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若狭のニソの杜の祭地と水源─ 1 ─

一
、
ニ
ソ
の
杜
の
研
究
史
と
現
在

　

国
記
録
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
『
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査

報
告
書（
１
）』
及
び
『
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
─
資
料
編（
２
）

─
』
が
二
〇
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
、
翌
二
〇
一
九
年
に
大
島
半
島
の
ニ
ソ

の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
刊
行
記
念
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
『
ニ
ソ

の
杜
と
先
祖
祭
り（
３
）』

が
刊
行
さ
れ
た
。

　

若
狭
大
島
の
ニ
ソ
の
杜
は
、
民
俗
学
が
早
く
か
ら
研
究
関
心
を
も
っ
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
書
に
よ
り
、
大
島
に
あ
る
約
三
〇
か
所

若
狭
の
ニ
ソ
の
杜
の
祭
地
と
水
源

関
沢
ま
ゆ
み

の
ニ
ソ
の
杜
の
悉
皆
調
査
に
よ
っ
て
、
立
地
と
祭
祀
、
杜
の
植
生
な
ど
が

写
真
と
と
も
に
記
録
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
の
時
点
で
な
お
杜
が
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
橋
本
鉄
男
「
ニ
ソ
の
杜（
４
）」

の
一
九
六
〇

年
の
調
査
か
ら
五
〇
年
余
り
を
経
て
、
祭
祀
が
廃
絶
さ
れ
て
い
る
杜
が
八

か
所
あ
る
ほ
か
、
ニ
ソ
の
杜
を
祭
る
家
数
の
減
少
な
ど
、
祭
祀
の
縮
小
化

は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
多
く
の
杜
で
祭
祀
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

わ
か
る（
５
）。

　

ニ
ソ
の
杜
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
四
年
（
一
九
三
九
）
の
安
達
一
郎
「
若

狭
大
島
採
訪
記（
６
）」、

昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
の
鈴
木
棠
三
「
若
狭
大

島
民
俗
記（
７
）」、
そ
し
て
、
安
間
清
の
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）「
ニ
ソ
の
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杜（
８
）」
と
昭
和
二
七
年
（
一
九
五
二
）「「
ニ
ソ
の
杜
」
調
査（
９
）」、
先
に
述
べ

た
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
橋
本
鉄
男
「
ニ
ソ
の
杜
」
な
ど
の
報
告

が
早
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、大
島
在
住
の
島
山
神
社
の
神
主
や
村
長
を
務
め
た
人
物
で
、

現
地
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
大
谷
信
雄
（
一
八
六
六
─
一
九
五
七
）
の
見

解
、
つ
ま
り
ニ
ソ
の
杜
は
二
十
四
の
宗
家
の
祖
神
を
祀
っ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
説
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
柳
田
國
男
が
昭
和
二
四
年

（
一
九
四
九
）
一
〇
月
と
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
三
月
の
安
間
清
宛

て
の
書
簡）

（1
（

で
、
ニ
ソ
の
杜
の
祭
り
が
一
一
月
二
三
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
し

て
祖
霊
の
祭
り
で
あ
ろ
う
な
ど
、
ニ
ソ
の
杜
は
、
一
般
の
郷
村
の
氏
神
に

先
行
し
か
つ
そ
の
基
本
と
し
て
の
先
祖
を
祭
る
杜
で
は
な
い
か
と
い
う
示

唆
を
与
え
た
こ
と
か
ら
、研
究
者
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
の
東
京
教
育
大
学
の
民

俗
調
査
団
に
よ
る
『
若
狭
の
民
俗
』
の
調
査
で
、
直
江
廣
治
「「
ニ
ソ
の
杜
」

信
仰
と
そ
の
基
盤）

（（
（

」、
は
、「
ニ
ソ
の
杜
」
が
古
く
か
ら
現
地
で
使
わ
れ
て

き
た
民
俗
呼
称
で
は
な
く
、
村
人
は
通
例
「
も
り
さ
ん
」「
も
り
の
神
様
」、

人
に
よ
っ
て
は
「
地
の
神
さ
ま
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

福
田
ア
ジ
オ
「
若
狭
大
島
の
村
構
成
と
親
方
子
方
制
度）

（1
（

」
も
、
事
実
上
、

二
十
四
名
の
家
格
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
直
江
は
ま
た
、
小

祠
に
納
め
て
あ
る
神
札
に
、「
地
主
大
神
」「
遠
祖
大
神
」「
地
神
」「
荒
神
」

「
山
之
神
大
明
神
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
遠
祖
を
ま
つ
る
と
す
る
信

仰
と
、
地
神
系
統
な
い
し
荒
神
を
ま
つ
る
と
す
る
信
仰
と
が
併
存
し
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
ニ
ソ
の
杜
は
先
祖
を
ま
つ
る

杜
だ
と
い
う
の
を
前
提
と
せ
ず
、
若
狭
地
方
は
も
ち
ろ
ん
広
く
地
の
神
系

統
や
荒
神
系
統
の
類
似
し
た
信
仰
と
の
比
較
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
の
指

摘
も
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
の
基
本
は
、
人
家
群
に
近

く
宗
家
の
屋
敷
続
き
、
と
く
に
裏
山
の
山
裾
で
あ
る
が
、
人
家
群
か
ら
へ

だ
た
っ
て
小
さ
な
谷
の
頭
、
山
の
尾
根
の
末
端
に
位
置
す
る
も
の
も
多
い

こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
と
は
屋
敷
神
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ

れ
が
近
世
に
入
っ
て
沿
岸
漁
業
の
発
達
に
伴
っ
て
民
家
が
山
添
い
か
ら
移

動
し
て
き
た
た
め
と
い
う
先
の
安
間
清
「「
ニ
ソ
の
杜
」
調
査）

（1
（

」
の
移
動

説
と
同
じ
説
明
を
し
て
い
る
が
、そ
の
資
料
的
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
佐
々
木
勝
「「
ニ
ソ
の
杜
」
祭
祀
の
変
遷）

（1
（

」
は
、
大
谷
信
雄

家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
「
に
そ
講
関
係
帳
簿
之
写
」
に
、「
安
政
六
年
己

未
年　

五
月
吉
日　

地
ノ
神
入
用
割
帳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
谷
家
が

祭
祀
を
行
な
っ
て
い
た
瓜
生
の
杜
や
清
水
の
前
の
杜
で
は
、
地
ノ
神
と
し

て
ま
つ
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
有
力
な
個
人
に
よ
る
祭
祀
、
同
族
祭
祀
へ

と
変
遷
し
て
い
っ
た
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。

　

一
方
、金
田
久
璋「
ニ
ソ
の
杜
と
若
狭
の
民
間
信
仰）

（1
（

」、同「
祖
霊
信
仰）

（1
（

」、

同
「
杜
の
神
と
開
拓
先
祖）

（1
（

」
は
、
ニ
ソ
の
杜
は
先
祖
を
ま
つ
る
の
が
基
本
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で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
若
狭
地
方
か
ら
京
都
府
下
、
滋
賀
県
下
へ
と
、
ダ

イ
ジ
ョ
コ
系
、
地
の
神
系
、
杜
神
系
の
信
仰
伝
承
を
広
く
対
象
と
し
て
比

較
し
て
い
く
中
で
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
地
の
大
島
以
外
に
視
野
を
広
げ
て
、
若
狭
地
方
一
帯

の
同
類
事
例
と
し
て
三
方
郡
の
ダ
イ
ジ
ョ
コ
系
、
大
飯
郡
や
遠
敷
郡
の
地

の
神
系
な
ど
の
調
査
を
関
連
さ
せ
て
、
ニ
ソ
の
杜
で
祀
ら
れ
る
神
に
つ
い

て
そ
の
基
本
は
地
の
神
と
い
う
解
釈
と
、
先
祖
神
と
い
う
解
釈
と
い
う

ま
っ
た
く
異
な
る
両
者
が
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

も
大
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
現
地
調
査
の
事
例
情
報
は
少
な
く
、
他
の
地
域
の

情
報
か
ら
の
援
用
と
類
推
が
多
い
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）
に
営
業
開
始
の
原
子
力
発
電
所
の

建
設
に
よ
る
大
島
の
変
化
の
中
で
の
ニ
ソ
の
杜
に
注
目
し
た
の
が
、
李
春

子
「
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
と
住
民
の
変
容
か
ら
見
る
伝
承
の
考
察）

（1
（

」、

同「
ニ
ソ
の
杜
祀
り
の
現
在
─
大
島
半
島
の
事
例
を
中
心
に）

（1
（

─
」で
あ
る
。

そ
れ
は
、
大
き
な
環
境
変
化
と
社
会
変
化
の
中
で
の
二
〇
〇
〇
年
当
時
の

調
査
情
報
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
ニ
ソ
の
杜
の
調
査
と
研
究
が
あ
ら
た
め
て
進
展
し
た
の
は
、
平
成

二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
三
月
の
文
化
庁
に
よ
る
国
の
記
録
作
成
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
へ
の
選
択
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
福
井

県
大
飯
郡
お
お
い
町
に
よ
る
平
成
二
七
年
度
（
二
〇
一
五
）
か
ら
三
年
間

の
調
査
事
業
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
が
、
前
述
の
『
大
島
半
島

の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
八
年
）、『
大
島
半
島
の
ニ

ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
─
資
料
編
─
』（
二
〇
一
八
年
）、『
ニ
ソ
の

杜
と
先
祖
祭
り
』（
二
〇
一
九
年
）に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

　

民
俗
学
に
限
ら
な
い
が
、
多
く
の
研
究
者
が
注
目
す
る
学
術
的
な
研
究

テ
ー
マ
と
い
う
の
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
そ
し

て
、
人
文
科
学
の
場
合
、
未
解
決
で
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
り
な
が
ら
そ
れ

が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
、
新
し
い
研
究
の
必
要
性
と
研
究
関
心
が
提
唱
さ
れ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
中
に
埋
没
し
て
し
ま
い
か
ね
な
か
っ

た
若
狭
の
ニ
ソ
の
杜
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
の
調
査
研
究
が
、
こ
う
し
て
実

現
し
た
こ
と
は
、
民
俗
学
史
の
上
で
も
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
①
ニ
ソ
の
杜
の
研
究
史
が
詳

細
に
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
②
ニ
ソ
の
杜
の
事
例
約
三
〇
カ
所
の
す
べ
て

が
植
生
を
含
め
て
現
地
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
は
貴
重
な
成
果
で

あ
っ
た
。
①
で
は
、
と
く
に
こ
の
ニ
ソ
の
杜
の
研
究
史
の
上
で
も
っ
と
も

注
目
さ
れ
な
が
ら
も
印
刷
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
誰
も
読
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
現
地
居
住
の
研
究
者
大
谷
信
雄
の
手
書
き
の
稿
本
「
島
山
私
考
」

の
全
文
が
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
谷
は
「
に
そ
の

杜
」
の
記
述
で
は
「
一
、
祭
神
、
大
地
主
神　

遠
祖
大
神
」
と
記
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
続
く
「
口
碑
」
の
部
分
の
記
述
で
は
、「
其
ノ
一　
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に
そ
の
神
は
志
摩
の
元
祖
に
坐
ま
し
て
二
十
四
名
の
宗
家
各
別
に
小
祠
を

建
て
て
我
家
の
遠
祖
を
祀
り
こ
れ
を
に
そ
の
神
と
尊
称
し
奉
る
な
り
」
と

記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
の
当
初
の
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
②
で
は
、
従
来
の
研
究
が
い
ず
れ
も
ニ

ソ
の
杜
の
一
部
の
調
査
情
報
だ
け
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
点
が
克
服
さ
れ

て
、
す
べ
て
の
杜
が
現
地
調
査
さ
れ
た
こ
と
は
貴
重
で
あ
っ
た
。
今
井

三
千
穂
「
各
杜
の
植
生
分
布
の
概
要）

11
（

」
は
、
ニ
ソ
の
杜
の
植
生
を
個
別
に

す
べ
て
調
査
し
樹
種
と
そ
の
胸
高
直
径
と
を
示
し
て
お
り
、
タ
ブ
ノ
キ
の

ほ
か
ス
ダ
ジ
イ
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
、
そ
し
て
孟
宗
竹
な
ど
が
杜
の
景
観
を
つ

く
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
タ
ブ
ノ
キ
の
古
株
か
ら
は
新
た

な
芽
が
出
て
成
長
を
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
、
現
在
の
祭
祀
に

つ
い
て
そ
の
研
究
成
果
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
が
、
と
く
に
③
『
ニ
ソ
の

杜
と
先
祖
祭
り
』収
録
の
論
文
で
あ
る）

1（
（

。そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１
．
ま
つ
り
手
は
、
単
数
と
複
数
と
の
両
者
が
あ
る
が
、
ま
つ
る
の
は

年
毎
に
順
番
に
当
た
っ
て
い
る
家
が
単
独
で
、
新
し
く
す
る
注
連
縄
や
御

幣
な
ど
の
設
え
も
ア
カ
メ
シ
（
小
豆
飯
）
と
シ
ロ
モ
チ
（
粢
）
な
ど
の
供

物
も
す
べ
て
自
分
の
家
の
や
り
か
た
で
行
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
共
同
祭

祀
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
血
縁
的
同
族
祭
祀
で
も
な
く
地
縁
的
地
域
社
会

の
祭
祀
で
も
な
い
。ま
た
、そ
の
後
の
筆
者
の
二
〇
一
九
年
の
調
査
で
も
、

家
で
葬
式
が
あ
っ
た
場
合
、
一
一
月
二
三
日
の
祭
り
を
行
な
う
か
行
な
わ

な
い
か
も
、
そ
れ
は
家
ご
と
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
た
。
四
十
九
日
前
だ

か
ら
今
年
は
や
め
て
お
こ
う
と
い
う
家
も
あ
れ
ば
、
三
年
く
ら
い
祭
り
を

遠
慮
し
て
い
る
家
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

２
．
ま
つ
り
方
の
内
、
ま
ず
①
供
物
は
、
古
く
は
ニ
ソ
の
杜
に
付
属
し

て
い
る
ニ
ソ
田
の
収
穫
物
で
あ
る
稲
米
と
稲
藁
を
供
物
の
中
心
と
し
て
き

た
が
、
し
だ
い
に
ニ
ソ
田
が
耕
作
さ
れ
な
く
な
り
、
近
年
は
ま
つ
り
の
当

番
の
家
の
水
田
か
ら
収
穫
さ
れ
る
稲
米
と
稲
藁
が
使
わ
れ
て
い
る
。
稲
米

は
ア
カ
メ
シ
（
小
豆
飯
）
と
シ
ロ
モ
チ
（
粢
）
に
加
工
さ
れ
て
供
物
の
中

心
と
な
っ
て
い
る
。
供
物
に
箸
は
そ
え
な
い
。
ニ
ソ
田
が
耕
作
さ
れ
な
く

な
っ
た
の
は
、
大
飯
原
子
力
発
電
所
の
誘
致
が
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）

に
町
議
会
で
決
議
さ
れ
、
そ
の
一
〇
年
後
の
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
）

の
営
業
運
転
開
始
に
向
け
て
の
青
戸
大
橋
の
架
橋
や
道
路
建
設
、
海
岸
部

の
埋
め
立
て
工
事
、
圃
場
整
備
な
ど
の
土
地
改
良
工
事
等
々
に
と
も
な
う

大
き
な
環
境
変
化
や
社
会
変
化
の
中
で
の
変
化
で
あ
っ
た
。

　

次
に
②
装
置
と
し
て
は
、
収
穫
さ
れ
た
稲
藁
が
、
杜
の
タ
ブ
ノ
キ
の
巨

木
の
根
元
の
小
祠
へ
掛
け
る
注
連
縄
と
ア
カ
メ
シ
と
シ
ロ
モ
チ
を
容
れ
る

藁
ヅ
ト
の
材
料
に
使
わ
れ
て
い
る
。
他
に
御
幣
と
ミ
テ
グ
ラ
一
二
本
が
立

て
ら
れ
、
外
海
の
浜
か
ら
拾
っ
て
く
る
ゴ
イ
シ
（
き
れ
い
な
浜
石
）
が
敷

か
れ
る
例
も
、
海
藻
が
敷
か
れ
る
例
も
あ
る
。
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次
に
③
祭
日
は
、
旧
暦
霜
月
二
二
日
か
ら
二
三
日
に
日
付
が
変
わ
る
夜

陰
、浄
闇
の
な
か
で
ひ
そ
や
か
に
家
の
夫
婦
か
親
子
だ
け
で
お
参
り
す
る
。

手
を
合
わ
せ
る
だ
け
で
拍
手
は
打
た
ず
祝
詞
や
祭
文
な
ど
唱
え
言
は
一
切

な
い
。
祭
日
以
外
は
決
し
て
近
づ
い
て
は
い
け
な
い
。
樹
木
の
伐
採
や
枝

葉
の
片
付
け
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
禁
忌
を
お
か
す
と
怪
我
を
し
た

り
病
気
に
な
る
と
い
い
、そ
う
し
た
例
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、

以
上
の
、
２
．
ま
つ
り
方
、
か
ら
み
て
の
結
論
は
、
ニ
ソ
の
杜
の
ま
つ
り

と
は
、
重
い
忌
み
の
中
で
の
新
穀
感
謝
の
新に
い
な
め嘗

の
祭
り
で
あ
り
、
折
口
信

夫
の
学
説）

11
（

を
参
考
に
す
れ
ば
「
に
へ
の
斎い
み

」
の
祭
り
で
あ
る
。

　

３
．
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
①
集

落
の
内
部
や
近
接
の
立
地
と
い
う
タ
イ
プ
と
、
②
山
裾
な
ど
耕
作
地
と
山

林
と
の
境
界
的
な
場
所
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
②
は

Ｃ
．
レ
ヴ
ィ

ス
ト
ロ
ー
ス
の
い
う
「
自
然
・
野
生
」
と
「
人
間
・
文
化
」

と
い
う
関
係
論
で
解
釈
で
き
る
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
境
界
的
な
立
地
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
①
は
開
発
が
進
み
人
び
と
の
居
住
が
進
ん
だ
中
で

も
そ
の
エ
リ
ア
に
タ
ブ
ノ
キ
の
巨
木
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
杜
に
対
し
て

自
然
の
霊
威
力
を
感
じ
た
人
た
ち
が
禁
忌
の
対
象
と
し
て
残
し
畏
れ
敬
い

ま
つ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
地
の
神
や
先
祖
の
神
と
い
う
の
は
伝
承
の

過
程
で
い
わ
ば
上
書
き
さ
れ
て
き
た
い
ず
れ
も
新
し
い
解
釈
で
あ
り
、
ニ

ソ
の
杜
の
信
仰
対
象
の
基
本
は
自
然
の
霊
威
で
あ
り
神
威
で
あ
る
。

　

お
よ
そ
以
上
が
、『
ニ
ソ
の
杜
と
先
祖
祭
り
』
収
録
の
論
文
で
提
示
さ

れ
た
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
の
要
点
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
今
回
、
約

三
〇
カ
所
の
ニ
ソ
の
杜
の
現
地
調
査
が
実
現
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
残
さ
れ

て
い
る
課
題
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
の
が
、
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
の
問
題
で

あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
ニ
ソ
の
杜
が
集
落
内
に
立
地
し
て
い
る
事
例
と
現
在
の
集

落
か
ら
離
れ
た
谷
の
奥
や
山
の
斜
面
に
存
在
す
る
事
例
と
に
つ
い
て
、
両

者
に
分
け
て
そ
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
集
落

移
転
と
い
う
仮
説
や
、
Ｃ
．
レ
ヴ
ィ

ス
ト
ロ
ー
ス
の
い
う
「
自
然
・
野

生
」
と
「
人
間
・
文
化
」
と
い
う
関
係
論
で
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

集
落
移
転
説
に
は
根
拠
が
乏
し
く
、
境
界
論
は
や
は
り
抽
象
的
な
解
釈
論

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
そ
こ
で
、
筆
者
も
二
〇
一
九
年
一
一
月
に
ニ

ソ
の
杜
の
立
地
に
つ
い
て
谷
の
奥
や
山
の
斜
面
に
集
落
か
ら
離
れ
て
い
る

事
例
も
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
現
地
調
査
を
試
み
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
仮
説
的
な
見
解
を
重
要
な
点
と
考
え
る
の
で
こ
こ
に
提

示
し
て
お
き
た
い
。
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二
、
ニ
ソ
の
杜
の
祭
地
と
水
源

⑴　

ニ
ソ
の
杜
の
立
地
の
２
つ
の
タ
イ
プ

　

大
島
地
区
は
歴
史
的
に
変
遷
も
あ
っ
た
が
現
状
と
し
て
は
、
西
か
ら
西

村
、
河
村
、
日
角
浜
、
畑
村
、
脇
今
安
、
宮
留
、
へ
と
い
う
六
つ
の
地
区

か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
集
落
と
杜
の
立
地
に
つ
い
て
は
、『
ニ
ソ
の
杜

と
先
祖
祭
り
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
表
と
地
図
に
詳
し
い
。
そ
の
地
図
を

も
と
に
、
各
地
区
ご
と
に
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
を
確
認
し
て
み
る
と
、
同
書

も
指
摘
し
て
い
る
通
り
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
以
下
、
杜
の
名
称
に
付

し
た
番
号
は『
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
─
資
料
編
─
』

お
よ
び
『
ニ
ソ
の
杜
と
先
祖
祭
り
』
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、

集
落
の
内
部
や
近
接
地
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
家
々
の
近
く
の
裏
山
に

と
い
う
事
例
が
、
西
村
地
区
の
浦
底
の
杜
①
、
博
士
谷
②
、
河
村
地
区
の

脇
上
⑦
、
清
水
の
前
⑪
、
ハ
ゼ
⑫
、
オ
ン
ジ
ョ
ウ
⑬
、
日
角
浜
地
区
の
日

角
浜
の
杜
⑭
、
畑
村
地
区
の
畑
の
杜
⑯
で
、
家
々
の
近
く
の
耕
地
近
く
に

と
い
う
事
例
が
、
河
村
地
区
の
ダ
イ
ジ
ク
⑧
、
宮
留
地
区
の
大
坪
の
小
杜

㉚
、
で
、
家
々
の
並
ぶ
中
に
と
い
う
事
例
が
、
西
村
の
西
口
④
、
中
口
⑤
、

サ
グ
チ
⑥
、
脇
今
安
の
今
安
⑰
、
オ
タ
ケ
⑱
、
脇
⑳
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
も
う
一
つ
は
、集
落
か
ら
や
や
離
れ
た
場
所
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。

山
裾
に
と
い
う
の
が
、
西
村
の
瓜
生
③
、
宮
留
の
新
保
２
㉗
、
神
田
㉘
、

は
る
か
遠
く
離
れ
た
山
の
中
や
耕
作
地
と
山
の
境
目
あ
た
り
と
い
う
の

が
、
河
村
の
一
ノ
谷
⑨
、
窪
⑩
、
日
角
浜
の
大
谷
⑮
、
脇
今
安
の
マ
タ
⑲
、

井
上
１
㉑
、
井
上
２
㉒
、
上
野
１
㉓
、
上
野
２
㉔
、
集
落
か
ら
遠
く
離
れ

た
耕
作
地
の
は
ず
れ
と
い
う
の
が
、宮
留
の
浜
禰
㉕
、新
保
１
㉖
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
伝
承
事
実
に
つ
い
て
、
先
の
『
ニ
ソ
の
杜
と
先
祖
祭
り
』
で

提
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
自
然
・
野
生
」
と
「
人
間
・

文
化
」
と
い
う
関
係
論
で
あ
り
そ
れ
は
境
界
論
的
な
解
釈
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
あ
ら
た
め
て
地
図
と
現
地
と
を
確
認
し
て
み
る
と
、
西
村
、
河
村
、

日
角
浜
、
脇
今
安
の
四
地
区
に
つ
い
て
は
、
集
落
へ
と
つ
な
が
る
北
側
の

谷
の
奥
に
ニ
ソ
の
杜
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
西
村
で

は
①
、
河
村
で
は
⑨
、
日
角
浜
で
は
⑮
、
脇
今
安
で
は
㉑
、
⑲
、
㉒
お
よ

び
㉔
そ
し
て
㉓
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑨
、
⑮
、
㉒
、
㉓
の
近
く
に
は
溜
池

が
み
ら
れ
る
。
今
回
、
原
子
力
発
電
所
に
近
い
㉑
以
北
の
現
地
調
査
は
で

き
な
か
っ
た
が
、
⑨
、
⑮
の
現
地
調
査
に
よ
り
そ
れ
に
か
わ
る
仮
説
を
以

下
で
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

⑵　

ニ
ソ
の
杜
の
立
地
と
水
源

　

ま
ず
、
集
落
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
立
地
し
て
い
る
ニ
ソ
の
杜
の
事

例
と
し
て
、
先
の
『
ニ
ソ
の
杜
と
先
祖
祭
り
』
で
は
調
査
年
度
に
は
忌
中
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地
図
1
　
大
島
の
全
図
と
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
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と
い
う
こ
と
で
ま
つ
り
が
行
な
わ
れ
ず
、
調
査
情
報
の
記
述
が
乏
し
か
っ

た
日
角
浜
の
⑮
の
大
谷
の
杜
の
現
地
調
査
を
行
な
っ
て
み
た
。
日
角
浜
の

集
落
か
ら
山
麓
を
北
西
へ
、
約
一
㎞
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
昭
和
一
九
年

（
一
九
四
四
）
の
鈴
木
棠
三
の
調
査）

11
（

に
よ
れ
ば
、
そ
の
⑮
大
谷
の
杜
は
も

と
は
畑
村
の
庄
司
義
男
家
の
ま
つ
る
杜
で
あ
っ
た
が
事
情
に
よ
り
現
在
で

は
畑
村
の
上
本
家
が
ま
つ
っ
て
い
る
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
当
時

は
太
い
孟
宗
竹
の
藪
と
一
丈（
約
三
m
）余
り
も
あ
る
タ
モ
の
大
木
が
茂
っ

て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
二
〇
一
九
年
の
現
状
で
は
そ
れ
は
大
き
く

変
貌
し
て
お
り
そ
の
よ
う
な
景
観
で
は
な
か
っ
た
。
樹
木
の
寿
命
の
短
さ

と
植
生
の
変
化
の
激
し
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

た
だ
、
現
在
も
そ
れ
ほ
ど
の
大
木
で
は
な
い
が
タ
ブ
ノ
キ
（
胸
高
直
径

一
〇
七
㎝
）
11
（

）
は
立
っ
て
お
り
、
そ
の
根
元
に
小
祠
は
な
い
が
小
さ
な
注
連

縄
が
施
さ
れ
た
下
に
シ
ロ
モ
チ
や
大
根
、
ニ
ン
ジ
ン
、
昆
布
な
ど
の
供
物

は
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
タ
ブ

ノ
キ
の
根
元
が
一
つ
の
水
源
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
小
さ
い
な
が
ら

も
泉
水
が
湧
き
出
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
わ
ず
か
な
小
川
と

な
っ
て
日
角
浜
の
広
い
耕
地
へ
向
け
て
流
れ
出
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
次
に
調
査
し
た
の
が
、
河
村
の
⑨
一
の
谷
の
杜
で
あ
っ
た
。

そ
こ
も
す
ぐ
近
く
に
現
在
で
は
農
業
用
貯
水
池
が
作
ら
れ
て
お
り
、
水
源

地
の
近
辺
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
河
村
の
広
い
耕

地
へ
と
向
か
う
用
水
で
あ
る
。
同
じ
く
農
業
用
貯
水
池
に
近
い
脇
今
安
の

㉒
井
上
２
へ
も
調
査
を
試
み
た
が
、
そ
の
場
所
は
現
在
で
は
原
子
力
発
電

所
の
入
口
近
く
で
立
入
り
禁
止
の
た
め
残
念
な
が
ら
直
接
の
確
認
は
で
き

写真１　⑮大谷の杜　タブノキと湧水と供えられた注連縄と供物
（2019年11月23日）。タブノキの根元から泉水が湧き出ており、
そのそばに小さな注連縄が施され、白い陶器の皿にシロモチ、ニ
ンジンなどが供えられていた。
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な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
宮
留
の
観
音
堂
の
裏
の
山
の
斜
面
に
あ
る
㉘
神
田

（
ジ
ン
デ
ン
）
の
杜
も
水
源
地
に
立
地
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
水
田
の
用

水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
湧
水
が
流
れ
出
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
山
際
の
湧
水
や
谷
の
水
に
そ
っ
て
い
る
と
い
う
ニ
ソ
の
杜

の
立
地
に
つ
い
て
同
じ
く
指
摘
で
き
る
の
は
、脇
今
安
の
、⑲
マ
タ
の
杜
、

㉑
井
上
の
杜
１
、
㉒
井
上
の
杜
２
、
㉓
上
野
の
杜
１
、
㉔
上
野
の
杜
２
、

ま
た
宮
留
の
、
㉖
新
保
の
杜
１
、
㉗
新
保
の
杜
２
、
㉘
神
田
の
杜
、
㉙
ツ

カ
ネ
の
杜
、
な
ど
で
あ
る
。

　

一
方
、
集
落
の
内
部
や
す
ぐ
近
く
に
立
地
し
て
い
る
ニ
ソ
の
杜
に
つ
い

て
も
調
査
を
試
み
て
み
た
。
す
る
と
、
脇
今
安
の
⑰
今
安
の
杜
は
明
ら
か

に
生
活
用
水
の
湧
き
出
る
水
源
近
く
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
杜
の
樹
木
は
い
ま
で
は
エ
ノ
キ
（
胸
高
直
径
七
〇
㎝
）
11
（

）
で
、
そ
の

根
元
に
小
祠
が
あ
る
。
こ
こ
の
井
戸
は
、
昭
和
四
〇
年
代
に
大
島
に
上
水

道
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
近
隣
の
一
五
軒
の
家
々
が
共
同
で
利
用
し
て
き

た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
こ
の
井
戸
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
水
は
い
ま

で
も
湧
き
続
け
て
池
に
な
っ
て
お
り
少
し
ず
つ
流
れ
出
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
、
屋
敷
近
く
で
井
戸
の
近
く
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
杜
の
例
と

し
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
⑦
脇
城
の
杜
で
あ
っ
た
。
河
村
の
南
西
の
外
れ

に
位
置
し
、
民
家
の
裏
山
の
斜
面
に
小
祠
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
も
と
は

タ
ブ
ノ
キ
と
ム
ク
ノ
キ
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
い
ま
で
は
伐
採
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
斜
面
の
す
ぐ
下
に
井
戸
が
あ
る
。

　

ま
た
、
⑨
一
の
谷
の
杜
で
前
述
し
た
、
河
村
の
集
落
の
例
で
み
て
み
る

と
、
⑪
清
水
の
前
の
杜
は
河
村
の
集
落
の
北
に
位
置
し
て
お
り
、
孟
宗
竹

林
内
に
あ
り
タ
ブ
ノ
キ
の
古
株
（
胸
高
直
径
九
〇
・
七
五
㎝
）
11
（

）
が
あ
る
。

そ
の
杜
の
カ
ラ
ス
グ
チ
と
呼
ば
れ
る
供
物
の
場
所
が
い
ま
で
は
原
発
道
路

に
隔
て
ら
れ
て
手
前
の
ケ
ヤ
キ（
胸
高
直
径
一
〇
二
㎝
）
11
（

）の
根
元
に
あ
る
。

橋
本
鉄
男
「
ニ
ソ
の
杜）

11
（

」
は
、
こ
の
⑪
清
水
の
前
の
杜
に
つ
い
て
、
そ
の

前
の
畑
に
古
井
戸
が
あ
り
、
そ
こ
が
こ
の
杜
を
ま
つ
っ
て
い
た
大
谷
信
雄

写真２　⑦脇城の杜。手前が井戸（2019年）
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家
の
屋
敷
跡
だ
と
注
記
し
て
い
る
。
そ
の
屋
敷
跡
だ
と
い
う
件
は
大
谷
信

雄
の
語
り
に
よ
る
と
思
わ
れ
具
体
的
な
根
拠
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に

古
井
戸
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
先
の
脇
今
安
の
杜
、
脇

城
の
杜
と
共
通
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
⑪
清
水
の
杜

の
場
所
か
ら
河
村
の
東
の
集
落
へ
と
下
っ
て
い
く
谷
筋
の
西
側
の
山
裾
に

ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
⑫
ハ
ゼ
の
杜
、
⑬
オ
ン
ジ
ャ
ウ
の
杜
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
地
図
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
谷
筋
の
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
立
地

し
て
お
り
、
地
元
の
人
か
ら
も
谷
筋
の
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
い
う

話
を
聞
け
た
。
そ
れ
は
、
水
源
と
し
て
は
農
業
用
と
い
う
よ
り
は
生
活
用

水
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
も
カ
ラ
ス
グ
チ

が
付
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
カ
ラ
ス
グ
チ
と
い
う
の
は
、
ニ
ソ
の
杜
の
タ

ブ
ノ
キ
の
巨
木
の
根
元
の
小
祠
の
近
く
で
、
そ
れ
と
は
別
に
同
じ
く
供
物

の
ア
カ
メ
シ
と
シ
ロ
モ
チ
を
供
え
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ラ
ス
な
ど
が
そ
の

供
物
を
早
く
食
べ
れ
ば
よ
い
と
言
い
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
⑪
清
水
の

前
の
杜
、
⑫
ハ
ゼ
の
杜
、
⑬
オ
ン
ジ
ャ
ウ
の
杜
、
の
他
に
も
、
⑭
日
角
浜

の
杜
、
⑳
脇
の
杜
、
㉓
上
野
の
杜
、
㉚
大
坪
の
杜
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

⑶　

島
嶼
部
・
半
島
部
の
水
の
苦
労

　

こ
の
若
狭
大
島
は
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
の
原
子
力
発
電
所
の

建
設
誘
致
以
降
、
人
び
と
の
生
活
が
大
き
く
変
化
し
た
。
上
水
道
の
整
備

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
各
地
で
、
島
嶼
部
や
半
島
部
に
お
け
る
水
を

め
ぐ
る
苦
労
は
、
今
も
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
の
小

説
『
潮
騒
』
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
島
、
三
重
県
鳥
羽
市
神
島
の
調
査
の
と

き
に
い
ろ
い
ろ
と
協
力
い
た
だ
い
た
藤
原
喜
代
造
さ
ん
（
昭
和
一
一
年
生

ま
れ
）
は
、
子
供
の
こ
ろ
、
顔
は
片
手
で
洗
っ
た
と
い
う
。
両
手
で
水
を

た
め
る
ほ
ど
は
な
く
て
水
が
も
っ
た
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
体
験
は
、
田
辺
悟
『
潮
騒
の
島）

11
（

』
に
も
書
か
れ
て
お
り
、
神
島
の
子

供
は
顔
を
片
手
で
洗
う
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）

に
海
底
に
送
水
管
が
敷
設
さ
れ
て
島
の
上
水
道
が
完
備
さ
れ
た
が
、
藤
原

さ
ん
は
、
そ
の
当
初
、
水
を
ザ
ー
ザ
ー
流
し
な
が
ら
洗
い
物
な
ど
を
し
て

い
る
も
っ
た
い
な
い
様
子
を
見
て
、「
身
が
切
ら
れ
る
思
い
」
だ
っ
た
と

い
う
。

　

ま
た
、
古
い
由
緒
を
誇
る
美
保
神
社
が
鎮
座
す
る
島
根
県
松
江
市
美
保

関
町
美
保
関
は
、近
世
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
で
も
あ
り
、小
泉
八
雲『
日

本
瞥
見
記
』も
紹
介
す
る「
関
の
五
本
松
」の
民
謡
で
知
ら
れ
て
に
ぎ
わ
っ

た
港
で
あ
っ
た
。
集
落
の
中
心
に
あ
る
美
保
神
社
の
参
道
に
は
、「
お
か

げ
の
井
戸
」
が
あ
り
、
今
も
汽
船
や
航
空
機
な
ど
の
交
通
安
全
や
海
の
安

全
と
豊
漁
祈
願
の
漁
業
関
係
者
の
信
仰
を
広
く
集
め
て
い
る
。
赤
い
鉄
水

（
か
な
み
ず
）
し
か
出
な
い
と
い
わ
れ
る
こ
の
美
保
関
で
、
こ
の
井
戸
だ

け
は
き
れ
い
な
清
水
が
湧
き
、
枯
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
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る
。
地
元
の
三
角
邦
男
さ
ん
（
昭
和
一
四
年
生
ま
れ
）
は
、
ふ
だ
ん
お
風

呂
の
水
も
鉄
水
だ
っ
た
が
、子
供
に「
今
日
は
本
当
の
風
呂
に
連
れ
て
行
っ

て
や
る
」
と
い
っ
て
、
た
ま
に
は
特
別
に
境
港
の
風
呂
屋
に
行
っ
た
も
の

だ
と
い
う
。
昭
和
四
六
年
に
境
水
道
大
橋
が
開
通
し
、
鳥
取
県
境
港
市
と

美
保
関
町
と
の
間
で
、
こ
ち
ら
に
火
葬
場
を
建
設
す
る
代
わ
り
に
境
港
か

ら
水
道
を
通
す
こ
と
に
な
っ
て
生
活
用
水
の
不
便
が
解
消
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
各
地
で
現
在
の
よ
う
な
上
水
道
が
開
通
す
る
ま

で
の
半
島
部
や
島
嶼
部
の
歴
史
の
中
で
は
水
が
ひ
じ
ょ
う
に
貴
重
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
水
の
恵
み
と
水
へ
の
信
仰
は
こ
の
大
島
の
生
活
の
歴

史
の
中
で
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。

三
、
小
括

　

ニ
ソ
の
杜
の
研
究
史
に
学
び
な
が
ら
、
こ
の
小
論
で
仮
説
的
に
提
示
し

て
お
く
こ
と
の
で
き
る
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ニ
ソ
の
杜
の
立
地
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
集
落
の
内

部
や
近
接
地
と
い
う
タ
イ
プ
、
も
う
一
つ
は
、
集
落
か
ら
や
や
離
れ
た
耕

作
地
と
山
と
の
境
界
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
こ
の
大
島
と
い

う
半
島
部
で
の
生
活
で
歴
史
的
に
貴
重
で
あ
っ
た
水
資
源
へ
の
受
容
と
供

給
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
水
源
と
そ
の
近
く
に
自
生
す
る

自
然
の
タ
ブ
ノ
キ
の
巨
木
と
叢
林
へ
の
畏
敬
の
念
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

集
落
の
内
部
に
立
地
す
る
タ
イ
プ
で
は
、⑦
脇
城
の
杜
、⑰
今
安
の
杜
、

な
ど
井
戸
の
そ
ば
の
杜
の
立
地
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
活

用
水
と
し
て
の
恩
恵
へ
の
畏
敬
の
念
が
そ
の
基
本
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
集
落
か
ら
離
れ
た
耕
作
地
と
山
の
境
界
に
立
地
す
る
タ
イ
プ

は
、
⑨
一
の
谷
杜
、
⑮
大
谷
の
杜
、
㉒
井
上
の
杜
２
、
㉘
神
田
の
杜
な
ど
、

谷
の
奥
に
あ
る
湧
水
や
溜
池
に
近
接
し
て
い
る
杜
の
立
地
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
業
用
水
と
し
て
の
恩
恵
へ
の
畏
敬
の
念
が
そ
の
基

本
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
脇
今
安
の
、
⑲
マ
タ
の
杜
、
㉑
井
上
の
杜
１
、
㉒
井
上
の
杜

２
、
㉓
上
野
の
杜
１
、
㉔
上
野
の
杜
２
、
は
い
ず
れ
も
山
際
の
湧
水
と
の

関
係
が
指
摘
で
き
る
立
地
で
あ
り
、
宮
留
の
、
㉖
新
保
の
杜
１
、
㉗
新
保

の
杜
２
、
㉘
神
田
の
杜
、
㉙
ツ
カ
ネ
の
杜
、
も
同
様
で
あ
る
。
農
業
用
水

と
の
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
そ
の
ほ
か
、
現
在
で
は

水
源
と
は
明
確
に
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
立
地
の
杜
で
も
、
長
い
歴
史
の

中
で
そ
れ
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
⑱
オ
タ
ケ
の
杜
の
前
に
立
つ
と
水
の
流
れ
る
音
が
い
ま
も
聞
こ

え
る
。
現
在
の
地
形
か
ら
は
見
え
に
く
い
が
、
水
源
祭
祀
の
可
能
性
が
あ

る
杜
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
事
例
の
情
報
を
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追
跡
す
る
必
要
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ソ
の
杜
の
祭
祀
が
水

源
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
事
例
が
確
実
に
存
在
す
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
神
聖
な
ニ
ソ
の
杜
の
立
地
に
水
源
へ
の
信
仰
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

注（
１
） 

お
お
い
町
立
郷
土
史
料
館
編
『
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
』
お

お
い
町
教
育
委
員
会　

二
〇
一
八
年

（
２
） 

お
お
い
町
立
郷
土
史
料
館
編
『
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
の
習
俗
調
査
報
告
書
─
資

料
編
─
』
お
お
い
町
教
育
委
員
会　

二
〇
一
八
年

（
３
） 

お
お
い
町
立
郷
土
史
料
館
編
『
ニ
ソ
の
杜
と
先
祖
祭
り
』
お
お
い
町
教
育
委
員
会　

二
〇
一
九
年

（
４
） 

橋
本
鉄
男
「
ニ
ソ
の
杜
」『
近
畿
民
俗
』
二
六
、一
九
六
〇
年

（
５
） 

脇
今
安
の
集
落
か
ら
北
に
約
一
㎞
離
れ
た
山
裾
に
㉓
上
野
の
杜
が
あ
る
。
こ
の
杜

を
ま
つ
る
大
屋
さ
ん
は
、
父
親
か
ら
引
き
継
い
だ
と
き
、
最
初
は
な
ぜ
こ
ん
な
こ

と
を
や
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
何
年
か
祭
り
を
し
て
い
る
う

ち
に
、「
こ
の
杜
の
木
は
何
十
年
も
そ
れ
以
上
も
前
か
ら
立
っ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
に
気
づ
き
、
祭
り
を
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
自
分
な
り
に
知
っ
た
と
い
う

話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

（
６
） 

安
達
一
郎
「
若
狭
大
島
採
訪
記
」『
南
越
民
俗
』
二
─
四
、一
九
三
九
年

（
７
） 

鈴
木
棠
三
「
若
狭
大
島
民
俗
記
」『
ひ
だ
び
と
』
一
二
─
三
・
四
・
五
合
併
号
、

一
九
四
四
年

（
８
） 

安
間
清
「
ニ
ソ
の
杜
」『
民
間
伝
承
』
一
四
─
二
（
千
葉
徳
爾
記
述
）、
一
九
五
〇
年

（
９
） 

安
間
清
「「
ニ
ソ
の
杜
」
調
査
」『
民
俗
学
研
究
』
三
、一
九
五
二
年

（
10
） 

安
間
清
『
柳
田
國
男
か
ら
の
書
簡
』
大
和
書
房　

一
九
八
〇
年

（
11
） 

直
江
廣
治
「「
ニ
ソ
の
杜
」
信
仰
と
そ
の
基
盤
」『
若
狭
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
六
年

（
12
） 

福
田
ア
ジ
オ
「
若
狭
大
島
の
村
構
成
と
親
方
子
方
制
度
」『
若
狭
の
民
俗
』
吉
川

弘
文
館　

一
九
六
六
年

（
13
） 

前
掲
注
９

（
14
） 

佐
々
木
勝「「
ニ
ソ
の
杜
」祭
祀
の
変
遷
」『
日
本
民
俗
学
』一
二
二
、一
九
七
九
年
、

後
に
『
屋
敷
神
の
世
界
』
名
著
出
版　

一
九
八
三
年

（
15
） 

金
田
久
璋
「
ニ
ソ
の
杜
と
若
狭
の
民
間
信
仰
」『
歴
史
手
帖
』
五　

名
著
出
版　

一
九
七
九
年

（
16
） 

金
田
久
璋
「
祖
霊
信
仰
」『
講
座
日
本
の
民
俗
学 

神
と
霊
魂
の
民
俗
』
雄
山
閣　

一
九
九
七
年

（
17
） 

金
田
久
璋
「
杜
の
神
と
開
拓
先
祖
」『
森
の
神
々
と
民
俗
』
白
水
社　

一
九
九
八

年

（
18
） 

李
春
子
「
大
島
半
島
の
ニ
ソ
の
杜
と
住
民
の
変
容
か
ら
見
る
伝
承
の
考
察
」『
社

会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
四　

京
都
大
学
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
刊
行
会　

二
〇
〇
一
年

（
19
） 

李
春
子
「
ニ
ソ
の
杜
祀
り
の
現
在
─
大
島
半
島
の
事
例
を
中
心
に
─
」『
日
本
民

俗
学
』
二
三
〇
、二
〇
〇
二
年

（
20
） 

今
井
三
千
穂
「
各
杜
の
植
生
分
布
の
概
要
」
前
掲
注
２
所
収

（
21
） 

新
谷
尚
紀
「
ニ
ソ
の
杜
と
は
何
か
─
こ
れ
ま
で
の
日
本
民
俗
学
の
取
り
組
み
と
、

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
の
報
告
─
」
前
掲
注
３
所
収

（
22
） 

折
口
信
夫「
大
嘗
祭
の
本
義
」『
國
學
院
雑
誌
』第
三
四
巻
第
九
・
一
一
号（
一
九
二
八

年
初
出
）（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻　

一
九
五
五
年
）

（
23
） 

こ
の
解
釈
は
、
中
国
山
地
の
荒
神
に
つ
い
て
（
新
谷
尚
紀
「
遊
び
の
深
層
」（『
ケ

ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ
』
木
耳
社　

一
九
八
七
年
）、
ま
た
藤
井
昭
「
近
世
前
期
備
北

地
方
に
お
け
る
荒
神
名
の
存
在
形
態
」『
広
島
県
史
研
究
』
二
（
一
九
七
七
年
）
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に
お
い
て
、
備
北
地
方
の
荒
神
と
呼
ば
れ
る
祭
祀
対
象
が
、
人
為
的
な
開
発
が
な

さ
れ
た
と
こ
ろ
と
未
開
拓
の
自
然
と
の
境
界
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と

に
も
共
通
し
て
い
る
。

（
24
） 

前
掲
注
７

（
25
） 

数
値
は
前
掲
注
20
に
よ
る
。

（
26
） 

数
値
は
前
掲
注
20
に
よ
る
。

（
27
） 

数
値
は
前
掲
注
20
に
よ
る
。

（
28
） 

数
値
は
前
掲
注
20
に
よ
る
。

（
29
） 

前
掲
注
４

（
30
） 

田
辺
悟
『
潮
騒
の
島
』
光
書
房　

一
九
八
〇
年

【
付
記
】

こ
の
た
び
の
調
査
で
は
、
お
お
い
町
立
郷
土
史
料
館
主
査
の
川
嶋
清
人
氏
に
た
い
へ

ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。


