
野神神社境内にある新田義貞の妻・勾当内侍の墓。

勝楽寺城跡から湖東の平野を眺める。

さ
い
な

よ
し
あ
き
ら

こ
う
と
う
の

な
い
し

ま
つ

し
の

　
こ
の
清
滝
と
柏
原
を
結
ぶ
旧
道
の
山
中
に
道

誉
に
斬
ら
れ
た
北
畠
具
行
の
供
養
塔
が
あ
る
。

具
行
は
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
謀
議
に
加
わ
り
、

捕
ら
え
ら
れ
て
鎌
倉
に
送
ら
れ
る
途
中
、幕
府
の

命
令
で
こ
こ
で
道
誉
に
斬
ら
れ
た
の
だ
が
、道
誉

は
こ
の
笛
の
名
手
で
あ
る
公
家
の
毅
然
と
し
た

姿
に
感
銘
を
受
け
、幕
府
に
助
命
嘆
願
ま
で
し

て
い
る
。《
国
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
べ
き

か
、具
行
卿
に
教
え
ら
れ
た
》と
さ
え
思
っ
て
い
た

の
だ
。万
事
、人
を
食
っ
た
体
の
道
誉
だ
っ
た
が
、

具
行
に
は
敬
意
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、斬
首
し

た
具
行
を
徳
源
院
の
京
極
家
の
墓
所
に
埋
葬
し

て
お
り
、墓
所
の
片
隅
に
今
も
具
行
の
墓
石
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　
佐
々
木
本
家
の
六
角
氏
の
居
城
は
代
々
、観
音

寺
城
だ
っ
た
が
、京
極
氏
は
城
を
何
度
か
替
え
て

い
て
、道
誉
の
と
き
甲
良
荘
に
も
新
し
い
城
を
築

い
た
。勝
楽
寺
城
で
あ
る
。

か
ら
京
極
を
名
乗
る
。道
誉
は
こ
の
氏
信
の
曾

孫
で
あ
り
、道
誉
の
こ
ろ
の
京
極
家
は
本
家
六
角

家
を
凌
ぐ
勢
い
に
な
っ
て
い
た
。

　
佐
々
木
道
誉
は
権
力
に
媚
び
ず
自
ら
の
道
理

で
生
き
、「
ば
さ
ら
大
名
」の
異
名
を
も
つ
。作
品

の
中
で
尊
氏
が
道
誉
に「
ば
さ
ら
と
は
な
ん
だ
」

と
問
う
と
、道
誉
は「
毀
し
た
い
と
思
う
男
の
こ

と
だ
」と
言
う
。《
習
慣
や
前
例
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
、毀
》そ
う
と
す
る
者
た
ち
が
登
場
し
た
時

代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。一
般
的
に「
ば
さ
ら
」と
は

派
手
に
振
る
舞
い
、傍
若
無
人
な
こ
と
を
い
う
。

し
か
し
、道
誉
は
一
方
で
和
歌
や
連
歌
に
も
長
け

た
風
流
人
だ
っ
た
。殊
に
近
江
猿
楽
へ
の
理
解
は

深
く
、援
助
も
惜
し
ま
ず
幼
い
犬
王
や
観
世
丸

を
一
忠
と
と
も
に
、そ
れ
ぞ
れ
、後
の
道
阿
、観
阿

弥
と
い
う
一
人
前
の
役
者
に
育
て
上
げ
て
い
る
。

　
話
は
、六
波
羅
探
題
北
条
仲
時
一
行
四
百
三

十
余
人
が
道
誉
の
領
国
近
江
番
場
で
退
路
を
断

た
れ
、蓮
華
寺
で
自
害
し
て
果
て
た
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
る
。足
利
尊
氏
の
反
旗
で
京
か
ら
鎌
倉
に

逃
げ
る
途
中
だ
っ
た
。道
誉
は
柏
原
の
城
近
く
の

陣
で
こ
の
知
ら
せ
を
受
け
る
。

　
番
場
は
中
山
道
六
十
二
番
目
の
宿
駅
。仲
時

が
逃
げ
て
き
た
こ
ろ
の
呼
称
は
東
山
道
で
あ
る
。

山
に
囲
ま
れ
た
一
筋
の
道
の
両
側
に
民
家
が
並

び
、宿
場
の
風
情
は
今
も
残
る
。ち
な
み
に
、東

山
道
の
宿
駅
が
あ
っ
た
の
は
現
在
、西
番
場
と

言
っ
て
い
る
地
で
、中
山
道
に
な
っ
て
か
ら
宿
駅
は

東
番
場
に
移
っ
て
い
る
。

　
蓮
華
寺
は
こ
の
集
落
の
中
ほ
ど
に
あ
る
。本
堂

右
手
の
坂
の
中
腹
に
並
ぶ
夥
し
い
数
の
五
輪
塔
。

　《
柏
原
は
山
中
と
い

う
感
じ
が
あ
っ
た
が
、こ

こ（
甲
良
）は
近
江
の
ほ

ぼ
中
央
に
あ
た
り
、ゆ

る
や
か
な
台
地
と
な
っ

て
い
た
》

　
勝
楽
寺
は
道
誉
が
開

山
し
、四
十
一
歳
か
ら

七
十
八
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
す
ご
し
、今
も
こ

こ
に
眠
る
。道
誉
に
と
っ

て
永
遠
の
安
ら
ぎ
の
地

だ
っ
た
の
だ
。能
役
者
の

一
忠
の《
近
江
も
、な
か

な
か
よ
い
土
地
で
す
。つ
ら
さ
も
哀
し
さ
も
呑
み

こ
ん
で
し
ま
う
、琵
琶
湖
を
抱
い
て
お
り
ま
す
か

ら
な
》の
言
葉
は
、そ
の
ま
ま
道
誉
も
思
う
こ
と

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
勝
楽
寺
城
は
勝
楽
寺
の
裏
山
に
あ
っ
た
。わ

ず
か
に
遺
構
が
確
認
で
き
る
標
高
三
一
七
メ
ー

ト
ル
の
山
上
か
ら
は
湖
東
平
野
が
眼
前
に
広
が

る
。道
誉
は
一
三
三
七
年
に
こ
こ
に
館
を
置
き
、

一
三
六
八
年
に
山
上
に
城
を
築
い
た
と
さ
れ
る
。

勝
楽
寺
城
は
戦
略
上
だ
け
で
な
く
、こ
の
風
景

も
道
誉
に
と
っ
て
魅
力
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　
後
醍
醐
天
皇
に
楯
突
い
た
足
利
尊
氏
は
、長
い

間
、歴
史
の
中
で
は
タ
ブ
ー
の
人
物
で
あ
っ
た
。彼

自
身
は
天
皇
を
神
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。が
、現

実
に
は
逆
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。《
俺
の
名
は
、逆
臣

と
し
て
残
る
か
も
》し
れ
な
い
。そ
れ
を
思
う
と

尊
氏
は
し
ば
し
ば
ふ
さ
ぎ
の
虫
に
取
り
つ
か
れ

仲
時
軍
の
兵
士
た
ち
の
墓
で
あ
る
。寺
に
は
当
時

の
住
職
が
記
し
た
武
士
た
ち
の
過
去
帳
も
伝
え

ら
れ
、国
の
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い

る
。

　
柏
原
の
城
は
番
場
の
北
東
十
キ
ロ
ほ
ど
の
清

滝
に
あ
っ
た
。現
在
、京
極
氏
菩
提
寺
清
瀧
寺
徳

源
院
の
あ
る
辺
り
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。清
瀧
寺
は
道
誉
の
曽
祖
父
氏
信
が
創
建
。

江
戸
時
代
、二
十
二
世
高
豊
が
、付
近
に
散
在
し

て
い
た
氏
信
以
下
京
極
家
歴
代
の
宝
篋
印
塔
を

集
め
て
整
備
し
た
の
が
現
在
の
墓
所
で
あ
る
。秋

は
庭
園
の
紅
葉
が
こ
と
の
ほ
か
美
し
い
。
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た
。人
間
と
し
て
の
ま
こ
と
に
苛
ま
れ
葛
藤
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、尊
氏
は
結
局
、背
中
の
腫
瘍
が

も
と
で
死
ぬ
の
だ
が
、道
誉
に
は
晩
年
の
尊
氏
が

大
き
な
大
き
な
人
物
に
見
え
た
。

　
作
品
は
尊
氏
が
死
に
、息
子
の
義
詮
に
子
が

生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。道
誉
は
、こ
の
赤

子
は
尊
氏
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
だ
と
思
う
。な

ら
ば
、こ
の
子
の
た
め
に
も
う
ひ
と
芝
居
す
る
の

も
悪
く
な
い
、と
思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
尊
氏
と

戦
っ
た
新
田
義
貞
が
越
前
藤
島
で
戦
死
し
た
と

き
、（
こ
の
作
品
で
は
記
述
は
な
い
が
）妻
の
勾
当

内
侍
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
琵
琶
湖
に
身
を
投
げ

た
と
伝
わ
る
。大
津
市
堅
田
の
野
神
神
社
は
内

侍
を
祀
り
、彼
女
を
偲
ぶ
野
神
祭
り
が
今
年
は

十
月
十
六
日
に
執
り
行
わ
れ
る
。

※
登
場
人
物
の
名
前
は
、小
説
の
表
記
に
準
じ
て
い
ま
す
。

北
方
謙
三『
道
誉
な
り
』

平
成
７
年
12
月
中
央
公
論
社
刊

※
本
稿
は
平
成
11
年
2
月
発
行
文
庫
本
に
よ
っ
た

近江の文学風景

　
元
弘
三（
一
三
三
三
）年
、鎌
倉
幕
府
が
滅
ん

だ
。そ
の
後「
建
武
の
新
政
」と
呼
ば
れ
る
後
醍

醐
天
皇
の
親
政
が
始
ま
っ
た
が
、倒
幕
の
主
力

だ
っ
た
武
士
を
無
視
し
た
天
皇
の
政
治
は
武
士

の
反
感
を
買
い
、三
年
足
ら
ず
で
崩
壊
。反
旗
を

翻
し
た
中
心
人
物
が
鎌
倉
幕
府
の
有
力
御
家
人

で
あ
っ
た《
名
門
の
惣
領
》足
利
尊
氏
で
あ
り

《
近
江
を
本
拠
と
す
る
佐
々
木
一
門
の
、庶
流
に

す
ぎ
な
》い
佐
々
木
道
誉
で
あ
っ
た
。

　
以
後
、南
北
朝
動
乱
の
時
代
と
な
る
。

　
こ
の
話
は
、鎌
倉
幕
府
滅
亡
か
ら
、尊
氏
が
新

し
い
幕
府
を
立
て
、五
十
三
歳
で
病
死
す
る
ま
で

の
二
十
五
年
間
の
、尊
氏
の
心
の
葛
藤
と
、そ
れ

に
寄
り
添
う（
と
いっ
て
も
優
し
く
寄
り
添
う
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、個
性
と
個
性
を
ぶ

つ
け
合
い
な
が
ら
共
に
歩
い
た
）道
誉
を
描
い
て
い

る
。豪
放
磊
落
、生
き
る
こ
と
は
芝
居
だ
と
考
え

る
道
誉
と
、芝
居
の
で
き
な
い
真
っ
正
直
な
性
格

で
、ふ
さ
ぎ
の
虫（
今
で
い
う
欝
病
）に
取
り
つ
か

れ
た
尊
氏
。道
誉
の
本
拠
地
近
江
を
巡
る
バ
ト
ル

も
あ
っ
た
。

近
江
は
大
事
な
の
だ
。

時
代
が
乱
れ
た
時
、必

ず
要
の
土
地
に
な
る
。

京
を
守
る
に
も
攻
め

る
に
も
、近
江
は
大
事

な
の
だ
。

　
尊
氏
が
道
誉
か
ら

狡
猾
に
近
江
を
と
り

あ
げ
よ
う
と
し
た
と

き
も
、道
誉
は
尊
氏

よ
り
上
手
の
策
で
尊

氏
に
近
江
を
諦
め
さ

せ
る
。そ
の
と
き
道
誉
は
言
う
。《
そ
れ
ほ
ど
、近

江
が
欲
し
い
の
で
す
か
》と
。そ
し
て
そ
ん
な
こ
と

は《
二
度
と
、考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
な
》と
釘

を
さ
す
。さ
ら
に
道
誉
の
一
声
で
琵
琶
湖
の
船

が
止
ま
り
、敵
対
す
る
山
門
の
兵
糧
を
断
て
る
こ

と
に
驚
く
尊
氏
に
、道
誉
は
言
う
の
で
あ
る
。

《
佐
々
木
道
誉
で
ご
ざ
る
、そ
れ
が
し
は
》と
。

　
近
江
の
佐
々
木
氏
は
宇
多
天
皇
に
始
ま
る
家

柄
で
あ
る
。承
久
の
変
で
武
家
方
に
つ
い
た
佐
々

木
信
綱
が
近
江
の
守
護
職
と
な
り
、四
人
の
息

子
た
ち
は
近
江
を
割
拠
し
て
治
め
る
。長
男
重

綱
は
坂
田
郡
大
原
荘
を
治
め
て
大
原
を
、次
男

高
信
は
高
島
を
治
め
て
高
島
を
名
乗
る
。惣
領

を
継
い
だ
の
は
三
男
泰
綱
で
近
江
の
南
半
分
を

領
し
て
観
音
寺
城
を
拠
点
と
し
、京
の
六
角
東

洞
院
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
の
で
六
角
を
名
乗

る
。四
男
氏
信
は
愛
知
川
以
北
の
北
近
江
を
領

し
、京
の
京
極
高
辻
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ
と
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菓
祖
神
を
祀
る
菓
祖
神
社
は
全
国
に
い
く
つ
か
あ
れ
ど
、

餅
菓
子
や
米
菓
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
る
神
社
が

近
江
に
あ
る
っ
て
ご
存
じ
で
し
た
？

毎
年
秋
の
祭
り
に
は
全
国
か
ら
献
菓
が
届
く

大
津
市
の
小
野
神
社
。

そ
し
て
、そ
の
お
祭
り
が「
し
と
ぎ
祭
」。

な
ぜ
近
江
に
？

小
野
妹
子
ゆ
か
り
の
小
野
神
社
と
餅
菓
子
の
つ
な
が
り
は
？

そ
の
答
え
を
求
め
て「
し
と
ぎ
祭
」の
不
思
議
を
追
い
か
け
ま
す
。

ま
つ

全
国
の
お
菓
子
屋
さ
ん
か
ら
献
菓
が
届
く
、

日
本
の「
お
餅
の
神
さ
ま
」は
、な
ぜ
近
江
に
？
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菓
子
業
界
と

銘
菓
献
納
式

奉
賛
会
半
世
紀
の
歴
史

国道から離れ、いまは静かな小野神社。奈良西大寺の造営
には小野神社の広大な森から木が伐り出されたという。

小野一族発祥の地に小野妹子が祖神を祀ったのが
小野神社。二基の鏡餅がシンボルだ。

参道に「餅祖神」と刻まれた古い
道標。昭和四年と刻まれている。

藁づとにしっかりと包まれた
「しとぎ」は納豆にも似ている。

こ
ま
い
ぬ

わ

に

お
の
の
い
も
こ

お
の
の
た
か
む
ら

お
の
の
と
う
ふ
う

ま
ん
じ
ゅ
う
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　「
狛
犬
の
よ
う
に
、左
右
に
鏡
餅
が

並
ぶ
近
江
の
神
社
は
ど
こ
？
」
│
│

こ
の
湖
国
ク
イ
ズ
、な
か
な
か
盲
点
を
つ

い
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、い
か
が
だ
ろ

う
。狛
犬
な
ら
ぬ
、お
餅（
も
ち
ろ
ん
造
り

も
の
）だ
け
で
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。そ

れ
が
小
野
神
社
、今
回
の
舞
台
で
あ
る
。

　
小
野
神
社
は
、琵
琶
湖
大
橋
の
北
、Ｊ
Ｒ

小
野
駅
か
ら
和
邇
駅
に
か
け
て
の
大
津
市

小
野
に
あ
る
。地
名
で
も
あ
る
小
野
は

小
野
妹
子
、小
野
篁
、小
野
道
風
と
い
う

古
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
才
人
を

輩
出
し
た
小
野
一
族
の
発
祥
地
。小
野
神

社
は
小
野
氏
の
祖
を
祀
る
氏
神
だ
。

　
神
さ
び
た
雰
囲
気
を
も
つ
小
野
氏
ゆ

か
り
の
神
社
だ
が
、社
殿
前
に
あ
る
お
目

当
て
の
お
餅
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は

な
い
。昭
和
四
十
五（
一
九
七
〇
）年
、大

阪
府
生
菓
子
協
同
組
合
が
奉
納
、大
阪

万
博
の
年
だ
。戦
前
の
も
の
ら
し
い
大
阪

餅
饅
頭
商
組
合
の
碑
も
建
つ
。そ
う
い
え

ば
参
道
入
り
口
に
、大
阪
餅
饅
頭
商
組
合

が
奉
納
し
た「
餅
祖
神
」の
道
標
も
。そ
こ

に
は
昭
和
四
年
と
あ
る
か
ら
、昭
和
初
期

に
は
関
西
一
円
に
餅
祖
神
信
仰
が
浸
透

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
小
野
神
社
に
は「
し
と
ぎ
祭
」と
い
う

古
い
祭
り
が
伝
わ
っ
て
い
る
。「
し
と
ぎ
」

は
漢
字
で「
粢
」。広
辞
苑
を
引
く
と
、粢

（
　
）と
は「
神
前
に
供
え
る
餅
の
名
」と

載
っ
て
い
る
。

　
し
と
ぎ
祭
は「
お
餅
の
神
さ
ま
」で
あ

る
小
野
神
社
な
ら
で
は
の
も
の
で
、こ
れ

だ
け
は
必
ず
十
一
月
二
日
に
行
う
こ
と

が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。近
江
に
千
二

百
年
続
い
て
き
た
と
い
わ
れ
る
、い
や

ル
ー
ツ
は
も
っ
と
古
い
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
祭
り
な
の
だ
。

　
だ
が
、こ
こ
で
ま
ず
取
り
あ
げ
る
の
は

十
一
月
二
日
の
し
と
ぎ
祭
で
は
な
い
。じ

つ
は
そ
れ
に
先
駆
け
て
十
月
第
三
土
曜

日
に
、菓
子
業
界
が
組
織
す
る
小
野
神
社

奉
賛
会
が
し
と
ぎ
大
祭
を
行
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
集
ま
る
総
勢
百
名
近
く
は
、近

畿・東
海
一
円
の
生
菓
子・餅
菓
子
組
合
の

役
員
た
ち
と
地
元
の
諸
役
。そ
し
て
こ
の

日
の
た
め
に
、奉
賛
会
メ
ン
バ
ー
だ
け
で

な
く
全
国
の
菓
子
メ
ー
カ
ー
、製
菓
業
者

か
ら
お
な
じ
み
の
お
菓
子
が
献
菓
さ
れ

て
い
る
。

　
奉
賛
会
に
集
う
製
菓
業
者
は
、こ
の
日

の
し
と
ぎ
を
い
た
だ
き
、一
年
間
神
棚
や

店
先
に
捧
げ
て
菓
子
づ
く
り・餅
づ
く
り

に
励
む
の
で
あ
る
。

　
全
国
菓
子
業
者
に
よ
る
小
野
神
社
奉

賛
会
が
設
立
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
五

年
の
こ
と
。つ
ま
り
奉
賛
会
の
設
立
を
記

念
し
て
、社
殿
前
に
鏡
餅
が
お
目
見
え
し

た
こ
と
に
な
る
。設
立
か
ら
四
十
年
、当

時
の
こ
と
を
知
る
人
も
す
で
に
い
な
い
。

だ
が
古
い
資
料
を
総
合
す
る
と
、昭
和
初

期
よ
り
菓
子
業
界
の
祖
神
と
し
て
京
阪

神
お
よ
び
三
重
県
の
製
菓
業
者
に
熱
心

に
崇
敬
さ
れ
て
き
た
こ
と
、古
く
か
ら
業

界
の
人
に
は
知
ら
れ
て
い
て
も
、全
国
的

に
は
知
名
度
が
な
か
っ
た
こ
と
、そ
こ
で

当
時
の
小
野
神
社
宮
司（
近
江
神
宮
宮
司

が
兼
任
）と
地
元
の
人
が
尽
力
し「
大
阪
、

京
都
、三
重
、岐
阜
、滋
賀
各
県
の
菓
子
業

界
の
理
解
と
協
賛
を
得
て
奉
賛
会
が
結

成
さ
れ
た
」こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
奉
賛
会
の
古
い
記
録
に
は
大
阪
、京

都
、東
海
、北
陸
か
ら
東
京
、北
海
道
ま

で
、さ
ら
に
は
全
国
組
織
を
含
む
関
係
団

体
の
名
称
が
並
ぶ
。和
菓
子
の
神
さ
ま
と

し
て
は
菓
祖
神
社
な
ど
も
知
ら
れ
る
が
、

こ
ち
ら
は
餅
を
扱
う
生
菓
子
、米
菓
、あ

ら
れ
を
中
心
に
全
国
の
和
菓
子
業
界
に

広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

新・
湖国探訪

近江の
不思議

日本のお餅も
、餅つきも、近

江にルーツが
ある？

　　　　  菓
子業界が崇敬

する「餅祖神」
小野神社。
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古
代
の
気
配
漂
う

小
野
の
里

太
陽
を
拝
む

日
の
神
信
仰

「しとぎ」は本来、神への神聖な供え物として
全国的に分布している。九州では「しとぎ」とい

えば、米をついた餅、または米をついた米粉のこと。秋田、岩
手、青森など東北の米どころには「豆しとぎ」「しとぎ餅」「しと
ぎ団子」といった郷土食が伝わっている。いずれも米の粒が
残る程度についたつぶつぶ感が特徴で、餅でもない、まんじゅ
うでもない、それを「しとぎ」と呼ぶ。あぶったり、軽く油を引い
て焼くのは信州の「おやき」とよく似ている。米をついて生の
まま形にするのは、神饌には不浄火を嫌うため。
しとぎ祭が伝わるのは、埼玉県秩父地方の小鹿野町。「出原の
天気占い」という古い弓矢神事とともに行われ、きなこと米で
二層に作ったお供えの「おしとぎ」がふるまわれる。

日本列島各地に見られる
古式ゆかしい「しとぎ」の味謎学サプリ

神社周辺に三カ所の祭場を設け、一年の月の数だ
けしとぎを吊り下げ、日の神に供える。通常12個、
閏年は13個とここでは旧暦が健在だ。

しとぎ祭の神饌。なんといっても中心はしとぎで
ある。

11月２日、扉が開かれ、しとぎを供えて飾り付けさ
れた小野神社本殿。

11月３日午後には小野妹子らに扮する遣隋使船と
お神輿の行列が出て「小野妹子のふるさと和邇」が
賑わい、しとぎ祭を締めくくる。

小野妹子の墓である唐臼山（からうすやま）
古墳からの眺め。小野の里には古墳群や古代
遺跡が多く、かつての栄華が偲ばれる。

あ
ま
た
ら
し

ひ
こ
く
に
お
し
ひ
と
の
み
こ
と

た
が
ね
つ
き
お
ほ
お
み
の
み
こ
と

う
じ

わ

　に

お
う
じ
ん

つ

た
が
ね
つ
き

か
ば
ね

み
や
と
し
よ
りき

う
す

き
ね

わ
ら

し
ん
せ
ん

う
る
う

さ
い
し

な
お
ら
い

み

き

お

た
う
え
ま
つ
り

お が の いずはら

し
ん
で
ん

　で
は
、遣
隋
使・小
野
妹
子
ゆ
か
り
の
小

野
神
社
が
、な
ぜ
お
餅
の
神
さ
ま
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
、し
と
ぎ
祭
と

は
、い
っ
た
い
ど
ん
な
祭
り
な
の
だ
ろ
う
。

　社
伝
に
よ
れ
ば
、小
野
神
社
に
は
天
足

彦
国
押
人
命
と
米
餅
搗
大
使
主
命
の
二

神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。前
者
は
日
本
書
紀

に
よ
る
と
大
和
和
邇（
迩
）氏
の
祖
で
も
あ

り
、大
和
朝
廷
成
立
以
前
に
現
在
の
大
阪
、

京
都
、奈
良
、滋
賀
、三
重
、愛
知
に
い
た

る
広
大
な
地
域
を
統
治
し
た
王
族
だ
っ
た
。

　後
者
は
そ
れ
か
ら
七
代
目
の
子
孫
で
、

応
神
天
皇
の
時
代
、わ
が
国
で
は
じ
め
て

米
を
搗
い
て
餅
を
作
っ
た
の
で
、読
ん
で
字

の
ご
と
く「
米
餅
搗
」の
姓
を
賜
っ
た
と
の

記
録
が
あ
る
。そ
こ
に
餅
の
始
祖
と
の
伝

説
が
生
ま
れ
た
。四
世
紀
後
半
頃
、日
本

史
が
ま
だ
神
話
の
中
に
あ
る
時
代
で
あ
る
。

　だ
が
民
俗
学
者
や
歴
史
フ
ァ
ン
が
小
野

神
社
の
し
と
ぎ
祭
に
興
味
を
も
つ
の
は
、

た
だ「
お
餅
の
神
さ
ま
」と
い
っ
た
理
由
で

は
な
い
。神
社
入
り
口
に
小
野
周
辺
史
跡

案
内
図
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
を
見

る
と
小
野
神
社
、小
野
道
風
神
社
、小
野

妹
子
神
社
を
結
ぶ
線
の
山
側
に
膨
大
な

古
墳
群
、古
代
製
鉄
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
。

今
日
そ
れ
ら
は
遺
跡
で
し
か
な
い
が
、

唯
一
古
代
の
気
配
を
漂
わ
せ
て
い
る
も
の

が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
が
し
と
ぎ
祭
で

は
な
い
か
、と
専
門
家
は
見
て
い
る
の
だ
。

　し
と
ぎ
祭
は
、小
野
の
十
二
人
衆
と
い

わ
れ
る
古
風
な
宮
年
寄
制
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
。十
月
の
奉
賛
会
し
と
ぎ
大

祭
、十
一
月
の
し
と
ぎ
祭
、い
ず
れ
も
前

日
に
モ
チ
米
を
浸
し
、当
日
朝
に
十
二
人

衆
が
生
の
モ
チ
米
を
木
臼
と
杵
で「
こ
づ

い
て
、す
く
っ
て
、に
ぎ
っ
て
」餅
に
し
、藁

づ
と
に
包
む
。

　こ
れ
が
神
に
お
供
え
す
る
神
饌
で
あ

り
、神
前
と
同
時
に
地
区
の
三
カ
所
に
も
、

道
の
両
側
に
青
竹
を
立
て
て
、し
と
ぎ
十

二
個（
閏
年
に
は
十
三
個
）を
天
に
捧
げ
て

吊
る
し
、日
の
神
を
礼
拝
す
る
。古
い
太
陽

霊
信
仰
が
こ
こ
に
あ
る
。こ
れ
を
地
元
で

は「
日
ま
つ
り
」と
呼
ん
で「
お
日
さ
ん
に

お
供
え
す
る
」祭
祀
と
し
て
き
た
。儀
式
後

の
直
会
で
は
、昔
は
し
と
ぎ
の
藁
づ
と
に

火
を
つ
け
、藁
の
燃
え
尽
き
た
頃
に
む
っ
く

り
と
焼
き
上
が
る
餅
と
お
神
酒
を
い
た
だ

い
た
そ
う
だ
が
、こ
の
焼
き
餅
の
風
習
は

残
念
な
が
ら
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　い
ま
で
こ
そ
祭
り
に
神
職
が
参
加
す

る
が
、し
と
ぎ
祭
は
神
主
の
存
在
し
な
い

時
代
か
ら
の
も
の
で
、地
元
の
長
老
で
あ

る
十
二
人
衆
が
代
々
古
式
に
の
っ
と
っ
て

日
の
神
を
迎
え
て
き
た
。し
と
ぎ
用
の
モ

チ
米
も
藁
も
、神
社
境
内
の
神
田
で
そ
の

秋
に
収
穫
す
る
。そ
う
い
え
ば
五
月
の
御

田
植
祭
で
も
、日
本
の
御
田
植
祭
の
原
型

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
独
特
の
ス
タ
イ

ル
が
見
ら
れ
る
。

　こ
の
し
と
ぎ
祭
の
こ
と
を
地
元
の

人
々
が「
ひ
と
ぎ
祭
」と
呼
ん
で
い
る
の

は
、単
に「
し
」と「
ひ
」が
な
ま
っ
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。い
ま
で
も
別
名「
日
ま
つ

り
」と
呼
ん
で
い
る

日
の
神
を
拝
む
古
代

祭
祀
の
語
感
に
は
、し

と
ぎ
祭
よ
り「
ひ
と

ぎ
祭
」の
ほ
う
が
皆
の

心
に
し
っ
く
り
と
な

じ
む
の
で
あ
る
。

新・
湖国探訪

近江の
不思議

「しとぎ祭」が
なまって「ひと

ぎ祭」とは？

　　　地元の
人が昔からそ

う呼ぶのには
理由がある。
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議Ⅱ』を出版。著書はほかに『京都語源案内』『それは京都
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