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田
の
神

　
今
ぐ
ら
い
の
時
期
、
毎
年
の
よ
う
に
田

の
神
に
つ
い
て
の
依
頼
が
２
、
３
件
あ
る
。

「
田
の
神
を
見
ら
れ
る
場
所
の
所
在
と
、

田
の
神
像
に
つ
い
て
の
資
料
を
送
っ
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
内
容
だ
。
そ
し
て
そ
の

依
頼
人
の
多
く
は
、
写
真
家
で
あ
っ
た
り

す
る
。
写
真
家
に
と
っ
て
は
、
青
々
と
広

が
る
田
ん
ぼ
を
背
景
に
し
た
田
の
神
の
姿

が
魅
力
的
で
あ
る
よ
う
だ
。

　
我
々
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
田

の
神
は
、
全
国
的
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
特
異
な
形
態
の
田
の
神
像
を
作

り
、
祭
っ
て
い
る
の
は
、
鹿
児
島
県
と
宮

崎
県
 諸
県
 地
方
、
つ
ま
り
藩
政
時
代
に
島

も
ろ
か
た

津
氏
が
治
め
て
い
た
地
域
に
限
ら
れ
る
。

私
た
ち
が
普
段
目
に
す
る
田
の
神
像
は
、

郷
土
が
生
み
出
し
た
独
自
の
文
化
な
の
で
あ

る
。

　
江
戸
時
代
中
期
の
１
７
０
０
年
ご
ろ
か

ら
、
全
国
の
各
藩
が
開
田
を
進
め
、
増
収

を
図
る
よ
う
に
な
る
。
薩
摩
藩
も
ま
た
、

こ
の
頃
領
内
各
地
の
開
田
事
業
を
積
極
的

に
行
っ
た
。
そ
し
て
、
水
路
の
安
全
を

願
っ
て
水
神
を
祭
り
、
豊
作
を
願
っ
て
田

の
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
田
の
神
像
は
、 真
言
宗
 の
 修
験
者
 、
す

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う
 
し
ゅ
げ
ん
じ
ゃ

な
わ
ち
 山
伏
 に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も

や
ま
ぶ
し

の
だ
と
い
う
。
当
時
、
山
伏
は
庶
民
の
生

活
に
密
着
し
た
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
一

般
の
農
民
に
厚
く
支
持
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
修
行
の
た
め
各
地
を
歩
き
回
っ
た

山
伏
は
、
各
地
の
農
業
を
見
て
回
り
、
地

域
に
見
聞
を
広
め
て
い
っ
た
。
山
伏
は
時

と
し
て
、
農
業
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
多
く
の
田
の
神
像
が
、
山
伏
の

姿
を
連
想
さ
せ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。

　
ち
な
み
に
、
田
の
神
は
頭
か
ら
こ
し
き

を
被
っ
て
、 杓
子
 と
す
り
こ
ぎ
を
持
っ
て

し
ゃ
く
し

い
る
の
が
一
般
的
な
正
面
の
姿
で
あ
る
が
、

背
後
の
姿
は
、
男
性
の
性
器
が
表
さ
れ
て

い
る
。
命
を
産
み
出
す
も
の
を
神
聖
化
し
、

敬
う
日
本
古
来
の
精
神
は
、
こ
こ
に
も
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　
昭
和
　
年
度
に
大
崎
町
教
育
委
員
会
が

５９

行
っ
た
調
査
で
は
、
町
内
に
　
体
の
像
が

７７

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
調
査
漏
れ
の
も
の

が
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
し
て
い
る
。
な

お
、
田
中
集
落
の
田
ん
ぼ
に
設
置
さ
れ
て

い
る
田
の
神
像
は
、
町
内
で
最
も
古
く
、

文
化
　
年
（
１
８
１
４
年
）
に
作
ら
れ
た

１１

も
の
で
あ
る
。

　
田
中
集
落
の
新
越
家
に
祭
ら
れ
て
い
る

田
の
神
像
と
立
小
野
に
あ
る
お
坊
さ
ん
の

姿
を
し
た
田
の
神
像
は
、
町
の
指
定
を
受

け
て
い
る
。

　
今
か
ら
８
年
前
に
田
の
神
像
の
写
真
撮

影
の
た
め
来
町
し
た
写
真
家
の
 榊
 
さ
か
き

 晃
  弘
 氏

あ
き
 ひ
ろ

の
言
葉
が
、
今
で
も
印
象
的
に
私
の
心
に

残
っ
て
い
る
。

　「
各
地
で
田
の
神
の
写
真
を
撮
っ
て
い

る
と
、
面
白
い
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
表
情
が
違
い
ま
す
ね
。
悲
し
い
顔
が

多
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
す
ま
し
た
顔
が

多
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
…
。
当
時
の
地
域

性
と
か
、
そ
の
地
域
の
社
会
背
景
と
か
が
、

表
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。」

　
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
通
し
た
写
真
家
の
目

は
、
田
の
神
の
表
情
を
鋭
く
 捉
 え
て
い
る
。

と
ら

田
の
神
の
表
情
に
当
時
の
社
会
性
や
地
域

性
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
民
俗
学

的
に
も
面
白
い
。

　「
大
崎
町
の
田
の
神
像
は
、
ど
の
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
？
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、

榊
氏
は
少
し
興
奮
気
味
に
答
え
た
。

　「
本
当
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
が
多
い
で

す
ね
。
田
の
神
も
あ
ど
け
な
い
表
情
を
し

て
い
ま
す
ね
。
き
っ
と
大
崎
町
の
方
々
は

お
も
し
ろ
く
て
、
優
し
い
人
が
多
い
の
で

し
ょ
う
ね
。」

　
今
年
の
春
も
ま
た
、
町
内
各
地
に
田
の

神
が
降
り
て
き
た
。
秋
が
終
わ
り
、
山
に

帰
る
ま
で
の
間
、
そ
の
愛
ら
し
い
眼
差
し

で
、
稲
の
成
長
を
見
守
り
続
け
る
。

【
大
崎
町
埋
蔵
文
化
財
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門
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内
村
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歴史を歩く　⑤
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「田の神さぁ」


