
水
の
予
祝

田
遊
び
・

御
田
祭
を
中
心
と
し
て

野

本

寛
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は
じ
め
に

農
作
物
の
豊
穣
祈
願
を
目
的
と
す
る
呪
術
や
儀
礼
は
ま
こ
と
に

多
様
で
あ
る
が 、

こ
れ
を
大
別
す
れ
ば
予
祝
行
事
と
農
作
業
随
伴

行
事
と
に
な
る 。

予
祝
行
事
は
年
の
初
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

く 、

随
伴
行
事
は 、

播
種
•

田
植
と
い
っ
た 、

農
作
業
の
出
発
点

に
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い

。

こ
こ
で
は 、

農
耕
の
中
で
も
特
に
稲

作
を
と
り
あ
げ 、

さ
ら
に 、
「

水
に
関
す
る
予
祝
呪
術
・

俄
礼」

に
焦
点
を
し
ぽ
り 、

田
遊
び
・

御
田
祭
を
中
心
と
し
て
必
要
に
応

じ
て
水
に
か
か
わ
る
随
伴
俄
礼
等
に
言
及
す
る 。

水
田
稲
作
農
業

に
お
い
て
は
「

水」

が
絶
対
的
要
素
に
な
っ
て
い
る
た
め
に 、

水

の
確
保
が
重
要
な
課
題
と
な
る 。

も
と
よ
り 、

雨
や
水
が
多
す
ぎ

て 、

止
雨
祈
願
や
日
乞
い
を
す
る
場
合
も
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が 、

稲
作
農
業
に
「

雨
乞
い
」
「

水
乞
い
」

は
つ
き
も
の
で
あ
っ

た 。

こ
こ
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
は 、

旱
天
時
の
「

雨
乞
い
」

や

1巻1号文学・芸術・文化

「
水
乞
い
」

で
は
な
く 、

年
中
行
事
・

神
事
・

芸
能
等
の
中
に
「

水

の
予
祝」
「

水
へ
の
願
望」
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ 、

潜
在
し 、

民
俗
化
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

年
中
行
事
・

神
事
・

芸
能
な
ど
の
中
に
潜
在
し
て
い
る
「

水
の
予
祝」

要
素
を
発
掘
整

序
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
稲
作
農
民
と
水 、

日
本
人
と
水
と
の
か
か
わ
り
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る 。

ー
・

小
豆
粥

一

月
十
五
日
を
中
心
と
し
た
小
正
月
に
小
豆
粥
を
煮
る
習
俗
は

全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

。

な
ぜ
赤
飯
•

小
豆
飯

で
は
な
く
小
豆
粥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
今

一

度
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

以
下 、

小
豆
粥
に
関
す

る
若
干
の
事
例
を
示
し 、

問
題
点
を
考
え
て
み
よ
う 。

m
一

月
十
五
日 、

穂
つ
き
の 、

大
き
い
薄
（
萱）

を
箸
に
し
て
小

豆
粥
を
食
べ 、

家
族
全
員
の
痺
箸
を
束
ね
て
と
っ
て
お
き 、

苗

代
田
に
立
て 、

こ
ん
な
大
き
な
穂
が
で
き
る
よ
う
に
と
祈
っ
た

（
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
陽
原
出
身
・

上
坂
美
代
子
・

昭
和
四

年
生
ま
れ）

。

②
一

月
十
五
日
に
小
豆
粥
を
食
べ
た
薄
の
箸
を
家
族
全
員
分
神
棚

に
あ
げ
て
お
き 、

苗
代
の
籾
蒔
き
の
日
に
苗
代
に
立
て 、

蒋
の

穂
の
よ
う
に
大
き
な
穂
が
稔
る
よ
う
に
と
祈
っ
た
（
奈
良
県
吉

野
郡
吉
野
町
山
口
•

鶴
井
ま
つ
ゑ
明
治
四
十
一

年
生
ま
れ）

。
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③
一

月
十
四
日、

径
四、

五
セ
ン
チ、

長
さ
二
0
セ
ン
チ
程
の
カ

ツ
の
木
（
ヌ
ル
デ）

の
粥
掻
き
棒
を
二
本
作
り、

小
豆
粥
を
掻

い
て
小
豆
や
米
粒
の
付
着
し
た
も
の
を
神
棚
に
祭
っ
て
お
き、

苗
代
の
水
口
に
立
て、

焼
き
米
を
供
え、

菖
蒲
を
挿
し
て
祭
っ

た。

粥
掻
き
棒
は
上
半
分
の
皮
を
む
き、

下
半
分
は
皮
を
残
し、

上
部
の
切
り
口
に
十
字
の
割
れ
目
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る。

（
山
梨
県
西
八
代
郡
六
郷
町
岩
間
・

有
野
幸
七
大
正
十
二
年
生

ま
れ）
。

田
一

月
十
五
日、

農
家
に
て
小
豆
粥
を
煮
る
時、

竹
あ
る
い
は
蓋

の
筒
を
片
節
切
っ
て、
咋
翠
も
て
あ
み、

早
稲
中
稲
晩
稲
大
豆
麦

粟
綿
な
ど
そ
れ
/
＼
筒
に
名
を
付、

粥
と
ひ
と
つ
に
煮
立、

其

筒
の
う
ち
へ

米
の
多
く
入
り
た
る
数
を
見
て、

そ
の
く
さ
ぐ
さ

(

l
}
 

の
み
の
り
よ
ろ
し
と
し
侍
り
（
『
越
後
長
岡
領
風
俗
問
状
答
j

)

。

①
一

月
十
五
日、

一

尺
六
寸
ほ
ど
の
薪
状
の
木
を
二
つ
割
り
に
し

て
そ
の
年
の
月
の
数
だ
け
炭
で
線
を
引
き、

こ
れ
を
「
ニ
ン
木」

と
称
し
た。
一

本
の
根
を
中
心
に
ニ
ン
木
を
六
本
な
い
し
八
本

円
錐
形
に
集
め、

政
で
笠
の
形
を
作
っ
て
か
ぶ
せ、

こ
れ
を
早

乙
女
と
称
し
た。

十
六
日
の
朝
こ
れ
に
小
豆
粥
を
供
え
た
の
で

あ
る
が、

こ
の
粥
が
堅
け
れ
ば
「
田
が
え
む」
（
割
れ
る）

と

称
し
て
粥
を
軟
ら
か
く
煮
る
よ
う
心
が
け
た
（
『
三
河
吉
田
領

(
2)
 

風
俗
問
状
答』

要
約）
。

水の予祝

右
の
諸
例
に
よ
っ
て
も、

小
正
月
の
小
豆
粥
が
稲
作
と
深
く
か

か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る。

③
の
よ
う
に
粥
掻
棒
を
二

本
セ
ッ
ト
と
し
て
使
う
と
い
う
形
は
他
地
区
で
も
見
ら
れ
る。

山

梨
県
北
巨
摩
郡
敷
島
町
下
福
沢
で
は
粥
掻
き
棒
の
先
の
十
字
の
割

れ
目
に
団
子
を
は
さ
ん
で
お
き、

後
に
苗
代
に
立
て
る、

埼
玉
県

秩
父
郡
荒
川
村
白
久
で
も
先
に
十
字
を
刻
ん
で
団
子
を
は
さ
ん

だ。
二
本
の
粥
掻
き
棒
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は、

本
来、

こ
の
棒
が
箸
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。

事
例
の

い
は
各
地
の
社
寺
で
行
わ
れ
る
粥
占
の
形
で
あ
る
が、

粥
掻
き
棒

に
小
豆
粥
を
付
着
さ
せ
た
形
で
こ
れ
を
こ
れ
を
苗
代
に
立
て
る
と

い
う
の
も、

古
く
は
粥
掻
き
棒
に
付
着
す
る
小
豆
粥
の
量
で
作
柄

を
占
っ
て
い
た
こ
と
の
名
残
で
あ
る。

粥
掻
き
棒
は
本
来
箸
な
の

で
あ
る
か
ら、

箸
に
た
く
さ
ん
粥
が
着
く
と
い
う
こ
と
は、

作
物

が
豊
作
で、
満
ち
足
り
た
形
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

粥
掻
き
棒
の
半
分
の
皮
を
剥
ぎ
木
の
白
地
を
出
す
と
い
う
こ
と

は、

実
際
の
箸
の
つ
ま
み
口
を
白
く
削
り
出
す
と
い
う
形
式
の
様

式
化、

意
匠
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り、

信
仰
的
に
は、

神
を
依
ら

し
め、

神
意
の
発
現
確
認
を
正
し
く
受
け
と
め
る
た
め
に
木
の
白

地
を
削
り
出
し
た
こ
と
に
な
る。

小
豆
粥
の
付
稽
状
態
を
よ
り
正

確
に
知
り、

そ
こ
に
神
意
を
見
る
た
め
に
皮
を
む
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る。
木
口
の
十
字
の
割
り
込
み
は、
そ
こ
に
入
っ
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た
粥
の
状
態
を
見
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り 、

田
形
の
形
象
で
も

あ
っ
た 。

木
口
の
十
字
に
団
子
を
は
さ
む
形
は 、

占
い
要
素
が
退

化
し 、

小
豆
粥
が
団
子
に
集
約
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う 。

こ
う
し
て
み
る
と 、

m
切
の
薄
の
箸
は 、

薄
の
穂
に
よ
る
稲
穂
の

予
祝
性
と
同
時
に 、

そ
れ
が
粥
掻
棒
の
古
形
を
示
す
も
の
だ
っ
た

と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

写
真
①
は
小
豆
粥
の
付
着
し
た
粥

掻
き
棒
で
あ
る
が 、

興
味
深
い
こ
と
に 、

静
岡
県
袋
井
市
法
多
山

尊
永
寺
の
牛
王
札
を
は
さ
ん
だ
木
（
漆
ま
た
は
樫
②）

と
は
そ
の

意
匠
が
み
ご
と
に
一

致
し
て
い
る 。

こ
こ
に
箸

粥
掻
き
棒

牛

王
札
の
座
木 、

と
い
う
展
開
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る 。

牛
王
札

も
も
と
よ
り 、

粥
掻
き
棒
同
様 、

苗
代
の
水
口
に
挿
し
立
て
ら
れ

る
も
の
で
あ
る 。

さ
て 、

小
豆
粥
は
右
の
よ
う
に
粥
占
の
素
材
と
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
が 、

同
時
に 、

田
の
湿
澗
を
予
祝
す
る
働
き
を
も
持
っ
て
い

た 。

事
例
囮
に
見
ら
れ
る
通
り 、

小
豆
粥
が
田
の
湿
潤
を
象
徴
し 、

予
祝
す
る
の
で
あ
る 。

静
岡
県
磐
田
郡
の
『
光
明
村
誌』
（
現
天

竜
市）

に
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る 。
一

月
十
四
日
か
ら
十
六
日

の
間
「

鬼
木」

と
称
し
て 、

樫
を
割
っ
た
薪
状
の
棒
を
円
錐
状
に

組
ん
で
「

早
乙
女」

と
呼
び 、

雨
天
に
は
蓑
笠
を
つ
け
た 。

こ
れ

に 、

十
四
日
の
晩
は
赤
飯
を 、

十
五
日
の
朝
は
小
豆
粥
を
供
え
た 。

十
五
日
の
朝 、

小
豆
粥
を
口
で
吹
い
て
食
べ
る
と
そ
の
年
暴
風
が

1巻1号文学・芸術・ 文化

起
こ
る
と
伝
え
て 、

吹
く
こ
と
を
禁
じ
た 。

固
で
は
小
豆
粥
の
水

加
減
で
田
の
水
加
減
が
語
ら
れ 、

こ
の
例
で
は
小
豆
粥
の
扱
い
に

よ
っ
て
そ
の
年
の
天
候
が
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る 。

小

正
月
の
小
豆
粥
は
占
い
や
禁
忌
と
か
か
わ
り
な
が
ら
そ
の
根
底
に

①山梨県南巨摩都の粥

掻き棒
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予
祝
性
を
据
え
て
い
る
の
で
あ
り、

そ
の
予
祝
の
―
つ
は
稲
の
豊

穣
予
祝
で
あ
り、

い
ま
―
つ
は、

そ
の
前
提
と
し
て
の
水
田
の
湿

澗
予
祝、

水
の
予
祝
で
あ
っ
た。

湿
潤
性
に
富
む
粥
は、

赤
飯
や

飯
に
は
な
い
「
水
の
呪
力」

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る。

で
は
な

ぜ
白
粥
で
は
な
く
小
豆
粥
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
決
定
的

な
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、

近
藤
龍
翁
は、

「
小
豆
を
入
る
事
は、

日
の
み
た
ま
を
勧
請
申
て
太
陽
の
鎮
り
坐

す
か
ゆ
な
れ
は
そ
の
色
赤
し。

其
心
を
以
て
あ
づ
き
を
入
て
色
を

(

3
)

 

付
て
赤
き
か
ゆ
に
す
る
こ
と
な
り。
」

と
述
べ
て
い
る。

小
豆
粥

を
粥
の
水
性
と
赤
色
食
物
た
る
小
豆
の
日
性
の
結
晶
と
し
て
見
る

こ
と
は、

稲
作
に
と
っ
て
不
可
欠
な
水
と
日
の
恵
み
を
予
祝
す
る

食
物
の
意
味
理
解
と
し
て
極
め
て
魅
力
的
で
は
あ
る
が、

今
後
さ

ら
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

水の予祝

2
•

池

大
和
盆
地
と
そ
の
周
辺
で
は、
「
御
田」
「
御
田
祭」

と
呼
ば
れ

る
稲
作
予
祝
神
事
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り、

そ
の
中
に
は
「
水

の
予
祝」

を
主
題
と
す
る
要
素
を
持
つ
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る。

そ
の
―
つ
に
「
溜
池
の
民
俗」

を
基
盤
に
持
つ
予
祝
神
事
が
あ
る。

m
．

押
熊
八
幡
神
社
の
御
田
祭

一

月
十
一

日
午
前
一

0
時、

神
社
の
調
餌
所
の
中
央
に
薦
を
敷

い
て
そ
こ
を
田
所
す
る。

烏
帽
子
袴
の
田
男
役
が
登
場
し
て
①
ア

ゼ
ハ
ッ
リ
（
ミ
ゾ
サ
ラ
イ）

②
水
引
き

③
牛
使
い

④
ア
ゼ

塗
り

⑤
苗
代
掻
き

⑥
籾
蒔
き

の
順
序
で
演
技
を
行
う。

②

の
水
引
き
に
際
し
て、

即
興
的
独
白
の
中
で、
「
入
道
池
か
ら
水

を
引
く」

と
い
う
言
葉
を
明
確
に
語
る
の
が
印
象
に
残
っ
た。

年

の
初
め
の
御
田
の
中
で、
「
入
道
池
か
ら
水
を
引
く」

と
い
う
科

白
が
出
る
背
景
に
は、

こ
の
地
の
人
び
と
が、

現
実
の
稲
作
の
中

で
入
道
池
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る。

以
下
押
熊
在
住
の
好
村
巳
喜
三
さ
ん
（
明
治
三
十
九
年
生

ま
れ）

に
よ
る
押
熊
地
区
の
池
の
伝
承
を
記
す。

好
村
さ
ん
の
二
0
歳
こ
ろ、

押
熊
の
農
家
は
約
一

0
0
戸、

水

田
は
七
0
町
歩
あ
っ
た。
押
熊
地
区
内
に
は
多
数
の
溜
池
が
あ
り、

そ
れ
ら
の
池
の
中
に
は
高
位
置
の
池
か
ら
低
位
置
の
池
に
水
を
流

す
と
い
う
形
の
も
の
も
あ
っ
た。

押
熊
地
区
内
の
主
要
な
池
と
そ

う
し
た
水
の
流
通
関
係
を
模
式
的
に
示
し
た
の
が
第
l
図
で
あ

る。

こ
れ
に
よ
る
と、

こ
の
ム
ラ
で
は
本
来
入
道
池
が
親
池
で
あ

り、

後
に
奥
山
池
•

新
池、

特
に
新
地
が
入
道
池
の
分
水
方
式
を

継
承
す
る
形
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る。

な
お、

そ
の
他
に、

モ
チ
池
（
か
か
り
水
田
一

町
歩）
、

ハ
カ
池
（
か
か
り
水
田
一

町

五
反
歩）、

蛭
池
（
か
か
り
水
田
―

町
歩）、

籠
池
（
か
か
り
水
田

八
反
歩、

瓢
蹴
池
（
か
か
り
水
田
二
町
五
反
歩）

な
ど
が
あ
っ
た。
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奈良市押熊地区溜池流通図第l図池
•

水
の
管
理
は 、
総
代
お
よ
び
評
議
委
員
一

0
名
の
も
と
に
「
イ

モ
リ」
（
井
守）

一

0
人
が
つ
き 、

実
質
的
な
池
の
点
検
や
水
の

管
理
は
イ
モ
リ
が
行
っ
た 。
「
イ
モ
リ
イ
レ
」

と
称
し
て
水
を
公

平
に
分
配
す
る
こ
と
が
第
一

の
使
命
と
さ
れ
た 。

切
•

八
所
神
社
の
御
田
祭

八
所
神
社
の
御
田
は
一

月
十
一

日
午
後
一

時
か
ら
行
わ
れ
る 。

九
人
衆
と
呼
ば
れ
る
神
役
が
中
心
と
な
り 、

社
殿
前
の
庭
に 、

ま

ず 、

写
真
③
の
よ
う
な
図
を
描
く 。

奥
の 、

角
に
丸
み
を
つ
け
た

の
が
池
を
表
わ
し 、

次
の
四
角
は
苗
代
田
を
意
味
し
て
い
る 。

そ

し
て 、

池
と
苗
代
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
水
路
で
あ
り 、

溝
で
あ

る 。
さ
ら
に
社
田
前
に
は
田
植
の
た
め
の
水
田
の
枠
が
描
か
れ
る 。

次
い
で 、

そ
の
田
所
で 、

牛
頭
を
つ
け
た
牛
役
（
一

人
立
ち）

に

模
造
の
黎
を
ひ
か
せ
た
牛
使
い
が
左
ま
わ
り
に
ま
わ
っ
て
耕
起
の

様

を

演

じ

る 。

そ
れ
が

終
わ
る
と 、

松
葉
に 、

白

紙
に
包
ん
だ

籾
を
結
わ
え

た

松

苗

を

使
っ
て
九
人

衆
が
田
植
の

所
作
を
し
て

松
苗
を
田
所

ヘ
並
べ
て
ゆ

く 。

松
苗
は

神
棚
に
あ
げ

て
お
き 、

苗

代
の
時
期
に
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苗
代
田
の
畦
に
ツ
ッ
ジ
・

ヒ
ラ
ド
な
ど
の
色
花
と
と
も
に
立
て

た 。

そ
れ
に
し
て
も 、

祭
り
の
庭
に
池
や
溝
の
図
を
描
い
て
御
田

祭
を
行
う
と
い
う
の
は
極
め
て
印
象
的
で
あ
り 、

河
川
に
恵
ま
れ

ず 、

溜
池
潅
漑
に
た
よ
っ
て
き
た
大
和
盆
地
の
農
耕
を
象
徴
す
る

予
祝
神
事
だ
と
言
え
よ
う 。

以
下
は
秋
篠
在
住
の
大
川
喜
久
治
さ

ん
（
明
治
三
十
九
年
生
ま
れ）

が
伝
え
る
池
の
民
俗
で
あ
る 。

大

川
さ
ん
が
青
年
だ
っ
た
頃
秋
篠
の
農
家
は
約
一

0
0
戸
で 、

秋
篠

で
は
池
の
管
理
組
織
を
南
と
北
に
分
け 、

と
も
に
六
人
ず
つ
の
イ

モ
リ
を
出
し
て
い
た 。

南
組
の
管
理
す
る
池
は 、

ツ
ブ
レ
池
（
か

か
り

水
田
三
反
歩）

、

南
モ
ミ
池
（
か
か
り

水
田
―

町
歩） 、

南
新

地
（
か
か
り

水
田
六
町
歩）

で 、

北
の
管
理
は 、

ト
ン
ボ
池
（
か

か
り

水
田一
一
町
歩）

、

北
新
地
（
か
か
り

水
田
二
反
歩）

、

乾
池
（
か

か
り

水
田
六
町
歩）

、

北
モ
ミ
池
（
か
か
り

水
田
四
町
歩）

と
な
っ

て
い
た 。

さ
ら
に 、

こ
れ
と
は
別
に 、

全
秋
篠
地
区
の
水
田
に
水

を
引
く
こ
と
が
で
き
る
「

御
池」

と
呼
ば
れ
る
大
き
い
池
が
あ
っ

た 。
御
池
の
管
理 、
水
分
り
等
は
南
北
の
イ
モ
リ
が
協
力
し
て
行
っ

た 。
「

夏
至
に
な
っ
て
雨
が
な
か
っ
た
ら
池
の
水
を
抜
い
て
田
植

を
す
る」

と
い
う
の
が
こ
の
地
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た 。

御
田
祭

の
日 、

社
前
に
描
か
れ
る
池
の
図
は 、
「

御
池」

で
あ
り 、

御
池
は 、

地
区
の
す
べ
て
の
池
の
象
徴
で
あ
っ
た 。

御
池
に
は
リ
ョ
ウ
サ
ン

と
い
う
神
様
が
祭
ら
れ
て
い
た
と
い
う 。

池
の
堤
も
永
い
歳
月
の

水の予祝

間
に
は
波
に
洗
わ
れ
て
欠
損
す
る 。

そ
こ
で 、

二
0
年
か
ら
三
〇

年
の
間
に
一

度
「

ハ
ガ
ネ
イ
レ」

と
い
う
工
事
が
必
要
と
な
っ
た 。

工
事
の
期
間
は
冬
で 、

水
を
抜
い
て
池
の
堤
を
出
し 、

土
の
減
っ

て
い
る
と
こ
ろ
へ
粘
土
を
加
え 、
掛
矢
で
叩
き
固
め
る
の
で
あ
る 。

こ
の
仕
事
は
全
秋
篠
総
出
で
行
っ
た
が 、

欠
席
者
も
あ
る
の
で 、

日
当
は
ム
ラ
か
ら
支
彿
わ
れ
た 。

な
お 、

こ
の
「

ハ
ガ
ネ
イ
レ
」

と
い
う
言
葉
は 、

鋤
．

鍬
の
先
が
磨
耗
し
た
際 、

先
に
鋼
を
加
え

て
修
繕
す
る
「

サ
ッ
カ
ケ」

か
ら
発
想
さ
れ
た
呼
称
で
あ
る 。

秋

篠
に
は 、

八
月
末
日 、
「

雨
よ
ろ
こ
び」

と
い
う 、

稲
作
に
お
け

る
水
の
問
題
を
乗
り
き
っ
て
の
祝
い
を
す
る
習
慣
が
あ
っ
た 。

こ

の
時 、

共
有
す
る
「

池」
「

溝」

で
魚
類
を
捕
獲
す
る
権
利
を
入

札
で
決
め
る
と
い
う
お
も
し
ろ
い
慣
行
が
あ
っ
た 。
こ
の
日 、
池
・

溝
に
加
え
て 、

山
地
主
の
茸
採
取
権
の
貸
与
に
よ
っ
て
「

山」

の

権
利
の
入
札
も
行
わ
れ
た 。

池
の
権
利
は 、

雨
よ
ろ
こ
び
の
翌
日

か
ら
翌
年
の
八
所
神
社
祭
日
の
十
月
九
日
ま
で
と
し 、

池
の
捕
獲

魚
は
主
と
し
て
鯉
で
あ
っ

た 。

溝
の
主
要
な
も
の
は
向
田
・

池

ど

じ
ょ
う

田
•

林
田
•

平
田
な
ど
で 、

溝
で
は
泥
蛤

を
捕
り 、

権
利
は
正

月
前
ま
で
と
さ
れ
た 。

山
は
松
茸
捕
り
の
た
め
の
権
利
で 、

期
間

は
雨
よ
ろ
こ
び
か
ら
十
月
い
っ
ぱ
い
ま
で
だ
っ
た 。

五
月 、

田
植
が
済
ん
だ
こ
ろ 、
「
コ
イ
ゴ
ー

コ
イ
ゴ
ー

」

と

い
う
呼
び
声
で
桶
を
背
負
っ
た
鯉
の
子
売
り
が
ま
わ
っ
て
き
た 。
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コ
イ
ゴ
は
当
歳
で、

五
分
ほ
ど
だ
っ
た
が、

こ
れ
を
買
っ
て
水
田

に
放
し
て
お
く
と、

秋
に
は
四
寸
ほ
ど
に
な
っ
た。
一

般
に
は、

そ
の
鯉
を
食
用
に
す
る
の
で
あ
る
が、

雨
よ
ろ
こ
び
の
日、

入
札

で
池
の
権
利
を
受
け
た
者
は、

池
に
鯉
を
入
れ
て
翌
年
の
秋
祭
り

ま
で
鯉
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た。

そ
の
時、

鯉
は
二
0
0

匁
か
ら
三
0
0
匁
に
な
っ
て
い
た
と
い
う。

池
の
権
利
は
一

人
で

受
け
る
と
は
限
ら
ず、

四、

五
人
の
グ
ル
ー
プ
で
受
け
る
こ
と
も

あ
っ
た。

そ
ん
な
場
合
は
池
を
干
し
た
時、

漁
獲
物
は
均
等
に
分

配
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た。

溝
の
権
利
な
ど
は
子
供
達
に
侵
さ
れ
や

す
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、

子
供
達
も
よ
く
ム
ラ
の
約
束
を

守
っ
て
い
た
と
い
う。

悔
の
魚
が
入
り
に
く
い
地
形
の
大
和
盆
地

に
お
い
て、

こ
の
慣
行
は、

動
物
性
蛋
白
質
の
確
保
の
上
か
ら
も

貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た。
一

月
十
一

日、

氏
神
八
所
神
社
の
神
庭

に
描
か
れ
る
池
や
溝
の
図
の
背
後
に
は
人
び
と
の
水
へ
の
願
い

と、

池
や
溝
に
関
す
る
ム
ラ
の
民
俗
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る。

1巻1号文学・芸術・ 文化

2
•

砂
の
雨

奈
良
県
磯
城
郡
河
合
町
川
合
に
広
瀬
河
合
神
社
が
あ
る。

当
社

の
御
田
は
二
月
十
二
日
で
あ
っ
た
が、

現
在
は
十
二
日
に
近
い
日

曜
日
と
な
っ
た。

は
じ
め
午
前
中
に
拝
殿
内
で、

烏
帽
子
白
衣
の

者
が、

鍬
初
め
·

畦
つ
く
り
・

牛
荒
起
こ
し
•

牛
苗
代
掻
き
・

福

の
種
蒔
き
な
ど
を
演
じ、
早
乙
女
役
二
人
が
田
植
の
様
を
演
じ
る。

午
後、

神
庭
の、

忌
み
竹
で
囲
ま
れ
た
五
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の

田
所
に
入
り、

鍬
．

鋤
・

カ
ラ
ス
キ
・

マ
グ
ワ
役
が
太
鼓
の
合
図

で
見
物
人
に
砂
を
振
り
掛
け
る。

見
物
人
も
砂
を
か
け
る。
「
砂

合
戦」

で
あ
る。

こ
の
砂
は
「
雨」

だ
と
言
わ
れ
て
い
る。
「
砂

か
け
御
田」

と
呼
ば
れ
る
こ
の
稲
作
予
祝
神
事
の
中
心
は
砂
か
け

に
よ
る
雨
の
予
祝
•

水
の
予
祝
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

奈
良

県
磯
城
郡
田
原
本
町
八
尾
の
鏡
作
神
社
に
も
御
田
が
あ
り
砂
か
け

が
行
わ
れ
る。

祭
日
は
二
月
二
十
二
日
に
近
い
日
曜
日
で
あ
る。

一

連
の
農
耕
模
擬
派
技
を
行
い、

最
後
に、

砂
を
敷
い
た
田
所
で、

松
苗
を
使
っ
て
の
田
植
が
行
わ
れ
る。

途
中、

苗
を
植
え
て
い
る

田
役
達
の
リ
ー
ダ
ー
が
「
雨
が
降
っ
て
き
た」

と
叫
ぶ
と、

そ
れ

を
合
図
に
田
役
は
見
物
人
に
松
苗
を
投
げ
与
え、

砂
も
か
け
る
の

で
あ
る。
一

瞬、

松
苗
や
砂
が
投
げ
交
さ
れ、

か
け
交
さ
れ、

境

内
は
騒
然
と
な
る。

磯
城
郡
田
原
本
町
法
貴
寺
の
池
神
社
で
も
同

じ
日
御
田
が
行
わ
れ
る
が、

こ
こ
で
も
古
く
は
砂
か
け
が
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う。

大
和
盆
地
に
点
在
す
る
「
砂
か
け」

は
た
し
か

に
雨
の
予
祝
な
の
で
あ
る。

3
•

溝
と
畦

田
原
本
八
尾
鏡
作
神
社
の
御
田
は
忌
み
竹
で
シ
メ
ら
れ
た
二
間

四
方
の
田
所
に
砂
を
敷
き
つ
め
た
所
で
行
わ
れ
る。
そ
の
次
第
は、
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①
水
し
か
け
II

鋤
を
持
っ
た
一

人
が
田
所
の
周
り
を
左
ま
わ
り
に

ま
わ
る
形
で 、

鋤
を
地
に
さ
し
込
む
所
作
を
涼
じ
る
（
写
真
④）

。

溝 、

即
ち
水
路
を
作
る
所
作
で
あ
る 。

②
畦
こ
ね
（
畦
踏
み
と
も）

II
鍬
を
持
っ

た
一

人
が
先
導
し 、
次
い
で
五
人
が
登
場
し
て
並
び 、

畦
を
踏
み 、

こ
ね
る
所
作
を
す
る 。

畦
を
よ
く
踏
ん
で
水
漏
れ
を

な
く
す
る
た
め
の
動
作
で
あ
る 。

③
荒
起
こ
し
（
牛
二
人
立
ち）

④
代
掻
き
（
牛
二
人
立
ち）

⑤
田
植 、

と
な
っ
て
い
る 。

ー
カ月
畔
M

J

J

入
i

水の予祝

池
神
社
の
御
田
は
ム
ラ
び
と
達
が
平
服
に
長
靴
な
ど
を
は
い
た

服
装
で 、

社
殿
の
前
の
神
庭
全
体
を
使
っ
て
行
う
素
朴
な
も
の
で

あ
る
が 、

二
人
立
ち
の
牛
が
ム
ラ
の
道
か
ら
伊
勢
音
頭
に
合
わ
せ

て
練
り
込
む
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る 。

①
鍬
初
め

②
水
し

�
-

④鏡作神社御田祭の「水しかけ」

か
け

③
畦
つ
く
り

④
荒
起
こ
し
（
牛）

⑤
代
か
き
（
牛）

⑥
種
蒔

⑦
田
植 、

と
い
っ
た
展
開
で
あ
る
が 、

こ
こ
に
も
「

水

し
か
け」

と
い
う
演
目
が
あ
り 、

二
人
が
鋤
を
持
っ
て
左
右
の
端

を
た
ど
っ

て
お
の
お
の
中
に
ま
わ
っ
て
社
前
に
帰
す
と
い
う
形
で

動
く 。

こ
の
他 、

前
記
広
瀬
神
社
・

田
向
山
八
幡
神
社
・

飛
鳥
坐

神
社
の
御
田
に
お
い
て
も
鋤
を
使
う 。

ま
た 、

二
上
山
口
の
倭
文
神

社
の
御
田
に
お
い
て
も
第
一

に
鋤
が
登
場
し 、

畦
切
り 、

溝
つ
く
り
の

様
を
演
じ
る 。

吉
野
水
分
神
社
に
は
「

水
し
か
け」
「

畦
切
り」

等
の
演
目
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が 、

模
造
の
鋤
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば 、

か
つ
て
こ
う
し
た
演
目
が
存
在
し
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る 。

御
田
祭
に
鋤
を
と
も
な
う
演
目
が
存
在
す

る
こ
と
は 、

現
実
に 、

こ
う
し
た
踏
鋤
を
使
っ
て
行
う
「

水
し
か

け」

即
ち
溝
•

水
路
作
り
や 、

畦
を
切
っ

て
塗
り
直
す
と
い
う
農

作
業
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る 。

稲
作
に
先
立
っ

て
水
路
の
整
備
を
す
る
と
い
う
様
を
演
じ
る

「
水
の
予
祝」

は
決
し
て
大
和
盆
地
の
み
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は

な
い

。
愛
知
県
南
設
楽
鳳
来
町
黒
沢
阿
弥
陀
堂
の
予
祝
芸
能
に
は 、

「
い
み
ぞ
う
さ
ら
へ
」
（
堰
溝
浚
え）

と
い
う
演
目
が
あ
る 。

浄
衣

の
二
人
が
模
造
の
木
鍬
を
持
ち 、

伏
せ
た
太
鼓
の
脇
で
恵
方
に
む

か
っ
て 、

鍬
先
を
太
鼓
の
上
に
の
せ
る 。

そ
し
て 、
「

天
に
は
白

金
の
花
が
咲
き 、

地
に
は
黄
金
の
実
が
な
る 。

な
ん
百
な
り
や
い 、
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さ
ん
み
ょ
う
こ
が
い 、

二
十
四
ヶ
物
作
り 、
一

切
よ
ろ
ず
よ
き
物

は
入
り
み」

と
唱
え
て
鍬
を
引
く 。

さ
ら
に
「

す
い
そ
ん 、

か
ん

ぱ
ち 、

け
か
ち 、

れ
き
れ
い 、

大
水 、

大
風 、

に
が
水 、

に
が
風 、

火
ご
と 、

じ
ょ
う
も
ん 、

か
い
病 、

花
ぶ
し 、
一

切
わ
る
き
も
の

は
や
り
み」

と
唱
え
て
鍬
を
つ
き
出
す 。

1 990 . 3  1 巻 1 号文学 ・ 芸術 ・ 文化
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愛
知
県
北
設
楽

郡
設
楽
町
田
峯
高

勝
寺
の
田
遊
び
に

も
「

堰
溝
浚
い
」

が
あ
り 、

羽
織
役

が
作
大
将
に
む

か
っ

て 、

「
そ
れ

で
は
作
大
将
さ
ん

に
溝
さ
ら
い
を
頼

み
ま
す 。
」

と
依

頼
し 、

作
大
将
が

こ
れ
を
受
け
て
堰

溝
浚
い
を
す
る
部

分
が
あ
る 。

さ
ら

に 、

愛
知
県
南
設

楽
郡
鳳
来
町
鳳
来

寺
田
楽
「

打
ち
開
き」

の
詞
章
の
中
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る 。

「
け
ふ
今
日
は
よ
き
日
／
＼ 、

吉
田
に
て
候
程
に 、

御
薬
師
十
二

神
の 、

う
ち
ひ
ら
き
に
て
候 。

東
田
に
も
西
田
に
も
堰
溝
浚
ひ
候 。

下
面
を
高
う 、

上
面
を
低
き
う 、

わ
ら
は
が
着
物
の
や
う
に
畦
根

(

4
}

 

太
に
ほ
う
／
＼
と
ぬ
り
て 、

水
た
ん
た
ん
と
撒
い
て
候
：．
o

」
ーー

ー
東
海
地
方
の
田
遊
び
系
芸
能
の
中
に
も
こ
の
よ
う
に
水
路
整
備

の
演
目
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
こ
れ
ら
に
比
し
て 、

大
和
の
御

田
の
特
徴
を
た
し
か
め
て
み
る
と
大
和
の
御
田
に
は
人
が
手
に

持
っ
て 、

し
か
も
足
を
掛
け
て
押
し
込
む
形
の
櫂
状
鋤 、

即
ち
踏

鋤
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。

例
え
ば
纏
向
石
塚
遺
跡
の

発
掘
現
場
に
立
っ
て
み
る
と 、

大
和
の
御
田
に
登
場
す
る
鋤
と
同

系
櫂
状
鋤
が
目
に
つ

く
（
写
真
⑤）

。

大
和
地
方
に
お
け
る
鋤
の

民
俗
に
は
長
い
伝
統
が
あ
り 、

そ
れ
は 、

稲
作
の
た
め
の
水
利
潅

漑
·

保
水
の
た
め
の
畦
畔
造
成
に
と
っ
て
不
可
欠
の
エ
具
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る 。

4
·

傘
と
笠

金
井
清
光
氏
は 、
『
天
正
狂
言
本』

の 、
「

御
笠
山
／
＼ 、

人
が

笠
を
さ
す
な
ら
ば 、

我
も
笠
を
さ
さ
う
よ
」

や 、

狂
言
「

末
広
が

り」

の
「

傘
を
さ
す
な
る
春
日
山 、

こ
れ
も
神
の
誓
ひ
と
て 、

ひ

と
が
傘
を
さ
す
な
ら 、

わ
れ
も
傘
を
さ
さ
う
よ 、

げ
に
も
さ
あ
り 、

や
よ
う
が
り
も
さ
う
よ
の
」

等
を
ふ
ま
え 、

春
日
山
・

御
笠
山
と

― - 1 81 -
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い
っ
た
固
有
名
詞
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら、

こ
れ
ら
は、

中
世
の
奈

良
で
歌
わ
れ
た
歌
謡
で
あ
り、

し
か
も、

雨
よ
ろ
こ
び
の
歌
と
し

て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る。

さ
ら
に、

こ
の
雨

よ
ろ
こ
び
の
歌
が
雨
よ
ろ
こ
び
の
踊
を
と
も
な
い
各
地
に
伝
播

(

5)

 

し、

因
幡
地
方
に
も
伝
え
ら
れ、

現
在
に
至
っ
た
と
説
く。

御
笠
山
は
そ
の
形
状
が
た
し
か
に
笠
に
似
て
お
り、

そ
の
名
称

は
す
で
に
古
代
に
成
立
し
て
い
る。

こ
の
山
が
そ
の
形
状
と
名
称

故
に
雨
を
も
た
ら
す
呪
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
時
代
が
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る。

そ
の
御
笠
山
を
歌
い
こ
ん
だ
歌
が、

雨
乞
い
や

雨
よ
ろ
こ
び
に
歌
わ
れ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で

あ
っ
た。

傘
と
雨
乞
い
の
関
係
は
緊
迫
し
た
現
実
の
場
面
の
も
の

だ
け
で
は
な
く、

予
祝
的
な
も
の
も
あ
っ
た。

『
栄
華
物
語』

第
十
九
巻
に、

太
皇
太
后
彰
子
が、

五
月
に
田

植
と
田
楽
を
見
物
す
る
場
面
が
あ
り、

中
に、
「
田
主
と
い
ふ
翁、

い
と
怪
し
き
衣
著
せ
て、
破
れ
た
る
大
傘
さ
さ
せ
て
紐
解
き
て
：．
」

と
い
う
表
現
が
あ
る。

こ
れ
を
田
主
の
日
よ
け
傘
だ
と
す
る
見
方

も
あ
ろ
う
が、
「
破
れ
傘」

で
あ
る
と
こ
ろ
に、

傘
が
破
れ
る
程

に
十
分
な
雨
を
求
め
る
雨
乞
い
の
呪
術
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。

実
は、

静
岡
県
の
三
嶋
大
社
で
一

月
七
日
に
行
わ

れ
る
田
祭
り
に
お
い
て、

こ
の
『
栄
華
物
語』

の
雨
乞
い
が
毎
年

行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

①
穂
長
尉
の
口
上

②
田
打

③
水

水の予祝

口
開
け

④
苗
代
掻
き

⑤
苗
草
敷
く

⑥
種
ま
つ
り

⑦
種
蒔

⑧
苗
見

⑨
鳥
追、

と
進
み
⑩
で
田
植
と
な
る。

田
主
役
が
骨
だ

け
で
全
く
紙
の
な
い
唐
傘
を
さ
し、

穂
長
尉
•

福
太
郎
·

早
乙
女

な
ど
が
従
っ
て
座
を
め
ぐ
る。

こ
の
時、
「
ド
ン

ド
ン
」

と
雷

を
表
わ
す
太
鼓
が
打
た
れ
る。
こ
の
こ
と
か
ら、

こ
の
部
分
を
「
タ

立」

と
称
す
る
こ
と
も
あ
る。

雷
と
骨
傘
は
ま
さ
に
雨
乞
い
で
あ

り、

こ
の
御
田
植
が
一

月
七
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と、

こ
れ
こ
そ
「
水
の
予
祝」

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

三
鴫
大
社
に

は
こ
の
様
子
を
描
い
た
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
が、

こ
れ
も
雨

乞
い
の
た
め
に
奉
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

和
歌
山
県
の
那
智
大
社
で
は
七
月
十
四
日
に
「
御
田
植」

が
行

わ
れ
る。

白
直
衣
•

白
袴
•

長
烏
帽
子
の
太
鼓
役
•
一

人
立
ち
の

牛
（
馬
鍬
を
ひ
く）

・

牛
使
い
・

薄
の
壺
型
笠
を
か
ぶ
っ
た
エ
ブ

リ
指
し
•

白
い
櫃
を
頭
に
の
せ
た
昼
飯
持
ち
が
登
場
し、
社
前
の、

石
段
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
作
ら
れ
た
五
メ
ー
ト
ル
角
ほ
ど
の

ゴ
ザ
道
を
め
ぐ
る。

左
ま
わ
り
に
三
固
す
る
と、

続
い
て、

烏
帽

子、

白
衣、

白
袴
に
軍
配
を
持
っ
た
田
長
が、

供
人
に
傘
を
さ
し

か
け
ら
れ
た
状
態
で
ゴ
ザ
の
上
を一
二
周
す
る。
一

周
ご
と
に
「
千

年
万
年
ア
ッ
パ
レ

ア
ッ
パ
レ」

と
唱
え
る。

さ
て、

そ
の
傘
は

柄
と
八
本
骨
の
心
を
竹
で
作
り、

そ
の
八
本
の
骨
に
生
の
萱
を
数

本
副
え
た
も
の
で、

骨
ば
か
り
の、

紙
の
な
い
傘
で
あ
る。

そ
の
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形
状
は
写
真
の
通
り
で
あ
り、

三
嶋
大
社
の
骨
傘
と
み
ご
と
な
一

致
を
見
せ
て
い
る。

こ
の
両
者
が、

紙
も
破
れ
ん
ば
か
り
の
十
分

な
雨
を
求
め
る
予
祝
呪
術
を
そ
の
底
に
ひ
め
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぽ

ま
ち
が
い
な
か
ろ
う。

奈
良
県
宇
陀
郡
大
宇
陀
町
野
依
の
白
山
神
社
で
は
五
月
五
日
に

御
田
を
行
う。

中
に
「
田
主
の
舞」

が
あ
り、

田
主
が
太
鼓
に
合

わ
せ
て
次
の
唱
え
ご
と
を
唱
し
な
が
ら
足
駄
ば
き
の
足
を
左
右
左

と
出
し
入
れ
し、

同
時
に
傘
を
持
っ
て
前
に
突
き
出
し
な
が
ら
開

閉
す
る。

へ
田
主
ど
ん
の
申
す
に
は
八
百
世
の
中
ヨ
ネ
ま
で
よ
い

よ
う
に

ヨ
ネ
に
は、
「
米」

と
「
余
年」

が
掛
け
ら
れ
お
り、

•
-
9�

・
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⑧大宇陀町野依 白 山 神 山 御 田 の 田 主 の 舞
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世
の
中
祝
い
の
詞
と
な
っ
て
い
る。

傘
の
開
閉
が
詞
章
と
連
動
し

て
「
末
広
が
り」

を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が、

や
は

り、

こ
こ
に
も
雨
乞
い
要
素
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ

う。

こ
こ
で
は
別
に
「
白
山
舞」

と
い
う
舞
が
五
月
女
に
よ
っ
て

行
わ
れ
る。

歌
に
合
わ
せ
て、

笠
を
胸
元
に
あ
て
て
左
右
左
と
体

を
動
か
す。

歌
は
次
の
通
り
で
あ
る。

へ
西
の
国
の
雨
降
り
船
は

ま
す

ま
す
か
き

何
を
持
っ
て
き
た

升
と
升
掻
俵
を
持
っ
て
き
た

そ
う
や
の
う

そ
う
や
の
う

こ
の
歌
は、

雨
が
西
か
ら
や
っ
て
く
る
こ
と

を
語
り、

そ
の
雨
が
み
や
げ
と
し
て
升
•

升
掻
き
棒
•

俵
を
持
っ

て
く
る
と
語
っ
て
い
る。

即
ち、

雨
が
稲
の
豊
作
を
も
た
ら
す
絶

対
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
歌
い、

水
の
予
祝
を
し
て
い
る
こ
と
に

な
る。

田
遊
び
の
詞
章
の
中
に
散
見
す
る
「
筑
紫
船」

は
古
来、

先
進
文
化
を
都
に
運
び
こ
む
船
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

が、

こ
の
筑
紫
船
も
ま
た
西
の
船
で
あ
っ
た。

袋
井
市
法
多
山
尊
永
寺
の
田
遊
び
は
一

月
七
日
に
行
わ
れ
る

が、

中
に
「
五
月
女」

と
い
う
演
目
が
あ
り、

十
人
の
若
者
が
早

乙
女
役
と
な
り
花
笠
を
か
ぶ
っ
て
舞
う。

他
に
一

人
の
総
鼓
打
ち

i
ち

が
登
場
し
て
舞
い
な
が
ら
梓
で
早
乙
女
の
花
笠
を
打
っ
て
破
る。

こ
れ
も、

三
嶋
大
社
・

那
智
大
社
の
骨
傘
や
「
栄
華
物
語」

の
破

れ
傘
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
他
に
も
神
事
や
芸
能
に
登

場
す
る
様
々
な
傘
と
笠
が
あ
り、

水
の
予
祝
以
外
の、

他
の
呪
術

水の予祝

信
仰
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
る。

5
．

汁
か
け
飯

静
岡
県
引
佐
郡
引
佐
町
川
名
福
万
寺
の
お
こ
な
い
の
中
に
は、

稲
叢
の
舞
•

田
打
•

鳥
追
い
な
ど
の
田
遊
び
系
の
演
目
が
あ
る

が、

最
後
に
「
汁
か
け
飯
進
上」

が
あ
る。

オ
ブ
ッ
コ
様
と
呼
ば

れ
る
稲
霊
の

象
徴
た
る
人

形
に
汁
か
け

飯
を
食
べ
さ

せ
る
所
作
を

行
う。

こ
の

所
作
は
人
形

に
よ
っ
て
象

徴
さ
れ
る
稲

霊
の
成
長
増

殖
の
呪
術
と

な
っ
て
い
る

{

6
)

 

の
で
あ
る。

そ
れ
が
終
了

次
第、

関
係

⑨オ ブ ッ コ 様 に 汁 か け 飲 を 進上す る

（引佐町福万寺の お こ な い）
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者
及
び
参
拝
者
一

同
が
堂
内
で
汁
か
け
飯
を
食
べ
る
の
で
あ
る 。

静
岡
県
天
竜
市
懐
山
の
お
く
な
い
で
も 、
「

ひ
る
い
も
ち」

と
称

し
て
田
植
え
と
い
う
演
目
の
直
後
に
ネ
ン
ネ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
形

に
汁
か
け
飯
を
食
べ
さ
せ 、
そ
の
後
一

同
で
汁
か
け
飯
を
食
べ
る 。

さ
ら
に 、

静
岡
県
引
佐
郡
引
佐
町
寺
野
宝
蔵
寺
観
音
堂
の
お
こ
な

い
で
も 、

戦
前
に
は 、

芸
能
の
始
ま
る
前
と
朝
鬼
が
出
た
後
に
芋

が
ら
入
り
の
汁
か
け
飯
を
食
べ
て
い
た 。

寺
野
の
お
こ
な
い
に
も

古
く
は
田
遊
び
系
演
目
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う 。
こ
の
よ
う
に 、

遠
州
に
お
け
る
稲
作
予
祝
の
芸
能
の
場
で
汁
か
け
飯
を
食
べ
る
理

由
は
一

帯
何
で
あ
ろ
う
か。

そ
れ
は 、

全
国
各
地
の
猟
師
や
漁
師

が 、

朝
の
出
が
け
に
汁
か
け
飯
を
食
う
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
習
俗

の
裏
が
え
し
で
あ
る 。

朝
汁
か
け
飯
を
食
う
と
そ
の
日
雨
が
降
る

と
い
う
の
で
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、

年
の
初
め
の
稲
作
に
か
か
わ

る
予
祝
の
祭
り
で
汁
か
け
飯
を
食
う
こ
と
は 、

そ
の
年
の
田
植
の

季
節
に
雨
が
降
る 、

降
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る 。

雨
の
予
祝
で
あ
り 、

水
の
予
祝
で
あ
る 。

愛
知
県
北
設

楽
郡
設
楽
町
田
峯
高
勝
寺
の
田
楽
に
お
い
て
も
芋
が
ら
入
り
の
汁

を
人
形
に
食
わ
せ
る
呪
術
が
あ
る 。

ま
た 、

岐
阜
県
益
田
郡
下
呂

町
水
無
八
幡
神
社
の
田
遊
び
で
も
口
田
家
で
汁
が
出
さ
れ
る 。

奈

良
県
御
所
市
蛇
穴
の
野
口
神
社
で 、

か
つ
て 、

五
月
五
日
に
汁
か

け
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た 。

三
斗
三
升
三
合
の
豆
を
摺
り
こ
ん
で

1 巻 l 号文学・芸術・ 文化

味
噌
汁
を
作
り 、

邪
気
を
祓
う
と
称
し
て
こ
の
汁
を
人
々
に
か
け

て
ま
わ
っ
た
と
い
う 。
一

連
の
「

汁」

は
水
の
予
祝
に
つ
な
が
る

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る 。

こ
れ
ら
の
予
祝
行
事
は 、

現
実
の

田
植
に
際
し
て 、

猟
師
・

漁
師
の
禁
忌
と
反
対
に 、

汁
か
け
飯
を

食
べ
て
田
に
入
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も

の
で
あ
る 。

6
・

人
形
の
放
尿く

ま
た

大
阪
市
平
野
区
杭
全
神
社
の
御
田
植
祭
に「
人
形
の
や
し
な
い
」

と
い
う
演
目
が
あ
る 。

人
形
は
次
郎
坊
と
呼
ば
れ 、

丈
は
三
0
セ

ン
チ
程
で 、

緋
ち
り
め
ん
の
衣
装
を
つ
け
て
い
る 。

太
郎
坊
に
背

負
わ
れ
て
登
場
し 、
穂
長
尉
が
太
郎
坊
か
ら
次
郎
坊
を
受
け
と
り 、

ま
ず 、

三
方
の
上
に
径
二
0
セ
ン
チ 、

高
さ
十
ニ
セ
ン
チ
程
に
円

錐
形
に
盛
ら
れ
た
飯
を
南
天
の
箸
で
食
べ
さ
せ
る
所
作
を
す
る 。

続
い
て 、

穂
長
尉
は
次
郎
坊
を
か
か
え 、

次
郎
坊
の
着
物
の
前
を

は
だ
け
て 、

桶
に
む
か
っ
て
小
便
を
さ
せ
る
所
作
を
す
る 。

愛
知
県
豊
川
市
財
賀
の
財
賀
寺
で 、
一

月
三
日
に
田
祭
り
が
行

わ
れ
る 。

田
打
・

苗
代
か
き
・

種
蒔
•

水
口
祭
り
•

鳥
追
•

田
植

な
ど
の
派
目
が
終
了
し
た
後 、

牛
役
の
一

人
が 、

内
陣
に
お
か
れ

て
い
た
オ
コ
ゾ
ウ
サ
マ
を
抱
い
て
き
て 、
「

赤
ん
坊
が
腹
が
へ
っ

て
泣
い
と
る
で
乳
を
飲
ま
せ
て
く
れ」

と
い
っ
て
母
親
役
の
男
に

渡
す 。

オ
コ
ゾ
ウ
サ
マ
は
丈
四
十
五
セ
ン
チ
程
の
木
像
の
前
に
径
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野本水の予祝

⑩財賀寺 オ コ ゾ ウ サ マ の 放尿⑪杭全神 社次郎坊の放尿

五
•

五
セ
ン
チ、

長
さ
三
0
セ
ン
チ
程
の
木
の
男
根
を
併
せ、

白

襦
絆
で
包
み、

三
か
所
を
紐
で
し
ば
っ
た
も
の
で、

像
の
頭
の
部

分
と
男
根
が
わ
ず
か
に
見
え
る
よ
う
に
し
て
あ
る。

母
親
役
は、

白
衣
に
菅
笠
を
か
ぶ
っ
た
姿
で
オ
コ
ゾ
ウ
サ
マ
を
受
け
取
る
と、

「
シ
ン
セ
イ」
「
バ
バ
セ
イ」

と
三
回
ほ
ど
唱
え
て
小
便
・

大
便

を
さ
せ
る
所
作
を
行
う。

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
坐
神
社
で
も
二
月
第
一

日
曜
日

に
御
田
祭
が
行
わ
れ
る。

天
狗
が
手
に
「
ゴ
ン
ゴ
ウ」

と
呼
ば
れ

る
竹
筒
を
持
つ
。

ゴ
ン
ゴ
ウ
は、

径
六
セ
ン
チ、

長
さ
四
十
五
セ

ン
チ
程
の
長
竹
で
二
節
の
う
ち
一

節
の
一

方
を
底
と
し
て
残
し、

他
の
一

節
を
注
ぎ
口
に
し
た
酒
注
ぎ
（
水
注
ぎ）

で
本
来
こ
の
竹

徳
利
が
五
合
入
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
名
称
か
ら
知
れ
る。

天

狗
は
ゴ
ン
ゴ
ウ
を
自
分
の
男
根
の
位
置
に
つ
け、

男
根
が
勃
起
し

た
よ
う
な
形
状
に
し
て、

神
職
の
前
に
お
か
れ
た
「
ハ
ナ
ッ
キ
飯」

（
高
盛
飯）

に
む
か
っ
て
精
液
を
か
け
る
所
作
を
す
る。

ハ
ナ
ッ

キ
メ
シ
に
か
け
終
え
る
と
正
面
の
観
衆
に
む
か
っ
て
も
同
様
の
所

作
を
す
る。

杭
全
神
社
•

財
賀
寺
の
例
は、

基
本
的
に
は
稲
霊
の
象
徴
で
あ

る
人
形
を
養
育
す
る
様
を
演
じ
て
稲
霊
の
増
殖
·

秋
の
豊
作
を
予

祝
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が、

そ
の
養
育
呪
術
の
中
に
「
放
尿」

を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
水
の
予
祝」

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
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の
で
あ
る 。

埼
玉
県
秩
父
郡
荒
川
村
で
は
小
正
月
に
ヌ
ル
デ
の
木

で
三
0
セ
ン
チ
前
後
の
男
根
を
作
り 、

こ
れ
を
「

井
戸
マ
ラ」

と

称
し
て
井
戸
の
そ
ば
に
挿
し
立
て
た
り
置
い
た
り
し
た 。

小
正
月

の
も
の
つ
く
り
は
農
作
物
の
豊
穣
予
祝
が
目
的
で
あ
り 、

粟
穂
·

稗
穂
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
る 。

井
戸
マ
ラ
は 、

交
合
芋
み
の
要

素
と 、

水
乞
い
の
要
素
を
複
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る 。

し
て
み
る

と 、

飛
鳥
坐
神
社
天
狗
ゴ
ン
ゴ
ウ
の
汁
か
け
に
も 、

交
合
卒
み
の

豊
穣
予
祝
と
水
の
予
祝
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

7
•

呪
言

静
岡
県
浜
松
市
滝
沢
の
四
所
神
社
で 、
一

月
一

日
に「
シ
ー
ト
ー

祭
り」 、

一

月
七
日
に
慶
林
寺
で
「

へ
い
じ
祭
り」

が
行
わ
れ 、

両
所
で
田
遊
び
系
呪
術
俄
礼
が
行
わ
れ
る 。

ネ
ン
ネ
様
と
呼
ば
れ

る
人
形
を
抱
い
た
り 、

ほ
め
た
り 、

笑
わ
せ
た
り
す
る
稲
霊
の
養

育
呪
術
な
の
で
あ
る
が 、

そ
の
際 、

小
世
活
人
と
呼
ば
れ
る
二
人

の
若
者
が 、

飯
杓
子
を
白
い
古
布
に
包
ん
だ
ネ
ン
ネ
様
を
さ
さ
げ

な
が
ら
「

や
わ
ら
げ
な
や
閏
年
の
御
子
な
れ
ば 、

も
ち
も
の
ま
で

も
色
白
く 、

だ
い
だ
い
と
シ
ー
ト
ー

シ
ー
ト
ー

シ
ー
ト
ー

」

と
四
方
に
向
か
っ
て
唱
え
る 。

こ
の
呪
言
で
は
「

開」
「

潤」

が

懸
け
ら
れ 、

稲
作
に
必
要
な
水
を
求
め
る
こ
と
に
な
り 、
「
シ
ー

ト
ー

シ
ー
ト
ー

」 、
即
ち
雨
降
り
の
擬
態
語「
し
と
し
と」
に
よ
っ

て
そ
れ
を
強
調
し 、
「

や
わ
ら
げ
な
や」

に
よ
っ
て 、

田
の
土
を

] 巻 1 号文学 ・ 芸術 ・ 文化

和
ら
げ
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
「

持
ち
も
の
ま
で

も
色
白
く」

は 、

米
の
色
即
ち
「

白」

を
ほ
め 、

強
調
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
稲
霊
を
ほ
め
は
や
し 、

そ
の
活
動
力
を
活
発
化
す
る
呪

術
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

飯
杓
子
が
稲
霊
の
象
徴
に
な
っ
て

い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る 。

各
地
の
田
遊
び
の
詞
章
の
中
に
頻
出

す
る
「

大
足
ふ
み
小
足
ふ
み
し
っ
と
り
し
っ
と
り」
「

か
い
た
る

田
は
べ
ろ
べ
ろ」
「

代
は
か
い
つ
る
べ
ら
べ
ら」

な
ど
は
す
べ
て

田
の
湿
潤
を
示
す
擬
態
語
で
あ
り 、

稲
作
に
お
け
る
水
の
予
祝
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

し
て
み
る
と 、

伊
勢
伊
雑
宮
の
御
田
植
祭
に
お
け
る
「

竹
取
り

神
事」

で 、

若
者
達
が 、

ゴ
ン
パ
チ
ウ
ワ
を
倒
す
の
に
先
立
っ
て 、

神
田
の
中
で
泥
か
け
を
し 、

田
を
こ
ね
る
様
は
随
伴
儀
礼
と
し
て

田
の
湿
潤
を
祝
し 、

水
を
祝
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る 。

む
す
び

稲
作
予
祝
の
神
事
や
芸
能
の
中
で 、
「

水
口
あ
け」
「

水
口
申
し」

「
水
口
祭
り」

な
ど
の
次
第
を
組
み
入
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
く

な
い

。

東
海
地
方
の
田
遊
び
系
芸
能
で
は 、

静
岡
県
磐
田
郡
水
窪

町
の
西
浦
田
楽
・

同
志
太
郡
大
井
川
町
藤
守
の
田
遊
び
•

同
袋
井

市
法
多
山
田
遊
び
•

愛
知
県
北
設
楽
郡
設
楽
町
田
峯
高
勝
寺
の
田

楽
・

同
南
設
楽
郡
鳳
来
町
鳳
来
寺
田
楽
・

同
黒
沢
田
楽
な
ど
が
そ

れ
で 、

大
和
で
も 、

奈
良
県
宇
陀
郡
大
宇
陀
町
平
尾
水
分
神
社
御
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野 本

田
祭
・

同
高
市
郡
明
日
香
村
飛
鳥
坐
神
社
御
田
祭
·

同
桜
井
市
大

神
々
社
御
田
祭
な
ど
に
見
ら
れ
る 。
「

水
口」

は
稲
作
に
と
っ
て

特
に
重
要
で
あ
り 、

当
然
水
の
予
祝
と
深
く
か
か
わ
る
が 、

こ
れ

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る 。

初
日
遥
拝
と
若
水
汲
み
は
日
本
人
の
暮
ら
し
に
深
く
食
い
込
ん

で
い
る
民
俗
で
あ
り 、

こ
れ
は 、

単
に
農
耕
の
み
な
ら
ず
生
命
維

持
の
願
望
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た 。
「

若
水」

こ
そ
「

水
の

予
祝」

の
基
本
な
の
で
あ
る
が 、

そ
の
若
水
が
ま
た
稲
作
と
深
く

か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る 。

例
え
ば 、

広
島
県
比
婆
郡
比
和
町

(

7
)

 

の
田
植
唄
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る 。

か

へ
新
玉
の
年
若
水
に
種
浙
し
て

ま
こ
ふ
や
ら
今
朝
の
朝
切
に

ま
た 、

島
根
県
邑
智
大
和
村
村
之
郷
で
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ

(
8)

 
こ°t
 

水の予祝

や
ア
レ
年
若
水
に
種
つ
け
て

ま
か
ば
や
今
朝
の

へ
改
（
新
玉）

卯
の
時
に

若
水
を
汲
ん
だ
元
日一
に
実
際
の
籾
蒔
き
を
す
る
は
ず
は
な
く 、

こ
の
歌
詞
に
よ
る
と 、

そ
れ
を
神
棚
な
ど
に
保
存
し
て
お
き 、

実

際
の
種
お
ろ
し
の
時
そ
の
水
に
籾
を
つ
け
る
俵
礼
が
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る 。
稲
籾
を
水
に
つ
け
て
か
ら
播
種
す
る
習
俗
は
広
く 、

例
え
ば
先
に
示
し
た
奈
良
市
秋
篠
地
区
の
池
の
事
例
の
中
に
南
の

モ
ミ
池
•

北
の
モ
ミ
池
が
あ
っ
た
の
だ
が 、

こ
の
モ
ミ
池
は 、

か

つ
て 、

種
籾
づ
け
に
使
わ
れ
た
池
だ
と
考
え
ら
れ
る 。

水
の
予
祝
は
右
に
見
て
き
た
通
り
多
様
で
あ
り 、

し
か
も
潜
在

し
て
一

見
そ
の
姿
を
現
わ
さ
な
い
も
の
や 、

よ
ほ
ど
注
意
し
て
い

な
け
れ
ば
見
逃
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る 。

し
か
し 、

お

の
お
の
の
予
祝
行
事
・

予
祝
芸
能
な
ど
の
基
盤
に
は
現
実
の
農
作

業
の
技
術
や
実
生
活
の
習
慣
•

「
水」

を
基
点
と
し
た
様
々
な
連

想
な
ど
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

そ
し
て 、

何
よ
り
も
こ

の
多
様
な
水
の
予
祝
は 、

人
び
と
の
水
へ
の
強
い
執
着
に
よ
っ
て

伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た 。
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