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鬼
沢
の
鬼
神

鬼神堰の水路

岩木山

鬼神社には鉄製農具が奉納されている

鬼神社の鳥居　鬼沢の鬼は善い鬼であるため、
鬼の字に角がない（青森県弘前市）

こ
の
因
縁
に
よ
る
も
の
だ
」

実
在
す
る
鬼
神
堰

　

鬼
が
造
っ
た
と
い
う
灌
漑
用
水
路
は
鬼

神
堰
、
ま
た
は
水
が
下
か
ら
上
へ
と
逆
流

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
箇
所
が
あ
る
こ

と
か
ら
逆
さ
堰
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

鬼
神
堰
は
実
在
し
、
今
で
も
鬼
沢
の
田
畑

を
潤
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鬼
神
の
伝
承

は
全
く
の
創
作
で
は
な
く
、
事
実
に
基
づ

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

弘
前
大
学
大
学
院
教
授
の
畠
山
篤
氏
は

『
岩
木
山
の
神
と
鬼
』
に
て
「
津
軽
郡
中

名
字
」
と
い
う
古
文
献
に
「
鬼
沢
」
の
村

名
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
伝
承

に
は
鬼
神
堰
の
工
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
村

名
が
「
長
根
派
」
か
ら
「
鬼
沢
」
に
変

わ
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鬼
神
堰
は

「
津
軽
郡
中
名
字
」
が
編
ま
れ
た
天
文
12

年
（
１
５
４
３
）
以
前
に
は
、
既
に
造
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
そ

の
よ
う
な
時
代
に
鬼
神
堰
を
造
っ
た
鬼
神

と
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
で
し
ょ
う
か
。

は
じ
め
に

　

青
森
県
の
岩
木
山
は
、
山
の
字
そ
の
ま

ま
の
美
し
い
姿
か
ら
津
軽
富
士
と
呼
ば
れ

て
親
し
ま
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
古
来
、

霊
峰
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
３

つ
に
分
か
れ
た
山
頂
は
、
南
側
か
ら
鳥
海

山
、
中
央
の
主
峰
が
岩
木
山
、
北
が
巌
鬼

山
と
名
付
け
ら
れ
、
中
で
も
巌
鬼
山
は
赤

倉
山
と
も
呼
ば
れ
て
、
鬼
神
が
住
む
と
畏

れ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
赤
倉
山
の
鬼
神

は
、
山
人
や
大
人
と
も
呼
ば
れ
、
岩
木
山

周
辺
に
は
彼
ら
に
関
す
る
伝
承
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
東
の
麓
に
あ
る
鬼
沢
と
い

う
集
落
で
は
、
私
た
ち
が
鬼
に
抱
く
恐
ろ

し
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
赤
倉
山
の

鬼
を
大
切
な
農
業
神
と
し
て
祀
っ
て
い
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
昔
、
田
を
拓
く
た

め
の
灌
漑
用
水
路
を
、
鬼
が
一
夜
に
し
て

造
っ
た
か
ら
だ
と
言
う
の
で
す
。

鬼
沢
の
鬼
神
堰

　

そ
れ
で
は
鬼
沢
に
伝
わ
る
鬼
神
の
伝
説

を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。　

　

「
鬼
沢
が
長
根
派
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

ろ
、
村
に
正
直
で
温
良
な
弥
十
郎
と
い
う

人
が
い
た
。
あ
る
日
、
弥
十
郎
が
山
へ
狩

り
に
い
く
と
山
人
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
か

ら
時
々
行
き
会
う
う
ち
に
友
人
に
な
っ

た
。
あ
る
時
、
弥
十
郎
は
田
を
拓
き
た
い

と
考
え
、
山
人
に
相
談
し
た
。
そ
れ
か
ら

山
人
が
開
墾
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
、
数

町
の
田
を
拓
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
水
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
時
々

渇
水
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
山
人

に
言
う
と
、
一
夜
に
し
て
忽
然
と
水
が
引

か
れ
、
田
は
潤
っ
た
。
山
人
は
赤
倉
山
の

深
い
谷
か
ら
大
石
を
砕
き
、
凸
凹
な
と
こ

ろ
も
水
勢
を
引
き
延
ば
し
て
田
ま
で
水
を

引
い
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か

ら
、
鬼
が
引
い
た
水
路
を
逆
水
沢
と
言

い
、
村
の
名
前
を
長
根
派
か
ら
鬼
沢
と
変

え
た
。

　

し
か
し
、
弥
十
郎
の
妻
が
、
山
人
が
働

く
様
子
を
盗
み
見
て
い
た
た
め
、
山
人
は

開
墾
中
に
用
い
た
蓑
笠
鍬
を
弥
十
郎
に
授

け
て
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
山
人
が
残

し
た
蓑
笠
鍬
は
、
堂
社
を
造
っ
て
祀
る
こ

と
に
し
た
。
こ
れ
が
鬼
神
社
で
あ
り
、
今

に
い
た
る
ま
で
鬼
沢
が
栄
え
て
い
る
の
も

鬼
神
社
の
御
神
体

　

鬼
沢
の
鬼
神
社
に
は
、
巨
大
な
鉄
の
鋤

や
鍬
な
ど
の
農
具
が
奉
納
さ
れ
、
御
神
体

は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
錆
び
た
50
㎝
く
ら
い
の
鉄

の
平
鍬
の
刃
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

お
り
、
伝
承
が
あ
る
程
度
事
実
を
伝
え
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
と
と
も
に
、
鬼
沢
に

と
っ
て
鉄
製
の
鍬
の
刃
が
神
と
し
て
祀
る

ほ
ど
感
謝
す
べ
き
物
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

逆
さ
堰

　

ま
た
、
鬼
神
堰
の
別
名
で
あ
る
逆
さ
堰

の
名
の
由
来
で
す
が
、
実
際
に
水
が
逆
さ

に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
所
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
鬼
神
の
魔
力

で
は
な
く
、
適
正
な
勾
配
を
求
め
、
山
腹

か
ら
山
裾
を
グ
ネ
グ
ネ
と
縫
う
よ
う
に
し

て
水
路
を
通
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を

成
す
に
は
あ
る
程
度
正
確
な
測
量
技
術
が

必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

鬼
平
之

　

こ
こ
で
花
部
英
雄
氏
の
論
稿
「
山
人
と

は
誰
か
」
で
紹
介
す
る
秋
田
県
藤
里
町
向

真
名
子
の
水
無
沼
と
い
う
た
め
池
造
成
の

話
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の

旅
行
家
で
あ
っ
た
菅
江
真
澄
は
、
享
和
２

年
（
１
８
０
２
）
に
こ
こ
を
訪
れ
、
こ
の

沼
は
大
力
の
平
之
と
い
う
者
が
一
夜
に
し

て
造
っ
た
と
い
う
聞
き
書
き
を
残
し
て
い

ま
す
。
実
際
に
は
、
こ
の
辺
り
の
灌
漑
は

梅
津
政
景
と
い
う
佐
竹
藩
家
老
の
手
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
元
和
２
年
（
１

６
１
６
）
に
ト
ン
ネ
ル
を
含
む
12
㎞
の
用

水
路
を
引
く
大
工
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
花
部
氏
は
、
菅
江
真
澄
が
「
平

之
」
と
呼
ん
だ
鬼
と
、
梅
津
政
景
が
開
い

た
「
比
井
野
」
と
い
う
地
名
が
似
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
梅
津
は
家
老

に
な
る
以
前
に
銀
山
奉
行
の
職
に
あ
り
、

院
内
銀
山
の
「
大
水
貫
」
の
難
工
事
を
完

成
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
技
術
者
を

「
比
井
野
」
の
開
発
の
た
め
に
用
い
て
、

そ
こ
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
か
ら
彼
ら
を
鬼

平
之
と
し
て
伝
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
の
で
す
。

岩
木
山
の
製
鉄
遺
跡

　

民
俗
学
者
の
若
尾
五
雄
氏
は
、
鬼
と
金

属
が
密
接
に
関
係
し
、
鍛
冶
師
や
鉱
山
師

な
ど
金
属
に
関
わ
る
人
々
が
鬼
と
呼
ば
れ

て
い
た
可
能
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

岩
木
山
の
北
麓
地
域
で
は
西
津
軽
郡

鰺
ヶ
沢
町
の
杢
沢
遺
跡
を
は
じ
め
と
す

る
、
大
規
模
な
「
た
た
ら
製
鉄
」
の
遺
跡

が
発
見
さ
れ
、
古
代
か
ら
近
世
初
期
に
か

け
て
製
鉄
や
製
鋼
、
鍛
冶
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
製
鉄
民
や
鍛
冶
師
が
何
者
で

あ
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
中

央
か
ら
津
軽
に
進
出
し
、
津
軽
三
千
坊
と

い
わ
れ
た
多
数
の
寺
社
を
築
い
た
修
験
者

た
ち
で
あ
る
と
か
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半

島
か
ら
鉄
の
技
術
を
持
っ
て
や
っ
て
来
た

渡
来
人
で
は
な
い
か
な
ど
の
説
が
あ
り

ま
す
。

　

た
た
ら
製
鉄
で
は
原
料
の
砂
鉄
を
山
の

斜
面
を
切
り
崩
し
て
採
取
し
て
い
ま
し
た

が
、
例
え
ば
水
流
を
利
用
し
て
崩
す
方
法

で
は
、
水
を
導
く
た
め
に
２
〜
３
里
の
遠

方
か
ら
で
も
水
路
を
設
け
、
谷
間
に
は
木

管
を
渡
し
た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
採

鉄
に
は
、
ま
さ
に
灌
漑
用
水
路
を
引
く
た

め
の
技
術
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

鬼
沢
の
鬼
神
堰
の
建
設
に
は
、
そ
う
し

た
岩
木
山
に
棲
む
金
属
の
民
が
、
製
鉄
や

鍛
冶
の
技
術
で
鉄
製
の
農
具
を
作
り
、
正

確
な
測
量
を
行
っ
て
山
裾
に
用
水
路
を
引

い
た
と
い
う
古
い
昔
の
記
憶
を
伝
え
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　

金
属
に
関
わ
る
人
々
が
鬼
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
は
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

最
近
で
は
土
木
技
術
者
が
鬼
と
呼
ば
れ
て

い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
用
水

路
の
ト
ン
ネ
ル
建
設
に
鉱
山
師
が
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
鬼
と
呼

ば
れ
た
鉱
山
師
ら
が
土
木
事
業
に
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
土
木
技
術
者
も
鬼
と

呼
ば
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
の

で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
説
は
単
な
る
三
段
論
法

で
、
史
料
の
裏
付
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
例
え
ば
常
民
の
世
界
と
異
な
る
鉱
山

で
働
く
こ
と
が
、
鬼
と
呼
ば
れ
る
条
件
な

ら
ば
、
職
場
を
変
え
て
も
鉱
山
師
が
鬼
で

あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
で

す
。
面
白
い
説
で
は
あ
り
ま
す
が
、
課
題

は
多
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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