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ど
ん
ぶ
ら
こ
っ
こ
、
す
っ
こ
っ
こ
。

　
蹴
裂
の
神
が
禹
（
う
）
の
瀬
を
崩
し
て
以
来
、
甲
府

盆
地
は
色
々
な
川
が
流
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
山
梨
県
に
顕
著
と
言
わ
れ
る
丸
石
の
道
祖
神
だ
が
、

丸
石
の
生
成
に
は
い
く
つ
も
の
説
が
あ
る
。
例
え
ば
岩

脈
に
押
し
出
さ
れ
た
稀
有
な
丸
石
説
、
あ
る
い
は
火
山

の
奥
底
で
熟
成
さ
れ
た
溶
岩
の
芯
説
、
大
水
の
あ
と
川

原
に
や
っ
て
く
る
丸
石
説
な
ど
が
そ
れ
だ
。
い
ず
れ
に

し
て
も
珍
か
な
丸
を
崇
め
た
こ
と
に
は
違
い
あ
る
ま

い
。

　
丸
と
い
え
ば
、
日
輪
で
あ
り
、
月
輪
で
あ
り
、
宝
珠
、

卵
、
繭
、
蛇
、
赤
子
、
円
環
や
円
満
な
ど
の
神
聖
と
驚

き
は
今
も
昔
も
私
た
ち
の
心
を
揺
り
動
か
す
。
い
ま
だ

に
人
は
丸
さ
へ
の
憧
れ
と
驚
異
に
動
か
さ
れ
る
。
円
陣
、

環
状
線
、
球
技
で
の
興
奮
、
運
送
と
し
て
の
車
輪
、
歯

車
、
時
計
、
暦
、
方
位
と
様
々
な
円
が
私
た
ち
を
取
り

巻
い
て
い
る
。
ま
た
、
石
も
記
念
碑
、
墓
石
、
石
畳
、

厳
し
い
建
造
物
、
庭
石
、
宝
石
、
指
輪
、
パ
ワ
ー
ス
ト
ー

ン
、
磐
座
と
し
て
私
た
ち
を
捕
ら
え
て
離
さ
な
い
も
の

で
も
あ
る
。

　
第
一
に
、
私
た
ち
の
文
化
や
文
明
は
、
石
で
モ
ノ
を

叩
き
、
切
り
、
磨
り
潰
す
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
は
石
の
子
ど
も
だ
。

　
現
在
だ
っ
て
自
力
で
は
空
を
飛
べ
ず
水
に
馴
染
む
こ

と
の
で
き
な
い
私
た
ち
は
大
地
と
い
う
石
の
辺
縁
に
生

き
る
し
か
な
い
。
そ
の
生
活
の
場
に
マ
レ
ビ
ト
と
し
て
、

山
神
が
生
み
谷
神
の
時
輪
に
削
ら
れ
た
稀
な
る
石
が
突

如
と
し
て
出
現
し
た
と
き
、
そ
の
丸
い
神
を
祀
ら
ず
に

は
い
ら
れ
ま
い
。

　
古
い
記
憶
は
民
話
に
残
る
が
、た
と
え
ば
丸
石
を
「
桃

太
郎
」
の
桃
に
置
き
換
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
す
で
に

子
宝
を
諦
め
た
老
夫
婦
は
元
気
な
男
の
子
を
授
か
り
、

そ
の
男
の
子
は
来
訪
す
る
悪
魔
で
あ
る
鬼
を
遠
征
し
て

ま
で
退
治
す
る
。
武
器
は
団
子
だ
。

　
桃
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
共
通
す
る
。
中
国
で
は
仙
木
と
し
て
魔
除
け
に
用
い
、

「
西
遊
記
」
は
西
王
母
の
桃
を
盗
む
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

日
本
で
は
イ
ザ
ナ
ギ
が
桃
を
投
げ
て
黄
泉
の
国
か
ら
脱

出
す
る
こ
と
か
ら
、
人
の
生
死
は
生
ま
れ
る
。

　
こ
こ
ナ
マ
ヨ
ミ
の
国
「
甲
斐
」
で
は
、
ど
ん
ど
焼
き

の
団
子
は
桃
の
枝
に
刺
す
の
だ
。

「道祖神諸説」金丸貴臣
　
二
十
年
以
上
前
、私
は
、故
郷
山
梨
へ
戻
り
、

堀
新
吉
さ
ん
、
浅
川
画
廊
の
浅
川
純
至
さ
ん

に
出
会
い
「
丸
石
神
」
と
い
う
言
葉
を
初
め

て
耳
に
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
時
を
経
て
今
回
の
プ
ロ
ジ
エ

ク
ト
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
一
日
目
、
私
の

住
む
山
梨
市
七
日
市
場
地
区
の
丸
石
道
祖
神

を
見
て
回
っ
た
。
い
つ
か
ら
こ
こ
に
鎮
座
し

て
い
る
の
か
、
表
面
が
風
化
し
ザ
ラ
ザ
ラ
、

黒
ず
ん
だ
巨
丸
石
、
周
り
に
は
数
個
の
小
ぶ

り
な
丸
石
、
そ
の
傍
ら
に
は
初
め
て
見
知
る

盃
状
穴
。
道
祖
神
を
こ
こ
ま
で
よ
く
見
た
こ

と
が
無
か
っ
た
。
道
祖
神
と
言
え
ば
、
小
正

月
の
「
き
っ
か
ん
じ
ょ
」「
ど
ん
ど
ん
焼
き
」

が
主
で
丸
石
神
を
ほ
と
ん
ど
見
て
い
な
い
。

　
こ
の
ワ
ー
ク
中
、
特
大
の
丸
石
道
祖
神
前

で
顔
馴
染
み
の
女
性（
九
〇
歳
）に
出
会
っ
た
。

彼
女
は
「
私
は
、
こ
こ
ら
で
丸
っ
こ
く
て
、

い
い
石
が
出
て
く
る
と
こ
こ
に
持
っ
て
来
て

置
く
だ
よ
。」
と
。
我
が
家
の
畑
も
石
が
多
い

と
、
母
が
よ
く
言
う
。
畑
の
土
が
流
れ
な
い

よ
う
畑
の
周
囲
に
は
角
が
丸
い
石
が
美
し
く

列
を
な
し
て
積
ま
れ
、
小
川
の
両
脇
も
、
家
々

の
塀
の
基
礎
も
同
じ
く
角
の
取
れ
た
石
の
垣

が
あ
り
、
庭
の
植
木
の
根
元
に
も
石
が
あ
る
。

い
つ
、
ど
こ
か
ら
こ
れ
ら
の
石
た
ち
は
来
た

の
だ
ろ
う
。
小
学
生
の
時
、
自
由
研
究
で
笛

吹
川
の
上
流
、
中
流
、
下
流
の
石
の
状
態
を

調
べ
て
ス
ケ
ッ
チ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
頃
、
八
幡
橋
近
く
へ
父
と
漬
物
石
を
拾
い

に
行
っ
た
。
今
思
う
と
、
こ
の
漬
物
石
前
後

の
大
き
さ
の
石
が
、
我
が
地
域
に
は
ゴ
ロ
ゴ

ロ
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
何
千
年
も
前
、

き
っ
と
こ
こ
を
笛
吹
川
が
流
れ
て
い
た
と
し

か
思
え
な
い
。
一
キ
ロ
程
度
北
へ
進
む
と
、

畑
の
境
に
積
ま
れ
て
い
る
石
も
い
く
ら
か
大

き
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
中
で
も
目
を

み
は
る
大
き
く
丸
い
石
が
選
ば
れ
祀
ら
れ
道

祖
神
に
な
っ
た
の
か
。
傍
ら
に
あ
る
石
が
気

に
な
り
、
も
っ
と
北
へ
も
し
く
は
南
へ
畑
道

を
歩
い
て
石
た
ち
を
追
っ
て
み
た
く
な
っ
た
。

　
道
祖
神
が
、
太
陽
や
月
で
あ
る
と
し
た
ら
、

周
辺
の
石
た
ち
は
、
無
数
に
あ
る
星
で
あ
り
、

連
な
る
石
の
群
れ
は
天
の
川
で
あ
ろ
う
か
。

空
を
見
る
よ
う
に
地
に
目
を
向
け
た
ら
そ
ん

な
風
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い
。
今
日
は
新

月
、
道
祖
神
は
ど
ん
な
ふ
う
に
見
え
る
か
、

帰
り
に
寄
っ
て
見
よ
う
。

　
一
九
七
二
年
、
私
は
敷
島
町(

現
・
甲
斐
市)

に
あ
る
小
さ

な
本
屋
の
一
人
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
ん
な
環
境
も
あ
っ

て
か
、
物
心
つ
い
て
以
来
、
書
物
を
通
し
て
様
々
な
事
柄
に

出
会
っ
て
き
た
。
丸
石
道
祖
神
と
の
出
会
い
も
関
連
の
書
物

に
よ
っ
て
だ
っ
た
。

　
丸
石
に
つ
い
て
の
最
初
の
記
憶
は
、
小
学
二
年
生
の
と
き

店
に
入
荷
し
た
『
丸
石
神　
庶
民
の
な
か
に
生
き
る
神
の
か

た
ち
』(
木
耳
社)

を
め
ぐ
る
も
の
だ
。

　
店
に
運
送
会
社
の
ト
ラ
ッ
ク
が
や
っ
て
き
て
、
東
京
か
ら

送
ら
れ
て
き
た
雑
誌
や
書
籍
の
入
っ
た
段
ボ
ー
ル
を
下
ろ
し

て
い
く
。
そ
れ
を
開
封
し
、
伝
票
と
引
き
合
わ
せ
る
こ
と
か

ら
書
店
の
一
日
は
は
じ
ま
る
。
そ
の
日
は
、
た
ぶ
ん
両
親
が

そ
の
作
業
を
し
て
い
る
の
を
横
で
見
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

　
段
ボ
ー
ル
箱
か
ら
出
さ
れ
た
、
紙
箱
入
り
の
高
級
感
あ
る

本
。
箱
の
表
面
に
印
刷
さ
れ
た
写
真
を
見
て
驚
い
た
。
卵
の

よ
う
な
丸
い
石
が
い
く
つ
も
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
る
モ
ノ

ク
ロ
の
写
真
。
こ
れ
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
？
子
供
ご
こ
ろ
に

も
好
奇
心
が
沸
た
。
箱
か
ら
本
を
出
そ
う
と
し
た
私
に
今
は

亡
き
父
が
「
大
切
に
扱
う
よ
う
に
」
と
い
う
趣
旨
の
ひ
と
こ

と
を
発
す
る
。
い
つ
も
の
う
ざ
っ
た
い
小
言
を
無
視
し
て
本

を
取
り
出
し
、
開
く
私
。
本
の
中
に
は
多
様
な
丸
石
の
写
真

が
あ
っ
た
。
新
た
な
驚
き
。
と
り
わ
け
カ
ラ
ー
の
写
真
か
ら

は
強
い
衝
撃
を
覚
え
た
。
見
て
い
て
頭
の
中
が
「
？
」
で
い
っ

ぱ
い
に
な
る
。
た
だ
、
丸
い
か
た
ち
か
ら
「
い
た
ず
ら
み
た

い
で
面
白
い
、
子
供
が
作
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
」

な
ど
と
感
じ
た
。

　
母
に
「
こ
れ
は
何
な
の
？
」
と
質
問
し
た
が
「
な
ん
だ
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
神
さ
ま
な
ん
だ
よ
。『
丸
石
神
』
っ

て
書
い
て
あ
る
し
」
と
い
う
程
度
の
要
領
を
得
な
い
回
答
。

小
二
の
子
供
に
は
「
神
さ
ま
」
と
い
う
も
の
自
体
が
理
解
を

超
え
て
い
た
の
で
「
？
」
が
更
に
倍
に
な
っ
た
感
じ
。
写
真

に
写
さ
れ
た
も
の
が
何
な
の
か
わ
か
ら
な
い
モ
ヤ
モ
ヤ
を
抱

え
て
箱
の
中
に
本
を
戻
そ
う
と
し
た
ら
、
本
体
に
か
か
っ
て

い
た
パ
ラ
フ
ィ
ン
紙
を
う
っ
か
り
破
い
て
し
ま
い
、
亡
父
か

ら
「
売
り
物
を
粗
末
に
す
る
な
」
と
ひ
ど
く
怒
ら
れ
た
。

　
い
ま
思
い
出
す
と
な
ん
だ
か
笑
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
そ

れ
が
私
と
丸
石
道
祖
神
の
出
会
い
だ
っ
た
。

「書物を介した丸石道祖神との出会い」一條宣好（敷島書房 店主）

「石が気になる」雨宮千鶴（山梨県立美術館）

さ
て
、
い
よ
い
よ
展
示
が
始
ま
り
石
た
ち
が

会
場
に
あ
り
あ
り
と
存
在
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

・
・
・
・
石
が
色
気
を
出
し
始
め
て
い
る
。

俺
の
丸
さ
加
減
を
み
て
く
れ
よ
、
私
た
ち
っ

て
イ
イ
感
じ
に
積
ま
れ
て
る
で
し
ょ
、
と
実

に
賑
や
か
に
声
を
か
け
て
く
る
彼
ら
。
訪
れ

る
人
々
も
、
石
を
持
っ
た
り
叩
い
た
り
し
て

い
ま
す
。

玩
具
だ
っ
た
石
が
生
活
に
必
要
な
道
具
と
な

り
人
々
を
助
け
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
神
様

に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
ど
ん
な
行
程
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
。

石
と
戯
れ
な
が
ら
、
人
は
石
と
ど
う
や
っ
て

会
話
を
し
て
き
た
の
か
試
し
て
み
ま
し
た
。

・
石
は
固
く
て
重
い

・
石
は
同
じ
色
と
形
が
無
い

・
石
は
固
有
の
温
度
を
持
つ

そ
ん
な
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と

を
発
見
し
た
私
で
す
が
、
発
見
の
裏
に
は
、”

こ
れ
ま
で
思
っ
て
い
た
の
と
違
っ
て
実
際

は”

、
と
い
う
言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
て
い
る
だ
け
だ
と
わ
か
ら
な
い
そ
の
感

覚
、
私
は
踊
り
な
が
ら
、
足
の
裏
と
背
骨
で

感
じ
ま
す
。
目
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
あ
、

そ
の
感
覚
を
誰
か
と
一
緒
に
味
わ
い
た
い
な

あ
。

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

は
訪
れ
た
方
々
と
も
石
を
介
し
て
会
話
し
て

み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か

石
は
神
様
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
オ
ブ

ジ
ェ
と
し
て
飾
ら
れ
る
の
か
、
は
て
ま
た
邪

魔
だ
か
ら
と
ど
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
こ

れ
は
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
、
壮
大

な
実
験
で
も
あ
り
ま
す
。

私
は
石
を
持
っ
て
踊
れ
る
の
か
、
も
検
証
し

て
み
た
い
項
目
の
ひ
と
つ
。
日
ご
ろ
は
ヒ
ラ

リ
と
ク
ル
リ
と
舞
う
こ
と
が
多
い
私
で
す

が
、
今
回
は
石
と
対
峙
す
る
た
め
に
ト
ン
ト

ン
と
踏
ん
で
み
よ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
春
駒
の
映
像
を
見
る
に
つ
け
、
こ
れ
は

舞
で
は
な
く
踏
な
の
で
あ
り
ま
す
。

実
験
が
成
功
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
神
の

み
ぞ
知
る
事
柄
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
に
は

面
白
す
ぎ
る
テ
ー
マ
で
す
。
石
の
上
に
も
三

年
の
つ
も
り
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

ヒラリとなのか、トントンなのか　鈴木つな

　
今
回
は
、
道
祖
神
芸
術
調
査
グ
ル
ー
プ
の
特
別
調
査
員
に
つ
い
て

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。①
本
阿
弥
清
さ
ん
は
、
静
岡
市
清
水
区
在

住
で
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
・
建
築
の
設
計
が
本
職
で
あ
り
な
が
ら
、

美
術
評
論
家
を
し
て
い
る
多
才
な
方
で
あ
る
。
丸
石
神
に
魅
せ
ら
れ

た
美
術
評
論
家
石
子
順
造
や
、
美
術
家
の
小
池
一
誠
（
幻
触
メ
ン

バ
ー
）
の
研
究
も
さ
れ
て
い
る
。
僕
は
静
岡
に
一
〇
年
以
上
住
ん
で

い
た
の
だ
が
、
か
つ
て
本
阿
弥
さ
ん
が
「
虹
の
美
術
館
」
を
運
営
し

て
い
た
と
き
に
発
行
し
た
、
グ
ル
ー
プ
「
幻
触
」
の
対
談
集
を
今
回

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
ち
ょ
う
ど
読
み
返
し
て
い
て
、(

さ
ら

に
僕
は
、
虹
の
美
術
館
も
関
係
す
る
「
わ
た
く
し
美
術
館
」
運
動
も

調
べ
始
め
て
い
た
）
お
声
を
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
阿
弥
さ

ん
は
、
丸
石
を
究
極
の
芸
術
と
し
て
捉
え
る
信
念
を
持
っ
て
い
る
方

だ
。②
四
方
幸
子
さ
ん
は
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
を
専
門
に
す
る
も
幅

広
い
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
学
生
時
代
に

山
梨
県
の
民
俗
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
い
た
り
、
現
在
も

諏
訪
・
八
ヶ
岳
地
域
の
信
仰
と
地
勢
を
リ
サ
ー
チ
し
な
が
ら
「
対
話

と
創
造
の
森
」
を
手
が
け
る
な
ど
、
近
代
的
な
視
点
に
と
ど
ま
ら
な

い
範
囲
で
メ
デ
ィ
ア
や
創
造
に
つ
い
て
の
探
究
を
続
け
て
い
る
。
四

方
さ
ん
に
は
、
二
〇
一
四
年
の
札
幌
国
際
芸
術
祭
、
二
〇
一
六
年
の

茨
城
県
北
芸
術
祭
で
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
分
野
に
止
ま
ら
な
い

大
胆
な
発
想
は
参
加
者
の
方
々
に
面
白
い
影
響
を
与
え
て
く
だ
さ
る

の
で
は
な
い
か
と
お
願
い
し
た
。③
④
中
沢
新
一
さ
ん
と
秘
書
の
野

沢
な
つ
み
さ
ん
。
僕
は
、
二
〇
一
九
年
に
開
催
し
た
石
巻
の

Reborn-Art Festival

に
参
加
し
て
い
た
と
き
に
北
朝
鮮
の
漂
着

船
の
供
養
塔
を
建
て
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
表
し
て
い
て
、

中
沢
新
一
さ
ん
も
参
加
さ
れ
て
い
た
。中
沢
新
一
さ
ん
は
思
想
家
で
、

父
の
厚
さ
ん
が
丸
石
神
や
道
祖
神
の
民
俗
調
査
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と

し
て
お
り
、
中
沢
さ
ん
の
仕
事
の
背
景
に
は
丸
石
神
は
欠
か
せ
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
中
沢
さ
ん
と
は
そ
の
と
き
初
め
て
お
会
い
し

た
の
だ
が
、
僕
の
仕
事
を
評
価
し
て
く
だ
さ
っ
て
面
識
を
持
た
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
、
今
回
山
梨
で
道
祖
神
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う

の
で
ぜ
ひ
に
と
お
願
い
し
た
。
野
沢
な
つ
み
さ
ん
も
山
梨
の
丸
石
神

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
長
年
続
け
て
い
る
方
で
今
回
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
同
行
し
て
い
た
だ
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
豪
華
メ
ン
バ
ー
で
、
リ
サ
ー
チ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
重
ね
て
き
た
。
紙
幅
の
関
係
で
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
内
容
の
話
に
ま
で
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
道
祖
神
と
現
代

に
生
き
る
人
々
と
の
関
係
性
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
新
聞
を
通
し

て
垣
間
見
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

深
澤
孝
史

●
○
わ
た
し
と
道
祖
神
○
●

し
ん
ぶ
ん   

第
四
号

ど
う
　
　 

そ
　
　
　
じ
ん

「
道
祖
神
芸
術
調
査

グ
ル
ー
プ
」
始
動  
そ
の
２



石
の
満
月
（
後
）

黒
田
康
之

道
祖
神
小
説

「
な
あ
、
キ
ス
し
て
い
い
か
。
俺
、
直
ち
ゃ

ん
を
抱
き
し
め
て
キ
ス
を
し
た
か
っ
た
ん

だ
、
ず
っ
と
」

　
昌
彦
の
声
は
真
剣
だ
っ
た
。
直
文
は
そ

の
真
剣
さ
を
背
中
で
感
じ
な
が
ら
そ
の
わ

け
を
聞
い
た
。

　
そ
れ
は
高
校
の
卒
業
式
も
過
ぎ
た
頃

だ
っ
た
。
国
公
立
大
学
の
二
次
試
験
を
終

え
て
家
に
帰
っ
て
き
た
直
文
は
、
何
か
落

ち
着
か
ず
家
を
出
て
、
何
か
に
憑
（
つ
）

か
れ
た
よ
う
に
町
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
と
歩

い
た
。
共
通
一
次
試
験
は
い
い
感
触
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
二
次
試
験
は
難
問
だ
っ

た
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に

私
大
は
い
く
つ
か
受
か
っ
て
は
い
た
が
、

む
し
ろ
追
い
込
ま
れ
た
感
じ
が
し
て
い

た
。

　
昌
彦
の
家
を
今
来
た
よ
う
に
過
ぎ
て
歩

い
て
、
直
文
は
昌
彦
に
会
っ
た
。
昌
彦
は

驚
い
た
顔
を
し
て
「
直
ち
ゃ
ん
」
と
言
っ

た
。
頼
ま
れ
た
届
け
物
を
近
所
の
家
に
届

け
た
帰
り
だ
と
言
っ
た
。
顔
を
合
わ
せ
た

昌
彦
は
「
ど
う
だ
っ
た
」
と
聞
い
た
。
直

文
は
生
返
事
だ
け
を
し
て
、
今
来
た
の
と

同
じ
道
を
歩
い
た
。
そ
う
し
て
こ
の
道
祖

神
場
に
来
て
二
人
は
立
ち
止
ま
っ
た
。
今

の
よ
う
に
街
灯
は
明
る
く
な
く
、
も
し
か

し
た
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

月
の
光
が
は
っ
き
り
と
明
る
か
っ
た
。
も

う
高
校
生
で
も
社
会
人
で
も
な
い
二
人
は

と
り
と
め
も
な
く
将
来
の
夢
を
語
っ
た
。

語
っ
た
が
そ
れ
は
す
で
に
今
の
地
面
と

ぴ
っ
た
り
と
く
っ
つ
い
た
、
明
ら
か
な
予

想
で
し
か
な
か
っ
た
。
二
人
は
そ
の
予
想

を
夢
の
よ
う
に
語
っ
た
の
だ
。
ど
う
で
も

い
い
時
間
は
思
い
が
け
ず
早
く
過
ぎ
た
。

「
じ
ゃ
あ
な
」
と
言
い
、
昌
彦
は
家
路
に

戻
ろ
う
と
し
、
直
文
は
道
祖
神
の
石
垣
に

も
た
れ
て
い
た
。
角
を
曲
が
ろ
う
と
し
て

振
り
返
っ
て
、
昌
彦
は
直
文
の
横
に
た
た

ず
む
女
を
見
た
。
女
は
薄
衣
を
ま
と
っ
た

だ
け
で
直
文
の
横
で
表
情
を
殺
し
た
よ
う

な
冷
た
い
顔
で
立
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く

し
て
女
は
薄
衣
の
袖
を
ふ
わ
ふ
わ
と
動
か

す
と
ゆ
っ
く
り
と
踊
り
始
め
た
。
女
が
踊

り
始
め
る
と
そ
の
軌
跡
を
襦
袢
（
じ
ゅ
ば

ん
）
だ
け
を
着
た
見
知
っ
た
少
女
た
ち
が

そ
れ
に
つ
い
て
踊
り
始
め
た
。

　
裕
子
。
香
代
子
。
道
代
。
直
美
。
宏
美
。

和
子
。
昌
彦
が
知
っ
て
い
る
限
り
の
全
て

の
少
女
た
ち
が
、
直
文
を
囲
ん
で
な
か
ば

裸
身
を
さ
ら
し
な
が
ら
ぐ
る
ぐ
る
と
踊
り

始
め
た
。
早
春
の
空
気
に
少
女
た
ち
の
匂

い
が
風
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
そ
ん
な
に
長

い
時
間
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

呪
縛
は
昌
彦
に
、
自
分
に
と
っ
て
の
直
文

を
確
信
さ
せ
る
に
十
分
な
温
度
と
明
度
を

持
っ
て
い
た
。

　
直
文
と
昌
彦
が
再
会
す
る
老
人
の
葬
儀

ま
で
、
昌
彦
に
と
っ
て
全
て
の
女
は
直
文

だ
っ
た
。
あ
の
ふ
く
よ
か
で
に
こ
や
か
な

奥
さ
ん
す
ら
も
、
あ
の
時
の
直
文
と
思
っ

て
抱
き
三
人
の
子
を
授
か
っ
た
。
幻
影

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
の
瞬
間
の

鮮
や
か
さ
は
昌
彦
を
三
十
七
年
も
呪
縛
し

た
の
だ
。
昌
彦
の
体
温
と
酒
の
匂
い
の
す

る
呼
気
に
、
直
文
と
い
う
樹
木
の
根
に
絡

み
つ
く
大
き
な
丸
石
を
感
じ
た
。

　
昌
彦
は
直
文
の
首
筋
に
顔
を
う
ず
め
、

優
し
く
口
づ
け
を
し
た
。
直
文
は
静
か
に

昌
彦
を
振
り
解
い
た
。
そ
う
し
て
「
俺
は

俺
の
妻
を
愛
し
、
子
ど
も
を
授
か
り
、
そ

う
し
て
育
て
た
」
と
、
満
月
よ
り
も
や
や

痩
せ
た
今
の
月
を
見
上
げ
た
。

　
そ
れ
か
ら
二
人
は
ふ
ら
つ
き
な
が
ら
直

文
の
家
へ
と
歩
い
た
。
家
に
着
く
と
直
文

は
軽
く
手
を
振
り
、
昌
彦
は
軽
く
会
釈
を

し
て
道
を
戻
っ
た
。

「
そ
う
か
。
満
月
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」

　
直
文
は
一
九
八
五
年
三
月
五
日
の
月
を

心
に
浮
べ
た
。

　
家
に
着
い
て
、
直
文
は
長
男
と
妻
か
ら

の
着
信
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　筆者は釈迦堂遺跡博物館で学芸員をしてい
たころ地元の勝沼町と一宮町にある石仏に興
味を持ち調査したことがある。釈迦堂遺跡群
は中央道建設工事に伴い発掘調査が行われた
遺跡群で主に縄文時代の土器・土偶が大量に
出土して話題になった。さらにあまり注目さ
れていないが石器類も出土し、その中に丸石
と呼ばれる石や石棒も多く出土している。丸
石や石棒、さらに土偶は縄文時代の祭祀の道
具とされていて現代の民間信仰のもとになっ
ているとも考えられている。そのことが筆者
を石仏調査へと誘ったのである。
　手始めに地元にある石尊さんの位置を住宅
地図にプロットするというアナログな調査方
法を始めた。その調査中に道祖神にたびたび
遭遇するのである。その数の多さは石尊さん
の比ではなかった。いたるところに道祖神は
あり、所によってはゴミ収集場所の隣であっ
たり自動販売機の脇にひっそりあったり、し
かし確かな存在感で鎮座していたのである。
　そもそも道祖神は村境、峠などの路傍にあっ
て外来の疫病や悪霊を防ぐ神でのちには縁結
びの神、旅行安全の神、子どもと親しい神と
される。つまり我々のもっとも近くにいる神
であり、最も親しい神である。様々な役割を
持った神であるが特に決まった形はない。時
には丸い石であり、場所によって小さな社に

納められている場合もある。それだけに時代
の変遷とともに忘れさられそうになっている。
筆者はこの機会に道祖神について何らかの形
で記録しなければならないと危機感を持って
いる。しかし、本来は口伝で代々伝わってき
た道祖神の祭礼を記録していいのか、さらに
正確に記録できるのかという葛藤もあった。
そこで再度、道祖神について調べ直してみる
ことにした。その調査中に「ミシャグジ」と
いう神に出会ったのである。
　「ミシャグジ」とは中部地方を中心に関東・
近畿地方の一部に広がる民間信仰（ミシャグ
ジ信仰）で祀られる神である。長野県にある
諏訪地域はその震源地とされており、実際に
は諏訪大社の信仰（諏訪信仰）に関わってい
ると考えられる。全国各地にある霊石を神体
として祀る石神信仰や、塞の神・道祖神信仰
と関連があるとも考えられる。「ミシャグジ」
の発音は「サク」「シャグ」「サグ」「サコ」「サ
ゴ」「ショゴ」「ミシャグチ」「サグジ」「ミサクジ」
「ミサグチ」「シャクジン」「シュクジン」「シュ
クジ」「シュクシ」「シキジン」「シキジ」など。
さらに「御左口神」「御社宮神」「御射宮司」「御
社宮司」「御作神」「石護神」「石神井」「宿神」
などと表記する。当て字と漢字の組み合わせ
も大変多く 200 以上もあるといわれている。
ちなみにかつての釈迦堂遺跡群の一つで現在

は中央道釈迦堂パーキングエリア上り線に
なっている場所は三口神平（さんこうじんだ
いら）と呼ばれている場所であるが、三口神
はミシャグジとも読む。このことからミシャ
グジ信仰の場とも考えられ、また「ミシャグジ」
がなまって釈迦堂となったとも考えられてい
る。長野県750社、山梨県160社、静岡県233社、
愛知県 229 社、三重県 140 社、岐阜県 116 社、
滋賀県 228 社ある。長野県の「ミシャグジ」
をさらに細かく分類すると諏訪 109 社、上伊
那 105 社、下伊那 36 社、小県 104 社などが多
い郡であるという。そのほか関東各県にも見
られる。
　「ミシャグジ」の研究は藤森栄一・今井野菊・
宮坂光昭らがはじめ、これを野本三吉、北村
皆雄、田中基の３人が古部族研究会を作り継
承し「古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究」（古
部族研究会　人間社文庫）をまとめた。この
研究で「ミシャグジ」と石棒や石皿との関係
が明らかになった。今井野菊の実地踏査で古
木の根元に石棒を祀るのが最も典型的な「ミ
シャグジ」のあり方であることが判明した。
このことから、「ミシャグジ」は木に降りて、
石に宿る神霊と信じられていたと考えられる。
北村皆雄は、「ミシャグジ」の神体となってい
る石棒や石皿のほとんどが縄文中期のもので
あると指摘し、石棒は本来のミシャグジの神

体ではなかったとする説に対して、ミシャグ
ジ信仰のルーツを縄文中期の地母神信仰に求
め、石棒の中にその信仰的胚珠をもっていた
と捉えた。いっぽう宮坂は神木・石棒信仰を
古代の蛇信仰と結びつけ（神木 -蛇 - 男根 -石
棒）、諏訪大社の龍蛇信仰はやはり縄文中期に
遡るといわれるミシャグジ（石棒）信仰と繋
がっていると考えた。
　長野県から山梨県には縄文時代の遺跡が多
く見つかっている。以上のことから筆者は「ミ
シャグジ」とは縄文時代からある民間信仰で、
木や石に神がおりてきて、それを媒介として
祈りを捧げてきた対象であったと考える。こ
のミシャグジ信仰が後に諏訪信仰とかかわり
を持つようになっていったのであろう。前述
のとおりミシャグジ信仰は霊石を神体として
祀る石神信仰や、塞の神・道祖神信仰と関連
があると考えられてきた。しかし厳密にいえ
ばミシャグジ信仰と道祖神は似て非なるもの
であり、別の神である。いずれも我々の近く
に存在し庶民の様々な願いを叶える神として
あり続けてきたことは間違いなく、これから
も一番近くにいる神であり続けることであろ
う。

「ミシャグジ」について 芹沢昇

　
道
祖
神
と
の
最
初
の
思
い
出
が
い
つ
の
頃
に
な
る

の
か
、
定
か
で
は
な
い
。
在
野
の
民
俗
学
者
で
あ
っ

た
父
親
の
書
斎
に
は
、
ど
こ
か
か
ら
拾
っ
て
き
た
石

棒
や
丸
石
が
、
山
積
み
に
な
っ
た
写
真
や
資
料
と
共

に
置
か
れ
て
い
た
。
部
屋
は
い
つ
も
薄
暗
く
、
光
が

射
し
込
む
と
埃
が
キ
ラ
キ
ラ
と
舞
っ
て
い
た
。
そ
の

傍
ら
で
、
石
は
ま
る
で
ひ
っ
そ
り
と
息
を
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
、
静
か
な
気
配
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
襖

の
隙
間
か
ら
の
ぞ
く
と
、
そ
の
奥
に
背
中
を
丸
め
た

父
親
が
熱
心
に
机
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
父
親
が
民
俗
学
の
道
に
入
っ
た
の
は
、
幸
運
な
偶

然
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
学
生
時
代
か
ら
登
山
を
愛

好
し
て
い
た
父
が
、
あ
る
日
尾
瀬
に
出
か
け
た
際
、

山
小
屋
に
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
武
田
久
吉
先
生
と

知
遇
を
得
た
の
だ
。
登
山
家
で
、
植
物
学
者
で
、
民

俗
学
に
も
精
通
し
て
い
た
武
田
先
生
と
親
し
く
な
っ

た
父
は
、
戦
前
か
ら
様
々
な
調
査
に
同
行
さ
せ
て
も

ら
い
、
そ
の
中
で
調
査
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
の
だ

と
い
う
。
一
緒
に
山
に
登
り
高
山
植
物
の
精
密
な
記

録
や
採
集
調
査
を
行
な
っ
て
、
里
に
お
り
て
く
る
と

今
度
は
同
じ
態
度
を
道
祖
神
に
向
け
る
。
イ
ギ
リ
ス

人
外
交
官
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
息
子
で
、
イ
ギ

リ
ス
の
大
学
で
植
物
学
の
研
究
を
し
て
い
た
武
田
先

生
は
、
当
時
興
っ
た
柳
田
國
男
の
民
俗
学
と
は
少
し

異
な
る
研
究
態
度
で
道
祖
神
に
向
き
合
っ
て
い
た
。

曰
く
、「
柳
田
君
の
民
俗
学
は
少
し
文
学
的
す
ぎ
る
」。

武
田
先
生
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
も
触
れ
て
い
た

「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
を
、
あ
く
ま
で
も
科
学
と
し
て
、

そ
こ
に
あ
る
も
の
の
姿
を
そ
の
ま
ま
記
録
す
る
、
と

い
う
態
度
を
重
ん
じ
て
い
た
。
記
録
の
基
本
は
客
観

的
な
写
真
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
判
断
を
交
え
る

こ
と
な
く
淡
々
と
事
実
を
積
み
重
ね
、
そ
の
先
に
浮

か
び
上
が
る
も
の
を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
い
た
の

だ
。
こ
の
態
度
は
、
父
の
中
に
も
生
涯
に
渡
っ
て
生

き
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
ふ
た
り
は
、
山
梨
県

全
域
を
歩
き
ま
わ
り
、道
祖
神
の
調
査
を
行
な
っ
た
。

こ
の
活
動
は
戦
時
下
も
行
わ
れ
、
外
国
の
顔
立
ち
を

し
た
武
田
先
生
と
父
の
取
り
合
わ
せ
は
、
ス
パ
イ
の

諜
報
活
動
を
疑
わ
れ
、
幾
度
か
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た

こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　

　
戦
後
に
な
り
、私
が
生
ま
れ
、一
時
熱
心
に
行
な
っ

て
い
た
政
治
運
動
に
翳
り
が
見
え
は
じ
め
た
頃
、
ふ

た
た
び
父
の
中
に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
が
、
こ
の

民
俗
学
だ
っ
た
。
武
田
先
生
か
ら
の
誘
い
も
あ
り
、

私
が
高
校
に
あ
が
る
頃
に
な
る
と
本
格
的
な
道
祖
神

調
査
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
石
仏
協
会
や

山
梨
の
郷
土
史
研
究
会
に
も
所
属
し
て
同
じ
在
野
の

研
究
者
間
の
交
流
も
生
ま
れ
て
い
た
。
休
み
の
日
に

な
る
と
私
も
調
査
に
狩
り
だ
さ
れ
、
自
転
車
と
バ
ス

を
乗
り
継
い
で
村
々
を
調
査
し
て
ま
わ
っ
た
も
の

だ
っ
た
。
夢
中
に
な
っ
て
、
日
に
一
本
し
か
な
い
バ

ス
を
乗
り
過
ご
し
、
見
知
ら
ぬ
民
家
に
宿
を
借
り
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

　
道
祖
神
場
に
つ
く
と
、
ま
ず
は
掃
除
が
始
ま
る
。

周
り
の
草
を
抜
き
、
苔
を
落
と
し
て
道
祖
神
を
き
れ

い
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
手
を
合
わ
せ
、
場

所
と
写
真
、
彫
ら
れ
た
文
字
な
ど
を
記
録
す
る
。
カ

メ
ラ
は
小
西
六
（
の
ち
の
コ
ニ
カ
）
の
白
黒
の
フ
ィ

ル
ム
だ
っ
た
。写
真
の
枚
数
に
は
制
限
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
ぞ
と
い
う
道
祖
神
を
決
め
た
ら
一
時
間
も
か
け

て
構
図
を
決
め
、
そ
の
間
に
近
所
の
人
が
出
て
く
る

と
熱
心
に
話
を
き
い
て
い
た
。
武
田
先
生
か
ら
教
え

を
受
け
た
客
観
的
態
度
を
も
っ
て
記
録
を
積
み
重

ね
、
数
十
年
に
渡
る
調
査
の
記
録
は
『
山
梨
県
の
道

祖
神
』（
有
峰
書
店
、
一
九
七
三
年
）
と
い
う
書
籍

と
な
っ
て
い
る
（
の
ち
に
『
石
に
や
ど
る
も
の
』（
平

凡
社
、
一
九
八
八
年
）
に
収
録
）。

　
数
多
く
の
道
祖
神
を
知
る
に
つ
れ
て
、
父
の
中
に

不
思
議
と
迫
っ
て
く
る
存
在
が
あ
っ
た
。そ
れ
が「
丸

石
神
」
で
あ
る
。
丸
石
は
謎
に
満
ち
て
い
る
。
具
象

的
で
人
間
的
で
あ
る
双
体
道
祖
神
や
、
陽
石
、
文
字

の
刻
ま
れ
た
板
碑
な
ど
の
存
在
は
、
調
査
を
重
ね
て

い
く
と
あ
る
程
度
の
類
型
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
、
そ
こ
か
ら
来
歴
な
ど
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
丸
石
は
道
祖
神
と
し
て
人
々
に
寄
り

添
い
な
が
ら
も
、
抽
象
的
で
、
人
間
の
理
解
を
超
え

る
よ
う
な
、
非
人
間
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
の
だ
。こ
の
不
思
議
な
存
在
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

丸
石
を
思
う
時
、
父
は
人
類
の
心
に
や
ど
る
、
大
き

な
謎
に
手
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
構
成
・
野
沢
な
つ
み
）

中
沢
新
一
（
特
別
調
査
員
）

丸
石
に
や
ど
る
も
の


