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の

は

好
ま

し
く
な
い

が、

ど

う
し

て

も
必

要
な
場
合
に

は
、

水
神
様
を

お

祀
り

し
た

上

で

呼
吸
凵

と

し

て

細
い

筒
を

残
し、

完
全
に

埋
め

て

し
ま
う

こ

と
は

戒
め

ら
れ
た

。

こ

の

よ

う
に

自
噴
井
を
掘
る

こ

と

は、

そ
こ

に

水

神
様
を
招
く
こ

と
を

表
し
た

。

特
に

埋
め

る

こ

と

に
つ

い

て

注
意
が
は

ら

わ

れ

た

の

に

は
理
由
が
あ
る

。

井
戸
を

掘
る

こ

と

は
、

新
た
に
水
の

道
筋

を

作
る

事
を
意

味
し

、

埋
め

て

も

そ
の

跡
が
残
る

。

そ
の

た
め
埋
め
た

つ

も
り
で
あ
っ

て

も
、

大
雨
の

時
に

水
が

噴
出
し
た

り
、

周
囲
に

水
が
滲
み

続
け
る、

あ
る

い

は
土
地
が
陥
没
す
る

な
ど

の

危
険
性
が

あ
る

。

こ

れ
ら

は
、

呼
吸
を
ふ

さ

が

れ

た

水
神
様
の

怒
り
で

あ
る
と

と
ら

え
ら
れ
た

。

　

以
上
の

よ

う
に

自

噴
井
に

は
、

人
々

に

恵
み
を

も
た
ら

す
側
面
と、

禍

を
も
た
ら

す
側

面
が

あ
っ

た
。

恵
み
と

し
て

は、

輪
中
堤
防
内
で

比
較
的

容

易
に

安
定
し
た

水
が

得
ら

れ
る

点
が
あ
る

。

禍
と
し

て

は
、

（
1

）

冷
水

を
も
た
ら

す
、

（
2）
内
水
氾
濫
を
も
た

ら
す、

（

3
）
埋
め

た

井
戸
は

滲
み

水
や

陥

没
が

起
こ

り
や
す
い

、

な
ど
で

あ
る

。

（

1
）
は

調
節
が
可
能
で

あ

る
が

、

（
2
×
3

）

は
、

自
噴
井
を
使
用
す
る
上
で

避
け
ら

れ

な
い

禍
で

あ

る
。

こ

う
し
た

な
か

で

井
戸
に

水
神
様
を
祀
る

し

き
た

り
は

、

む
や

み

に

堀
り

、

埋
め

る

こ

と

を
戒
め
、

ひ

と
つ

の

井

戸
に

水
神
を

祀
り
な

が
ら
大

切
に

使
う
姿
勢
と

な
っ

て

い

る
。

そ
れ
は
間

接
的
に
井
戸
数
の

抑
制
に

つ

な
が

り、

結
果
と
し
て

内
水
氾
濫
の

リ
ス

ク

を

減
少
さ
せ

た
。

宮
崎
県
山
間

部
に

お

け
る
狩
猟
の

し

き
た
り

　

　
　

西
都
市
銀
鏡
の

事
例

−

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

鈴
木
　
良
幸

　

西
都
市
銀

鏡
の

狩
猟
に

は

伝
統
的
な
し

き
た

り
が
あ
っ

た
。

山
に

入
る

際
や、

仕
留
め
た
と
き、

解
体
す
る

と

き
、

分
配
す
る
と

き
な
ど

に

特
定

の

行
為
規
範
が
定
ま
っ

て

い

た
。

狩
は

生
死
に

か
か
わ
る

と
同
時
に

、

集

落
の

存
続
に

も
か
か
わ

る
一

大
事
で

あ
っ

た
。

　

現
在
で

は

し
き
た

り
の

多
く
が

行
な
わ

れ
て

い

な
い

た

め、

本
研

究
で

は

先
学
の

調
査

研

究
（
千
葉

徳
爾

『

狩
猟
伝
承
』

風

間
書

房、

一

九
八

六
。

山
口

保
明

『

宮

崎
の

狩
猟
』

鉱
脈
社

、

二

〇
〇
一

。

濱
砂
武
昭

『

銀

鏡
神
楽
』

弘
文
堂

、

二

〇
一

二
）

と
古

老
へ

の

聞
取
に

よ

り
、

狩
に

お

け

る
し
き
た
り
と

危
機
と
の

か
か
わ

り
を

分
析
し

た
。

そ

の

結
果

、

狩

猟
活

動
に

ま
つ

わ
る
危

機
に

対
す
る
基
底
的
な
態

度
と
し
て、

狩
の

前
の

斎
忌

が
お
こ

な
わ
れ
る

こ

と
が
明
ら
か
に

な
っ

た
。

　

し
き
た
り
を
と
お
し

て

み
る

と、

狩

猟
に

は、

動

物
を
と
ら
え
る

こ

と

だ

け
で

な
く、

次
の

よ

う
な

プ
ロ

セ

ス

が

含
ま
れ

る

こ

と

が
わ

か
る

。

「

斎
忌
−

山
の

神
祈

願
−
狩
り
1
獲
物
の

魂
送
り
1
贄
ー

役
割
に

応
じ

た

分
配
−

矢
立
て

1
共
食
」

で

あ
る

。

　
こ

の

プ
ロ

セ

ス

に

は、

次
の

四

つ

の

点
に

お

い

て

集
落
の

存
続
や

生
死

に

か

か
わ

る

危
機
が
存

在
す
る

。

 
不

猟
。

 
誤
射、

暴
発
な
ど

の

事

故
、

お
よ
び

動
物
の

反
撃
に

よ

る

落
命
の

危
険

。

 
猪
の

魂
が
ミ

サ

キ
神

（

不

慮
の

死
を
遂

げ
た

も
の

が
な
る
）

と

な
り
祟
る

危
険

。

シ

シ

を

千
匹

と
る

と

自
分
の

猟
犬
に
命
を

奪
わ
れ

る

と
も
い

う
。

 
獲
物
の

略
奪
の

危

険
。

猪
（
大
型

動
物）

は

小

動
物
と

異
な
り、

肉
が

豊
富
で

あ
る

た

め
余

剰
に

よ

る

社
会
性
を

も
つ

。

そ
の

た

め

略
奪
の

危
険
が

あ
る

。

　
こ

れ

ら
の

危
機
を

避
け

、

狩
を

清
浄
に

保
つ

た

め

に
、

つ

ぎ
の

三

つ

の

し

き
た

り
が

あ
っ

た
。

　
（
1

）

人
間
を
越

え
た

力
へ

の

畏
敬
を

示
す
し
き
た

り。

 
山
の

崩
れ

る

音
や

木
の

倒
れ
る

音、

猪
が
た

く
さ

ん

集
ま
っ

て

い

る

よ

う
な
ざ
わ
め

き、

ホ

イ
ホ

イ

と

叫
ぶ

声
を

聞
い

た

と

き
に

は

す
ぐ
山
を

下
り
る

。

こ

れ
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ら

は

カ

リ

コ

ボ

ウ

ズ
、

ま
た

は

山
の

神
の

仕
業
と
い

わ
れ

、

危

険
の

前
兆

で

あ
る

。

 
ヘ

ン

プ
日

（
月
に
一

度
定
め

ら
れ

た

禁
猟
日）

に

は
狩
を
か

た

く
禁
じ

て

い

る
。

こ

の

日
は
鳥

獣
の

天
国
の

日

と
い

わ
れ
る

。

自

然
の

秩
序
が

尊
ば
れ

て

い

る

こ

と
が
わ
か

る
。

 
さ

か
め

ぐ
り
（
干

支
に

よ

り

決
ま
る

禁
猟
の

方
向）

の

方
角
へ

行
き

狩
を
し

て

は

な
ら
な
い

。

生
き

物

を

憐
れ

む

神
が
い

る

た
め

獲
物
が
な
い

と
い

う
。

命
へ

の

畏
敬
が
あ
ら
わ

さ
れ

て

い

る
。

　
（
2）

死
や

血
に

関

す
る

不
浄
を

除
く
し
き
た

り
。

喪
の

期

間
で

あ
る

黒

不
浄
の

と

き
（
ヒ

ガ

カ

リ

と

も
い

う
V
、

先

祖
の

夢
を
見
た
と

き、

朝

に

サ

ル

（
こ

の

世
を
去
る）

の

話
を
し
た
と
き

、

家
族
の

者
が
出
産
や

月

経
で

赤
不

浄
の

と
き、

は
狩
に

行
か
な
い

。

　
（

3）

狩
の

成
功
の

妨
げ
と

な
る

邪
心
を
除

く
し

き
た

り
。

狩
に

際
し

て
、

仲
間
内
で

も
め
る

こ

と

や
、

出
か

け
に

妻
と
口

論
す
る
こ

と
、

を
避

け
る

。

狩
の

協
働
に
影
響
し、

神
ご

と

と
し
て

お
こ

な
う
狩
の

成
功
を

妨

げ
る

か
ら
で

あ
る

。

即
ち、

こ

れ
は
狩
や

し
き
た
り
の

も
つ

聖
性
を
冒

漬

す
る

不
浄
で

あ
る

。

　
以
上
の

よ
う
に、

人
力
を
越
え
た
力
へ

の

畏
敬
を
基
礎
に、

死
、

血
、

邪
、

し
き
た
り
に

従
わ

な
い

穢
れ

た
行

為
を
避
け
る

斎
忌
が
お
こ

な
わ

れ

て

い

た
こ

と
が
わ
か
る

。

岡
田
に

よ
れ
ば

、

イ
ミ

は
、

共
同
体
の

し
き
た

り
や

宗
教
的
秩
序
を
と

お
し
て、

そ
の

根
源
に

あ
る

神
（
神
聖）

へ

と

近

づ

く
「

斎
（
イ
ミ

と

と
、

不
浄
に
よ

る

神
聖
の

冒
濆
を

避
け
る

「

忌
（
イ

ム
）
」

と

を
あ
わ
せ

持
つ

概
念
で

あ
る

〔

岡
田
重

精
『

斎
忌
の

世
界

　
そ

の

機
構
と

変
容
』

国
書
刊
行
会、

一

九
八
九、

七
六
お
よ

び

四

三
二
〕

。

　
狩
猟
活
動
に

ま
つ

わ

る
危
機
は
、

共
同
体
全
体
に

か

か
わ

る

問
題
で

あ

っ

た
。

そ
の

た

め

斎
忌
も
共
同
体
全
体
の

規
範
と
な
る

。

斎
忌
を
基
底
的

な
態
度
と
し
た
の

で

あ
る

。

自
然
の

力
に

畏
敬
し

、

共
同
体
持
続
の

知
恵

（

し
き
た

り）

を

善
と

し
た

。

そ
し
て

そ
れ

ら
を

穢
す
お
こ

な
い

を
可

能

な
限

り
除
い

た
の

だ
と

考
え
ら

れ
る

。

真
宗
「

地

帯
」

の

再
考

三

重
県
津
市
に

お

け
る

宗
教
民

俗
の

諸
相
か

ら

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

亀

崎
　
敦
司

　
「

真
宗
と

民
俗
」

を
め

ぐ
る

研
究
で

は
、

「

真
宗
地

帯
に

民
俗
行
事
は

残

り
に
く
い
」

と
い

う
研
究
が
な
さ
れ
て

き
た

。

た
し
か
に
、

真
宗
地

帯
に

非
真
宗
的

要
素
が

残
り
に

く
い

と

い

う
事
実
は

見
ら
れ
る

だ
ろ

う
。

し

か

し、

そ
こ

に
は

研
究
者
の

ま

な
ざ
し
が

介
在
し
て

お

り、

「

民

俗
か、

真

宗
か
」

と

い

う
線
引
き
は
研
究
者
の

恣
意
性
に

左
右
さ
れ
て

し

ま
っ

て

い

る
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

本
発

表
で

は
、

そ
う
し
た
一

連
の

「

真
宗
と

民
俗
」

の

研
究
を

再
考
し

、

地
区
に

残
る

真
宗
行
事
や

非
真
宗
行
事
が
そ

の

地
域
で

い

か
に

伝
え
ら
れ
て

い

る

か
を
ミ

ク

ロ

な

文
脈
に

ひ

き
つ

け
て

考
察
し
て

い

く
。

　

真
宗
高
田
派
は
、

三
重
県

津
市
一

身
田
に
本
山
専
修

寺
を
お

く
真
宗
の

一

派
で

あ
る

。

長
ら
く

関
東
に

拠
点
を
置
い

て

い

た
高
田

派
が
こ

の

地

方

へ

教
線
を
拡
大
し
た
の

は
一

五

世

紀
後
半
か
ら

と

言
わ

れ
て

い

る

が
、

現

在
で

も
本
山
を
中
心
に

し
て

高
田
派
の

門
徒
が

住
民
の

多
数
を

占
め

る

村

落
が
周
辺
に

広
が
っ

て

い

る
。

調
査
地
で

あ
る

津
市
河
芸

町
北

黒
田
も
そ

の

よ

う
な
地
区
で

あ

り、

歴

史
的
に

高
田
派
の

強
い

影

響
を

う
け
て

き
た

村
落
で

あ
る

。

北
黒
田
で

は
、

教

義
の

観
点
か

ら
見
て

 
真
宗
的
行
事
と

 
非
真
宗
的
行

事
が

行
わ
れ
て

い

る
。

　

ま
ず、

 
で

は

報
恩
講
や

棚
経
が
挙
げ
ら
れ
る

。

こ

の

と
き

、

行
事
を
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