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田
の
神
像

　「
タ
ノ
カ
ン
サ
ァ
」「
タ
ノ
カ
ン
ド
ン
」な

ど
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
田
の
神

は
、
稲
を
守
り
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
で

す
。　

　
鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
の
一
部
で
田
の
神

像
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江

戸
時
代
の
頃
か
ら
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　
薩
摩
藩
内
で
の
水
田
の
開
拓
作
業
が
始

め
ら
れ
た
こ
と
や
、
こ
の
頃
に
仏
像
や

神
像
を
石
造
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
こ
と
、

ま
た
僧
侶
や
山
伏
に
よ
る
指
導
が
あ
っ
た

こ
と
な
ど
が
、
こ
の
時
期
か
ら
造
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
田
の
神
像
の
形
体
や
像
型
に
つ
い
て
は
、

研
究
者
に
よ
り
そ
の
分
類
方
法
や
型
の
名

称
に
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
所
と
こ
ろ
ざ
き
た
い
ら

崎
平
氏

「
南
九
州
の
田
の
神
石
像
」（
ひ
む
か
歴
史

ロ
マ
ン
街
道
形
成
推
進
事
業
調
査
報
告
書

『
田
の
神
さ
あ
』所
収
）に
よ
る
と
、
そ
れ

ら
の
分
類
を
大
ま
か
に
対
比
し
分
け
る
と

神
官
型（
神
像
型
）と
地
蔵
型(

仏
像
型)

、

農
民
型（
田
の
神
舞
型
）、
女
子
像
型（
女

人
型
）と
に
分
か
れ
る
そ
う
で
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
独
特
な
一
石
双
体
像
や

自
然
石
の
田
の
神
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
田
植
え
の
時
期
が
到
来
し
て
い
ま
す
。

本
市
で
も
あ
ち
こ
ち
で
田
植
え
の
風
景
が

見
ら
れ
ま
す
。

　
そ
ん
な
風
景
を
見
な
が
ら
時
々
目
に
す

る
の
は
、
道
端
に
佇
む
田
の
神
。
豊
作
を

も
た
ら
す
田
の
神
の
信
仰
は
全
国
に
あ
れ

ど
、
実
は
具
体
的
な
姿
は
不
明
な
こ
と
が

多
い
そ
う
で
、
石
像
と
し
て
見
ら
れ
る
の

は
、
九
州
地
方
南
部
の
薩
摩
、
大
隅
、
日

向
の
一
部
に
限
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

　
な
ぜ
、
鹿
児
島
や
宮
崎
だ
け
に
田
の
神

は
い
る
の
？
人
々
の
暮
ら
し
に
ど
う
関

わ
っ
て
来
た
の
？

　
今
回
は
恐
れ
多
く
も
市
内
の
田
の
神
に

つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、「
伊
佐
の
田
之
神
さ
あ
」（
伊
佐

市
郷
土
史
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
集
）に
よ

る
と
、
17
世
紀
か
ら
18
世
紀
に
か
け
て
、

薩
摩
藩
内
に
サ
ツ
マ
イ
モ
が
渡
来
普
及
し

ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
生
活
に
余
裕
が
生
じ
、
豊
作

祈
願
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
な
信
仰
を
求

め
、
五
穀
豊
穣
お
よ
び
家
内
安
全
・
子
孫

繁
栄
を
祈
願
す
る
も
の
と
し
て
、
身
近
な

と
こ
ろ
で
田
の
神
の
建
立
に
繋
が
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
あ
る
そ
う
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
た

時
代
、
農
民
た
ち
が
田
の
神
を
集
落
ご

と
に
祭
っ
て
豊
作
と
子
孫
繁
栄
を
祈
願
し
、

焼
酎
を
飲
み
、
歌
っ
て
踊
っ
て
楽
し
く
過

ご
す
こ
と
に
は
、
藩
の
役
人
た
ち
も
豊
作

を
祈
願
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
厳
し
く
取

り
締
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
出
来
事

が
の
ち
に
田
の
神
講
と
い
う
行
事
へ
と
発

展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
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田
の
神
講

　
田
の
神
講
は「
タ
ノ
カ
ン
コ
」と
呼
ば

れ
、
春
は
耕
作
の
始
ま
る
前
の
旧
暦
２

月
に
豊
作
を
祈
願
し
て
、
ま
た
秋
の
収

穫
後
の
旧
暦
10
・
11
月
に
は
感
謝
を
表

す
た
め
、
近
隣
の
農
家
が
集
い
講
組
を

作
り
、
餅
を
つ
い
て
ワ
ラ
ヅ
ト（
※
）に

入
れ
た
も
の
を
田
の
神
に
供
え
る
行
事

で
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
田
の
神
像

に
化
粧
を
す
る
所
も
あ
る
そ
う
。

　
回
数
は
秋
の
み
に
行
う
か
、
春
と
秋

に
２
回
行
う
か
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
。

　
春
と
秋
の
２
回
行
う
理
由
の
一
つ
に
、

南
九
州
で
は
山
の
神
が
田
の
神
に
な
る

と
い
う
信
仰
伝
承
が
関
連
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
旧
暦
２
月
の
丑う
し

の
日
、
山
の
神
は
山
か
ら
田
に
下
り
て

き
て
田
の
神
と
な
り
、
旧
暦
10
月
の
亥い

の
日
も
し
く
は
旧
暦
11
月
の
丑
の
日
に

田
の
神
は
山
に
上
が
り
、
再
び
山
の
神

に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ

の
日
に
講
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
。

　
座
元
の
家
に
は
人
々
が
集
い
、
酒
を

飲
ん
で
食
事
を
す
る
楽
し
み
も
講
に
は

含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

※
ワ
ラ
ヅ
ト
＝
わ
ら
で
作
っ
た
包
み
の
こ
と

田
の
神
オ
ッ
ト
イ

　
田
の
神
の
風
習
と
し
て
、「
田
の
神

オ
ッ
ト
イ
」と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

「
オ
ッ
ト
イ
」と
い
う
言
葉
は「
盗
む
」

こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
借

り
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

こ
れ
は
豊
作
の
続
く
地
域
や
田
の
神
を

持
つ
地
域
か
ら
田
の
神
を
盗
ん
で
き
て
、

自
分
た
ち
の
地
域
に
田
の
神
を
据
え
て

祭
り
、
豊
作
に
導
い
て
も
ら
う
と
い
う

も
の
で
す
。
盗
ま
れ
る
こ
と
を
田
の
神

は
好
み
、
盗
ん
で
き
た
集
落
は
豊
作
に

恵
ま
れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
的
に
田
の
神
を
盗
む
と
き
は
、

村
人
が
田
の
神
に
代
わ
り
書
き
置
き
を

残
し
て
村
を
出
て
行
き
ま
す
。
数
年
後
、

田
の
神
は
元
あ
っ
た
地
域
に
返
す
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
中
に
は
そ
の
ま

ま
の
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
人
に

見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
山
中
に
隠
し
た

り
、
盗
ま
れ
な
い
よ
う
大
き
な
像
を
造

る
な
ど
し
ま
し
た
。
市
内
各
地
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ら
が
関
係
し
て
い
る
の
か
、

田
の
神
像
の
刻
銘
か
ら
他
の
地
域
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
や
磨
崖
に
田
の

神
を
陰
刻
し
た
も
の
な
ど
が
見
受
け
ら

れ
る
そ
う
。

　
本
市
の
祁
答
院
町
藺
牟
田
地
区
で
は
、

一
部
で「
こ
れ
が
本
来
の
姿
で
は
な
い

か
」と
考
え
ら
れ
て
い
る
田
の
神
戻
し

と
い
う
行
事
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

田
の
神
戻
し

　
田
の
神
は
田
の
水
口
な
ど
屋
外
に
置

か
れ
る
も
の
と
、
屋
内
に
置
か
れ
る
も

の
が
あ
り
、
屋
内
に
置
か
れ
る
も
の
は
、

「
回
り
田
の
神
」と
言
っ
て
、
田
の
神

講
の
座
元
の
家
を
一
年
交
替
で
回
っ
て

い
く
の
が
通
常
で
、
こ
の
藺
牟
田
地
区

の「
田
の
神
戻
し
」は
そ
の
宿
替
え
の
行

事
に
な
り
ま
す
。
例
年
で
は
４
月
10
日

に
行
わ
れ
、
地
元
で
は
、
田
の
神
は
子

孫
繁
栄
、
無
病
息
災
、
五
穀
豊
穣
の
神

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。


