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14
話

▲大山のもひとり神事

▲神仏の加護を受けた牛たち

　

今
回
よ
り
第
４
章
、『
裾
野
に
広
が
る
「
大

山
信
仰
」』
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

大
山
信
仰
と
水

　

大
山
の
裾
野
に
住
む
私
た
ち
は
、
大
山
が

も
た
ら
す
水
の
恵
み
を
ご
く
当
た
り
前
の

よ
う
に
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
水

は
大
山
の
ブ
ナ
林
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か

な
自
然
が
あ
っ
て
こ
そ
の
産
物
で
す
。

選
ば
れ
し
僧
侶
の
修
行
・
弥み

せ
ん
ぜ
ん
じ
ょ
う

山
禅
定

　

大
山
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
修
行
に
、
弥
山

禅
定
が
あ
り
ま
す
。
年
番
で
選
ば
れ
た
僧
侶

２
人
が
旧
暦
５
月
か
ら
法
華
経
写
経
を
始

め
、
旧
暦
６
月
14

日
夕
方
に
先
達
と
と
も
に

大
山
山
頂
に
登
り
、
山
上
の
池
で
写
経
し
た

法
華
経
を
経
筒
に
納
め
、
前
年
に
納
め
ら
れ

た
法
華
経
、
霊
水
、
薬
草
を
持
ち
帰
り
ま
す
。

薬
草
や
霊
水
な
ど
は
、
下
山
後
、
信
徒
に

配
ら
れ
ま
し
た
。
池
の
水
を
汲
む
た
め
に

使
わ
れ
て
い
た
約
３
３
０
年
前
の
浄
水
器

「
閼あ

か

お

け

伽
桶
（
閼
伽
と
は
神
仏
に
捧
げ
る
水
）」

が
、
米
子
市
立
山
陰
歴
史
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
寺
が
規
制
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
大
山
は
弥
山
禅
定
修
行
僧
２
人
と
先

達
の
僧
侶
２
～
３
人
と
い
う
、
ご
く
限
ら
れ

た
人
し
か
登
る
こ
と
が
で
き
な
い
山
で
し

た
。
人
が
踏
み
入
る
こ
と
の
な
い
道
な
き
道

を
進
む
の
は
、
さ
ぞ
厳
し
い
修
行
だ
っ
た

こ
と
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
大
山
は
長
い
間
、

一
般
の
人
が
入
山
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
、

豊
か
な
自
然
が
残
り
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
山
登
山
が
盛
ん
に
な
り
、
楽
し

ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
山
の
裾
野

に
住
む
多
く
の
方
は
、
一
度
は
大
山
登
山
の

経
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
一
方
で
頂
上
の
裸
地
化
が
進
ん
だ
と
い

う
一
面
も
あ
り
ま
す
。

　

町
内
各
小
学
校
で
は
、
学
校
行
事
で
大
山

登
山
を
し
て
お
り
、
一
木
一
石
運
動
な
ど
、

大
山
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
経
過
を
、
次
世
代

の
子
ど
も
た
ち
も
学
ん
で
い
ま
す
。

大
山
の
も
ひ
と
り
神
事

　

さ
て
、
大
山
寺
の
弥
山
禅
定
は
、
大
山
寺

が
廃
仏
毀
釈
で
明
治
8

年
に
廃
寺
と
な
っ

た
後
に
、
大
神
山
神
社
奥
宮
の
神
事
と
し
て

引
き
継
が
れ
、
今
に
伝
わ
り
ま
す
。

　

も
ひ
と
り
の「
も
ひ
」は
、水
を
表
し
ま
す
。

７
月
14

日
に
奥
宮
で
お
祓
い
（
夕
祭
）
が
行

わ
れ
ま
す
。
15

日
深
夜
１
時
半
頃
、
安
全
祈

願
を
こ
め
た
派
遣
祭
が
行
わ
れ
、
神
官
ら
が

大
山
山
頂
に
登
り
、
山
上
の
池
で
祝
詞
を

あ
げ
（
頂
上
祭
）、
霊
水
を
汲
み
と
り
、
ヒ

ト
ツ
バ
ヨ
モ
ギ
を
刈
り
取
っ
て
持
ち
帰
り
、

社
殿
の
神

し

ん

せ

ん饌
と
し
て
供
え
た
後
、
こ
の
霊
水

と
薬
草
は
参
詣
者
に
分
け
与
え
ら
れ
ま
す
。

薬
草
は
牛
に
食
べ
さ
せ
る
と
良
い
と
の
信

仰
か
ら
、
持
ち
帰
っ
て
牛
に
食
べ
さ
せ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。

　

大
山
山
頂
で
霊
水
と
薬
草
を
採
取
す
る

と
い
う
、
大
山
の
原
初
信
仰
を
残
し
て
い
る

点
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
大
き
な
変
化
を
受
け

な
が
ら
も
行
事
が
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て

い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
平
成

24

年
2

月
24

日
に
鳥
取
県
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
も
ひ
と
り
神
事
は
、
7

月
14

日
に

神
楽
や
舞
が
披
露
さ
れ
、
15

日
に
御
神
水
が

配
布
さ
れ
る
な
ど
、
大
山
開
山
１
３
０
０
年

祭
を
記
念
し
た
特
別
版
で
行
わ
れ
る
予
定

で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
、
現
在
に
伝
わ

る
大
山
信
仰
の
一
つ
の
面
影
を
感
じ
と
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

塩
原
の
大
山
供
養
田
植

　

広
島
県
庄
原
市
に
伝
わ
る
「
塩
原
の
大
山

供
養
田
植
」
が
５
月
27

日
に
行
わ
れ
、
大
山

信
仰
の
繋
が
り
か
ら
、
鷲
見
教
育
長
が
地
元

保
存
会
か
ら
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
植
踊
り
・
供
養
行
事
・
代し

ろ

か掻
き
・
太
鼓

田
植
・
お
札
納
め
の
五
行
事
か
ら
構
成
さ
れ

ま
す
。
神
仏
両
方
の
祈
祷
を
受
け
た
牛
が
田

に
入
り
、
か
き
て
の
先
導
で
田
を
歩
き
廻

る
「
代
掻
き
」
は
往
時
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
多
く
の
方
が
見

学
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

保
存
会
の
方
は
「（
今
の
牛
は
）
田
に
入

る
経
験
が
な
い
た
め
、
慣
れ
さ
せ
る
の
が
大

変
だ
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
山
信
仰
に
基
づ
く
民
俗
行
事
が
現
在

ま
で
伝
わ
り
、
さ
ら
に
未
来
へ
と
引
き
継
が

れ
る
こ
と
の
尊
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。（
人
権
・
社
会
教
育
課　

文
化
財
室
）


