
隻
ほ
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

船
の
動
き
な
ん
か
の
全
体
の
仕
切
り

は
、
天
満
宮
の
中
に
船
奉
行
っ
て
の
が

い
て
る
ん
で
す
。
で
、
我
々
は
そ
れ
に

従
い
な
が
ら
航
行
し
ま
す
。

大
阪
商
人
の
心
意
気

疫
病
の
祭
り
と
い
う
こ
と
で
す
と
、

祇
園
祭
り
な
ん
か
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、

京
の
雅
び
に
対
し
て
、
大
阪
は
や
っ
ぱ

り
商
人
の
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

天
神
祭
は
、
四
天
王
寺
別
院
の
愛
染

祭
、
住
吉
大
社
の
住
吉
祭
と
と
も
に
大

阪
三
大
夏
祭
り
の
一
つ
。
６
月
下
旬
の

愛
染
さ
ん
か
ら
始
ま
っ
て
、
７
月
25
日

の
天
神
祭
ま
で
、
約
１
カ
月
間
に
わ
た

っ
て
徐
々
に
盛
り
上
が
っ
て
い
く
。

夏
枯
れ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
。
大
阪
商

人
だ
か
ら
、
イ
ベ
ン
ト
起
こ
し
て
、
夏

枯
れ
を
何
と
か
こ
う
、
盛
り
上
げ
よ
う

っ
て
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

次
の
天
神
祭
に
備
え
た
準
備
と
い
う

の
は
、
終
わ
っ
た
途
端
に
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
毎
年
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
反
省
会
を
し
ま
す
。
全

講
社
が
集
ま
り
ま
し
て
。

参
加
者
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
、
ち
ょ
っ

と
把
握
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
多
い
で

す
よ
、
か
な
り
。
一
つ
の
講
社
で
も
、

太
鼓
な
ん
て
１
０
０
０
人
く
ら
い
は
、

い
て
る
で
し
ょ
う
。

我
々
、
ど
ん
ど
こ
船
は
70
〜
80
名
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
相
当
な
数
の
人

間
が
神
社
に
集
ま
り
ま
す
。

全
部
の
講
社
の
役
員
が
出
席
す
る
反

省
会
に
は
、
非
常
に
厳
し
い
話
が
出
ま

す
。で

も
そ
れ
も
、
み
ん
な
が
こ
う
、
立

場
が
同
じ
っ
て
い
う
か
、
悪
い
こ
と
を

直
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
で
、
団
結

し
ま
す
。
神
事
で
す
か
ら
、
間
違
い
の

な
い
よ
う
に
や
ら
な
い
と
。

ど
ん
ど
こ
船
を
漕
ぐ
の
は
ね
、
一
隻

40
人
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
漕
ぐ
練

習
と
か
も
、
毎
日
曜
日
や
っ
て
ま
す
。

練
習
は
、
木
場
。
大
阪
の
貯
木
場
で
。

練
習
し
な
が
ら
、
こ
こ
の
ペ
ン
キ
が

剥
げ
て
る
と
か
、
提
灯
の
こ
こ
を
直
そ

う
と
か
、
準
備
を
兼
ね
て
。
準
備
や
練

習
に
、
そ
ん
な
に
何
度
も
何
度
も
顔
合

わ
せ
て
い
る
と
、
や
っ
ぱ
り
チ
ー
ム
に

な
り
ま
す
。

そ
れ
と
金
銭
が
伴
わ
な
い
の
が
、
い

い
。
ア
ル
バ
イ
ト
じ
ゃ
な
く
、
皆
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
ま
す
ん
で
ね
。
上

下
関
係
は
厳
し
い
で
す
。
親
だ
っ
て
子

供
に
そ
ん
な
強
い
こ
と
言
え
な
い
時
代

に
、
上
か
ら
ボ
ロ
ク
ソ
言
わ
れ
ま
す
。

氏
子
の
家
だ
け
で
は
、
そ
ん
だ
け
人

数
が
ま
か
な
え
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

講
社
が
あ
っ
て
ね
。

講
社
っ
て
い
う
の
は
町
衆
が
ス
ポ
ン

サ
ー
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
古

い
、
た
と
え
ば
天
満
だ
っ
た
ら
海
産
物



と
か
、
そ
う
い
っ
た
会
社
が
講
社
を
つ

く
る
ん
で
す
。

な
く
な
っ
て
い
っ
て
る
講
社
も
あ
る

ん
で
す
よ
。
今
年
も
、
や
っ
て
い
け
な

い
か
ら
や
め
さ
し
て
く
だ
さ
い
と
、
一

つ
や
め
ら
れ
ま
し
た
。
誰
か
が
継
い
で

も
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
こ
も
手

を
上
げ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
お

金
が
か
か
り
ま
す
か
ら
。

講
社
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
を
決

め
る
の
は
、
講
社
連
合
会
で
す
。
講
社

連
合
会
の
役
員
会
で
決
め
て
、
天
満
宮

に
上
申
す
る
ん
で
す
。

船
の
手
配
は

ど
ん
ど
こ
船
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す

が
、
木
場
の
人
た
ち
が
手
漕
ぎ
の
伝
馬

船
を
漕
い
で
、
船
渡
御
見
物
に
行
っ
た

の
が
始
ま
り
で
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
昔
は
千
代
崎
（
大
阪
ド
ー
ム
の
そ

ば
）
に
天
満
宮
の
御
旅
所
が
あ
っ
て
、

船
渡
御
は
そ
こ
ま
で
下
っ
て
い
ま
し
た

か
ら
。

大
阪
も
昔
は
水
の
都
と
い
わ
れ
て
い

ま
し
て
、
そ
の
こ
ろ
は
物
資
を
運
ぶ
の

に
は
小
さ
な
三
十
石
船
と
か
艀

は
し
け

と
か
、

そ
う
い
う
船
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で

す
よ
。
木
の
船
が
ね
。

艀
っ
て
い
う
の
は
四
角
い
木
の
船
な

ん
で
、
そ
れ
に
材
木
載
せ
て
上
流
ま
で

上
が
っ
て
く
る
と
か
。
ト
ラ
ッ
ク
よ
り
、

た
く
さ
ん
の
物
が
運
べ
ま
す
ん
で
。

我
々
の
若
い
こ
ろ
は
、
道
頓
堀
の
ち

ょ
っ
と
下
は
、
も
う
材
木
市
場
。
原
木

が
長
堀
辺
り
ま
で
浮
か
ん
で
い
た
ん
で

す
よ
。

材
木
を
運
ぶ
の
に
、
以
前
は
そ
う
い

う
船
を
使
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
今
は

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
て
。

そ
れ
で
も
大
阪
は
水
路
が
多
い
ん
で
、

砂
船
と
か
台
船
が
、
ま
だ
使
わ
れ
て
い

る
。
台
船
っ
て
い
う
の
は
、
四
角
い
鉄

の
バ
ー
ジ
で
す
ね
。
大
量
に
乗
れ
ま
す

の
で
、
昔
と
比
べ
た
ら
規
模
が
大
き
い

で
す
よ
。
船
渡
御
に
出
る
１
０
０
隻
の

船
は
、
こ
う
い
う
船
を
利
用
し
て
い
ま

す
。私

な
ん
か
が
や
り
始
め
た
こ
ろ
は
、

今
の
よ
う
に
遊
覧
船
と
か
の
業
者
も
い

な
か
っ
た
ん
で
、
大
阪
市
の
渡
船

と
せ
ん

が
中

古
に
な
っ
て
入
札
が
あ
っ
た
と
き
に
買

い
に
行
き
ま
し
た
。

買
っ
た
と
き
は
、
新
品
買
っ
た
ら
大

変
だ
か
ら
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
修

繕
費
が
か
か
り
過
ぎ
ち
ゃ
っ
て
、
今
か

ら
考
え
た
ら
新
品
買
っ
た
ほ
う
が
安
か

っ
た
な
と
。

船
を
維
持
す
る
の
は
、
も
う
、
苦
労

ば
っ
か
り
で
す
。
お
金
も
か
か
り
ま
す

し
。昔

は
ね
、
京
都
ま
で
三
十
石
船
を
借

り
に
行
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
伏
見
か
ら

大
阪
へ
下
っ
て
く
る
で
し
ょ
、
そ
う
い

う
観
光
船
で
三
十
石
船
が
あ
っ
た
ん
で

す
よ
、
そ
れ
を
借
り
て
き
て
ね
。

で
、
私
も
ま
だ
若
か
っ
た
ん
で
、
三
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十
石
船
の
操
船
ア
ル
バ
イ
ト
し
た
り
し

ま
し
た
。
私
も
あ
る
程
度
操
船
で
き
ま

す
ん
で
、
テ
レ
ビ
の
撮
影
な
ん
か
と
い

う
と
、
宇
治
川
ま
で
手
伝
い
に
行
っ
て

た
ん
で
す
よ
。
手
伝
い
に
来
て
く
れ
と
、

言
わ
れ
た
ら
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
ち

ら
も
、
借
り
た
り
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。

大
阪
の
治
水
事
業

高
度
経
済
成
長
で
川
が
汚
れ
た
り
、

人
の
暮
ら
し
が
水
と
離
れ
て
し
ま
っ
た

り
み
た
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
え
。

治
水
事
業
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し

て
。
私
も
や
り
始
め
た
こ
ろ
は
、
よ
く

揉
め
ま
し
た
ね
。
大
阪
府
と
か
大
阪
市

と
か
に
、
こ
ん
な
所
に
船
を
止
め
る
な
、

と
言
わ
れ
た
り
ね
。

今
は
も
う
、
も
の
す
ご
く
開
か
れ
て

き
て
、「
桟
橋
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
」

と
か
、
積
極
的
に
水
路
を
活
用
す
る
方

向
に
な
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
１
８
０

度
の
転
回
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
や
り
や

す
く
な
り
ま
し
た
。
10
年
ぐ
ら
い
前
か

ら
急
に
変
わ
り
ま
し
た
。

以
前
は
い
ろ
い
ろ
働
き
か
け
て
も
、

お
役
所
で
す
か
ら
、
例
え
ば
道
頓
堀
の

戎え
び
す橋

に
あ
っ
た
桟
橋
は
大
阪
市
の
河
川

課
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
使
わ
せ

て
く
れ
な
い
ん
で
す
。
借
り
る
の
に
、

も
の
す
ご
く
や
や
こ
し
い
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
。

そ
の
当
時
も
水
門
が
あ
っ
た
ん
で
す

が
、
い
ろ
い
ろ
提
出
し
て
開
け
る
時
間

も
調
整
を
し
て
。
で
も
、
水
門
が
で
き

る
前
か
ら
、
う
ち
ら
は
お
祭
り
や
っ
て

た
ん
や
か
ら
、
何
で
水
門
の
許
可
も
ら

わ
な
あ
か
ん
ね
ん
と
。
河
川
課
が
で
き

た
ん
が
先
か
、
天
神
祭
が
先
か
、
ど
っ

ち
や
ね
ん
と
い
う
こ
と
で
ね
。
今
は
も

う
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
協

力
的
で
す
。

大
阪
府
の
治
水
事
業
と
い
う
の
は
、

も
う
20
年
位
前
に
１
０
０
％
終
わ
っ
て

る
ん
で
す
。
あ
る
治
水
事
務
所
に
、
す

ご
く
良
い
所
長
さ
ん
が
お
ら
れ
て
ね
、

そ
の
方
の
お
蔭
で
す
。

大
阪
は
洪
水
が
な
い
で
し
ょ
。
東
京

の
よ
う
に
バ
ァ
ッ
と
あ
ふ
れ
る
と
か
は
、

な
い
。
大
阪
の
治
水
事
業
と
い
う
の
は

世
界
一
な
ん
で
す
。
す
べ
て
完
璧
に
終

わ
っ
た
ん
で
す
。

東
大
阪
の
ち
ょ
っ
と
向
こ
う
側
は
、

以
前
は
よ
く
浸
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
と

こ
ろ
が
大
和
川
に
大
き
な
ト
ン
ネ
ル
を

つ
く
り
、
新
淀
川
を
つ
く
り
ま
し
て
ね
、

そ
れ
で
す
べ
て
完
成
し
た
ん
で
す
。

昔
は
も
う
、
明
治
時
代
に
も
、
天
神

橋
と
か
が
も
の
す
ご
く
流
れ
た
。
大
氾

濫
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
も
う
そ
れ
も

な
く
な
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
自
慢
で
き
る
で
し
ょ
っ
て
。

大
阪
の
治
水
担
当
者
に
言
う
ん
で
す
よ

「
世
界
一
の
治
水
都
市
を
宣
伝
し
た
ら

ど
う
や
」
っ
て
。

し
か
し
、
予
算
取
り
が
ね
、
大
阪
市

も
大
阪
府
も
治
水
事
業
の
予
算
を
取
ら

な
あ
か
ん
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
う
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ん
か
見
れ
な
い
で
す
よ
、
私
で
も
見
た

こ
と
な
い
で
す
。

業
者
に
依
頼
し
て
、
４
〜
５
年
か
か

っ
て
ビ
デ
オ
撮
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、

そ
れ
が
一
番
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
す
か
。

大
阪
の
帝
国
ホ
テ
ル
で
も
、
天
神
祭
が

近
づ
く
と
ビ
デ
オ
を
流
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

毎
年
、
も
の
す
ご
い
数
の
観
光
客
が

み
え
ま
す
が
、
や
は
り
、
氏
子
と
い
う

か
、
講
の
人
間
は
、
観
光
客
と
は
完
全

に
別
で
す
。
何
か
こ
う
、
参
加
し
て
い

る
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。

講
社
っ
て
い
う
の
は
氏
地
の
一
つ
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
船
渡
御
を
す
る
の

は
講
社
で
あ
っ
て
ね
、
氏
子
と
は
違
う

ん
で
す
。
講
社
と
氏
子
と
両
方
あ
っ
て
、

氏
子
さ
ん
の
御
鳳
輦
と
か
氏
子
の
中
に

あ
る
講
社
も
あ
る
ん
で
す
。

私
が
一
番
良
い
と
思
う
の
は
ね
、
お

祭
り
っ
て
い
う
の
は
世
代
感
が
な
い
ん

で
す
よ
。
ベ
テ
ラ
ン
や
年
寄
り
か
ら
、

本
当
に
子
供
ま
で
一
体
に
な
れ
る
ん
で

す
。そ

れ
で
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い

く
。
ど
こ
の
家
で
も
そ
う
で
す
け
ど
、

装
束
を
着
せ
る
と
、
子
供
が
変
わ
り
ま

す
ね
。
最
近
の
子
供
っ
て
目
が
死
ん
で

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
大
人
っ
ぽ

く
格
好
よ
く
着
せ
て
や
る
と
、
ち
ゃ
ん

と
ピ
シ
ッ
と
決
ま
り
ま
す
し
、
勢
い
が

出
て
き
ま
す
ね
。

あ
ん
な
に
大
き
な
船
を
、
陸
に
宮
入

り
さ
す
ん
で
す
、
ク
レ
ー
ン
で
船
を
吊

り
上
げ
て
。
昔
は
こ
ん
な
護
岸
じ
ゃ
な

か
っ
た
か
ら
、
も
の
す
ご
い
大
勢
で
人

手
で
担
い
で
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
子
供
ど
ん
ど
こ
と
い
う
の

が
６
、
７
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
、
ま
だ

漕
ぐ
力
の
な
い
子
供
た
ち
で
も
宮
入
り

だ
け
経
験
さ
せ
る
。

小
さ
く
て
も
装
束
を
着
け
て
宮
入
り

す
る
姿
は
、
な
か
な
か
格
好
が
良
く
て
、

親
た
ち
が
、「
験げ

ん

が
い
い
、
験
が
い
い
」

っ
て
言
う
ん
で
す
。
で
、
そ
の
子
た
ち

に
「
も
う
ち
ょ
っ
と
年
長
に
な
っ
て
く

る
と
船
に
乗
れ
る
ぞ
」
と
か
言
っ
て
刷

り
込
ん
で
い
く
ん
で
す
。
実
際
は
20
歳

く
ら
い
に
な
ら
な
い
と
漕
げ
な
い
ん
で

す
が
ね
、
そ
の
船
は
。

天
神
祭
の
魅
力
の
一
つ
は
、
音
。
本

当
に
音
が
い
い
ん
で
す
よ
、
大
阪
の
地

の
音
が
し
ま
す
。

お
囃
子
が
全
部
違
う
ん
で
す
よ
。
私

も
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
音
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

音
が
混
在
す
る
と
こ
ろ
が
い
い
ん
で
す

よ
。で

も
、
ど
ん
ど
こ
船
で
は
、
音
出
し

の
練
習
は
し
ま
せ
ん
。
太
鼓
や
鉦か

ね

を
叩

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
黙
っ
て
漕
い

で
も
息
が
合
わ
な
い
か
ら
。
我
々
ど
ん

ど
こ
船
は
、
船
を
漕
ぐ
と
き
に
は
ガ
レ

ー
船
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
リ
ズ
ム
が

い
る
ん
で
ね
え
。
タ
イ
ミ
ン
グ
合
わ
せ

る
の
に
も
。
そ
れ
で
、
早
く
漕
が
せ
た

い
と
き
は
、
鉦
を
早
く
打
っ
た
り
し
て

ね
。
奴
隷
船
み
た
い
な
も
ん
で
す
か
ら
。
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い
っ
ぺ
ん
ね
、
今
ま
で
つ
く
っ
た
護
岸

を
つ
ぶ
し
て
ま
た
建
て
直
し
。
と
り
あ

え
ず
、
ま
ず
は
治
水
あ
り
き
だ
っ
た
け

れ
ど
、
次
は
も
う
、
美
観
に
き
た
ん
で

す
。

年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
の

一
体
感

天
神
祭
は
内
容
も
盛
り
だ
く
さ
ん
だ

し
、
動
き
が
あ
る
か
ら
一
度
で
全
体
な
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そ
れ
と
御
迎
人
形
船
に
の
せ
る
御
迎

人
形
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
、
元
禄
期

（
１
６
８
８
〜
１
７
０
４
年
）
か
ら
は
、
文
楽

や
お
芝
居
を
元
に
し
た
大
き
な
人
形
を

つ
く
っ
て
る
ん
で
す
。
祭
り
の
前
に
町

内
に
飾
ら
れ
、
祭
り
に
な
る
と
船
に
高

く
人
形
を
掲
げ
て
神
霊
を
迎
え
た
こ
と

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。

享
保
年
間
（
１
７
１
６
〜
１
７
３
６
年
）

に
人
形
芝
居
が
盛
ん
に
な
る
と
、
４
ｍ

以
上
あ
る
大
型
の
御
迎
人
形
も
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

１
８
４
６
年
（
弘
化
３
）
の
『
天
満
宮

御
神
事
御
迎
舩
人
形
図
会
』
に
は
44
体

あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
維
新

や
戦
禍
で
多
く
が
焼
け
て
し
ま
い
、
残

っ
て
い
る
の
は
15
体
。
内
14
体
は
大
阪

府
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
な

の
で
、
今
は
も
う
船
渡
御
の
御
迎
人
形

船
に
は
飾
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
天
神
祭
の

期
間
中
数
体
が
展
示
さ
れ
る
か
ら
、
大

阪
帝
国
ホ
テ
ル
と
か
で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

〈
天
満
天
神
繁
昌
亭
〉
は
、
２
０
０
６

年
（
平
成
18
）
に
大
阪
天
満
宮
の
す
ぐ
そ

ば
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
記

念
し
て
、
前
の
年
の
天
神
祭
に
は
、
上

方
落
語
協
会
の
桂
三
枝
会
長
な
ど
約
30

人
の
落
語
家
が
乗
船
し
て
、
花
火
を
見

な
が
ら
笑
い
に
興
じ
る
と
い
う
〈
天
満

天
神
繁
昌
船
〉
と
い
う
船
も
出
ま
し
た
。

天
神
祭
は
、
も
う
、
い
ろ
ん
な
こ
と

で
芸
能
と
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

落
語
船
や
文
楽
船
は
、
以
前
は
大
阪

の
企
業
数
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
10
年
ぐ
ら
い
前
に
み

な
さ
ん
撤
退
さ
れ
た
。
そ
れ
で
私
ん
と

こ
が
、
今
は
出
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

代
々
や
っ
て
ま
し
た
ん
で
、
や
ら
ざ
る

を
得
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
私
は

根
が
好
き
な
も
ん
で
、
の
め
り
込
ん
で

お
り
ま
す
が
。
社
員
は
や
め
て
ほ
し
い

と
思
っ
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
昨

年
は
せ
ん
と
く
ん
船
も
出
し
ま
し
た
。

う
ち
の
お
じ
い
さ
ん
は
義
太
夫
を
、

お
ば
あ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
は
地
唄
を
や

っ
て
い
ま
し
た
。
文
楽
を
初
め
て
見
た

の
は
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
。
そ
う
い
う
家

に
育
っ
た
お
蔭
で
、
文
楽
や
歌
舞
伎
も

伝
統
芸
能
と
い
う
よ
り
か
、
生
き
た
リ

ア
ル
な
も
の
と
し
て
身
近
に
感
じ
て
楽

し
め
ま
す
。

「
女
殺
油
地
獄

お
ん
な
ご
ろ
し
あ
ぶ
ら
の
じ
ご
く」「

冥
途
の
飛
脚
」「
心

中
天
網
島
」
の
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

つ
く
っ
て
、
公
演
で
無
料
配
布
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
は
、
み
ん
な
豊
竹
咲
大
夫
師
匠
と

お
話
し
し
て
で
き
た
も
の
で
す
。
大
阪

で
商
売
で
き
る
の
も
、
文
楽
さ
ん
の
お

蔭
と
思
う
て
る
ん
で
す
よ
。

私
の
お
ば
あ
さ
ん
の
時
代
は
、
音
曲

は
町
人
の
素
養
だ
っ
た
。
そ
れ
を
肌
で

わ
か
る
自
分
が
、
今
の
う
ち
に
書
い
て

残
し
て
お
か
な
い
と
。
ど
ん
ど
こ
船
も
、

同
じ
気
持
ち
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。

音
曲
は
町
人
の
素
養

芝
居
に
は
、「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」

と
か
ね
、
天
神
さ
ん
を
も
と
に
し
た
芝

居
も
あ
り
ま
す
で
し
ょ
。
で
文
楽
の

「
心
中
天
網
島
」
な
ん
て
の
は
天
神
さ

ん
の
前
に
住
ん
で
ま
し
た
か
ら
ね
、
紙

屋
治
兵
衛
は
。

オペラやバレエは見に行くのに、「文
楽や歌舞伎は敷居が高い」と思ってい
るのが、今の日本人の大多数ではない
か。尾嵜さんは、幼少のころから慣れ
親しんだ文楽と、そんな現代日本人の
間の溝を埋め、親しんでもらうための
パンフレットを豊竹咲大夫師匠と一緒
につくった。自分たちが暮らす町で繰
り広げられた人間ドラマとしての解説
は、文楽をぐっと身近な魅力あふれる
演目にしてくれる。

『浪華どんどこ夜想』『男達の熱い日々』
の2冊は、どんどこ船講元の夏凪一嘉
さんが発行人、尾嵜さんが編集人とな
ってつくられた写真集だ。



編
集
部
の
天
神
祭
レ
ポ
ー
ト
　

大
阪
天
満
宮
が
創
祀
さ
れ
た
の
は
、

９
４
９
年
（
天
暦
３
）。
天
神
祭
は
、
そ
の

翌
々
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
社
頭
の
浜
か

ら
神
鉾
を
大
川
（
淀
川
）
に
流
し
、
漂
着

し
た
下
流
の
地
を
そ
の
年
限
り
の
仮
設

の
御
旅
所
に
す
る
〈
鉾
流

ほ
こ
な
が
し

神
事
〉
が
行

な
わ
れ
、
こ
れ
以
降
、
神
様
は
年
に
一

度
、
御
旅
所
に
渡
御
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
渡
御
と
い
う
の
は
、
神
様
が
お

出
か
け
に
な
る
と
い
う
意
味
だ
。

こ
の
渡
御
を
慶

よ
ろ
こ

ん
だ
地
元
民
が
、
お

供
の
行
列
を
仕
立
て
た
の
が
、
天
神
祭

の
始
ま
り
だ
。

渡
御
列
は
、
ま
ず
は
陸
路
で
氏
地
を

巡
り
、
次
に
船
に
乗
り
換
え
て
、
船
路

で
御
旅
所
に
向
か
う
。
そ
れ
ら
を
各
々

〈
陸
渡
御
〉〈
船
渡
御
〉
と
呼
ぶ
。

神
職
と
氏
子
、
崇
敬
者
に
よ
る
地
域

祭
礼
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
大
坂
に
は
商
人
文
化
が
花
開

き
、
天
神
祭
も
活
気
を
帯
び
て
、
全
国

に
知
ら
れ
る
祭
り
に
な
っ
て
い
っ
た
。

仮
設
だ
っ
た
御
旅
所
が
常
設
に
な
っ

た
の
は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
。
こ
う
な

る
と
、
御
旅
所
周
辺
の
住
民
も
船
を
出

し
て
船
渡
御
さ
れ
る
神
様
を
お
迎
え
す

る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
元
禄
文
化
が

開
花
す
る
と
、
御
迎
船
の
舳
先
に
は
豪

華
絢
爛
な
御
迎
人
形
を
立
て
る
よ
う
に

な
る
。
人
形
の
意
匠
を
競
っ
て
船
体

が
飾
ら
れ
て
、
評
判
を
呼
ん
だ
。
一
つ

に
は
文
楽
の
隆
盛
に
よ
り
、
文
楽
の
人

形
師
が
腕
を
奮
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も

あ
ろ
う
。

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
地
盤
沈
下
に

よ
っ
て
橋
桁
が
下
が
り
、
船
の
航
行
に

支
障
が
生
じ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
と

は
逆
方
向
に
コ
ー
ス
が
変
更
さ
れ
、
天

神
橋
付
近
か
ら
出
発
し
た
船
渡
御
は
、

大
川
の
上
流
に
向
か
う
よ
う
に
な
り
、

奉
拝
船
は
飛
翔
橋
付
近
を
出
発
し
、
下

流
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

天
神
祭
は
７
月
24
日
の
宵
宮
祭

よ
み
や
さ
い

の
神

事
か
ら
ス
タ
ー
ト
を
切
る
。
続
い
て
、

朝
の
８
時
50
分
ご
ろ
、
斎
船
で
堂
島
川

の
中
程
に
漕
ぎ
出
し
、
神
童
に
よ
っ
て

神
鉾
が
流
さ
れ
る
。

こ
の
あ
と
の
陸
渡
御
は
、
催
太
鼓

も
よ
お
し
だ
い
こ

に

よ
っ
て
先
陣
が
切
ら
れ
、
地
車

じ
ぐ
る
ま

囃
子

は
や
し

や

獅
子
舞
が
続
く
。

翌
25
日
が
本
宮
。
陸
渡
御
列
が
発
進

す
る
前
に
は
、
境
内
で
待
機
す
る
牛
や

馬
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
旧
・
此
花

町
の
氏
子
有
志
に
よ
る
福
梅
講
は
、
牛

曳
童
児
を
率
い
る
が
、
こ
の
講
の
牛
は
、

何
と
も
美
し
く
、
見
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
気
品
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

陸
渡
御
列
発
進
は
午
後
３
時
半
か
ら

な
の
で
、
徐
々
に
人
出
が
増
え
て
く
る
。

延
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
陸
渡
御
は
、

総
勢
約
３
０
０
０
人
と
い
う
。
真
夏
の

炎
天
下
に
行
な
わ
れ
る
渡
御
列
だ
が
、

目
に
涼
や
か
な
絽
の
狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

な
ど
、
昔
か

ら
の
暑
い
夏
を
や
り
過
ご
す
知
恵
が
そ

こ
か
し
こ
に
垣
間
み
ら
れ
る
の
も
楽
し
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み
の
一
つ
だ
。
稚
児
さ
ん
の
列
に
付
き

添
う
母
親
の
多
く
が
、
粋
な
着
物
姿
で

あ
る
の
も
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

陸
渡
御
を
終
え
た
一
団
は
、
次
々
に

乗
船
。
徐
々
に
訪
れ
た
薄
暮
に
、
提
灯

の
あ
か
り
が
映
え
る
よ
う
に
な
る
と
、

水
面

み
な
も

に
映
っ
た
あ
か
り
が
ゆ
ら
ゆ
ら
揺

れ
始
め
る
。

実
は
、
尾
嵜
さ
ん
が
乗
ら
れ
て
い
る

ど
ん
ど
こ
船
と
い
う
の
は
、
船
渡
御
の

列
に
は
加
わ
ら
な
い
。
中
之
島
か
ら
道

頓
堀
ま
で
縦
横
無
尽
に
漕
ぎ
回
り
、
行

き
交
う
船
と
、
大
阪
締
め
と
呼
ば
れ
る

手
打
ち
を
交
換
す
る
盛
り
上
げ
役
、
ム

ー
ド
メ
ー
カ
ー
な
の
だ
。

ち
な
み
に
大
阪
締
め
と
い
う
の
は
、

打
ち
ま
し
ょ
（
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
）

も
ひ
と
つ
せ
ぇ
（
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
）

祝
う
て
三
度

（
チ
ョ
チ
ョ
ン
ガ
チ
ョ
ン
）

と
打
つ
。

し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
昔
は
「
祝
う

て
三
度
」
な
ど
と
い
う
気
取
っ
た
こ
と

は
言
わ
な
か
っ
た
、
と
言
う
長
老
は
多

い
。「
木
場
や
市
場
の
人
間
は
柄
の
悪

い
の
が
祭
り
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、

『
よ
い
や
さ
で
ぇ
』
で
仕
舞
い
だ
っ
た
」

そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
、
大
阪
締
め
は
今
の
ス
タ

イ
ル
で
す
っ
か
り
定
着
し
、
天
神
祭
だ

け
で
は
な
く
証
券
取
引
所
や
経
済
界
の

会
合
な
ど
で
も
使
わ
れ
る
と
い
う
か
ら
、

伝
統
の
創
造
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く

し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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御
旅
所
へ
向
か
う
途
上
で
、
御
鳳
輦

奉
安
船
の
船
上
で
は
船
上
祭
が
行
な
わ

れ
る
。
華
や
か
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花

火
も
、
人
間
の
た
め
で
は
な
く
、
神
様

に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

船
渡
御
を
終
え
て
上
陸
し
た
一
団
は
、

天
満
宮
表
門
へ
と
進
み
、
フ
ィ
ナ
ー
レ

と
し
て
宮
入
り
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ

で
も
催
太
鼓
の
面
々
と
大
阪
締
め
が
交

換
さ
れ
、
賑
や
か
さ
は
ま
だ
ま
だ
終
わ

ら
な
い
。

最
後
は
神
事
で
あ
る
〈
還
御
祭
〉
が

執
り
行
な
わ
れ
、
二
日
間
に
わ
た
る
天

神
祭
の
幕
が
下
ろ
さ
れ
る
。

と
に
か
く
出
し
物
が
多
い
の
と
、
参

加
者
数
が
多
い
の
で
、
祭
り
の
高
揚
感

が
た
っ
ぷ
り
と
満
喫
で
き
る
こ
と
請
け

合
い
だ
。
こ
の
祭
り
の
全
行
程
に
つ
き

合
お
う
と
思
っ
た
ら
、
余
程
体
力
を
つ

け
て
お
か
な
い
と
と
て
も
無
理
と
感
じ

た
。
参
加
す
る
人
も
、
覚
悟
が
い
る
だ

ろ
う
。
日
頃
か
ら
鍛
え
て
お
か
な
い
と

炎
天
下
で
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
で
あ
る
。

見
物
人
の
数
も
尋
常
で
な
い
の
で
、

食
事
を
す
る
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
、
花

火
見
物
の
た
め
に
移
動
し
よ
う
な
ど
と

考
え
て
も
、
人
の
流
れ
に
阻
ま
れ
て
、

思
い
通
り
に
い
か
な
い
も
の
と
最
初
か

ら
諦
め
て
お
か
な
く
て
は
。
祭
り
見
物

で
橋
が
落
ち
た
、
と
い
う
江
戸
時
代
の

話
が
腑
に
落
ち
る
よ
う
な
人
出
で
、
夏

枯
れ
を
吹
き
飛
ば
す
、
浪
花
商
人
の
威

勢
の
良
さ
健
在
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

大阪天満宮

鉾流神事

飛翔橋

都島橋

源八橋

桜宮橋

天
満
橋

天
神
橋

難
波
橋

淀
屋
橋

大
江
橋

陸渡御
船
渡
御

大
川

国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「大阪」より
編集部で作図
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開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ
る

村
の
神
社
は
、
い
わ
ゆ
る
産
土

う
ぶ
す
な

神
で

神
主
さ
ん
も
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、

祭
り
の
と
き
に
働
く
お
当
番
が
当
屋

（
頭
屋
）
で
す
。

当
屋
の
仕
事
は
大
き
く
分
け
て
二
つ

あ
り
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
神
主

さ
ん
、
宗
教
者
の
代
わ
り
を
務
め
ま
す
。

地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す

が
、
長
い
所
で
は
１
年
間
、
少
な
く
と

も
１
カ
月
は
水
ご
り
を
す
る
ん
で
す
。

海
の
そ
ば
だ
っ
た
ら
、
潮
水
で
。
１
カ

月
か
ら
１
週
間
前
に
な
る
と
、
夫
婦
の

営
み
も
断
っ
て
。

も
う
一
つ
は
直
会

な
お
ら
い

。
祭
り
の
あ
と
に

は
、
必
ず
神
と
の
共
食
が
あ
り
、
そ
の

ご
馳
走
を
全
部
ま
か
な
っ
た
の
で
す
。

村
落
共
同
体
の
維
持
に
は
、
集
会
と

神
聖
な
慣
行
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま

す
。
祭
り
は
、
村
の
一
層
の
共
同
と
合

意
を
図
る
た
め
に
有
効
な
手
段
だ
っ
た

の
で
す
。

当
屋
に
当
た
る
こ
と
は
、
名
誉
な
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
、
経
済
的
に
大
変

な
負
担
で
す
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
負
担

に
耐
え
ら
れ
る
家
で
あ
る
こ
と
を
見
せ

る
た
め
に
も
、
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。

今
で
も
都
市
の
ど
真
ん
中
に
、
当
屋

が
続
い
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
姫
路

の
北
平
野
と
い
う
所
で
、
姫
路
獨
協
大

学
の
そ
ば
で
す
。
浜
の
ほ
う
か
ら
見
る

と
少
し
高
く
な
っ
た
辺
り
に
北
平
野
が

あ
っ
て
、
薪
で
炊
事
を
し
た
時
代
に
は
、

夕
餉

ゆ
う
げ

の
煙
が
上
が
る
の
が
見
え
た
そ
う

で
す
。
と
こ
ろ
が
祭
り
の
日
は
当
屋
の

家
か
ら
し
か
、
煙
が
上
が
ら
な
い
。
朝
、

昼
、
晩
と
40
戸
か
ら
の
全
員
に
食
事
を

振
る
舞
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
。

で
す
か
ら
、〈
開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ

る
〉
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
同
じ
村

人
で
も
あ
る
程
度
の
力
の
あ
る
人
で
な

け
れ
ば
、
当
屋
は
引
き
受
け
ら
れ
な
い

の
で
す
。

で
す
か
ら
宮
座
に
も
上
層
村
人
し
か

当
屋
に
な
れ
な
い
〈
株
座
〉
制
の
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
村
人
で
あ
れ

合田 博子
ごうだ ひろこ
兵庫県立大学環境人間学部教授

1946年生まれ。東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取

得中退、社会人類学博士（東京都立大学）。主な著書に『宮座と当屋

の環境人類学』（風響社 2010）、論文に「山・川・海をつなぐ水陸両

用の神々と水の技術」（桑子敏雄編『日本文化の空間学』東信堂 所

収2008）、「入が池と丹生都比売」（岡田真美子編『地域をはぐくむ

ネットワーク』昭和堂 所収2006）、「森を守る法・森を破壊する法」

（橋本政良編『環境歴史学の探求』岩田書院　所収2005）ほか

失われゆく伝統文化〈祭り〉を守れ、といわれると

とても危機感を覚えます。

しかし、合田博子さんは伝統の創造なきところには、

継続なし、と言います。

社会生活が失われたところには文化も残り得ません。

形骸化した文化を保存するのではなく、

生きた文化が創造される社会を強くすることに、

祭りが寄与できることはなんでしょうか。

社会があるから
文化がある
社会があるから
文化がある
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あ
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
が
、
も
し
も
当

屋
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
で
き
な
か

っ
た
は
ず
で
す
。

〈
内
部
で
資
格
を
持
つ
者
の
間
に
あ

る
平
等
性
〉
は
、
外
部
に
対
す
る
閉
鎖

性
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
よ
り
広

域
で
の
〈
市
場
の
論
理
〉
に
抵
触
す
る

の
で
す
が
、
そ
こ
に
〈
宗
教
的
な
る
も

の
〉
を
介
入
さ
せ
る
。〈
宗
教
的
な
る

も
の
〉
は
、
私
権
で
は
な
く
神
に
つ
な

が
る
の
で
、
閉
鎖
性
が
破
ら
れ
る
、
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

か
つ
て
存
在
し
た
イ
エ
の
家
格
な
ど

は
、
封
建
的
と
否
定
さ
れ
て
平
等
に
な

っ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
今
で
も
基
本
的
に
は
本
家

の
長
男
が
資
格
を
持
っ
て
い
る
。
分
家

が
で
き
て
そ
こ
の
長
男
に
も
資
格
を
与

え
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
増
え
て
は

困
る
と
い
う
所
は
、
宮
座
を
複
数
つ
く

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
本
家
の
長
男
だ
け
が
所
属

す
る
宮
座
と
、
分
家
し
か
所
属
で
き
な

い
宮
座
で
す
。
長
男
、
と
い
う
条
件
は

い
つ
で
も
つ
い
て
回
る
ん
で
す
け
れ
ど
。

そ
し
て
分
家
の
グ
ル
ー
プ
に
は
別
に

何
々
座
、
と
い
う
新
し
い
名
前
を
つ
け

て
、
お
手
伝
い
の
よ
う
な
こ
と
を
や
ら

せ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
そ
こ
に
は
序

列
が
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
開
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
て
、
構
成
員
を
選
ん

で
い
る
。

組
織
っ
て
何
で
も
そ
う
で
す
よ
ね
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
団
体
だ
っ
て
最
初
は

女
性
し
か
入
れ
な
い
、
黒
人
解
放
運
動

も
最
初
は
黒
人
し
か
入
れ
な
い
。
入
る

人
の
条
件
を
狭
め
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ

れ
が
や
が
て
世
間
に
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、「
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い

た
ん
じ
ゃ
、
世
間
に
認
め
ら
れ
な
い
」

と
い
っ
て
開
い
て
い
く
。

だ
か
ら
、
い
き
な
り
広
げ
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
く
っ
て
、
そ
の
組
織
が

き
ち
っ
と
す
る
ま
で
は
閉
鎖
的
。
で
も

閉
鎖
的
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
広
が
っ
て
い

か
な
い
か
ら
、
開
い
て
い
く
。
し
か
し
、

あ
る
時
期
に
ま
た
、
必
要
に
迫
ら
れ
て

閉
じ
て
い
く
。
実
は
オ
ー
プ
ン
に
見
え

る
〈
村
座
〉
に
も
、
本
当
に
平
等
な

〈
村
座
〉
と
い
う
の
は
な
い
ん
で
す
よ
。

中
核
村
人
で
あ
っ
た
家
で
も
、
未
亡

人
に
な
っ
た
と
か
、
後
継
者
が
い
な
い

と
か
の
場
合
は
、「
今
回
は
休
み
ね
」

と
か
「
半
人
前
」
と
言
わ
れ
て
順
番
を

飛
ば
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
続
く
と
、
本

当
に
弾
か
れ
て
、
当
屋
か
ら
抜
か
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

国
内
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け

私
は
兵
庫
県
立
大
学
の
環
境
人
間
学

部
で
、
環
境
人
類
学
を
担
当
し
て
い
ま

す
。
も
と
も
と
は
文
化
人
類
学
者
と
し

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
か
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

ベ
ト
ナ
ム
を
研
究
し
て
い
た
の
で
す
。

社
会
組
織
の
研
究
と
か
、
結
婚
の
ル
ー

ル
な
ど
を
調
べ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
の
中
で
、

地
元
に
は
独
自
の
慣
習
法
が
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
に
は
ル

ー
ル
が
あ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
法
律

に
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
慣
習
法

と
な
っ
て
い
る
。
暮
ら
し
の
中
の
慣
習

法
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
不
文
律
な
わ

け
で
す
。

日
本
の
祭
り
に
興
味
を
持
っ
た
き
っ

か
け
は
、
兵
庫
県
立
大
学
の
前
身
の
う

ち
の
一
校
、
姫
路
工
業
大
学
に
１
９
９

８
年
（
平
成
10
）
環
境
人
間
学
部
が
設
立

さ
れ
て
、
そ
こ
に
着
任
し
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。

兵
庫
県
立
大
学
と
い
う
の
は
２
０
０

４
年
（
平
成
16
）
に
神
戸
商
科
大
学
、
姫

路
工
業
大
学
、
兵
庫
県
立
看
護
大
学
の

兵
庫
県
立
の
３
大
学
を
統
合
し
て
誕
生

し
た
大
学
な
の
で
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
の
は
人

類
学
な
ら
当
た
り
前
で
す
け
れ
ど
、
そ

う
で
な
い
学
部
で
必
修
に
し
て
い
る
学

部
と
い
う
の
は
、
当
時
は
な
か
っ
た
。

私
は
文
化
人
類
学
者
だ
か
ら
、
そ
こ
を

担
当
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、

毎
年
必
修
だ
か
ら
、
大
勢
の
学
生
を
海

外
に
引
き
連
れ
て
行
く
に
は
無
理
が
あ

る
。
そ
れ
で
国
内
で
で
き
る
所
を
探
し

ま
し
た
。

自
分
で
も
国
内
、
そ
れ
も
本
州
は
全

然
や
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
急

遽
、
播
磨

は
り
ま

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
祭
り
を
と
っ
か
か
り
に
す
る

と
入
り
や
す
い
か
ら
、
ま
ず
は
祭
り
か

ら
入
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
文
化
人
類

ば
、
誰
も
が
当
屋
に
な
れ
る
〈
村
座
〉

も
あ
り
ま
し
た
。〈
株
座
〉
が
先
に
あ

っ
て
、
徐
々
に
開
か
れ
て
い
っ
て
〈
村

座
〉
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
説

が
一
般
的
で
す
。

当
屋
を
経
験
し
た
人
は
、
村
人
と
し

て
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
や
が

て
村
長
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
村
長
に

な
る
よ
う
な
人
が
当
屋
に
選
ば
れ
る
と

い
う
、
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
単
に
お
金
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
か

ら
当
屋
に
な
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
は

な
い
の
で
す
。
当
屋
に
な
る
に
は
、
い

ろ
い
ろ
条
件
が
あ
る
の
で
す
。

専
門
用
語
に
〈
儀
礼
階
梯
制
〉
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
段
階
を
少
し

ず
つ
上
が
っ
て
い
っ
て
、
地
域
の
中
で

旦
那
衆
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
く
の
で

す
。
こ
れ
は
、
何
も
農
村
に
限
ら
ず
、

都
市
の
祇
園
祭
り
も
同
じ
で
す
。
責
任

と
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
資
質
を
公
に
見
せ
て
い
っ
た
ん
で

す
ね
。

特
定
の
人
が
ず
っ
と
や
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
一
面
だ
け
見
れ
ば
、
持
ち

回
り
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
こ
に

〈
開
か
れ
て
閉
ざ
さ
れ
る
〉
原
理
が
働

い
て
い
ま
す
。
持
ち
回
り
と
い
う
の
は
、

〈
開
か
れ
て
い
る
〉
一
つ
の
形
で
は
あ

る
の
で
す
。
そ
れ
は
〈
村
座
〉
の
在
り

方
に
表
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
も
っ
と
前
の
段
階
に
は
、

村
人
に
も
格
が
あ
っ
て
、
嫌
な
言
葉
で

す
が
水
呑
百
姓
と
か
い
わ
れ
た
階
層
が

見るのと聞くのでは、大違い、ということが如実に
わかる接待のための桟敷席。灘のけんか祭り本番の
日には、祭りへの熱狂ぶりを表わす風景が、繰り広
げられる。 写真提供：合田博子
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あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
女
の
人
も
祭
り
に

参
加
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
灘
で
は
そ

う
い
う
余
興
を
カ
ッ
ト
し
て
い
っ
て
、

男
っ
ぽ
い
、
非
常
に
荒
々
し
い
祭
り
に

特
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
以
降

の
こ
と
と
い
い
ま
す
。

こ
の
地
域
の
祭
り
は
、
10
月
の
初
旬

か
ら
始
ま
っ
て
、
最
後
は
23
日
の
網
干

の
魚
吹
八
幡
神
社
で
終
わ
る
ま
で
次
々

と
行
な
わ
れ
ま
す
。
で
も
、
一
番
有
名

な
の
が
、
姫
路
市
の
南
東
部
に
位
置
す

る
旧
７
カ
村
で
行
な
わ
れ
て
い
る
灘
の

け
ん
か
祭
り
な
ん
で
す
。

祭
り
の
日
に
は
、
公
務
員
だ
ろ
う
が

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
ろ
う
が
、
み
ん
な
公

休
を
取
る
ん
で
す
。
盆
も
正
月
も
帰
っ

て
こ
な
く
て
も
、
祭
り
に
は
帰
っ
て
こ

い
よ
、
と
。

「
も
し
、
祭
り
に
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た

ら
ス
ゴ
イ
噂
が
流
れ
る
」
と
言
う
ん
で

す
ね
。
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
所
に
い
る
、

と
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
外
国
か
な
、

と
思
っ
た
の
で
す
が
そ
う
で
は
な
く
、

刑
務
所
に
い
る
と
思
わ
れ
る
そ
う
で
す
。

祭
り
に
か
か
わ
る
き
っ
か
け
に
な
る

の
は
、
子
供
で
す
。
子
供
の
学
校
区
と

神
社
の
範
囲
が
一
緒
な
ん
で
す
。
灘
中

学
校
区
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
村

だ
と
７
カ
村
に
相
当
し
て
い
て
、
そ
れ

が
松
原
八
幡
神
社
の
範
囲
。
こ
こ
は

旧
・
社
格
の
郷
社
で
明
治
後
も
県
社
に

な
っ
た
、
結
構
大
き
な
神
社
な
ん
で
す
。

そ
の
７
カ
村
が
旧
・
東
山
と
か
旧
・

松
原
と
か
、
い
ま
だ
に
昔
の
名
前
で
出

て
い
る
の
で
す
。
歌
謡
曲
に
、
そ
ん
な

題
名
の
歌
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

現
代
自
治
会
組
織
で
あ
り
な
が
ら
、

祭
り
の
日
に
は
江
戸
時
代
の
氏
子
集
団
、

村
落
組
織
が
、
顕
在
化
す
る
わ
け
で
す
。

灘
の
け
ん
か
祭
り
の
場
合
は
、
特
殊

な
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
農
村
と
違
っ

て
、
祭
り
以
外
で
そ
の
集
落
が
結
び
つ

く
必
然
性
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
し
か

し
、
祭
り
が
あ
る
お
蔭
で
、
各
家
の
家

族
編
成
と
か
、
普
通
で
は
細
か
く
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
ま
で
、
わ
か
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
な
ど

へ
の
協
力
も
、
祭
り
を
き
っ
か
け
に
し

て
積
極
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

祭
り
は
10
月
14
、
15
日
で
必
ず
し
も

土
日
に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
祭
り
の
日
に
ち
を
変
え
た
り

は
し
て
い
ま
せ
ん
。
ウ
ィ
ー
ク
デ
イ
に

当
た
っ
た
と
き
に
は
、
小
中
学
校
は
休

み
に
な
り
ま
す
。
高
校
は
休
み
に
な
ら

な
い
の
で
す
が
、
灘
地
区
で
は
、「
あ

の
地
区
は
祭
り
に
な
る
と
東
か
ら
西
に

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す
る
ね
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
校
生
は
、
も
う

神
輿

み
こ
し

の
大
事
な
担
ぎ
手
な
の
で
、
先
生

も
黙
認
と
い
う
か
。
で
き
る
だ
け
中
間

テ
ス
ト
の
時
期
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
、

と
か
、
灘
で
は
学
校
も
祭
り
に
協
力
し

て
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
サ
ポ
ー
ト
が

あ
る
ん
で
す
よ
。
み
ん
な
が
や
り
た
い

か
ら
、
自
分
た
ち
の
裁
量
の
範
囲
で
、

自
然
に
そ
う
な
っ
て
い
く
。
小
中
学
生

は
、
16
日
の
朝
は
、
始
業
を
少
し
遅
ら

せ
て
ゴ
ミ
拾
い
を
し
て
い
ま
す
。

灘
地
区
の
自
治
会
は
、
祭
り
が
近
く

な
っ
て
く
る
と
掲
示
板
に
「
誰
某
さ
ん
、

村
入
り
」
と
あ
っ
て
「
酒
１
升
持
っ
て

き
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

今
、
宮
座
・
当
屋
は
な
い
で
す
が
、
自

治
会
で
も
祭
り
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て

い
る
か
ら
な
の
か
、
古
い
そ
う
い
う
風

習
が
残
っ
て
い
る
。
普
通
の
自
治
会
で

は
そ
こ
ま
で
し
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
。

逆
に
い
え
ば
、
今
の
自
治
会
に
は

「
魅
力
が
な
い
か
ら
入
ら
な
い
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
ま
で

さ
れ
て
も
、
入
り
た
く
な
る
よ
う
な
魅

力
を
自
治
会
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
こ
れ
も
祭
り
の
恩
恵
で
し
ょ
う
。

水
を
も
ら
っ
た
感
謝

中
世
の
水
帳

み
ず
ち
ょ
う

と
い
う
も
の
が
残
っ
て

い
て
、
ど
れ
だ
け
他
所

よ

そ

の
地
区
か
ら
水

を
も
ら
っ
た
か
が
、
き
ち
ん
と
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
は
米
何

俵
か
を
お
礼
に
贈
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
具
体
的
、
経
済
的
お
礼
だ
け

で
は
な
く
て
、
祭
り
の
と
き
に
接
待
し

て
い
る
ん
で
す
ね
。

灘
で
い
ま
だ
に
旧
村
の
結
束
が
固
い

の
は
、
こ
う
い
う
歴
史
的
な
積
み
重
ね

が
生
き
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
が
そ
れ
を
類
推
で
き
た
の
は
、
滋

賀
県
の
琵
琶
湖
周
辺
の
宮
座
の
研
究
が

学
と
い
う
よ
り
も
民
俗
学
で
す
か
ね
。

で
も
祭
り
自
体
を
研
究
す
る
と
い
う
よ

り
は
、
現
代
社
会
全
体
を
見
よ
う
と
し

た
と
こ
ろ
が
文
化
人
類
学
的
で
す
。

２
年
生
の
必
修
だ
っ
た
の
で
、
１
年

目
は
暇
で
し
た
か
ら
、
ま
ず
は
自
分
が

先
に
研
究
し
て
お
こ
う
、
と
県
に
申
請

し
て
「
自
治
会
組
織
と
現
代
の
地
域
集

団
及
び
祭
り
集
団
と
の
関
係
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
研
究
テ
ー
マ
に
据
え
ま

し
た
。

そ
れ
で
、
姫
路
の
灘
の
け
ん
か
祭
り

の
調
査
を
や
り
ま
し
た
。
こ
こ
は
播
磨

の
気
質
が
色
濃
い
所
で
、
ポ
ン
ポ
ン
会

話
が
弾
ん
で
面
白
い
。
私
は
も
と
も
と

東
京
出
身
で
早
口
な
の
で
、
播
磨
の
ポ

ン
ポ
ン
言
う
人
と
気
性
が
合
っ
た
よ
う

で
す
。

姫
路
・
灘
の
け
ん
か
祭
り

農
業
は
衰
退
し
て
も
、
青
年
団
や
消

防
団
が
継
続
す
る
地
域
は
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
続
い
て
は
い
る
も
の
の
無
理

矢
理
や
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
感
覚

で
、
祭
り
も
隔
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

り
。
そ
う
い
う
地
域
と
、
灘
の
け
ん
か

祭
り
は
、
ど
こ
が
違
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
　

ダ
メ
に
な
っ
て
い
る
祭
り
も
あ
る
の

に
、
な
ん
で
こ
こ
だ
け
こ
ん
な
に
盛
り

上
が
る
の
か
、
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
や

は
り
屋
台
合
わ
せ
と
い
う
見
せ
場
を
つ

く
っ
た
こ
と
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
以
前
は
、
余
興
み
た
い
な
こ
と

も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う

い
う
余
興
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
地
域
も
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彼
ら
は
接
待
の
場
と
い
う
の
を
設
け

て
い
て
、
昔
は
お
旅
所
と
い
っ
て
、
神

社
か
ら
少
し
歩
い
て
行
っ
た
所
に
段
々

畑
が
あ
っ
て
、
コ
ロ
シ
ア
ム
み
た
い
に

な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
桟
敷

さ
じ
き

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
、
呼
ん
で
き
て
接
待
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
の
前
の
す
り
鉢
状
に
な
っ
た

所
で
、
一
番
の
見
せ
場
で
あ
る
屋
台
の

す
り
合
わ
せ
と
い
う
の
を
や
り
ま
す
。

元
は
み
か
ん
畑
か
何
か
だ
っ
た
よ
う

で
す
が
、
今
は
も
う
、
作
物
は
つ
く
ら

な
い
で
、
設
け
た
桟
敷
席
の
畳
何
枚
か

の
ス
ペ
ー
ス
を
、
１
年
１
回
の
た
め
に

何
十
万
円
か
出
し
て
借
り
る
ん
で
す
。

み
ん
な
、
そ
こ
を
借
り
た
い
ん
で
す

が
、
数
に
限
り
が
あ
る
か
ら
、
持
っ
て

い
る
人
に
余
程
の
こ
と
が
な
い
と
、
新

た
に
借
り
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
接

待
と
い
う
こ
と
で
、
信
州
の
御
柱
祭
り

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
ね
。

最
近
は
神
社
の
境
内
に
も
野
球
観
戦

の
よ
う
に
ボ
ッ
ク
ス
席
を
つ
く
っ
て
売

り
始
め
ま
し
た
。
１
席
５
万
円
で
何
十

倍
、
と
い
う
競
争
率
み
た
い
で
す
。
す

ぐ
に
売
り
切
れ
ち
ゃ
う
。
実
際
、
こ
う

い
う
席
で
な
い
と
、
見
れ
ま
せ
ん
。
危

険
で
す
し
ね
。
何
年
か
に
一
度
は
死
人

も
出
る
ほ
ど
で
す
。

今
は
県
知
事
と
か
市
長
と
か
、
芸
能

人
を
呼
ん
だ
り
す
る
の
で
す
が
、
当
時

だ
っ
て
取
引
上
の
お
客
は
い
る
は
ず
な

の
に
、
そ
う
い
う
経
済
的
な
つ
な
が
り

の
あ
る
人
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
水
で

社会があるから文化がある

恩
恵
を
受
け
た
相
手
に
お
礼
を
し
て
い

ま
す
。

祈
願
に
代
わ
る
地
域
愛

も
う
農
業
は
や
っ
て
い
な
い
し
、
こ

こ
で
神
様
に
ち
ゃ
ん
と
し
て
お
か
な
い

と
来
年
収
穫
が
望
め
な
い
、
な
ん
て
い

う
こ
と
は
、
現
代
人
は
も
う
考
え
て
い

ま
せ
ん
。
実
は
、
自
分
た
ち
が
や
っ
て

い
る
の
は
何
神
社
の
祭
り
か
さ
え
、
知

ら
な
い
人
も
い
る
ん
で
す
。
さ
す
が
に

神
社
の
名
前
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
、

「
神
様
は
な
ん
で
す
か
」
と
聞
い
て
も
、

「
知
ら
ん
」
と
言
う
人
が
多
い
ほ
ど
。

で
は
、
そ
の
人
た
ち
は
何
を
求
め
て

祭
り
に
参
加
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
そ
の
人
た
ち
が
地
域
を
愛
し
て

い
て
、
地
域
を
住
み
や
す
く
し
た
い
、

と
思
う
気
持
ち
で
動
い
て
い
る
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
子
供
た
ち
に
、「
こ
こ
に
住

ん
で
よ
か
っ
た
」
と
思
っ
て
ほ
し
い
。

ど
ん
ど
ん
他
所
に
出
て
行
っ
て
も
、
祭

り
に
な
っ
た
ら
帰
っ
て
く
る
よ
う
な
場

所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
本
当
の
ふ
る
さ

と
だ
、
と
。

そ
の
ふ
る
さ
と
感
覚
が
持
て
て
、
地

元
に
生
き
て
い
る
人
間
が
同
じ
地
域
の

人
間
で
あ
る
と
い
う
つ
な
が
る
気
持
ち

を
、
せ
め
て
祭
り
の
日
に
は
分
か
ち
合

い
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

非
日
常
（
ハ
レ
）
の
と
き
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
単
に
守
る
た
め
だ
け

に
形
だ
け
や
っ
て
い
た
ん
で
は
、
そ
う

い
う
気
持
ち
も
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。

祭
り
の
魅
力
は
一
言
で
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
あ
る
お
じ
さ
ん
に
密
着
し
て
取

材
し
て
い
た
と
き
に
、「
普
段
は
、
こ

ん
に
ち
は
っ
て
言
っ
て
終
わ
り
だ
け
れ

ど
、
祭
り
の
日
は
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
話

が
で
き
て
う
れ
し
い
じ
ゃ
な
い
の
」
と

言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と

を
感
じ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

民
俗
学
や
文
化
人
類
学
で
も
、
祭
り

は
地
域
を
統
合
す
る
機
能
が
あ
る
、
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
代
で
も
そ
う

い
う
働
き
は
続
い
て
い
ま
す
。

現
代
の
組
織
は
、
意
識
を
持
っ
て
い

つ
で
も
入
れ
て
、
い
つ
で
も
抜
け
ら
れ

る
集
団
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
社

会
学
で
、
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ

組
織
の
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
は
、
責
任
感
と
目
的

意
識
を
持
っ
た
、
非
常
に
限
ら
れ
た
上

に
立
つ
人
た
ち
だ
け
が
会
を
運
営
し
て

い
る
。
下
の
ほ
う
の
構
成
員
は
、
義
務

を
課
す
と
窮
屈
が
っ
て
辞
め
て
し
ま
い

ま
す
。
で
す
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
を

つ
く
っ
て
も
、
み
ん
な
が
目
的
意
識
を

共
有
し
な
い
と
、
な
か
な
か
活
動
が
活

発
に
な
ら
な
い
。

た
だ
、
人
が
用
意
し
た
も
の
を
消
費

者
的
に
享
受
す
る
楽
し
み
で
は
な
く
て
、

汗
を
流
し
て
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
こ

と
を
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
楽
し

い
は
ず
で
す
。

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

灘
で
も
地
域
の
人
が
ち
ゃ
ん
と
研
究

し
て
い
て
、
自
治
会
発
行
の
本
ま
で
出

て
い
て
。
そ
の
お
蔭
で
私
も
中
世
の
こ

と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

水
の
利
用
の
範
囲
と
祭
り
の
当
番
地

域
が
、
実
は
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
こ
か
ら
発
見
し
ま
し
た
。
井

戸
の
あ
る
所
か
ら
神
水
を
汲
ん
だ
と
か
、

当
番
か
ら
外
れ
た
地
域
か
ら
も
馬
を
出

し
た
と
か
、
何
ら
か
の
協
力
を
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
現
在
の
祭
り

の
当
番
地
区
で
は
な
い
で
す
が
、
水
を

媒
介
と
し
た
歴
史
的
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
所
な
の
で
す
。

水
の
慣
行
と
い
う
の
は
、
水
源
に
近

い
地
域
が
一
番
力
を
持
っ
て
い
て
水
を

先
に
取
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
、
井
堰

い
せ
き

や
溜
め
池
と
い
っ

た
人
工
構
造
物
に
よ
っ
て
水
を
得
る
場

合
、
水
源
に
近
い
地
域
だ
け
で
は
、
そ

れ
ら
が
維
持
で
き
な
い
ん
で
す
。
で
す

か
ら
、
そ
れ
に
お
金
を
出
す
人
が
現
わ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
水
源
で
あ
っ
て

も
そ
っ
ち
に
水
が
い
か
な
い
場
合
も
あ

る
。
土
地
の
地
形
的
な
上
下
関
係
が
、

そ
の
ま
ま
社
会
的
な
上
下
関
係
に
は
な

り
得
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
事
情
を
反
映
し
て
、
水
を

も
ら
っ
た
り
、
何
ら
か
の
恩
恵
を
こ
う

む
っ
た
人
た
ち
が
、
も
ら
っ
た
人
に
対

し
て
接
待
し
て
い
る
。

遠山郷霜月祭り／〈諏
訪神社〉での直会。こ
うした共食の場が、コ
ミュニティの絆を強め
るのだ。
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に
あ
っ
た
か
ら
、
西
欧
で
い
わ
れ
る
よ

う
な
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
は
起
こ
り
ま
せ

ん
。
入
会
地
は
ロ
ー
カ
ル
コ
モ
ン
ズ
と

し
て
、
循
環
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。

モ
ノ
も
行
為
も
輪
っ
か
に
な
っ
て
い

た
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
が
断
ち
切
ら
れ
た

現
代
で
、
何
を
す
れ
ば
新
し
い
サ
イ
ク

ル
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
祭

り
に
隠
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

ま
す
。

社
会
化
す
る
機
能

も
う
一
つ
は
社
会
化
。
ソ
ー
シ
ャ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
。
子
供
が
大
人
に
な
っ
て

い
く
過
程
で
、
ど
う
や
っ
て
社
会
に
適

応
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。

赤
ち
ゃ
ん
の
と
き
は
条
件
反
射
の
よ
う

な
も
の
で
す
が
、
そ
の
次
に
し
つ
け
、

学
校
教
育
、
社
会
教
育
・
職
業
教
育
と

い
っ
た
段
階
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
、
そ

の
時
に
応
じ
て
社
会
化
し
て
い
く
。

自
分
た
ち
が
生
ま
れ
た
社
会
の
中
で
、

自
然
に
身
に
つ
け
て
い
く
の
で
、
そ
の

社
会
の
人
間
に
な
れ
る
わ
け
で
す
。
今

は
家
庭
も
崩
壊
し
て
い
た
り
、
学
校
教

育
に
頼
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま

す
け
れ
ど
、
祭
り
の
と
き
は
社
会
化
が

ス
ム
ー
ス
に
行
な
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。

私
が
調
査
を
始
め
た
十
数
年
前
は
、
茶

髪
と
か
ロ
ン
ゲ
が
流
行
り
始
め
た
こ
ろ

で
し
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
大
学
に
進

む
子
も
入
れ
ば
、
職
人
さ
ん
に
な
る
子

祭
り
は
あ
る
意
味
、
と
て
も
面
倒
な

こ
と
を
強
い
ら
れ
る
け
れ
ど
、
か
つ
て

は
そ
れ
で
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
入
会

の
山
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
、
流
域

の
水
路
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
り
、
地

域
の
中
で
生
き
て
い
か
れ
な
い
現
実
が

あ
っ
た
。
草
刈
り
は
面
倒
だ
け
れ
ど
、

そ
の
草
は
貴
重
な
肥
料
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
義
務
と
権
利
の
関
係

が
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
輪
っ
か

が
で
き
て
い
た
。
リ
サ
イ
ク
ル
じ
ゃ
な

く
て
サ
イ
ク
ル
が
ね
。

日
本
で
は
〈
職
の
体
系
〉（
上
か
ら
下
へ

次
々
と
土
地
の
管
理
な
ど
を
請
け
負
わ
せ
て
い
く

中
世
以
来
の
体
制
）
が
統
治
の
論
理
の
根
本

も
い
る
中
で
、
中
学
の
と
き
に
お
友
達

で
あ
っ
て
も
、
普
段
は
な
か
な
か
話
す

機
会
も
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、

祭
り
の
と
き
は
、
彼
ら
が
一
緒
に
な
っ

て
神
輿
を
担
ぐ
ん
で
す
よ
。
茶
髪
の
子

に
親
が
や
め
ろ
と
言
っ
て
も
や
め
な
い

け
れ
ど
、
祭
り
の
長
老
が
「
や
っ
ぱ
り

祭
り
の
と
き
は
角
刈
り
に
し
よ
う
」
と

言
っ
た
り
、
た
と
え
言
わ
な
く
て
も
自

発
的
に
角
刈
り
に
し
て
く
る
。

そ
れ
が
岸
和
田
の
ほ
う
で
も
同
じ
現

象
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
、〈
だ
ん

じ
り
カ
ッ
ト
〉
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

普
段
は
暴
走
族
に
入
っ
て
い
る
よ
う

な
男
の
子
で
も
、
力
持
ち
だ
っ
た
り
、

面
倒
見
が
よ
か
っ
た
り
、
そ
う
い
う
場

の
仕
切
り
に
優
れ
て
い
た
り
し
て
、
見

直
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
も
、

普
段
は
発
揮
す
る
場
が
な
い
の
で
す
が
、

祭
り
の
と
き
に
は
そ
の
能
力
が
光
る
ん

で
す
。
逆
に
有
名
大
学
に
行
っ
た
り
、

一
流
企
業
に
入
っ
た
人
で
も
、
そ
う
い

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
ね
。

〈
連
中
〉
と
い
う
特
別
の
グ
ル
ー
プ
が

あ
っ
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
友
人

関
係
を
ず
っ
と
続
け
て
い
ま
す
。

ち
ゃ
ん
と
続
い
て
い
る
良
い
祭
り
に

は
、
必
ず
、
こ
う
い
う
人
間
関
係
が
あ

り
ま
す
。

祭
り
も
伝
統
の
創
造

親
戚
と
か
た
く
さ
ん
来
て
、
自
分
の

家
に
入
り
き
れ
な
い
か
ら
、
み
ん
な
旅

館
に
泊
ま
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、

毎
年
、
予
約
で
埋
ま
っ
て
い
て
、
調
査

の
た
め
に
泊
ま
ろ
う
と
し
た
旅
館
に
は
、

最
初
は
断
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
布

団
部
屋
で
も
い
い
か
ら
、
と
言
っ
て
無

理
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
が
、
お

風
呂
も
な
け
れ
ば
ご
飯
も
出
な
い
よ
、

と
言
わ
れ
て
。

こ
こ
は
も
う
、
観
光
客
な
ん
か
、
相

手
に
し
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

よ
。
確
か
に
観
光
客
は
来
ま
す
け
れ
ど
、

地
元
の
人
の
知
り
合
い
が
い
な
い
と
、

本
当
の
見
せ
場
と
か
面
白
さ
は
理
解
で

き
な
い
よ
う
な
祭
り
な
ん
で
す
。
チ
ェ

ー
ン
の
コ
ン
ビ
ニ
と
か
は
開
い
て
い
ま

す
が
、
商
店
街
、
全
部
し
ま
っ
ち
ゃ
い

ま
す
か
ら
ね
。

観
光
客
の
多
さ
で
い
う
と
、
祇
園
祭

り
な
ど
が
典
型
で
す
ね
。
し
か
し
、
あ

れ
も
商
店
街
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
や
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
祭
り
と

し
て
地
域
の
氏
子
で
あ
る
商
店
街
の
人

が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
そ
の
と
き
に

感
じ
ら
れ
る
高
揚
感
は
、
祭
り
と
共
通

す
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
イ
ベ
ン
ト

と
祭
り
は
、
別
だ
と
思
い
ま
す
。
○
○

サ
ン
バ
祭
り
と
か
、
○
○
阿
波
踊
り
と

か
。本

場
の
阿
波
の
阿
波
踊
り
は
い
い
ん

で
す
よ
。
一
太
郎
を
つ
く
っ
た
株
式
会

社
ジ
ャ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
が
わ
ざ
わ
ざ
Ｕ

タ
ー
ン
し
て
ね
、
新
入
社
員
は
連
で
踊

大阪・天神祭／商店街を神
輿が練り歩く。ここで培わ
れた人と人、人と地域の結
びつきは強い。
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ま
た
現
地
を
訪
れ
た
り
。

こ
の
よ
う
な
領
域
を
超
え
た
視
点
が
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
に
新
た
な
発
見
、
示

唆
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い

ま
す
。
民
俗
学
と
い
う
の
も
、
本
来
、

祭
り
な
ど
の
民
俗
を
通
し
て
、
現
代
に

示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

過
去
の
こ
と
を
掘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で

す
。近

年
、
祭
り
は
保
存
す
べ
き
も
の
と

し
て
、
ま
た
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ

て
い
ま
す
。
補
助
金
も
出
る
し
、
地
元

の
人
た
ち
は
改
め
て
価
値
を
再
発
見
す

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
仕
着
せ
の
も

の
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

地
域
と
い
う
の
は
社
会
集
団
な
ん
で

す
。
し
か
し
、
と
も
す
る
と
、〈
社
会
〉

が
抜
け
落
ち
て
〈
文
化
〉
だ
け
が
一
人

歩
き
す
る
。
ア
メ
リ
カ
や
中
国
、
ベ
ト

ナ
ム
な
ん
か
で
も
少
数
民
族
の
文
化
を

守
ろ
う
と
し
て
、
国
も
補
助
金
を
出
し

て
文
化
が
続
く
こ
と
を
奨
励
し
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
、
社
会
組
織
ま
で
復
活
し
ち
ゃ
う
と

分
離
独
立
し
ち
ゃ
う
と
か
、
デ
モ
に
な

る
と
か
い
っ
て
、
制
限
す
る
。

祭
り
は
芸
能
と
し
て
す
ご
く
援
助
す

る
の
に
。
し
か
し
、
文
化
だ
け
残
る
こ

と
な
ん
て
あ
り
得
な
い
。
そ
の
人
た
ち

の
社
会
が
生
き
て
い
な
い
と
、
文
化
や

祭
り
も
続
か
な
い
の
で
す
。

る
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
郷
土

愛
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
出
発
点
は
イ
ベ
ン
ト
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
引
き
継
が
れ
て
歴
史

に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

○
○
阿
波
踊
り
が
果
た
し
て
50
年
間
続

く
か
ど
う
か
。

で
は
、
イ
ベ
ン
ト
と
祭
り
の
線
引
き

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
祭
り
が

既
に
神
事
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
く

な
っ
た
現
在
、
祭
り
が
持
つ
イ
ベ
ン
ト

と
は
違
う
力
と
い
う
の
は
、
な
ん
な
の

で
し
ょ
う
か
。

神
事
が
本
来
持
っ
て
い
た
意
味
、
農

業
だ
っ
た
り
、
漁
業
だ
っ
た
り
、
生
業

と
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
保
た
れ
て
い

た
意
味
み
た
い
な
も
の
が
、
現
代
に
お

い
て
ど
う
変
換
さ
れ
て
い
く
の
か
。
そ

れ
は
や
は
り
地
域
愛
、
郷
土
愛
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
て

も
そ
う
い
う
気
持
ち
が
想
起
さ
れ
て
、

毎
年
来
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
、
祭
り
と
呼
ん
で
も
い
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
や
は
り
祭
り
と
い
う
の

も
、
古
い
こ
と
を
た
だ
守
っ
て
い
た
ん

じ
ゃ
ダ
メ
な
ん
で
す
。
社
会
学
や
歴
史

学
で
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

「
伝
統
の
創
造
」
と
い
う
こ
と
が
な
い

と
、
続
い
て
い
か
な
い
。
伝
統
も
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
部
分
を
革
新
し
て

い
か
な
く
て
は
、
守
ら
れ
な
い
。

た
と
え
室
町
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
代
の
若
い
人
は
、

そ
の
時
代
な
り
の
革
新
的
な
考
え
を
持

つ
の
で
す
か
ら
、
絶
え
ず
新
し
く
な
っ

て
い
く
ん
で
す
。
そ
れ
を
否
定
し
て
、

頑
な
に
古
い
も
の
を
守
ろ
う
と
し
た
場

合
、
そ
れ
ら
は
滅
び
て
い
き
ま
す
。

今
、
生
き
て
い
る
祭
り
と
い
う
の
は
、

若
い
子
供
た
ち
が
〈
祭
り
デ
ビ
ュ
ー
〉

を
待
っ
て
い
る
祭
り
で
す
。

大
人
た
ち
が
伝
統
だ
か
ら
と
か
、
文

化
財
で
守
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら

と
か
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
が
楽
し
い

か
ら
参
加
す
る
、
と
い
う
姿
を
見
て
、

子
供
た
ち
が
自
分
た
ち
も
や
り
た
い
、

と
憧
れ
る
ん
で
す
ね
。

社
会
が
あ
っ
て
文
化
が
あ
る

祭
り
の
役
割
を
諄
々

じ
�
ん
じ
�
んと

や
っ
て
き
た

人
が
、「
こ
の
人
は
仕
事
も
で
き
る
し

常
識
も
あ
る
」
と
他
か
ら
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
本
物
の
村
人
と
し
て
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
人
た

ち
が
、
合
議
制
に
則
っ
た
村
の
政
治
を

や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

時
代
が
下
が
っ
て
く
る
と
、
小
さ
な

講
が
、
弁
天
様
や
瀬
織
津

せ
お
り
つ

姫ひ
め

を
信
仰
し

て
溜
め
池
や
川
の
取
水
口
な
ど
を
祀
る

よ
う
に
な
る
ん
で
す
が
、
本
来
は
地
域

全
体
を
統す

べ
る
行
政
と
し
て
の
村
が
、

全
体
の
一
部
と
し
て
水
神
様
を
祀
っ
て

い
た
は
ず
で
す
。

九
州
大
学
の
河
川
工
学
者
島
谷
幸
宏

さ
ん
か
ら
う
か
が
っ
た
ん
で
す
が
、
佐

賀
藩
の
鍋
島
家
は
、
治
水
の
こ
と
、
ど

2010年12月に、福岡県古賀市で行なわれた〈ふるさと見分け in 古賀市〉に
参加した合田博子さん。フットワーク軽く、フィールドワークショップが
繰り広げられた。

こ
に
ど
う
い
う
風
に
溜
め
池
を
つ
く
っ

た
と
か
、
水
害
の
状
況
な
ん
か
も
く
わ

し
く
記
録
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

島
谷
さ
ん
は
か
つ
て
河
川
事
務
所
の

所
長
と
し
て
、
具
体
的
な
水
利
の
技
術

と
か
、
現
状
の
川
の
在
り
方
を
聞
き
に

行
っ
て
い
な
が
ら
、
気
づ
か
な
い
う
ち

に
民
俗
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

し
ち
ゃ
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は

民
俗
学
の
調
査
で
も
な
く
、
河
川
工
学

の
調
査
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
環
境
学

み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

私
は
近
年
、
島
谷
さ
ん
、
東
京
工
業

大
学
の
桑
子
敏
雄
さ
ん
（
環
境
哲
学
）、
兵

庫
県
立
大
学
の
岡
田
真
美
子
さ
ん
（
環

境
宗
教
学
）
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
領
域
を
超
え
て
つ
な
ぐ
こ
と

で
、
同
じ
情
報
か
ら
で
も
今
ま
で
見
え

な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

こ
の
４
人
は
他
の
仲
間
と
も
一
緒
に
、

ま
る
で
旅
の
一
座
の
メ
ン
バ
ー
の
よ
う

に
活
動
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
島
谷
さ

ん
も
「
今
ま
で
は
、
地
元
の
人
の
話
の

中
に
神
様
の
こ
と
が
出
て
き
て
も
、
そ

の
神
様
が
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
あ
る

の
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
こ

の
一
座
で
話
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の

こ
と
が
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
い
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

文
化
人
類
学
で
は
、
地
元
の
情
報
提

供
者
の
こ
と
を
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

と
い
う
ん
で
す
が
、
地
元
の
人
は
一
次

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
、
島
谷
さ
ん
は

私
の
二
次
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
な
っ

て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
一
緒
に
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祭
り
が
地
域
の
文
化
を
継
承
し
た
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
役
立
つ
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
は
大
き
い
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
人
口

構
成
や
若
者
気
質
の
変
化
、
ま
た
氏
子

感
覚
の
喪
失
と
い
っ
た
よ
う
に
、
人
の

暮
ら
し
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
っ
て

い
る
以
上
、
祭
り
の
機
能
も
変
化
し
て

当
然
だ
。

愛
知
県
高
浜
市
で
弓
の
神
事
が
３
５

０
年
余
り
も
続
い
て
い
る
と
聞
き
、
吉

浜
八
幡
社
氏
子
総
代
の
毛
受

め
ん
じ
ょ
う

尚
志

た
か
し

さ
ん

に
お
話
を
う
か
が
っ
て
み
た
。

余
興
と
神
事

八
幡
社
の
総
本
社
は
、
大
分
市
の
宇

佐
八
幡
宮
で
、
奈
良
時
代
か
ら
仏
教
保

護
の
神
と
し
て
〈
八
幡
大
菩
薩
〉
の
神

号
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
弓
矢
神
、

武
神
と
し
て
源
氏
の
氏
神
と
な
り
、
武

家
に
崇
拝
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
全

国
に
多
く
勧
請
さ
れ
、
全
国
で
一
番
多

い
神
社
と
い
わ
れ
、
そ
の
数
約
２
万
社

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

弓
の
神
事
〈
射
放
弓
〉
を
中
心
に
お

話
を
う
か
が
っ
た
の
だ
が
、
吉
浜
八
幡

社
の
祭
り
で
は
、〈
お
ま
ん
と
〉
と
い

う
駆
け
馬
と
〈
巫
女
舞
〉
も
行
な
わ
れ

る
。部

外
者
に
と
っ
て
は
区
別
が
つ
か
ず
、

話
を
進
め
て
い
く
内
に
毛
受
さ
ん
か
ら
、

〈
射
放
弓
〉
と
〈
巫
女
舞
〉
は
神
事
で

す
が
〈
お
ま
ん
と
〉
は
余
興
で
す
か
ら
、

第30回 水の文化楽習 実践取材

と
い
う
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。

「
馬
が
関
連
す
る
祭
礼
行
事
は
、
全
国

的
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、〈
お
ま

ん
と
〉
も
始
め
は
馬
を
曳
い
て
歩
く
飾

り
馬
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
よ
う
で
す
。

高
浜
市
内
、
隣
の
刈
谷
市
、
東
浦
町
、

碧
南
市
な
ど
、
衣
浦
湾
の
周
辺
地
域
で

行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
祭
礼
の
日

は
あ
ま
り
重
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
馬
が
足
り
な
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

馬
は
ね
、
市
内
で
も
〈
お
ま
ん
と
〉

の
た
め
に
か
、
個
人
で
飼
っ
て
い
る
方

が
何
軒
か
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
有

料
で
お
借
り
し
て
お
り
ま
す
」

高
浜
の
地
場
産
業
と
し
て
瓦
生
産
が

あ
り
、
明
治
期
に
は
運
送
用
に
馬
が
た

く
さ
ん
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

〈
お
ま
ん
と
〉
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い

う
。
ま
た
、
謂い

わ

れ
は
わ
か
ら
な
い
が
、

花
車
を
曳
く
の
と
一
緒
に
歩
く
役
員

（
大
目
付
）
が
太
く
編
ん
だ
縄
を
背
負

っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
も
瓦
産
業
の
名

残
を
思
わ
せ
る
。
縄
は
、
瓦
の
よ
う
に

割
れ
易
い
も
の
の
緩
衝
材
兼
梱
包
材
だ

っ
た
か
ら
だ
。

飾
っ
て
曳
い
て
歩
く
だ
け
だ
っ
た
が
、

段
々
と
年
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
駆

け
馬
に
な
っ
た
。
馬
場
の
中
を
馬
が
ぐ

る
り
と
走
る
の
に
、
人
間
が
並
走
し
な

が
ら
飛
び
つ
く
も
の
だ
。
足
の
速
い
競

走
馬
に
な
る
と
、
取
り
つ
い
て
走
る
の

も
大
変
だ
し
、
怪
我
人
も
出
る
が
、
男

の
度
胸
試
し
、
足
自
慢
の
よ
う
な
も
の

守り伝えるための
〈お弓〉の仕組み

毛受 尚志さん

めんじょう たかし

吉浜八幡社氏子総代

1941年愛知県高浜市生まれ。2010年より現職

守り伝えるための
〈お弓〉の仕組み

高浜市無形文化財 吉浜八幡社 射放弓
しゃほうきゅう



45 守り伝えるための〈お弓〉の仕組み

で
人
気
が
あ
る
。

「〈
お
ま
ん
と
〉
は
祭
礼
の
余
興
で
あ

り
、
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
ほ
か
の

行
事
で
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
今
は
、
市
内
の
各
神
社
の
祭
礼
の

余
興
と
し
て
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い

ま
す
。

射
放
弓
は
神
事
と
し
て
長
い
歴
史
を

持
っ
て
お
り
、
そ
こ
が
少
し
違
う
と
思

わ
れ
ま
す
」

弓
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は

射
放
弓
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ

が
、
弓
で
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
流や

ぶ

鏑
馬

さ
め

だ
。
実
戦
的
弓
術
の
一
つ
と
し
て

平
安
時
代
か
ら
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
武
士
階
級
の
台
頭
で
、
勇
猛
な

弓
馬
礼
法
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
戦
う

機
会
を
失
っ
た
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、

武
芸
は
嗜

た
し
な

み
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

相
撲
で
行
な
わ
れ
る
弓
取
り
式
も
印

象
が
強
い
。
こ
れ
も
平
安
時
代
に
、
勝

者
の
立
会
役
が
矢
を
背
負
っ
て
舞
っ
た

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
所
中
に
毎
日
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た

の
は
１
９
５
２
年
（
昭
和
27
）
５
月
場
所

か
ら
。
こ
れ
も
元
々
は
千
秋
楽
に
の
み

行
な
わ
れ
、
こ
の
場
所
最
後
の
勝
者
を

称
え
て
行
な
う
も
の
だ
っ
た
た
め
、
結

び
の
一
番
が
引
き
分
け
や
痛
み
分
け
の

場
合
は
、当
然
な
が
ら
行
な
わ
な
か
っ
た
。

前
述
の
流
鏑
馬
は
、
明
治
維
新
、
第

二
次
世
界
大
戦
、
敗
戦
に
よ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
占
領
政

策
と
、
度
重
な
る
危
機
を
乗
り
越
え
、

現
在
は
観
光
の
目
玉
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
謂
れ
を
調
べ
て
み
る
と
、

長
い
間
原
型
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
て
、
最
近
に
な
っ
て
ア
レ

ン
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

戦
い
に
出
な
く
と
も
、
疫
病
や
飢
饉

き
き
ん

な
ど
で
簡
単
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
当
時

の
人
間
が
、
神
仏
に
祈
る
思
い
は
今
よ

り
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
弓
馬
礼
法
を
奉

納
す
る
と
い
う
こ
と
が
武
運
を
願
っ
た

り
、
勝
利
を
感
謝
す
る
気
持
ち
か
ら
、

神
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

射
放
弓
は
作
法

し
か
し
、
射
放
弓
は
流
鏑
馬
の
よ
う

に
、
矢
で
的
を
射
当
て
る
こ
と
を
主
眼

と
し
な
い
。
篠
竹
と
和
紙
で
つ
く
ら
れ

た
矢
尻
の
な
い
矢
を
、
天
空
高
く
、
射

放
つ
の
で
あ
る
。

高
浜
市
吉
浜
に
は
、
八
幡
社
と
神
明

社
の
２
社
の
神
社
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
上
地
区
、
下
地
区
の
氏
神
様
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
。
射
放
弓
も
２
社
で

行
な
わ
れ
、
敬
い
の
気
持
ち
を
込
め
て

〈
お
弓
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

射
放
弓
の
名
前
は
、
神
明
社
に
今
も

残
る
お
墨
付
き
令
書
に
由
来
す
る
。
そ

こ
に
は
、

神
明
於
社
射
放
弓

右ページ：2010年の大祭はあいにくの雨。本
来は屋外で行なわれる〈お弓〉の奉納は、社殿
内で厳粛に執り行なわれた。一人が畳2枚の上
で作法を行なっている間、もう一人は立ったま
まじっと待つ。紋付袴姿の先生（師範）が付き
添う後ろに、見守っているOBの姿が見える。
左ページ：馬場を疾走する馬に、駆け寄りなが
ら取りつく〈おまんと〉。きれいに飾られた馬
が何頭も登場し、子供たちにも大人気の余興だ。
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「
弓
道
の
心
得
が
あ
る
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
弓
道
と
は

全
然
違
う
も
の
で
す
か
ら
。

弓
道
は
、
要
は
的
を
射
れ
ば
い
い
の

で
す
が
、
射
放
弓
は
作
法
を
ね
、
延
々

と
や
る
の
で
す
。
お
弓
の
作
法
を
。
そ

れ
を
延
々
と
や
っ
て
、
最
後
に
２
回
、

矢
を
射
っ
て
終
わ
る
の
で
す
。
作
法
だ

け
で
40
分
く
ら
い
か
か
り
ま
す
。
２
本

射
る
た
め
に
40
分
の
作
法
が
あ
る
の
で

す
」と

毛
受
さ
ん
。

２
本
の
矢
を
射
る
た
め
に
40
分
の
作

法
が
あ
る
、
と
聞
い
て
も
、
な
か
な
か

ピ
ン
と
こ
な
い
。
２
名
の
〈
お
弓
役
〉

に
は
前
役
と
後
役
と
が
あ
っ
て
、〈
お

弓
役
〉
の
一
人
が
奉
納
し
て
い
る
間
、

も
う
片
方
の
人
は
微
動
だ
に
せ
ず
立
っ

て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
そ
う
だ
。

そ
れ
だ
け
で
も
相
当
つ
ら
そ
う
な
の

だ
が
、〈
お
弓
役
〉
経
験
者
の
話
を
聞

く
と
、
作
法
自
体
も
肉
体
的
に
大
変
つ

ら
く
、
途
中
で
逃
げ
出
し
た
く
な
る
ほ

ど
の
も
の
だ
、
と
の
こ
と
。

い
っ
た
い
、
ど
ん
な
作
法
が
あ
る
か
、

ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
く
る
。

ち
な
み
に
〈
お
弓
役
〉
は
、
前
の
晩

か
ら
お
宿
と
呼
ば
れ
る
お
当
番
の
家
に

泊
ま
り
、
夜
中
の
２
時
ご
ろ
起
き
て
風

呂
に
入
り
身
を
清
め
る
。
支
度
を
し
た

ら
ま
ず
は
お
宿
の
前
で
二
人
が
そ
れ
ぞ

れ
２
本
の
矢
を
射
る
。

「
一
度
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
あ
と
も
鳥
居
の
所
、
境
内
で
も
射
ま

可
令
授
与
者
也

と
あ
り
、〈
し
ゃ
ほ
う
き
�
う
〉
と
音

読
み
し
て
い
る
が
、
意
味
か
ら
す
る
と

〈
い
は
な
し
の
、
ゆ
み
〉
で
あ
ろ
う
。

吉
浜
八
幡
社
に
は
記
録
と
し
て
残
る

も
の
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
神
事

が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
、
ル
ー
ツ
は

同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

１
９
７
６
年
（
昭
和
51
）
に
射
放
弓
が

高
浜
市
文
化
財
の
第
一
号
に
認
定
さ
れ

た
際
に
、
当
時
の
吉
浜
公
民
館
館
長

故
・
杉
浦
林
造
さ
ん
は
、
射
放
弓
に
つ

い
て
念
入
り
に
調
査
を
行
な
っ
た
。
そ

の
結
果
、
弓
と
い
っ
て
も
的
を
射
抜
く

の
で
は
な
い
射
放
し
の
弓
の
神
事
は
、

ほ
か
に
は
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
も
の
だ

と
い
う
。

〈
お
弓
〉
奉
納
者
は
〈
お
弓
役
〉
と
呼

ば
れ
、
２
社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
名
ず
つ

の
青
年
が
選
出
さ
れ
る
。
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中
に
饌
米

せ
ん
ま
い

を
入
れ
て
、
そ
の
様
子
や
沸

い
た
湯
の
鳴
音
に
よ
っ
て
、
一
年
の
農

作
物
の
出
来
や
そ
の
他
の
吉
凶
を
占
っ

た
と
い
う
。

「
馬
三
疋
に
弓
二
張
」
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
神
事
こ
そ
が
、
定
法
で
あ
る
と

定
め
ら
れ
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。

神
明
社
は
か
つ
て
は
太
神
宮
と
い
っ

て
、
通
称
〈
古
宮
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る

吉
浜
町
南
屋
敷
の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た

の
だ
が
、
１
６
５
８
年
（
万
治
元
）
火
事

に
な
っ
て
社
殿
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

た
め
、
現
在
地
に
遷
宮
し
て
い
る
。
こ

の
遷
宮
を
期
と
し
て
、
吉
見
喜
左
衛
門

が
射
放
弓
の
お
墨
付
き
を
与
え
て
い
る

の
だ
。

吉
見
喜
左
衛
門
は
奈
良
か
ら
来
た
と

い
わ
れ
る
神
官
で
、
紀
州
藩
の
初
代
藩

主
徳
川
頼
宣

よ
り
の
ぶ

の
お
国
替
え
に
伴
っ
て
、

吉
浜
を
離
れ
た
と
さ
れ
る
。
２
社
の
神

官
は
喜
左
衛
門
の
弟
、
太
郎
左
衛
門
が

継
い
で
い
た
が
、
火
事
に
な
っ
た
た
め

に
兄
の
喜
左
衛
門
が
和
歌
山
か
ら
助
っ

人
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
だ
。

市
の
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
折
、

杉
浦
さ
ん
は
吉
見
喜
左
衛
門
に
つ
い
て

も
く
わ
し
く
調
べ
よ
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ

和
歌
山
ま
で
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ
の

結
果
、
吉
浜
の
吉
見
家
は
残
念
な
が
ら

断
絶
し
て
い
る
が
、
紀
州
吉
見
家
は
続

い
て
い
る
こ
と
が
、
突
き
止
め
ら
れ
た
。

吉
見
喜
左
衛
門
が
ど
の
よ
う
な
作
法

や
所
作
を
命
じ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

〈
お
弓
〉
奉
納
者
は
、
翌
年
師
範
と
な

す
。
２
本
射
る
の
を
１
回
と
し
て
、
４

回
射
る
の
で
す
。
身
を
清
め
る
の
も
今

は
風
呂
で
す
が
、
昔
は
西
の
浜
に
行
き
、

海
水
で
禊

み
そ
ぎ

を
し
た
そ
う
で
す
」

吉
見
喜
左
衛
門
の
お
墨
付
き

吉
浜
の
２
社
で
は
、
そ
も
そ
も
湯
立

ゆ
だ
て

祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
１

６
５
９
年
（
万
治
２
）
八
幡
社
、
神
明
社

両
社
の
神
官
だ
っ
た
吉
見
喜
左
衛
門
に

よ
っ
て
先
の
お
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
て

以
降
、「
馬
三
疋
に
弓
二
張
を
も
っ
て

祭
り
と
す
る
」
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
毛
受
さ
ん
に
よ
る
と
、

「
古
老
の
話
で
は
、
昭
和
初
期
ま
で
湯

立
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
八

幡
社
に
は
１
７
９
９
年
（
寛
政
11
）
三
州

吉
浜
村
と
銘
が
あ
る
御
湯
釜
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
」

と
の
こ
と
。
大
釜
に
沸
か
し
た
湯
の

右３枚：弓の扱いができるように左肩の裃を外し、丁
寧に畳み込む師範。たった２本の矢を射るのに40分を
かけて行なうわけだが、一つひとつの動作は例えて言
えば太極拳のようなスローテンポ。この日は社殿内な
ので、実際には矢は放たない。
上下：腹に力が込められるように、鴨居にしがみつい
ていても振り回されるぐらいの勢いで、晒しをきっち
りと巻く。何年か繰り返されているうちに、畳の目が
すっかり縒（よ）れてしまっていた。
2010年の〈お弓役〉、左が兄の坂本和也さん、右が弟の
直敏さん。
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っ
て
弟
子
に
伝
授
し
て
い
く
の
で
、
間

違
い
な
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と

い
う
。

「
八
幡
社
の
す
ぐ
下
は
、
海
だ
っ
た
ん

で
す
よ
。
神
社
の
一
角
に
貝
塚
が
あ
り

ま
し
て
ね
、
県
の
文
化
財
課
で
調
査
し

ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
か
ら
人
は
住
ん

で
い
た
よ
う
で
す
。

こ
こ
は
昔
か
ら
農
業
と
漁
業
だ
け
で

す
ね
。
田
ん
ぼ
も
明
治
用
水
が
開
通
す

る
ま
で
は
少
な
く
、
畑
作
で
す
。

お
米
が
採
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

海
を
埋
め
て
新
田
を
つ
く
っ
て
か
ら
。

服
部
新
田
だ
と
か
流
作
新
田
だ
と
か
の

地
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
」

と
毛
受
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
、
当
時

の
氏
子
た
ち
は
農
民
や
漁
民
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
裃

か
み
し
もを

着
け
大
小
の
刀
を
差

し
、
弓
矢
を
携
え
て
神
前
に
〈
お
弓
〉

を
奉
納
す
る
、
と
聞
い
た
だ
け
で
、
村

人
が
ど
ん
な
に
驚
き
、
誇
り
に
思
っ
た

こ
と
か
、
と
杉
浦
さ
ん
は
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、〈
お
弓
〉
が
古
く
か
ら

非
常
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。

「
江
戸
時
代
に
は
、
農
民
に
は
帯
刀
は

お
ろ
か
、
裃
を
着
る
こ
と
も
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
特
別
に
認
め

さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」

氏
神
様
が
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
心
の
痛
手
を
、〈
お
弓
〉
の

奉
納
と
い
う
形
で
解
消
さ
せ
よ
う
と
し

た
と
し
た
ら
、
吉
見
喜
左
衛
門
は
た
だ

者
で
は
な
い
人
物
と
い
え
よ
う
。

つ
ら
い
か
ら
こ
そ

昔
は
、
村
の
庄
屋
、
組
頭
、
そ
れ
に

〈
お
ち
ょ
う
番
〉（
そ
の
年
の
祭
礼
一
切
を
仕
切

る
重
要
な
役
柄
）
な
ど
に
よ
っ
て
、〈
お
弓

役
〉
を
推
薦
し
て
い
た
。

「
今
は
、
原
則
は
立
候
補
制
。
広
報
で

回
覧
し
て
手
を
上
げ
て
も
ら
う
の
で
す

が
、
立
候
補
が
な
い
場
合
は
射
放
弓
保

存
会
役
員
が
合
議
制
で
選
出
し
、
こ
ち

ら
か
ら
頼
み
に
行
き
ま
す
。

昔
は
20
歳
前
後
の
人
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
祭
り
の
２
カ
月
前
ぐ
ら
い
か

ら
は
週
６
日
練
習
が
あ
る
の
で
、
今
は
、

勤
め
て
い
る
人
や
大
学
生
は
難
し
い
の

で
す
。
そ
れ
で
段
々
年
齢
が
下
が
っ
て

き
て
、
一
昨
年
は
高
校
生
が
選
ば
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
高
校
生
。

し
か
し
、
選
ぶ
と
い
っ
て
も
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
問
題
な
ど
が
あ
っ
て
、
ど
こ

に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
学

校
で
は
名
簿
は
出
し
ま
せ
ん
し
ね
。

だ
か
ら
人
づ
て
に
聞
い
て
探
し
て
い

ま
す
。
昔
と
同
じ
形
で
ず
っ
と
続
け
よ

う
と
思
う
と
、
相
当
努
力
を
し
ま
せ
ん

と
ね
。
ど
う
し
て
も
難
し
い
ん
で
す
よ
」

昔
は
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
若
者
に
と

っ
て
一
世
一
代
の
名
誉
で
あ
り
、
家
に

と
っ
て
も
め
で
た
い
こ
と
な
の
で
、
母

親
は
息
子
に
紋
付
、
袴
を
準
備
し
て
心

を
配
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
今
は
、
そ

う
し
た
装
束
も
常
備
さ
れ
、
負
担
が
か

か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

前
年
に
〈
お
弓
役
〉
に
な
っ
た
若
者

２
名
は
、
師
範
と
な
っ
て
新
人
の
指
導

に
携
わ
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
作
法

の
伝
承
に
つ
な
が
っ
て
き
た
。
驚
く
べ

き
こ
と
に
、
師
範
の
役
目
を
終
え
て
も
、

８
年
経
っ
て
引
退
す
る
ま
で
、
サ
ポ
ー

ト
す
る
Ｏ
Ｂ
と
し
て
の
役
割
は
続
く
と

い
う
。

「
直
接
指
導
す
る
の
は
先
生
（
師
範
）

で
す
が
、
４
代
前
の
経
験
者
ま
で
が
チ

ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
教
え
ま
す
。
８

年
経
っ
た
ら
一
応
卒
業
で
す
が
、
あ
く

ま
で
も
卒
業
で
あ
っ
て
、
完
全
に
切
れ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
」と

い
う
の
は
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）

大
学
４
年
生
の
と
き
に
〈
お
弓
役
〉
を

務
め
た
塙

は
な
わ

智
史
さ
ん
。
仕
事
の
関
係
で
、

今
は
浜
松
に
住
ん
で
い
る
が
、
こ
の
日

も
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ん
だ
。

引
退
後
は
直
接
指
導
す
る
こ
と
は
な

く
な
る
が
、〈
お
弓
役
〉
経
験
者
と
し

て
の
自
覚
と
後
輩
へ
の
配
慮
は
消
え
る

こ
と
が
な
い
。
暗
が
り
の
中
で
行
な
わ

れ
る
練
習
を
、
何
と
な
く
見
守
る
先
輩

の
姿
が
、
境
内
か
ら
絶
え
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。

Ｏ
Ｂ
と
し
て
の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

た
塙
さ
ん
や
林
裕
生
さ
ん
（
２
０
０
２
年

〈
平
成
14
〉
の
お
弓
役
）
、
内
藤
翔
太
さ
ん

（
同
、
２
０
０
７
年
〈
平
成
19
〉）
が
口
を
揃
え

て
言
う
に
は
、〈
お
弓
〉
の
作
法
は
と

に
か
く
肉
体
的
に
き
つ
い
、
と
い
う
こ

右端：お弓を拾った人は、
その年1年無病息災とな
るため、雨のために放た
れなかった弓を天に射る。
上：無事、奉納を終えて、
緊張から解き放たれた二
人。

「自分のとき以上に緊張
する」というのは、OB
のみなさん。難しい動作
のタイミングがわかって
いるだけに、固唾を呑ん
で見守る。



と
だ
。
足
が
腫
れ
て
、
そ
の
腫
れ
が
引

か
な
い
う
ち
に
ま
た
次
の
練
習
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
大
の
男
が
逃

げ
出
し
た
く
な
る
ぐ
ら
い
の
つ
ら
さ
だ

と
言
う
。

か
つ
て
は
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
が
、

時
間
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
現
代

人
が
、
そ
れ
ほ
ど
つ
ら
い
こ
と
を
耐
え

ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い

が
よ
ぎ
る
。

「
や
っ
た
人
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ

と
で
す
が
、
で
き
る
か
で
き
な
い
か
本

当
に
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ

め
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
踏
ん
張
れ

た
の
は
、
僕
の
場
合
は
30
歳
ま
で
に
何

か
を
残
し
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ

っ
た
か
ら
で
し
た
。

や
っ
て
み
て
、
こ
の
き
つ
さ
が
あ
る

か
ら
逆
に
続
い
て
き
た
の
か
な
、
と
思

い
ま
す
。
だ
て
に
３
５
０
年
続
い
て
き

た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
」

と
塙
さ
ん
。

か
つ
て
は
選
ば
れ
る
べ
く
し
て
選
ば

れ
る
よ
う
な
〈
お
弓
役
〉
だ
っ
た
わ
け

だ
が
、
現
代
は
選
ば
れ
方
の
幅
が
広
く

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
期
せ
ず
し

て
、
親
密
圏
だ
け
で
ま
と
ま
り
が
ち
な

現
代
人
の
交
友
関
係
を
公
共
圏
に
ま
で

拡
大
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
な
に
し
ろ
、
自
分
の
親
や
祖

父
ぐ
ら
い
の
先
輩
と
も
親
し
く
言
葉
を

交
わ
せ
る
し
、
同
じ
時
期
に
〈
お
弓
役
〉

を
務
め
た
者
ど
う
し
は
戦
友
の
よ
う
な

気
持
ち
で
つ
き
合
え
る
。

塙
さ
ん
と
林
さ
ん
と
内
藤
さ
ん
に
し

て
み
て
も
、
年
代
や
趣
味
も
違
っ
て
い

る
か
ら
、
ぱ
っ
と
見
た
ら
ど
う
い
う
関

係
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
人
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
今
は
地
域
の
つ
き
合
い

も
な
い
し
、
同
じ
小
中
学
校
の
出
身
で

も
、
ク
ラ
ス
が
違
っ
た
ら
顔
も
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
状
況
。
そ
れ
が
〈
お
弓
〉

に
よ
っ
て
、
強
い
絆
で
結
ば
れ
る
の
だ
。

祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
組
織
で
は
、

誰
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
て
親
密
圏
を
広
げ
る
の
が
、
最

近
の
傾
向
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
高
い
ハ

ー
ド
ル
は
、
マ
イ
ナ
ス
ど
こ
ろ
か
プ
ラ

ス
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
射
放
弓
か
ら

は
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
き
つ
い
こ
と
も
こ
な
せ
そ
う

な
若
者
が
、
口
々
に
つ
ら
い
、
と
い
う

射
放
弓
の
作
法
。
こ
れ
は
ど
ん
な
に
書

い
て
あ
る
も
の
を
読
み
、
写
真
を
見
て

も
理
解
で
き
な
い
。
興
味
の
あ
る
方
は
、

是
非
現
地
に
足
を
運
ん
で
そ
の
目
で
確

認
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
も
祭
り
本
番
だ

け
で
な
く
、
練
習
の
と
き
と
両
方
見
た

ら
、
そ
の
言
葉
の
意
味
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。本

番
を
見
守
る
内
に
、「
こ
れ
だ
け

き
つ
い
練
習
を
続
け
る
の
は
、
実
は
奉

納
す
る
と
き
の
緊
張
感
を
最
高
潮
に
持

っ
て
い
く
た
め
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ

え
思
え
て
く
る
。
Ｏ
Ｂ
の
人
た
ち
は
、

そ
の
緊
張
感
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
唯
一
の
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
友

と
な
り
得
る
の
だ
。

伝
え
る
仕
組
み
と
し
て

吉
浜
八
幡
社
で
は
、
巫
女
舞
の
人
選

に
も
、
射
放
弓
の
「
伝
え
る
仕
組
み
」

を
応
用
し
た
よ
う
な
や
り
方
を
採
用
し

て
い
る
。
小
学
校
１
年
生
で
巫
女
に
選

ば
れ
る
と
１
年
間
の
見
習
い
を
経
て
、

２
年
生
か
ら
５
年
生
ま
で
同
じ
女
の
子

が
続
け
て
巫
女
さ
ん
を
務
め
る
の
だ
。

こ
ち
ら
は
射
放
弓
の
よ
う
に
き
つ
い

作
法
は
な
い
も
の
の
、
長
く
継
続
す
る

必
要
か
ら
、
幼
い
本
人
よ
り
も
お
母
さ

ん
に
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
。

自
分
の
娘
だ
け
練
習
に
つ
い
て
い
け

な
い
と
み
ん
な
に
迷
惑
が
か
か
る
の
で
、

母
娘
一
丸
と
な
っ
て
の
練
習
が
必
要
だ
。

家
で
特
訓
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
お

母
さ
ん
が
覚
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
音

曲
を
Ｃ
Ｄ
に
録
音
す
る
の
だ
そ
う
。

普
通
の
習
い
事
と
違
っ
て
、
個
人
の

勝
手
で
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、
や
り
抜
く
根
性
が
育
つ
だ
ろ
う
こ

と
と
、
少
子
化
で
兄
弟
姉
妹
が
少
な
い

昨
今
、
お
姉
さ
ん
的
存
在
、
妹
的
存
在

の
中
で
社
会
性
が
育
ま
れ
、「
巫
女
舞

を
始
め
て
か
ら
、
し
っ
か
り
し
て
き
た
」

と
い
う
お
母
さ
ん
の
感
想
も
多
い
。

こ
う
し
た
仕
組
み
は
、
昔
の
ム
ラ
社

会
の
連
帯
責
任
の
延
長
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
一
時
期
は
窮
屈
で
あ
る
と
し
て
敬

遠
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は

か
え
っ
て
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
る
よ
う

だ
。
自
分
だ
け
の
た
め
だ
と
頑
張
れ
な
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い
け
れ
ど
、
み
ん
な
に
迷
惑
を
か
け
な

い
た
め
に
な
ら
頑
張
れ
る
か
ら
だ
。

巫
女
舞
と
い
う
伝
統
の
伝
承
を
し
つ

つ
、
成
長
過
程
で
身
に
つ
け
る
べ
き
責

任
感
を
育
む
と
い
う
一
石
二
鳥
の
仕
組

み
は
、
多
分
、
射
放
弓
か
ら
学
ぶ
べ
き

も
の
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

現
代
の
通
過
儀
礼

実
は
、
射
放
弓
の
練
習
期
間
は
年
々

長
く
な
り
、
内
容
は
厳
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
。
忙
し
い
か
ら
と
楽
に
向
か

う
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
目
標
を
設

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

自
分
が
師
範
に
な
っ
た
と
き
に
、
も

っ
と
精
度
を
上
げ
た
い
と
思
う
人
が
増

え
た
の
が
、
そ
の
理
由
。
こ
れ
だ
け
の

伝
統
を
つ
な
げ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、

〈
お
弓
役
〉
が
無
事
終
わ
っ
た
と
き
に
、

そ
う
し
た
志
が
芽
生
え
る
か
ら
に
違
い

な
い
。

誰
か
ら
強
制
さ
れ
る
で
も
な
く
、
自

ら
の
中
に
そ
う
し
た
向
上
心
が
芽
生
え

る
と
い
う
の
は
、
楽
を
し
な
い
で
身
体

で
覚
え
た
プ
ロ
セ
ス
の
積
み
重
ね
が
あ

る
か
ら
だ
。

文
化
人
類
学
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
辺

境
の
地
で
、
男
子
の
通
過
儀
礼
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
射
放
弓
も

通
過
儀
礼
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。そ

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
か

つ
て
は
農
民
が
帯
刀
し
裃
を
着
る
神
事

の
奉
納
者
に
選
ば
れ
る
、
と
い
う
誇
り

が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
今
の
〈
お
弓
役
〉

は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

〈
お
弓
役
〉
経
験
者
た
ち
は
、「
も
う

一
度
や
れ
と
言
わ
れ
た
ら
嫌
だ
」「
ま

っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
引
き
受
け

て
し
ま
っ
た
が
、
わ
か
っ
て
い
た
ら
断

っ
た
か
も
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
す
べ

て
成
し
遂
げ
た
者
の
言
う
言
葉
。
こ
の

経
験
が
人
生
の
ほ
か
の
場
面
で
生
き
て

い
る
こ
と
に
、
異
論
を
唱
え
る
人
は
い

な
い
。

た
だ
し
、
た
っ
た
今
、
成
し
遂
げ
た

お
二
人
か
ら
は
「
と
に
か
く
終
わ
っ
た
」

と
い
う
安
堵
感
が
ほ
や
ほ
や
と
立
ち
上

っ
て
い
た
。

進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
の
理
由
で

地
域
か
ら
転
出
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
家
が
引
っ
越
し
て
も
、
神
社
は

変
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
に
帰

れ
ば
仲
間
が
い
る
と
い
う
安
心
感
は
、

き
っ
と
何
も
の
に
も
代
え
難
い
に
違
い

な
い
。
　

吉
浜
の
射
放
弓
は
、
氏
神
様
の
現
代

に
お
け
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

吉
見
喜
左
衛
門
も
、
３
５
０
年
余
の
の

ち
、
自
分
の
定
め
た
神
事
が
、
よ
も
や

こ
の
よ
う
な
形
で
役
立
と
う
と
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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祭りの早朝から花車を曳い
て歩く行列を、大目付が先
導する。神社に戻ってきた
大目付は、馬を曳いて馬場
を回り〈おまんと〉の幕開
けをするが、大縄を背負い、
着ている法被（はっぴ）に
も縄のモチーフが。
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っ
て
祭
り
が
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
し

て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

祭
り
で
つ
な
が
る
連
帯
感
が
、
ど
の

よ
う
に
し
て
醸
成
さ
れ
る
か
は
、
地
域

に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
る
だ
ろ
う
し
、

祭
り
の
構
成
員
が
地
縁
集
団
な
の
か
職

能
集
団
な
の
か
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
通
し
て
い
る

の
は
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
空
間
が
人
を

惹
き
つ
け
る
「
磁
場
」
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

神
崎
さ
ん
は
、
祭
り
と
は
何
も
神
社

で
行
な
わ
れ
る
神
事
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

寺
で
行
な
わ
れ
る
法
要
も
家
で
行
な
う

ア
エ
ノ
コ
ト
の
よ
う
な
予
祝
行
事
も
、

す
べ
て
が
祭
り
な
の
だ
、
と
言
う
。
年

に
一
度
の
氏
神
様
の
祭
り
で
も
、
数
年

に
一
度
の
お
じ
い
さ
ん
の
法
事
で
も
、

か
つ
て
は
氏
子
や
家
族
は
引
き
寄
せ
ら

れ
る
よ
う
に
集
っ
て
来
て
い
た
。

地
域
が
不
活
性
化
し
異
世
代
で
交
流

が
な
く
文
化
が
継
承
さ
れ
な
い
、
と
い

う
現
代
社
会
の
悩
み
は
、
引
き
寄
せ
ら

れ
る
「
磁
場
」
が
な
い
、
も
し
く
は

「
場
」
が
「
磁
力
」
を
失
っ
て
い
る
こ

と
に
原
因
が
あ
る
。
神
崎
さ
ん
が
言
う

よ
う
に
、
寺
も
家
も
祭
り
の
「
場
」
と

し
て
と
ら
え
れ
ば
、
事
は
氏
神
様
の
失

墜
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
暮
ら
し
を
司
っ

節
操
の
な
い
信
心

正
月
の
初
詣
で
に
始
ま
り
、
結
婚
式
、

地
鎮
祭
、
子
供
が
生
ま
れ
れ
ば
宮
参
り
、

七
五
三
に
合
格
祈
願
、
と
現
代
人
と
神

様
と
の
お
つ
き
合
い
は
結
構
多
い
。

仏
様
と
の
お
つ
き
合
い
も
同
様
だ
。

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
葬
儀
だ
が
、
そ
の

後
も
法
要
が
長
く
続
け
ら
れ
る
し
、
寒

さ
の
中
、
除
夜
の
鐘
を
打
つ
の
に
並
ん

で
待
つ
ほ
ど
熱
心
だ
。

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
っ

た
一
神
教
に
比
べ
る
と
、
そ
ん
な
節
操

の
な
さ
に
後
ろ
め
た
さ
を
覚
え
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
れ
で
も
不
信
心
よ
り
も
ま

し
と
い
う
強
迫
観
念
で
、
ど
ん
な
神
仏

に
も
手
を
合
わ
せ
て
お
く
し
、
清
い
水

が
湧
く
神
聖
な
所
に
は
、
つ
い
お
賽
銭

さ
い
せ
ん

を
上
げ
て
し
ま
う
の
が
、
今
の
私
た
ち

日
本
人
の
あ
や
ふ
や
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
で
は
な
い
か
。

ご
都
合
主
義
は
ご
先
祖
譲
り

と
こ
ろ
が
、
古
代
の
日
本
人
は
「
目

に
見
え
る
物
」
し
か
信
じ
な
か
っ
た
、

と
森
田
悌
さ
ん
は
言
う
し
（
14
ペ
ー
ジ
）
、

神
崎
宣
武
さ
ん
は
ア
メ
ー
バ
原
理
で
日

本
人
の
ご
都
合
主
義
的
な
神
意
識
を
分

析
す
る
（
10
ペ
ー
ジ
）。

私
た
ち
が
後
ろ
め
た
く
思
う
日
本
人

の
ご
都
合
主
義
的
神
仏
意
識
は
、
な
ん

と
ご
先
祖
様
譲
り
だ
っ
た
と
い
う
わ
け

だ
。も

ち
ろ
ん
、
神
仏
へ
の
敬
虔
な
気
持

ち
が
皆
無
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ

の
気
持
ち
は
「
目
に
見
え
る
物
」
と
結

び
つ
い
た
と
き
に
の
み
生
じ
る
。
水
然し

か

り
、
風
然
り
、
雷
然
り
。

自
然
現
象
は
目
に
見
え
て
体
感
で
き

る
か
ら
、
そ
こ
に
神
が
宿
る
と
信
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。〈
ほ
う
き
星
〉
の
大

接
近
や
、
雨
あ
ら
れ
の
よ
う
に
夜
空
を

走
る
流
星
雨
を
見
た
と
き
、
ネ
オ
ン
サ

イ
ン
も
大
気
汚
染
も
な
か
っ
た
時
代
に

は
、
神
仏
と
人
は
も
っ
と
近
い
存
在
だ

っ
た
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

畏
怖
の
心
を
な
か
な
か
抱
け
な
い
よ

う
に
な
っ
た
現
代
人
の
文
明
は
、
果
た

し
て
進
化
な
の
か
、
退
化
な
の
か
。

祭
り
を
機
能
か
ら
見
れ
ば

今
ど
き
の
祭
り
に
は
、
地
域
活
性
化

や
異
世
代
交
流
、
文
化
の
継
承
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
祭
り
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ

こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い

民
俗
学
的
見
地
で
、
神
事
の
謂い

わ

れ
を

推
測
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
探
る
べ
き
は
、
そ
の
儀
式
、
礼
法

に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
意
味
を
持
た
せ
る
に
至
っ
た
、

そ
の
時
代
に
生
き
た
人
の
都
合
の
ほ
う

に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

伝
統
の
創
造

こ
の
よ
う
な
神
仏
意
識
を
持
っ
た
日

本
人
が
、
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
も
の

を
継
承
し
て
き
た
は
ず
は
な
い
。
い
や
、

変
わ
る
必
要
が
な
い
も
の
は
変
え
な
い

が
、
変
わ
る
都
合
が
生
じ
た
ら
、
さ
っ

さ
と
変
え
る
と
い
う
現
実
的
な
対
応
を

し
な
が
ら
続
い
て
き
た
も
の
が
、
現
代

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
祭
り
と
考
え
た

ほ
う
が
理
に
か
な
う
。

い
つ
、
ど
の
時
点
で
、
な
ぜ
変
わ
っ

た
の
か
を
探
れ
ば
、「
場
」
に
「
磁
力
」

を
取
り
戻
す
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。

逆
に
い
え
ば
、
新
た
な
「
磁
場
」
の

構
築
に
は
、
前
向
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

不
可
欠
だ
。「
変
え
る
こ
と
」
で
得
ら

れ
る
メ
リ
ッ
ト
を
、
祭
り
の
中
に
見
出

せ
る
ぐ
ら
い
想
像
力
が
豊
か
に
な
れ
ば
、

「
磁
力
」
は
取
り
戻
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

文
化
を
つ
く
る
　

祭
り
の
磁
力
　
　
　
　
　
　

編
集
部

て
き
た
多
く
の
「
場
」
が
「
磁
力
」
を

失
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い

神
仏
習
合
や
国
家
神
道
の
成
立
に
つ

い
て
も
、
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
も
無
関

心
で
済
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

れ
ら
は
、
風
土
が
育
む
民
族
性
の
根
幹

を
占
め
て
い
る
重
要
事
項
だ
。

河
川
で
い
え
ば
、
治
水
に
と
っ
て
大

切
な
地
点
に
は
必
ず
神
仏
が
祀
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
神
仏
や
祭
り
に
は
、
土

地
利
用
や
危
機
管
理
の
知
恵
が
い
っ
ぱ

い
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
背
景
を

知
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
過
去
の
蓄
積

を
見
直
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
道
筋
を
開

く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
家
で
行
な
わ
れ

る
祭
り
に
も
、
地
域
で
行
な
わ
れ
る
祭

り
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
の
暮
ら
し
の

都
合
を
満
た
す
理
由

わ

け

が
あ
り
、
長
年
続

い
て
き
た
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る
。
信

心
だ
け
で
続
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
日
本
人

が
信
心
深
く
な
い
の
は
前
述
の
通
り
だ
。

今
の
私
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
「
何

ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
」
が
祭
り
の
裏
に
は

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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何
故
、
人
々
は
年
の
初
め
に
神
社
に
参

る
の
だ
ろ
う
。
２
０
１
１
年
も
ま
た
、
日

本
の
多
く
の
人
た
ち
は
家
族
連
れ
で
神
社

に
参
拝
し
た
。
家
族
の
無
病
息
災
、
家
内

安
全
、
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
た
。
そ
の
心
底

に
流
れ
る
心
裡
は
家
族
の
幸
せ
で
あ
る
。

幸
せ
に
な
り
た
い
願
望
で
あ
る
。

古
代
人
は
山
に
、
川
に
、
海
に
神
を
見

て
い
た
。
太
陽
や
月
に
、
大
樹
や
巨
岩
に

も
神
を
み
た
。
森
羅
万
象
に
神
が
宿
る
思

想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
々
は
森
羅
万
象

の
神
に
祈
っ
た
。
あ
る
お
婆
さ
ん
は
、
起

床
し
て
、
先
ず
手
と
顔
を
洗
い
、
口
を
漱

ぎ
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
東
に
向
か
っ
て
、
日
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の
出
に
手
を
合
わ
せ
、
夕
方
に
は
、
西
に

向
か
っ
て
夕
陽
に
祈
っ
た
。
そ
れ
は
太
陽

が
上
が
ろ
う
が
関
係
な
く
、
一
生
涯
祈
り

続
け
た
。
そ
の
娘
さ
ん
が
帰
る
と
き
に
、

「
今
日
は
夕
陽
が
き
れ
い
だ
か
ら
、
拝
ん
で

帰
れ
や
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
現
在
で

は
こ
う
い
う
人
は
極
端
に
少
な
く
な
っ
た
。

巨
岩
に
も
神
が
宿
る
。
辰
巳
和
弘
著

『
聖
な
る
水
の
祀
り
と
古
代
王
権
—
天
白

て
ん
ぱ
く

磐
座

い
わ
く
ら

遺
跡
』（
新
泉
社
２
０
０
６
）
は
、
静
岡

県
引
佐

い
な
さ

町
（
現
・
浜
松
市
）
井
伊
谷

い
い
や

地
区
の

神
宮
寺
川
流
域
に
巨
岩
群
が
連
な
り
、
こ

の
地
に
お
け
る
神
の
祭
祀
に
か
か
わ
る
そ

の
発
掘
調
査
で
あ
る
。
巨
岩
群
は
渭
伊

い
い

神

社
の
背
後
を
護
る
よ
う
に
盛
り
上
が
っ
た

小
丘
陵
地
・
薬
師
山
の
い
た
だ
き
に
あ
る
。

「
祭
祀
場
は
岩
の
巨
大
な
壁
が
屹
立
す
る
側

を
除
く
三
方
が
神
宮
寺
川
に
囲
繞

い
に
�
う

さ
れ
て

い
る
。

川
の
瀬
音
は
磐
座
の
岸
壁
に
跳
ね
返
り
、

そ
こ
で
祭
祀
を
実
修
す
る
祝

は
ふ
り

ら
を
四
方
か

ら
包
み
込
む
。
そ
こ
が
水
の
聖
地
で
あ
る

こ
と
が
体
感
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
さ
ら

に
著
者
は
「
渭
伊
神
社
々
前
の
広
場
か
ら

神
宮
寺
川
へ
、
急
傾
斜
の
細
い
道
を
く
だ

る
。
川
を
横
切
る
堰
が
設
け
ら
れ
、
塞
き

上
げ
ら
れ
た
水
は
左
右
両
岸
に
築
か
れ
た

用
水
路
を
経
て
分
水
さ
れ
、
井
伊
谷
盆
地

内
の
過
半
の
水
田
を
潤
し
稔
り
を
も
た
ら

す
。
磐
座
を
い
た
だ
く
薬
師
山
は
井
伊
谷

盆
地
の
喉
元
、
水
分

み
く
ま
り

の
地
を
占
め
て
い
る
。

井
伊
谷
に
住
む
人
び
と
の
命
の
源
。
換
言

す
れ
ば
そ
れ
は
《
う
ぶ
す
な
（
産
土
）
》

の
地
で
も
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
古
代
人
が

こ
こ
を
神
の
座
と
定
め
た
第
一
の
要
素
で

あ
っ
た
と
わ
た
し
は
結
論
づ
け
た
。
そ
こ

に
祀
ら
れ
た
神
が
「
水
の
神
」「
井
の
神
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
…
神
宮
寺
川
と
薬
師
山
か
ら
な
る
水

分
の
地
と
い
う
空
間
の
な
か
で
、
カ
ミ
祀

り
に
も
っ
と
も
適
し
た
場
と
し
て
岩
群
れ

と
そ
れ
を
と
り
巻
く
環
境
が
選
択
さ
れ
た

の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
神
聖
な
祭

祀
場
と
な
る
必
然
性
を
分
析
す
る
。
余
談

で
あ
る
が
、
こ
の
井
伊
谷
地
区
は
徳
川
幕

府
の
譜
代
大
名
井
伊
家
の
発
祥
の
地
で
も

あ
る
。

さ
ら
に
、
古
代
人
の
水
辺
の
祭
祀
に
関

す
る
書
に
、
森
浩
一
他
著
『
水
と
ま
つ
り

の
古
代
史
』（
大
巧
社
２
０
０
５
）
、
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
編

『
水
と
祭
祀
の
考
古
学
』（
学
生
社
２
０
０
５
）

が
あ
る
。
こ
の
２
書
は
、
水
の
祀
り
を
治

水
や
灌
漑
の
土
木
技
術
か
ら
捉
え
て
お
り
、

古
墳
時
代
集
落
で
の
導
水
施
設
の
あ
り
方
、

古
墳
で
の
導
水
施
設
形
埴
輪
の
あ
り
方
、

導
水
施
設
の
埴
輪
化
の
意
義
、
導
水
と
湧

水
祀
り
の
観
点
か
ら
論
じ
る
。
古
代
人
の

神
聖
な
る
水
の
祀
り
の
場
に
、
現
代
に
も

繋
が
る
導
水
施
設
と
い
う
高
度
な
技
術
力

が
発
達
し
て
い
た
。
導
水
施
設
が
農
業
用

水
、
飲
用
水
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
祀
り

の
た
め
に
敷
設
さ
れ
、
そ
れ
が
重
要
な
役

割
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
驚
嘆
す
る
。

水
分
神
社
に
つ
い
て
、
白
井
永
二
・
土

岐
昌
訓
編
著
『
神
社
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
２

０
０
５
）
に
は
、
水
分
神
は
、
流
水
を
司
る

神
で
、「
く
ま
り
」
は
「
配
り
」
を
意
味
す

る
。
こ
の
神
は
速
秋
津
日
子

は
や
あ
き
つ
ひ
こ

・
速
秋

は
や
あ
き

津
比
売

つ
ひ
め

２
神
御
子
神
と
さ
れ
、
天
之

て
ん
の

水
分

み
く
ま
り

神の
か
みと

国
之

く
に
の

水
分
神

み
く
ま
り
の
か
み

の
２
柱
が
あ
る
。
こ
の

水
分
神
を
奉
斎
す
る
の
が
水
分
神
社
で
、

葛
木
水
分
神
社
、
吉
野
水
分
神
社
、
宇
太

水
分
神
社
な
ど
が
あ
り
、
朝
廷
よ
り
五
穀

豊
穣
を
祈
願
さ
れ
て
い
る
。

菅
田
正
昭
著
『
日
本
の
祭
り
』（
実
業
之

古賀 邦雄
こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
水資源開発公団（現・独立行政法人水資源機構）に入社

30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会筑後川水問題研究会に所属

2008年5月に収集した書籍を所蔵する
「古賀河川図書館」を開設

URL：http://mymy.jp/koga/
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に
、
龍
神
は
水
し
ぶ
き
を
上
げ
な
が
ら
、

池
の
中
を
数
度
回
り
、
最
後
に
解
体
さ
れ

る
。
こ
の
と
き
龍
神
は
天
に
昇
っ
て
黒
雲

と
雨
を
呼
ぶ
と
い
う
。
４
年
に
１
度
の
祭

り
で
あ
り
、
こ
の
脚
折
の
雨
乞
い
を
描
い

た
児
童
書
に
、
秋
山
と
も
子
文
／
絵
『
雨

を
よ
ぶ
龍
』（
童
心
社
２
０
０
９
）
が
あ
る
。

宮
澤
和
穂
著
『
戸
隠
竜
神
考
』（
銀
河
書

房
１
９
９
２
）
に
よ
れ
ば
、
密
教
の
霊
場
、

修
験
の
山
と
し
て
、
神
社
と
し
て
の
戸
隠

の
ル
ー
ツ
は
あ
く
ま
で
水
神
と
し
て
の
龍

神
で
あ
り
、
そ
れ
は
降
雨
の
神
で
あ
り
、

治
水
の
神
で
あ
り
、
即
ち
農
業
の
神
で
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
雷
に
つ
い
て
は
、
青

柳
智
之
著
『
雷
の
民
俗
』（
大
河
書
房
２
０
０

７
）
に
く
わ
し
い
。
隣
の
韓
国
で
も
雨
乞

い
行
事
は
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。

任
章
赫
著
『
祈
雨
祭
—
雨
乞
い
儀
礼
の
韓

日
比
較
民
俗
学
的
研
究
』（
岩
田
書
院
２
０
０

１
）
で
は
、
雨
乞
い
を
仕
切
る
王
が
雨
を

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、「
農
民

か
ら
殺
さ
れ
る
運
命
で
あ
っ
た
」
と
論
じ

る
。
雨
乞
い
の
祀
り
は
、
あ
ま
り
に
も
過

酷
で
あ
つ
た
。

大
阪
天
満
宮
文
化
研
究
所
編
『
天
神
祭

—
火
と
水
の
都
市
祭
礼
』（
思
文
閣
出
版
２
０

０
１
）
に
よ
れ
ば
、
天
満
宮
は
「
学
問
の

神
様
」
菅
原
道
真
を
祀
る
が
、
天
神
信
仰

は
平
安
中
期
に
成
立
し
、
疫
病
や
凶
作
の

流
行
を
退
散
、
平
癒
を
約
束
す
る
「
疫
神
」

で
あ
っ
た
。
学
問
の
上
達
を
祈
願
す
る
習

慣
は
一
般
庶
民
が
教
育
の
必
要
性
に
目
覚

め
て
以
降
で
あ
る
と
い
う
。
大
阪
府
北
区

の
天
神
祭
は
７
月
24
日
に
宵
宮
、
25
日
に

本
宮
が
執
り
行
な
わ
れ
る
。
午
前
４
時
、

一
番
太
鼓
と
一
番
鉦
が
響
き
渡
り
、
本
殿

で
宵
宮
祭
が
行
な
わ
れ
、
続
い
て
白
木
の

神
鉾

か
み
ほ
こ

を
携
え
た
神
童
と
供
奉
人

ぐ
ぶ
に
ん

た
ち
の
長

い
行
列
が
斎
場
ま
で
練
り
歩
く
。
斎
船
が

堂
島
川
の
中
央
ま
で
漕
ぎ
出
さ
れ
、
神
童

の
手
で
神
鉾
が
流
さ
れ
、
祭
り
の
無
事
と

大
阪
の
繁
栄
が
祈
願
さ
れ
る
。
本
宮
で
は

午
後
７
時
か
ら
天
満
橋
上
流
大
川
を
舞
台

に
水
上
祭
・
船
渡
御

ふ
な
と
ぎ
�

が
行
な
わ
れ
る
。
京

都
・
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
が
洛
中
の
町
並

み
を
舞
台
に
し
た
祭
礼
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
天
神
祭
の
船
渡
御
は
水
の
都
・
大
阪

の
都
市
空
間
の
魅
力
を
最
大
限
に
生
か
し

た
祭
礼
で
あ
る
。

福
岡
県
田
川
市
の
風
治

ふ
う
じ

八
幡
神
社
と
白

鳥
神
社
の
川
渡
神
幸
祭
は
、
５
月
第
３
日

曜
日
と
そ
の
前
日
に
、
神
社
か
ら
約
１
㎞

離
れ
た
遠
賀
川

お
ん
が
が
わ

水
系
彦
山
川
で
行
な
わ
れ

る
。
田
川
郷
土
研
究
会
編
・
発
行
『
川
渡

り
神
幸
祭
—
福
岡
県
に
お
け
る
川
渡
り
神

幸
行
事
調
査
報
告
書
』（
２
０
０
０
）
に
よ
る

と
、
緋
の
旗
さ
し
物
の
幟
山
笠
や
、
太
鼓

山
車
11
台
を
鉦
や
太
鼓
の
囃
子

は
や
し

も
勇
ま
し

く
、
川
幅
70
ｍ
を
渡
っ
て
、
川
向
こ
う
の

御
旅
所
（
頓
宮
）
に
行
く
。
起
源
は
永
禄

年
間
（
１
５
５
８
～
１
５
６
９
）
悪
疫
流
行
の

際
、
御
願
成
就
の
御
礼
に
始
め
ら
れ
た
と

い
う
。

以
上
、
幾
つ
か
の
書
に
よ
り
、
日
本
の

水
祭
り
を
追
っ
て
き
た
。
想
う
こ
と
は
、

日
本
の
自
然
の
豊
か
さ
、
そ
こ
に
古
代
人

は
神
が
宿
る
と
神
聖
化
し
、
そ
れ
を
崇
拝

し
な
が
ら
祀
っ
て
き
た
。
幸
福
を
願
っ
て

き
た
。
こ
の
こ
と
が
現
在
ま
で
、
祭
り
が

各
地
域
に
お
い
て
綿
々
と
継
続
さ
れ
て
き

た
根
幹
と
、
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
社
２
０
０
７
）
に
、
生
活
の
重
要
な
節

目
で
、
祭
場
を
設
け
て
神
の
降
臨
を
仰
い

で
祀
り
、
祭
り
が
執
り
行
な
わ
れ
、
や
が

て
恒
常
的
な
祭
り
の
施
設
、
神
社
が
つ
く

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。

日
本
の
祭
り
は
必
ず
神
が
中
心
で
あ
り
、

神
社
が
場
で
あ
る
。
そ
の
神
社
に
神
が
や

っ
て
く
る
。
そ
の
神
の
訪
れ
を
「
待
つ
」

の
が
「
祭
り
」
の
起
こ
り
で
あ
る
と
い
い
、

「
き
よ
め
」「
み
ゆ
き
」「
き
そ
い
」「
わ
ざ

お
ぎ
」「
お
く
り
」
で
表
わ
さ
れ
る
。「
き

よ
め
」
は
、
穢け

が

れ
を
排
し
て
清
浄
を
重
ん

じ
、
神
の
前
に
出
る
た
め
で
あ
る
。「
み
ゆ

き
」
は
神
霊
が
移
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。

祭
り
で
神
輿

み
こ
し

や
山
車

だ
し

が
登
場
す
れ
ば
、

御
幸
祭
で
あ
る
。「
き
そ
い
」
は
、
祭
祀
共

同
体
の
成
員
集
団
の
吉
凶
を
占
う
た
め
に

行
な
わ
れ
る
。
綱
引
き
神
事
は
海
方
と
陸

方
の
競
争
で
、
勝
っ
た
ほ
う
に
豊
漁
、
豊

作
が
予
祝
さ
れ
る
。
技
を
ヲ
ぐ
（
招
く
）

の
が
「
わ
ざ
お
ぎ
」
で
あ
り
、
芸
能
で
神

や
人
の
心
を
和
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
。
古

代
人
は
田
植
え
で
も
笛
や
太
鼓
を
打
ち
鳴

ら
し
、
唄
を
歌
っ
て
田
の
神
の
心
を
弾
ま

せ
、
豊
作
を
祈
っ
て
き
た
。「
お
く
り
」
は
、

神
を
迎
え
て
、
人
と
の
交
歓
が
済
む
と
、

神
を
天
や
海
の
彼
方
な
ど
に
帰
っ
て
も
ら

い
、
神
送
り
の
儀
礼
で
送
る
。「
お
く
り
」

の
祭
り
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
イ
ヨ
マ

ン
テ
」（
熊
送
り
の
意
）
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ

民
族
に
と
っ
て
、
熊
は
山
に
棲
む
神
で
あ

り
、
人
間
に
毛
皮
や
肉
を
贈
っ
て
帰
っ
て

い
く
と
さ
れ
、
踊
り
を
舞
っ
て
別
れ
を
惜

し
み
、
鄭
重
に
送
ら
れ
る
。

加
藤
健
司
著
『
日
本
祭
礼
民
俗
誌
』（
お

う
ふ
う
２
０
０
０
）、
岡
村
直
樹
著
『
と
っ
て

お
き
の
里
祭
り
』（
心
交
社
２
０
０
８
）
に
網

羅
さ
れ
る
全
国
の
祭
り
の
中
か
ら
幾
つ
か

を
追
っ
て
み
た
い
。

岩
手
県
奥
州
市
に
あ
る
於
呂
閉
志

お
ろ
へ
し

神
社

に
お
い
て
、
例
年
４
月
20
日
前
後
の
大
安

の
日
に
胆
沢
平
野
土
地
改
良
区
主
催
の

「
円
筒
分
水
工
放
水
式
」
が
行
な
わ
れ
、
胆

沢
平
野
９
３
０
０
ha
に
水
が
入
る
。
円
筒

分
水
工
は
、
複
数
の
水
路
に
公
平
に
水
を

配
分
す
る
現
代
の
水
分

み
く
ま
り

で
あ
る
。
そ
こ
に

は
ミ
ク
マ
リ
の
神
が
舞
い
降
り
て
く
る
よ

う
だ
。
地
元
の
西
風

な
ら
い

神
楽
保
存
会
に
よ
っ

て
、
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、
式
典
は
終
わ
る
。

長
野
県
上
田
市
の
西
南
、
別
所
温
泉
で

行
な
わ
れ
る
「
岳た

け

の
幟

の
ぼ
り

」
は
、
旱
魃

か
ん
ば
つ

に
悩

ま
さ
れ
て
き
た
塩
田
平
の
農
民
た
ち
の
雨

乞
い
行
事
で
あ
る
。
太
い
竹
竿
に
青
笹
の

つ
い
た
細
竹
を
結
び
反
物
を
つ
け
て
幟

の
ぼ
り

と

し
、
毎
年
７
月
15
日
に
近
い
日
曜
日
、
別

所
温
泉
の
西
に
聳そ

び

え
る
男
神
岳
（
標
高
１

２
５
０
ｍ
）
の
水
神
で
あ
る
山
頂
九
頭
龍

権
現
に
雨
乞
い
を
祈
願
す
る
。

兵
庫
県
三
田
市
上
本
庄
に
鎮
座
す
る
駒

宇
佐
八
幡
神
社
で
は
、
慈
雨
へ
の
願
い
を

一
途
に
「
雨
乞
い
の
百
石
踊
り
」
が
奉
納

さ
れ
る
。
氏
子
８
カ
村
が
武
庫
川
上
流
の

４
カ
村
の
上
谷
、
下
流
の
４
カ
村
の
下
谷

の
二
組
に
分
か
れ
、
年
番
交
代
で
神
社
に

奉
納
す
る
。

雨
乞
い
で
有
名
な
の
は
、
埼
玉
県
鶴
ヶ

島
市
の
「
脚
折

す
ね
お
り

の
雨
乞
い
」
祭
り
で
あ
る
。

麦
の
穂
と
竹
で
つ
く
ら
れ
た
龍
蛇
は
神
官

に
よ
っ
て
入
魂
さ
れ
、
龍
神
と
な
る
。
長

さ
36
ｍ
、
重
さ
３
０
０
㎏
も
あ
る
龍
神
を
、

太
鼓
や
ホ
ラ
貝
の
音
を
先
頭
に
、
３
０
０

人
の
担
ぎ
手
が
雷
電
池

か
ん
だ
ち
が
い
け

へ
運
び
、
板
倉
雷

電
神
社
か
ら
前
日
い
た
だ
い
て
き
た
水
を

池
に
注
ぎ
な
が
ら
、
担
ぎ
手
と
一
緒
に
池

に
入
っ
て
い
く
。「
雨
ふ
れ
た
じ
ゃ
く
、
こ

こ
に
か
か
れ
黒
雲
」
の
願
い
の
声
と
と
も
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阿
部
友
子
あ
べ
と
も
こ

ふ
る
さ
と
見
分
け
実
行
委
員
会
代
表

里
川
を
愛
す
る
会
事
務
局

福
岡
・
古
賀
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
と
っ
て
の
里
川
は
、

清き
よ

滝た
き

を
源
流
と
す
る
大
根
川

だ
い
こ
ん
が
わ

で
す
。
西
山
（
鮎
坂
山
）
か
ら
西

に
流
れ
、
花
鶴
丘

か
づ
る
が
お
か

で
谷
山
川
と
合
流
し
、
花
鶴
川
と
名
を
変

え
て
玄
界
灘
に
注
ぐ
、
わ
ず
か
12
㎞
の
川
で
す
。

大
根
川
と
い
う
名
の
川
は
全
国
に
あ
っ
て
、
石
が
ゴ
ロ
ゴ

ロ
し
て
い
て
、
普
段
は
水
が
地
中
に
捌は

け
て
し
ま
う
よ
う
な

川
を
い
う
そ
う
で
、
古
賀
の
大
根
川
に
も
、
水
が
干
上
が
る

こ
と
を
説
明
す
る
よ
う
な
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

諸
国
行
脚
の
途
中
に
筵
内

む
し
ろ
う
ち

に
立
ち
寄
っ
た
空
海
（
弘
法
大
師
）

が
空
腹
に
な
っ
た
と
き
、
老
婆
が
大
根
を
洗
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
行
き
逢
わ
せ
ま
し
た
。
空
海
は
大
根
を
分
け
て
ほ
し
い

と
頼
み
ま
す
が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
格
好
だ
っ
た
た
め
に
、
そ

の
老
婆
は
ひ
ど
い
対
応
を
し
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
見
た
目

だ
け
で
人
を
判
断
し
て
は
い
け
な
い
と
、
空
海
は
戒
め
の
た

め
に
杖
を
地
面
に
三
度
突
き
、
大
根
川
の
水
を
干
上
が
ら
せ

た
と
い
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
の
大
根
川
は
、
昔
と
は
少
し
様
子
が
違
っ
て

い
ま
す
。
ア
ズ
（
泥
）
が
川
底
に
溜
ま
っ
て
、
河
川
敷
い
っ

ぱ
い
に
雑
草
が
茂
り
、
水
が
滞
留
し
て
見
苦
し
い
景
観
な
の

で
す
。
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
小
野
勇
一
先
生
に
よ
れ
ば
、

30
年
前
に
川
を
遡
っ
て
調
査
し
た
と
き
に
は
15
種
類
も
の
カ

エ
ル
が
見
つ
か
っ
た
の
に
、
今
で
は
１
種
類
ぐ
ら
い
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。
景
観
的
に
も
生
態
的
に
も
、
と

て
も
貧
し
い
川
に
な
っ
て
い
る
の
が
残
念
で
、
２
０
０
４
年

（
平
成
16
）
に
〈
里
川
を
愛
す
る
会
〉
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

川
は
古
賀
市
の
景
観
を
考
え
る
上
で
も
、
ま
ち
づ
く
り
を

考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
要
素
で
す
。
多
く
の
人
が
「
な
ん

と
か
し
た
い
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
蛍
の
幼
虫
を
飼
育
し
て

古
賀
の
川
に
放
流
し
た
り
、
水
辺
の
学
校
な
ど
の
活
動
を
し

て
い
る
〈
ほ
た
る
の
会
〉
も
あ
り
ま
し
た
。

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
に
は
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ

ン
（
景
観
基
本
計
画
）
へ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、

10
名
の
市
民
か
ら
な
る
〈
景
観
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議
〉
が

開
催
さ
れ
、
こ
れ
が
〈
古
賀
美
観

み
か
ん

の
会
〉
へ
と
発
展
し
ま
し

シ
リ
ー
ズ
里
川

鹿部田渕遺跡 

新宮 

福津 

鹿部山 

西山 
（鮎坂山） 

清滝 

犬鳴山 

大根川 

花鶴川 

谷山川 

元の海岸線 

玄
界
灘 

古賀市役所 

古賀市 

古
賀
市
ふ
る
さ
と
見
分
け

古
賀
市
ふ
る
さ
と

「
ふ
る
さ
と
見
分
け
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
た
ち
が
、

一
緒
に
現
場
を
歩
い
て
、
多
角
的
な
側
面
か
ら
地
域
の
歴
史
、

風
土
を
見
直
そ
う
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
で
す
。
福
岡
・
博
多
か
ら
快
速
電
車
で
20
分
、
玄
界
灘
に

面
し
た
古
賀
市
で
は
、
哲
学
、
宗
教
学
、
河
川
工
学
、
生
物
学
、

歴
史
、
環
境
、
市
民
運
動
な
ど
の
専
門
家
、
活
動
家
が
一
同
に

会
し
て
、
古
賀
市
の
ふ
る
さ
と
見
分
け
を
行
な
い
ま
し
た
。国土地理院基盤地図情報（縮尺レベル25000）「福岡」

及び、国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19
年）、道路データ（平成7年）、鉄道データ（平成20年）」
より編集部で作図



た
。
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
活
動
し
て
い
た
、
景
観
や
環
境
、

ま
ち
づ
く
り
に
興
味
が
あ
る
市
民
が
〈
古
賀
美
観

み
か
ん

の
会
〉
に

ま
と
ま
っ
て
き
た
の
は
、
み
ん
な
が
「
ふ
る
さ
と
古
賀
を
良

く
し
た
い
」
と
い
う
思
い
で
結
束
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
で
「
な
ん
と
か
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
形

に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
古
賀
に
住
む
人
が
、
古
賀
が
ど
ん

な
町
な
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
考
え
ま
し

た
。
そ
の
上
で
、
こ
の
土
地
に
合
っ
た
川
づ
く
り
を
し
て
い

こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
川
の
現
状
と
古
賀
の
歴
史
資
産
を

み
ん
な
で
見
て
回
り
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
を
盛
り
立
て
る
の
は
「
他
所

よ

そ

モ
ン
」
と
「
の

ぼ
せ
モ
ン
」
と
「
ば
か
モ
ン
」。
古
賀
市
民
で
は
な
い
、
外

か
ら
の
視
点
も
大
切
と
思
っ
て
、
九
州
大
学
の
島
谷
幸
宏
先

生
に
相
談
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
島
谷
先
生
は
、
現
地
調
査
を

も
と
に
地
域
の
空
間
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
当

た
り
前
過
ぎ
て
見
過
ご
し
て
き
た
地
元
の
こ
と
が
光
っ
て
み

え
て
く
る
よ
、
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
地
形
を
見
て
、
古

地
図
と
比
べ
、
集
落
の
名
称
や
神
社
の
成
り
立
ち
、
言
い
伝

え
と
い
っ
た
情
報
を
収
集
す
る
。
つ
ま
り
、
良
い
川
づ
く
り

に
不
可
欠
な
、
地
域
の
「
価
値
」
の
再
評
価
を
フ
ィ
ー
ル
ド

に
出
て
行
な
お
う
、
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
後
、
思
い
も
か
け
な
い
展
開
で
〈
ふ
る
さ
と
見
分
け

実
行
委
員
会
〉
を
立
ち
上
げ
、
２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
12
月

に
「
古
賀
市
ふ
る
さ
と
見
分
け
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。「
ふ
る
さ
と
の
見
分
け
」
と
は
、
地
域
の
人
を
巻

き
込
み
、
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
人
を
増
や
し
て
い
く
た
め

の
手
法
で
、
東
京
工
業
大
学
の
桑
子
敏
雄
先
生
が
考
案
さ
れ

た
も
の
で
す
。

桑
子
先
生
を
は
じ
め
、
島
谷
先
生
、
兵
庫
県
立
大
学
の
合

田
博
子
先
生
と
岡
田
真
美
子
先
生
ま
で
来
て
く
だ
さ
る
こ
と

に
な
り
、
一
緒
に
活
動
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
「
阿
部

さ
ん
、
本
当
に
大
丈
夫
な
の
？
」
と
心
配
さ
れ
た
ほ
ど
。
し

か
し
、
ご
厚
意
に
甘
え
て
、
先
生
方
に
は
大
い
に
協
力
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
と
き
は
、
女
性
の
ほ
う
が
度

55 古賀市ふるさと見分け

上：12kmの大根川（だいこんがわ）の流域を歩いた〈ふるさと見分け〉。翌日は市役所２階のホールで、ワーク
ショップが行なわれた。フィールドワークで現場を見て、ワークショップで学びを深める。こうした地に足をつ
けた活動が、地域の宝を発掘する。中央で挨拶しているのが阿部友子さん。　下：大根川中流域の様子。
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胸
が
据
わ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
こ
こ
も
見
た
い
、
あ

そ
こ
も
見
た
い
と
ど
ん
ど
ん
寄
り
道
し
て
し
ま
い
、
ま
っ
た

く
予
定
通
り
に
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
見
所

が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
に
驚
く
ば

か
り
で
す
。

標
高
は
57
・
５
ｍ
と
低
い
の
で
す
が
、
か
つ
て
は
三
峰
か

ら
な
る
三
神
山
（
三
上
山
）
だ
っ
た
鹿
部

し
し
ぶ

山
は
、
古
賀
市
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
団
地
造

成
の
た
め
に
二
峰
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
造
成
さ

れ
た
東
峰
、
中
央
峰
か
ら
は
、
二
つ
の
古
墳
群
が
発
見
さ
れ
、

調
査
に
あ
た
っ
た
故
・
長
崎
初
男
先
生
は
、
残
っ
た
鹿
部
山

は
絶
対
に
消
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
こ
に
は
日
本
の
歴
史
を

変
え
る
よ
う
な
も
の
が
埋
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
言
い
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

犬
鳴
山

い
ぬ
な
き
や
ま

山
系
に
端
を
発
し
た
大
根
川
は
、
玄
界
灘
に
流
れ

出
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
新
宮
か
ら
古
賀
、
福
津
、
津
屋

崎
ま
で
の
約
10
㎞
に
わ
た
る
日
本
有
数
の
松
林
が
続
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
人
手
で
植
え
て
い
っ
た
成
果
で
あ
る
こ
と
が
、

１
７
０
６
年
（
宝
永
３
）
の
記
録
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
少
な
く
と
も
も
う
少
し
前
ま
で
遡
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
、〈
古
賀
美
観

み
か
ん

の
会
〉
会
員
の
宿
理
英
彦
さ
ん
が
調
べ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
歴
史
を
発
掘
し
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
仲

間
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
地
元
に
興
味
を
持
つ
人
を
少
し

ず
つ
増
や
し
て
い
く
こ
と
は
、
古
賀
を
住
み
良
い
町
に
す
る

た
め
に
必
ず
役
に
立
つ
、
と
思
い
ま
す
。

敷
地
内
で
十
三
仏
板
碑
を
発
見
さ
れ
、
大
切
に
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
高
川
さ
ん
は
、
子
供
の
こ
ろ
、
ご
自
宅
に
勾
玉
の

首
飾
り
が
あ
っ
て
、
お
も
ち
ゃ
に
し
て
い
た
ら
糸
が
切
れ
て

ど
こ
か
に
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ス
ゴ
イ
経
験
を
お

持
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
わ

か
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
岡
田
先
生
と
合
田
先
生
は
、
神
功

じ
ん
ぐ
う

皇
后
が
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祠ほ
こ
らを

建
て
仲
哀

ち
�
う
あ
い

天
皇
の
神
霊
を
祀
っ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
る

福
岡
市
東
区
の
香
椎
宮

か
し
い
ぐ
う

は
、
実
は
こ
の
地
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
仮
説
を
立
て
ら
れ
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

仲
哀
天
皇
も
神
功
皇
后
も
、
実
在
の
人
物
で
は
な
い
、
と

い
う
説
も
あ
り
、
そ
ん
な
神
話
時
代
の
話
を
、
史
跡
歩
き
か

ら
想
像
す
る
の
も
大
変
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
体
験
で
し
た
。

日
本
武
尊
（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
）
の
次
男
で
あ
る
仲
哀
天
皇
は
、
仲

哀
８
年
（
１
９
９
年
）
熊
襲
（
く
ま
そ
）
討
伐
の
た
め
神
功
皇
后
と
と
も
に
筑

紫
に
赴
く
が
、
神
懸
り
し
た
妻
の
神
功
皇
后
か
ら
住
吉
大
神
の
お
告
げ
を
受
け

る
。
西
海
の
宝
の
国
（
新
羅
（
し
ら
ぎ
）
の
こ
と
）
を
授
け
る
と
い
う
神
託
だ

っ
た
が
、
仲
哀
天
皇
は
、
こ
れ
を
信
じ
ず
住
吉
大
神
を
非
難
し
た
た
め
、
神
の

怒
り
に
触
れ
、
翌
年
２
月
に
急
死
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
神
功

皇
后
が
仲
哀
天
皇
の
神
霊
を
祀
っ
た
の
が
香
椎
宮
の
起
源
と
さ
れ
る
。
椎
の
木

は
良
い
香
り
が
す
る
か
ら
、
腐
敗
し
た
遺
体
の
匂
い
消
し
の
役
目
を
す
る
と
さ

れ
、「
香
椎
」
の
名
は
、
仲
哀
天
皇
の
遺
体
を
立
て
か
け
た
椎
の
木
、「
棺
懸

（
か
ん
か
け
）
の
椎
」
が
敷
地
内
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

神
功
皇
后
は
住
吉
大
神
の
神
託
に
従
い
、
夫
の
死
後
、
お
腹
に
子
供
（
の
ち

の
応
神
天
皇
）
を
妊
娠
し
た
ま
ま
海
を
渡
っ
て
朝
鮮
半
島
に
出
兵
し
、
新
羅
を

攻
め
た
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
新
羅
は
戦
わ
ず
し
て
降
服
し
て
朝
貢
を
誓
い
、

高
句
麗
（
こ
う
く
り
）
・
百
済
（
く
だ
ら
）
も
朝
貢
を
約
束
し
た
（
三
韓
征
伐
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

岡
田
先
生
と
合
田
先
生
は
ま
た
、
仲
哀
天
皇
は
三
韓
征
伐

に
反
対
し
た
た
め
に
暗
殺
さ
れ
た
の
だ
、
と
も
。
武
内
宿
禰

た
け
う
ち
の
す
く
ね

が
仲
哀
天
皇
を
葬
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
古
賀
に
は
至
る
所

に
「
ス
ク
ナ
ヒ
（
ビ
）
コ
ナ
」
を
祀
っ
た
神
社
が
あ
り
ま
す
。

ス
ク
ナ
は
宿
禰
と
も
書
く
の
で
す
ね
。「
ス
ク
ナ
ヒ
（
ビ
）

コ
ナ
」
は
、
天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

の
前
の
皇
祖
神
で
あ
っ
た

神
産
巣
日
神

か
み
む
す
ひ
の
か
み

の
手
か
ら
こ
ぼ
れ
た
小
さ
い
神
で
、
大
国
主

お
お
く
に
ぬ
し

と

共
に
国
づ
く
り
を
し
た
神
で
す
。

「
ス
ク
ナ
ヒ
（
ビ
）
コ
ナ
」
は
「
ヒ
」
の
つ
く
地
に
多
く
祀

ら
れ
て
い
て
、「
ヒ
」
の
国
の
ひ
と
つ
「
肥
」
の
国
に
は

「
古
賀
」
の
地
名
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
の
古
賀
群
の
一

番
北
の
入
り
口
が
大
根
川
流
域
の
古
賀
な
の
で
す
。

「
古
賀
市
ふ
る
さ
と
見
分
け
」
を
し
た
こ
と
で
、
思
い
が
け

な
い
発
見
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
大
根
川
を
里
川
と
思

っ
て
い
た
私
自
身
、
こ
の
川
に
秘
め
ら
れ
た
力
と
可
能
性
を

再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。

治水上、重要な箇所には必ず
神社や大木が立っている。
地図を片手に、その地の歴史
や由来に思いを馳せると、
1000年、2000年はあっとい
う間に飛び越えてしまう。い
つもと違う自分に出会える。
上は、十三仏板碑をお祀りさ
れている高川さんのお話に聞
き入る参加者たち。



ミツカン水の文化交流フォーラム2010 が
開催されました

水は誰のモノ？
公平と循環を両立するために

日時：2010年10月15日（金）13時30分〜18時
会場：東京ウィメンズプラザ

今
、
水
道
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
水

ビ
ジ
ネ
ス
が
大
き
な
関
心
を
集
め
て
い

ま
す
。

水
ビ
ジ
ネ
ス
に
必
要
な｢

水｣

こ
の
水
は
誰
の
モ
ノ
？
　

費
用
負
担
と
受
益
者
は
誰
な
の
か
？

適
切
な
水
ビ
ジ
ネ
ス
を
実
現
す
る
に

は
、
そ
の
土
地
に
適
し
た
市
場
公
共
制

度
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
考
え
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は｢

公
平
と
循
環

を
両
立
さ
せ
る
水
文
化｣

に
つ
い
て
広

く
討
議
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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【問題提起と報告】

健全な地下水循環への取り組み 熊本県の事例から

小嶋一誠 前・熊本県環境生活部水環境課課長

水資源は誰のモノ？ 水法の観点から

創価大学法学部教授

日本と世界の水ビジネス 現状と将来

中村吉明 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）研究開発推進部長

途上国の水道事情 開発援助の現場から

橋本和司 八千代エンジニヤリング株式会社国際事業本部顧問

【登壇者全員によるディスカッション】

公平と循環を両立する水事業と水文化とは
コーディネーター：沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

●
水
事
業
の
民
営
化
に
は
反
対
だ
っ
た
の

で
す
が
、
状
況
や
場
合
に
よ
っ
て
は
や

る
べ
き
だ
と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。（
学
生
）

●
タ
イ
ム
リ
ー
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
で

き
れ
ば
も
っ
と
現
地
（
ア
ジ
ア
）
の
状

況
、
水
の
使
わ
れ
方
、
給
水
装
置
の
話

が
聞
き
た
か
っ
た
。（
公
務
員
）

●
日
常
、
農
作
業
を
し
て
い
る
観
点
か
ら

水
の
大
切
さ
を
痛
切
に
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
、

あ
ら
た
め
て
多
く
の
人
に
、
特
に
子
供

世
代
に
話
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま

す
。（
無
職
）

●
水
法
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
知
識
が
な
か
っ
た
の
で
、
非
常

に
参
考
に
な
っ
た
。（
市
民
団
体
、Ｎ
Ｐ

Ｏ
関
係
者
）

●
中
村
さ
ん
の
「
技
術
に
頼
り
す
ぎ
る
の

は
良
く
な
い
」
と
い
う
話
は
身
に
つ
ま

さ
れ
た
。
新
し
い
話
の
切
り
口
が
聞
け

て
よ
か
っ
た
。（
会
社
員
）

問
題
提
起
と
報
告

■
熊
本
県
は
全
国
で
も
先
駆
的
な
水
循
環

保
全
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
２
０
０
８

年
（
平
成
20
）
の
「
地
下
水
総
合
保
全
管
理

計
画
」
策
定
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

小
嶋
一
誠
さ
ん
は
、
地
下
水
の
宝
庫
と
呼

ば
れ
る
熊
本
県
の
水
循
環
に
つ
い
て
説
明

し
た
。
県
内
に
は
１
０
０
０
カ
所
以
上
に

の
ぼ
る
湧
水
源
が
あ
る
が
、
住
宅
や
工
業

団
地
、
パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
水
稲

作
付
面
積
の
減
少
に
よ
り
地
下
水
涵
養
量

が
減
っ
て
い
る
。
地
下
水
の
目
標
涵
養
量

を
定
め
、
年
間
地
下
水
採
取
量
に
つ
い
て

も
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
取
り
組
み
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
今
後
規
制
強
化
が
必
要
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
と
説
明
し
た
。

■
水
循
環
と
水
の
財
産
権
の
関
係
を
考
え

る
上
で
、
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
の
が

水
法
の
観
点
。
日
本
で
数
少
な
い
民
法
か

ら
の
水
法
研
究
者
で
あ
る
宮
﨑
淳
さ
ん
は

「
流
水
は
誰
に
帰
属
す
る
の
か
」
と
問
い
、

水
の
財
産
権
に
つ
い
て
解
説
し
た
。「
水
の

コ
ア
部
分
に
は
公
共
性
が
あ
り
、
水
利
権

と
聞
か
れ
た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
、
と
い

う
質
問
を
投
げ
か
け
、
水
事
業
の
意
義
を

問
い
か
け
た
。
小
嶋
さ
ん
は
「
水
を
守
っ

て
地
域
を
守
る
」、
宮
﨑
さ
ん
は
「
水
を
守

っ
て
地
球
を
守
る
」、
中
村
さ
ん
は
「
水
ビ

ジ
ネ
ス
を
振
興
す
る
こ
と
で
日
本
経
済
を

守
る
。
日
本
の
国
益
を
守
る
」、
橋
本
さ
ん

は
「
水
ビ
ジ
ネ
ス
を
頑
張
っ
て
、
元
気
な

日
本
に
し
よ
う
」
と
答
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ

に
共
通
、
あ
る
い
は
異
な
る
公
共
性
を
細

か
く
議
論
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
戦
略
的

か
つ
本
質
的
な
水
ビ
ジ
ネ
ス
論
に
必
要
な

こ
と
を
痛
感
さ
せ
て
く
れ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム

だ
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
セ
ン
タ

ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
文
責：

編
集
部
）

を
取
得
し
た
時
点
で
、
そ
こ
に
財
産
権
的

性
質
、
つ
ま
り
私
権
性
が
覆
い
被
さ
る
。

例
え
て
言
え
ば
、
あ
ん
パ
ン
の
よ
う
な
も

の
で
、
あ
ん
に
公
共
性
が
あ
り
、
パ
ン
生

地
で
あ
る
私
権
性
が
公
共
性
を
包
み
込
む
」

と
わ
か
り
や
す
く
説
明
。
水
循
環
を
考
え

る
上
で
は
従
来
の
公
水
・
私
水
二
元
論
は

適
切
で
は
な
い
と
語
っ
た
。

■
経
済
産
業
省
で
水
ビ
ジ
ネ
ス
政
策
に
か

か
わ
っ
た
中
村
吉
明
さ
ん
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
水
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
状
を
解
説
。「
世
界

の
水
ビ
ジ
ネ
ス
市
場
は
、
２
０
２
５
年

（
平
成
37
）
に
は
87
兆
円
の
市
場
に
成
長
す

る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
、
日
本
企
業
と

海
外
水
メ
ジ
ャ
ー
の
動
き
を
説
明
。
省
水

化
技
術
と
膜
技
術
は
日
本
の
強
み
と
な
る

一
方
、
縦
割
り
行
政
に
起
因
す
る
戦
略
性

の
欠
如
、
包
括
的
業
務
委
託
の
実
績
不
足
、

高
コ
ス
ト
構
造
が
日
本
の
水
ビ
ジ
ネ
ス
が

直
面
す
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
海
外
の
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
応
え
て
い

く
こ
と
が
重
要
と
唱
え
た
。

■
海
外
開
発
援
助
の
現
場
に
30
年
に
わ
た

っ
て
携
わ
っ
て
き
た
橋
本
和
司
さ
ん
は
、

途
上
国
で
の
水
道
事
業
を
民
間
が
行
な
う

の
は
公
平
性
の
点
で
も
プ
ラ
ス
、
と
述
べ

た
。
途
上
国
の
水
道
事
業
が
遅
れ
て
い
る

理
由
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
問
題
に
あ
り
、
公

的
セ
ク
タ
ー
に
任
せ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ

公
平
性
が
損
な
わ
れ
る
現
状
が
あ
る
と
い

う
。
日
本
の
水
道
業
界
が
培
っ
て
き
た
無

収
水
対
策
を
中
心
と
す
る
水
道
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
の
手
法
や
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
重
視

の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
有
効
性
を
発
揮
す

る
だ
ろ
う
と
結
ん
だ
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
沖
大
幹
さ
ん
は
、

各
登
壇
者
に
「
水
を
守
っ
て
○
○
を
守
る
」

写真：左から登壇者の宮﨑さん、小嶋さん、沖さん、中村さん、橋本さん。
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■水の文化38号予告

特集「地図の文化」（仮）

時代によって変化する社会的地理情報は、水文化

の表現に、どう影響を与えてきたのか。地図に描

かれた情報、さまざまな地図づくりにかかわった

人々や来歴を探り、地図の文化と生活のかかわり

を学びます。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。
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十
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幌尻岳

羊蹄山

大雪山

富士山

岩木山

八甲田山

岩手山

早池峰山
鳥海山

蔵王山

月山

磐梯山

燧ヶ岳

男体山

浅間山

白馬岳 妙高山

立山

穂高岳

御嶽山

白山

八ヶ岳

駒ヶ岳
北岳

赤石岳

那須岳

大台ヶ原山

剣山

石槌山

阿蘇山

雲仙岳

御岳
霧島山

大山

氷ノ山

浜名湖

宍道湖

猪苗代湖

十和田湖

サロマ湖

支笏湖

屈斜路湖

洞爺湖

霞ヶ浦

琵琶湖

諏訪湖

田沢湖

阿寒湖

摩周湖

網走湖

 北海道
001．登別温泉の地獄谷（登別市）自然資産／自然湧出泉源
 貴重な火山性温泉の大規模な自然湧出泉源地帯
002．ニセコ湯本温泉の大湯沼（ニセコ町）自然資産
 ニセコ温泉郷の貴重な自然湧出泉源地帯の代表
003．二股ラジウム温泉の石灰華ドーム（長万部町）自然資産／温泉沈殿物
 わが国最大の温泉生成による石灰華ドーム
004．オンネトー湯の滝（足寄町）自然資産
 マンガン酸化物を生成する最近が棲息。国指定天然記念物
005．屈斜路湖畔自然湧出泉群（弟子屈町）自然資産
 オヤッコツ地獄、砂湯など自然湧出泉源が広範囲に点在
006．硫黄山噴気地帯（弟子屈町）自然資産
 硫黄を析出させて荒々しい景観を保つ川湯温泉の泉源地帯
007．知床半島カムイワッカの大湯滝（斜里町）自然資産／自然湧出泉源湯壺・温泉生物
 自然湧出泉が湯川・湯滝となり天然湯壺を形成し、
 貴重な酸性温泉産藻類が生育

 岩手県
025．藤七温泉の噴気地帯（松尾村）自然資産
 岩手八幡平で貴重な泉源地帯
026．国見温泉のライム（緑）色源泉（雫石町） 自然資産
 特色ある湯色を呈する含硫黄－カルシウム・ナトリウム－炭酸水素塩泉［硫化水素型］
027．鉛温泉の伝統的旅館建築と泉源立ち湯（花巻市）文化資産
 昭和初期建築木造三階建て本館と岩盤から湧出する深い泉源浴槽「白猿の湯」
028．大沢温泉の自炊棟と離れ家（花巻市）文化資産
 伝統的湯治場景観を保つ木造三階建て自炊棟と藩政期以来の茅葺き離れ家
029．夏油温泉の石灰華ドーム（北上市）自然資産
 高さ20mに及ぶ石灰華「天狗の湯」。国指定特別天然記念物
030．夏油温泉の泉源露天風呂群　文化資産
 夏油川河畔の自然湧出泉源を生かした「大湯」など露天風呂群
031．須川温泉の自然湧出泉源地帯と部分蒸気浴（一関市）自然資産／文化資産
 溶岩丘から毎分6,000rの温泉が自然湧出。湯治文化を伝える部分蒸気浴「おいらん風呂」

 福島県
041．飯坂温泉の「鯖湖湯」共同浴場と伝統的旅館建築
 （福島市）文化資産
 国有形登録文化財の「なかむらや旅館」と
 並ぶ伝統的共同浴場
042．木賊温泉の自然湧出泉源浴槽群
 （舘岩村）文化資産
 河畔の自然湧出岩盤上にある「井筒屋」と
 共同湯の泉源浴槽

 神奈川県
057．塔ノ沢温泉の伝統的旅館建築（箱根町）文化資産　　明治17年（1884）に建て直された木造四層建築「環翠楼」
058．宮ノ下温泉の歴史的洋風旅館建築（箱根町）文化資産　　洋風温泉ホテルの草分け「富士屋ホテル」
059．大涌谷噴気泉源地帯（箱根町）自然資産　　箱根の歴史上、貴重な泉源地帯

 山梨県
066．下部温泉の自然湧出微温湯泉源浴槽（下部町）文化資産／湯治文化
 ぬる湯長時間入浴法を保つ「源泉館」「大市館」の地下岩盤泉源浴槽
067．増富ラジウム温泉の岩盤自然湧出放射能泉と泉源湯壺（須玉町）自然資産
 「不老閣」裏山の岩盤から自然湧出する放射能泉を天然湯壺に利用

 宮城県
032．鬼首温泉郷の地獄沢間欠泉群（鳴子町）自然資産
 「雌釜」「雄釜」を含む間欠泉群。国指定特別天然記念物
033．鳴子温泉の潟沼（鳴子町）自然資産
 『続日本後記』に記録された鳴子温泉誕生地の強酸性火口湖
034．鳴子温泉の温泉神社下「滝の湯」共同浴場（鳴子町）文化資産／伝統的共同湯
 「御神湯」源泉などを湯樋で注ぐ滝湯付き伝統的共同浴場
035．鎌先温泉の伝統的旅館街（白石市）文化資産
 木造三階建て「一條旅館」自炊棟など、石畳の道と調和した湯治場景観

 栃木県
043．大丸温泉の自然湧出湯川（那須町）自然資産　　自然湧出の湯川を利用した天然露天風呂
044．那須湯本温泉の「鹿の湯」共同浴場と伝統的入浴法（那須町）文化資産　　かぶり湯と時間湯の入浴法を伝える伝統的共同浴場
045．奥鬼怒温泉・湯沢の噴泉塔と河原の自然湧出泉源（栗山村）自然資産　　希少な噴泉塔のひとつ。国指定天然記念物
046．川俣温泉の間欠泉（栗山村）自然資産　　自然噴出する貴重な間欠泉
047．日光湯元温泉の温泉寺と境内泉源（日光市）自然資産／文化資産　　平安時代に開かれた温泉寺境内が自然湧出泉源地帯

 群馬県
048．伊香保温泉の大堰のある石段街（伊香保町）文化資産／計画的温泉街　　近世初期の日本初の温泉街計画
049．四万温泉の日向見薬師堂（中之条町）文化資産　　茅葺き建造物。堂下に自然湧出泉源を持つ。国指定重要文化財
050．四万温泉の伝統的旅館建築と浴舎（中之条町）文化資産　　元禄期の歴史を伝える「積善館」本館と大正モダニズム様式の浴舎「元禄の湯」
051．法師温泉の伝統的泉源浴舎（新治村）文化資産　　鹿鳴館風建築様式で泉源に建つ「法師乃湯」浴舎
052．尻焼温泉の川床の自然湧出泉源（六合村）自然資産　　長笹沢川の川床を赤茶色に染めた自然湧出泉で川湯
053．草津温泉の湯畑と歴史的街並み（草津町）文化資産／伝統的温泉街　　温泉情緒たっぷりの大泉源広場と滝下通りの和風旅館街
054．草津温泉の弱酸性源泉と棲息藻類（草津町）自然資産／自然湧出泉源・温泉生物　　温泉適応希少生物の藻類イデユコゴメが棲息する自然湧出強酸性泉
055．草津温泉の時間入浴法（草津町）文化資産／伝統的入浴法　　共同湯「千代の湯」「地獄湯」に残る伝統的入浴法
056．万座温泉の自然湧出泉源地帯（嬬恋村）自然資産　　空噴・湯畑など標高1,760ｍに広がる自然湧出泉源

 青森県
008．恐山温泉の霊場と自然湧出泉源地帯（むつ市）自然資産・文化資産
 古からの温泉霊場で伝統的浴舎を保ち、多様な温泉鉱物を産出
009．酸ヶ湯温泉の地獄沼（青森市）自然資産
 高温自然湧出酸性泉の泉源地帯の一角を占める
010．酸ヶ湯温泉のヒバ造り「千人風呂」（青森市）文化資産／伝統的浴舎・泉源浴舎・湯治文化
 泉源浴槽「熱の湯」を含む100坪近い総ヒバ造りの伝統的浴舎
011．蔦温泉の伝統的旅館建築と泉源浴舎（青森市）文化資産／伝統的旅館建築ほか
 大正期建築の木造本館と泉源に建てた伝統的木造浴舎
012．温湯温泉の共同浴場を囲む「客舎」群（黒石市）文化資産／伝統的共同湯広場・湯治文化
 内湯を持たない宿泊専用「客舎」が共同浴場を囲む貴重な共同湯広場景観

 秋田県
013．後生掛温泉の自然湧出泉源地帯（鹿角市）自然資産
 泥火山・湯沼など八幡平の火山性自然湧出の温泉資源を象徴する「地獄」
014．秋田八幡平温泉群のオンドル浴舎（鹿角市・田沢湖町）文化資産／湯治文化
 後生掛・銭川・大深・玉川の各温泉にあり、温泉熱で床を温めるオンドル湯治棟
015．後生掛温泉の泥湯と箱蒸し（鹿角市）文化資産／伝統的入浴法
 温泉熱（蒸気・地熱）を利用した箱蒸しと泥湯の伝統的入浴法
016．蒸の湯温泉の噴気地帯（鹿角市）自然資産
 後生掛温泉の地獄と並び、噴気の上る自然湧出泉源地帯を形成
017．玉川温泉の自然湧出泉源地帯（田沢湖町）自然資産
 強塩酸酸性泉（大噴湯）と北投石（国指定特別天然記念物）を産出
018．玉川温泉の岩盤浴（田沢湖町）文化資産
 泉源地帯「地獄谷」で地熱と微量放射線を生かす伝統的湯治法
019．鶴の湯温泉の伝統的宿舎と泉源露天風呂（田沢湖町）文化資産
 藩政期のものを明治に再現した茅葺き本陣長屋と自然湧出泉源にある露天風呂
020．黒湯温泉の噴気地帯（田沢湖町）自然資産
 噴気・噴湯が見られ、金精様も置かれた東北湯治文化の象徴
021．黒湯温泉の湯治棟（田沢湖町）文化資産
 乳頭温泉郷の湯治場景観を保つ茅葺きと杉皮葺き自炊棟
022．川原毛地獄の大滝湯（湯沢市）自然資産
 日本三大地獄地帯にあり、自然湧出の大湯滝が流れ落ち、天然湯壺を形成
023．小安峡温泉の大噴湯　　自然資産／大噴湯
 小安峡谷の崖から熱泉が噴出する泉源地帯
024．秋ノ宮温泉の魚卵状珪華（ブリコ石）（雄勝町）自然遺産／温泉沈殿物
 希少な魚卵状の温泉華。国指定天然記念物

 山形県
036．湯殿山神社「ご神体」の自然湧出泉源（朝日村）
 自然資産／文化資産／温泉信仰　泉源をご神体とする貴重な温泉信仰
037．肘折温泉の朝市（大蔵村）文化資産／湯治文化
 湯治場路上での伝統的朝市
038．銀山温泉の伝統的旅館建築群（尾花沢市）文化資産／伝統的旅館街
 大正ロマンを残す木造三層・四層の和風旅館街
039．白布温泉の茅葺き旅館と打たせ湯浴場（米沢市）文化資産
 二百数十年続く茅葺き和風旅館「西屋」の伝統的打たせ湯浴舎
040．姥湯温泉の自然湧出崖源泉と露天風呂（米沢市）文化資産
 自然湧出の崖から源泉を湯樋で注ぐ露天岩風呂

 新潟県
060．栃尾又温泉の微温湯長時間入浴法（湯之谷村）文化資産／湯治文化
 約３７℃のぬる湯の放射能泉に「長湯」する伝統的湯治法
061．蓮華温泉の自然湧出泉源地帯（糸魚川市）自然資産
 白馬連峰標高1,500ｍの噴気地帯から４種類の泉質が自然湧出

 富山県
062．みくりが池温泉の噴気泉源地帯（立山町）自然資産
 『今昔物語』に記され、日本最高所2,450ｍのみくりが池温泉の湯元
063．立山温泉の新湯産出球状オパール「玉滴石」（立山町）自然資産
 高温の湯池から産出する希少な球状桂華沈殿物

 石川県
064．岩間温泉の噴泉塔群（尾口村）自然資産
 白山麓にある高さ10ｍに及ぶ噴泉塔。国指定特別天然記念物
065．山中温泉の「菊の湯」共同浴場広場（山中町）文化資産／伝統的共同湯広場
 共同湯の総湯「菊の湯」を核に発展した温泉地の原型

 長野県
068．上諏訪温泉の「片倉館」（諏訪市）文化資産
 昭和初期の温泉文化を伝える昭和３年（1928）のレンガ造り洋風建築と深い浴槽
069．鹿教湯温泉の湯坂と文殊堂（丸子町）文化資産／伝統的湯治場景観
 閑静な鹿教湯温泉の代表的な湯治場景観
070．山田温泉の「大湯」共同浴場（高山村）文化資産
 伝統的な共同浴場建築様式
071．渋温泉の石畳温泉街（山ノ内町）文化資産
 木造旅館や共同湯が並ぶ伝統的温泉街
072．地獄谷温泉の天然噴泉（山ノ内町）自然資産
 活動を続ける希少な噴泉。国指定天然記念物
073．地獄谷温泉の野生ニホンザル入浴風景（山ノ内町）文化資産／野生動物の温泉利用生態
 野猿公苑を中心に湯浴み習慣を持つニホンザルの貴重な生態
074．野沢温泉の「麻釜」泉源地（野沢温泉村）自然資産／文化資産／伝統的温泉利用
 野沢組、湯仲間が守る自然湧出泉源の中心。野沢菜を茹でる生活風景
075．野沢温泉「大湯」共同浴場（野沢温泉村）文化資産
 13ヶ所ある共同湯の中心。江戸の湯屋建築を再現
076．白骨温泉の噴湯丘と球状石灰華（安曇村） 自然資産
 湯川上流の温泉噴孔から球状石灰華を産出。国指定特別天然記念物
077．中房温泉の膠状珪酸と珪華を産する自然湧出泉源地帯（穂高町）自然資産
 高温自然湧出泉から希少な温泉沈殿物を産出。国指定天然記念物
078．湯俣温泉の噴湯丘と球状石灰華（大町市）自然資産
 希少な形態の石灰華を産出。国指定天然記念物

 静岡県
079．熱海温泉の湯前神社と大湯間欠泉跡（熱海市）文化資産／温泉神社・歴史的泉源
 温泉神社の湯前神社とかつて主泉源だった社前の大湯間欠泉跡
080．熱海温泉の「起雲閣」（熱海市）文化資産／洋風建築
 昭和７年（1932）建築の洋館で旧温泉旅館。熱海市文化財
081．伊東温泉松川河畔の伝統的旅館群（伊東市）文化資産
 軒を並べる瓦屋根の木造三階建てや四層の和風旅館景観
082．修善寺温泉の「独鈷の湯」と伝統的旅館街（修善寺町）文化資産
 伝統的温泉街景観を保つ桂川河畔の「独鈷の湯」と周辺旅館群

 兵庫県
083．有馬温泉の歴史的源泉（西宮市）自然資産／貴重な源泉
 金泉・銀泉で知られる含鉄・ナトリウム－塩化物強塩泉や自然湧出二酸化炭素泉
084．有馬温泉の歴史的街並み（西宮市）文化資産
 温泉寺・温泉神社・太閤秀吉湯山御殿遺跡を含む温泉街の歴史的街並み
085．有馬温泉の入初式（西宮市）文化資産／温泉祭事
 開湯伝説の行基と12坊を開いた仁西上人をしのび、
 江戸時代から続く温泉祭事
086．城崎温泉の伝統的温泉街（城崎町）文化資産／計画的温泉地
 大正14（1925）の火災後、大谿川沿いに
 温泉地づくりがなされた温泉町並みの景観美
087．湯村温泉の「荒湯」（温泉町）自然資産
 98℃で自然湧出する歴史的泉源。生活利用される

 島根県
091．湯村温泉（出雲）の歴史的川床自然湧出泉源（木次町）自然資産
 『出雲国風土記』に記された川床の自然湧出泉源湯壺
092．玉造温泉の玉作湯神社と歴史的町並み（玉湯町）文化資産・温泉神社・伝統的温泉街
 『出雲国風土記』に記された古湯の歴史を伝える玉湯川沿いの和風旅館街
093．温泉津温泉の「元湯」共同浴場と歴史的町並み（温泉津町）文化資産／伝統的共同湯・温泉街
 大森（岩見）銀山の積出港として、中世以来の歴史と情緒を保持。重要伝統的建造物群保存地区に指定
094．有福温泉の「御前湯」共同浴場と伝統的温泉街（江津市）文化資産
 共同湯３軒のうち「御前湯」を核に、赤い石州瓦屋根旅館が階段状に並ぶ

 佐賀県
098．武雄温泉の「蓬莱門」と「殿様湯」を持つ共同浴場（武雄町）文化資産／伝統的共同湯・浴槽
 鍋島藩主愛用の「殿様湯」浴槽が残る楼門付共同浴場

 長崎県
099．雲仙温泉の「地獄」自然湧出泉源地帯（小浜町）自然資産　　キリシタン弾圧に利用され、伝統的共同湯がある雲仙地獄

 熊本県
100．地獄温泉の天然泥湯（長陽村）文化資産／伝統的入浴法　　湧き出る温泉泥利用の伝統的泥湯を保つ「すずめの湯」
101．岳の湯・はげの湯温泉の噴気地帯（小国町）自然資産　　湧蓋山麓集落の軒先や田圃から噴気が上る泉源地帯

 大分県
102．鉄輪温泉の「地獄」群（別府市）自然資産　　別府温泉郷の歴史的泉源地帯で、世界的に貴重な地獄が数多く存在
103．鉄輪温泉の湯煙景観と伝統的温泉街（別府市）文化資産
 湯煙が上り、「蒸し湯」や「地獄蒸しかまど」を持ち、「入湯貸間」が並ぶ温泉街
104．明礬温泉の天然泥湯（別府市）文化資産　　温泉泥泉源を利用した泥湯入浴法
105．明礬温泉の明礬採取小屋（別府市）文化資産／温泉利用形態　　江戸期以来の伝統的明礬採取法
106．鉄輪温泉の青色発色源泉（別府市）自然資産／貴重な源泉　　「神和苑」の青色を呈する自然湧出泉
107．別府温泉の「竹瓦温泉」共同浴場（別府市）文化資産　　明治以来の伝統的共同湯で、建物は昭和13年（1938）に改築。砂湯もできる
108．塚原温泉の泉源地帯（湯布院町）自然資産　　pH1.4の強酸性含鉄硫酸塩泉が伽藍岳山腹から噴出
109．湯布院温泉の金鱗湖と「下ん湯」共同浴場（湯布院町）自然資産／文化資産
 湧泉の地だった湯布院温泉の原点を保つ自然湧出泉の湯池と伝統的共同湯
110．湯平温泉の伝統的石畳街（湯布院町）文化資産／計画的温泉地　　江戸時代から整備が始まった石畳の坂道が続く湯治場景観
111．湯平温泉の伝統的飲泉文化（湯布院町）文化資産／湯治文化　　四万温泉と並ぶ東西「胃腸の湯」の伝統的飲泉文化
112．長湯温泉の自然湧出ラムネ泉（直入町）自然資産　　約920mgほどの炭酸ガスを含む31℃の自然湧出炭酸水素源泉
113．長湯温泉の「温泉マリモ」（球状石灰華）（直入町）自然資産　　温泉成分が凝固したユニークな球状石灰華
114．長湯温泉の「御前湯」共同浴場と伝統的飲泉文化（直入町）文化資産
 昭和初期からの飲泉文化を核に、今日的に再現された伝統的共同浴場
115．塚野温泉の伝統的飲泉文化と飲泉所（大分市）文化資産　　炭酸ガスを含む炭酸水素塩泉を飲用する飲泉所「霊泉堂」
116．七里田温泉の「下湯」共同浴場の自然湧出ラムネ泉（久住町）自然資産
 36℃の炭酸水素塩泉は含有量943mgの炭酸ガスで湯がはじけ、肌に気泡が付く
117．寒ノ地獄温泉の泉源冷泉浴（九重町）文化資産／伝統的入浴法　　久住山中の泉源浴槽で夏場のみ行われる13℃の硫黄泉冷泉浴
118．筋湯温泉の共同浴場の打たせ湯（九重町）文化資産／伝統的入浴法　　何条もの細い湯滝を持つ伝統的共同湯

 鹿児島県
119．新湯温泉の伝統的湯治湯（牧園町）文化資産　　白濁の硫化水素臭を利用した皮膚病に良い湯治場の景観
120．栗野岳温泉の八幡大地獄と自然湧出泉源（栗野町）自然資産／文化資産
 八幡大地獄を泉源地帯に４種類の泉質と蒸し風呂、泥湯など伝統的入浴法
121．指宿温泉の摺ヶ浜海岸の高温自然湧出泉源地帯と天然砂蒸し（指宿市）自然資産／文化資産
 砂浜や波打ち際からの高温自然湧出泉で、砂湯に利用
122．山川伏目砂蒸し温泉の高温自然湧出泉源地帯と天然砂蒸し（山川町）自然資産／文化資産
 竹山崖下海岸の高温地熱の砂浜で、砂湯に利用
123．鰻温泉の蒸気噴気蒸しかまど「スメ」（山川町）文化資産／温泉利用形態
 90℃前後の高温の蒸気・噴気口にすえた「スメ」で煮炊きに利用
124．薩摩硫黄島海岸の自然湧出泉源地帯（三島村）自然資産　　海中温泉を含み、海を変色させる自然湧出泉源

 その他
125．江戸・明治時代に作成された温泉番付
 文化資産
 江戸期以降「諸国温泉功能鑑」として各地で作成
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 和歌山県
088．川湯温泉の大塔川中の自然湧出泉源（本宮町）自然資産
 大塔川川底から自然湧出する70℃以上の単純温泉で川湯
089．湯の峰温泉の「つぼ湯」と「湯筒」（本宮町）
 文化資産／温泉信仰・じか湧き浴槽・歴史的温泉利用形態
 熊野詣での湯垢離場。自然湧出泉源浴槽「つぼ湯」は中世の説教『小栗判官』の舞台
090．龍神温泉の伝統的旅館建築「上御殿」（竜神村）文化資産
 日高川渓谷の紀州藩の湯治場景観を保持

 岡山県
095．奥津温泉の老舗旅館群と「足踏み洗濯」（奥津町）文化資産／泉源浴槽・温泉習俗
 吉井川河畔に泉源浴槽付き旅館「東和楼」「奥津荘」と「足踏み洗濯」習俗を保つ

 山口県
096．俵山温泉の共同湯（外湯）文化（長門市）文化資産／湯治文化
 伝統的な共同湯文化を保つ旅館街

 愛媛県
097．道後温泉の「道後温泉本館」共同浴場（松山市）文化資産／伝統的共同湯
 明治27年（1894）建築の伝統的共同湯

日本温泉地域資産　（日本温泉地域学会選定：2004年９月）
日本の温泉の自然と文化を守り後世に伝えるためにも、これから地域の発展に活かす
べき資産という視点で、日本温泉地域学会が選んだも。火山帯は編集部が重ねた。

編
集
後
記

◆
「
祭
り
」
は
イ
ベ
ン
ト
的
な
側
面
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
神
事
と
し
て

の
側
面
も
こ
れ
か
ら
は
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
参
加
す
る
人
、
見
る
人
…
。

祭
り
は
人
を
惹
き
つ
け
最
近
稀
薄
な
「
人
の
交
流
」
を
提
供
し
て
く
れ
る
場

だ
と
思
い
ま
す
。（
宮
）

◆
祭
り
の
目
的
も
始
ま
り
は
祈
願
・
慰
霊
・
供
え
・
執
政
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ

っ
た
ろ
う
が
、
超
自
然
的
存
在
へ
の
様
式
化
さ
れ
た
行
為
が
、
現
在
は
娯
楽

的
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
時
代
と
と
も
に
「
祭
り
」
の
機
能

も
変
遷
し
て
、
今
で
は
社
会
教
育
の
場
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
等

が
そ
れ
に
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
新
）

◆
子
供
を
身
籠
っ
て
か
ら
取
材
し
た
「
射
放
弓
」
は
、
新
た
な
視
点
で
物
事

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
私
に
と
っ
て
は
思
い
出
深
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

少
々
後
ろ
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
産
休
に
入
り
ま
す
が
、
今
年
は
陰
な
が
ら
セ

ン
タ
ー
を
応
援
し
て
い
き
ま
す
！
（
松
）

◆
子
供
の
頃
の
記
憶
で
は
、
町
内
会
の
お
祭
り
は
賑
や
か
だ
っ
た
。
そ
れ
も

子
供
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
最
近
で
は
御
神
輿
の
担
ぎ
手
も
他
か
ら

来
て
い
る
。
子
供
が
い
な
け
れ
ば
参
加
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
。
特
色

も
伝
統
も
な
い
普
通
の
祭
り
で
ど
う
や
っ
た
ら
地
元
を
盛
り
上
げ
ら
れ
る
の

か
。
悩
む
町
は
多
い
は
ず
だ
。（
ゆ
）

◆
調
べ
る
ほ
ど
に
「
機
能
」
は
わ
か
っ
て
も
、「
か
た
ち
の
意
味
」
が
わ
か

ら
な
く
な
る
祭
り
の
世
界
。
ど
こ
ま
で
想
像
の
翼
を
広
げ
て
よ
い
の
か
迷
う

が
、
そ
こ
で
と
ま
ど
う
の
が
現
代
人
。
イ
ベ
ン
ト
は
増
え
る
が
祭
り
が
衰
え

る
の
も
う
な
ず
け
る
。（
中
）

◆
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
結
集
す
る
祭
り
で
は
、
誰
も
が
主
体
性
を
持
っ
て

参
加
し
、
誰
に
も
「
居
場
所
と
出
番
」
が
あ
る
。
非
日
常
の
「
祭
り
」
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
、
日
常
の
「
政
」
に
も
反
映
で
き
る
社
会
が
望
ま
れ
る
。（
緒
）

◆
森
田
悌
さ
ん
の
文
中
に
、
祖
父
母
四
人
の
名
前
を
言
え
る
か
と
い
う
お
話

が
出
て
き
た
が
、
三
人
ま
で
し
か
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
一
人
は
若
く
し
て

亡
く
な
っ
た
の
で
、
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
日
本
人
は
存
在
し
な
い
も
の
に

対
し
て
認
識
が
な
い
と
い
う
の
は
妙
に
納
得
が
で
き
た
。（
力
）

◆
田
の
神
さ
ま
と
も
、
山
の
神
さ
ま
や
水
の
神
さ
ま
と
も
、
関
係
が
薄
い
今

の
都
市
生
活
。
し
か
し
人
間
が
ど
ん
な
に
進
化
し
て
も
、
思
い
通
り
に
な
る

こ
と
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
。
持
続
可
能
な
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
不
可
欠

な
の
は
、
人
智
を
超
え
た
存
在
へ
の
畏
れ
と
感
謝
で
は
な
い
か
。（
賀
）
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表紙上：天神祭の本宮。ご神霊が移られた御鳳輦を中心に、催太鼓や地車、獅子舞など各講社がお供して
天神橋北詰の乗船場まで3kmを行く陸渡御。その渡御列発進直前の境内。

表紙下：盛夏のさなか、祭りは暑さを熱さに変えてしまう。天神祭の獅子舞。

裏表紙上：釜の湯をいただいて、無病息災を祈る遠山郷霜月祭りの観光客たち。
観光客を温かく受け入れる遠山郷の人々の気風も、この祭りの人気に一役買っている。

裏表紙下：左　奥能登アエノコト、時国家のお供え。塗りのお膳は能登ならではの風格だ。

右　吉浜八幡社での巫女舞練習を見守るお母さんたち。1年生で巫女に選ばれたら、
中途ではやめない覚悟が必要。責任は、本人より母親に重く感じられるのではないか。
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