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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
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『
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

18水の文化 37『祭りの磁力』 2011／2

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
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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
。


