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前
回
よ
り

　

そ
も
そ
も
井
戸
は
い
つ
頃
か
ら
つ
く
ら

れ
、
そ
し
て
井
戸
に
対
し
て
人
々
は
、
ど

の
よ
う
な
信
仰
を
抱
い
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

井
戸
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
は
、
縄
文

時
代
以
前
の
井
戸
遺
構
が
発
掘
さ
れ
て
お

ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
弥
生
時
代
か
ら
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
中
期
に
な
る

と
発
掘
例
は
増
加
し
、
そ
れ
ら
の
井
戸
か

ら
祭
具
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
井
戸
の

出
現
か
ら
時
を
経
ず
し
て
祭さ
い
し祀
も
始
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

井
戸
の
祭
祀

　

祭
祀
の
様
相
は
、
7
世
紀
後
半
か
ら
10

世
紀
頃
ま
で
の
律
令
時
代
に
入
る
と
明
確

に
な
り
、
大
阪
府
堺
市
の
大お
お
ば
で
ら

庭
寺
遺
跡
で

は
、
掘
方
（
井
戸
側
お
よ
び
水
溜
め
の
外

側
部
分
）か
ら
木
槌
が
、井
戸
底
か
ら
は「
清

水
」「
上
」「
水
」
と
墨
書
し
た
土
器
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
府
羽は
び
き
の

曳
野
市
の
野
々
上
遺
跡
で
は
、

井
戸
の
底
か
ら
土
器
の
甕か
め

９
点
が
、
３
列

×
３
列
で
並
べ
ら
れ
て
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
の
井
戸
は
８
世
紀
の
中
頃
に
使
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
井
戸

を
埋
め
戻
し
た
後
の
地
表
近
く
に
、
９
世

紀
代
の
土
器
の
杯
が
据
え
付
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
井
戸
が
使
わ
れ
な
く
な
っ

て
長
い
時
間
が
過
ぎ
た
後
で
も
、
そ
こ
に

井
戸
の
神
が
宿
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
祭

具
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
廃
井
戸
に
も
祭
祀
が
行
わ

れ
た
の
は
、
い
か
な
る
信
仰
に
よ
る
も
の

で
し
ょ
う
か
。

地
下
の
他
界
に
住
む
神
々

　

現
代
の
私
た
ち
は
、
神
の
国
と
い
え
ば

天
上
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
古
く
は

「
神
は
地
下
に
あ
る
他
界
に
住
む
」
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

民
俗
学
者
の
佐
野
賢
治
氏
は
、
日
本
に

は
体
系
的
な
星
神
信
仰
が
存
在
し
な
い
と

指
摘
し
て
お
り
、
一
方
で
『
古
事
記
』
に

は
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄よ

み泉
の
国
を
訪
れ
た
り
、

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
住
む
根
の

国
に
赴
く
な
ど
の
話
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
い
に
し
え
の
日
本
人
は
星
が
瞬
く
天

空
よ
り
も
、
地
下
に
あ
る
別
の
世
界
を
強

く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。
確
か

に
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
を
み
て
も
、

星
の
話
や
神
々
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

井
戸
は
神
の
通
路

　

発
掘
さ
れ
た
井
戸
を
見
る
と
、
自
然
堆

積
に
よ
っ
て
埋
没
す
る
に
任
せ
て
お
り
、

一
気
に
埋
め
戻
し
て
い
な
い
も
の
が
数
多

く
発
見
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
井
戸
は
地
下
の
他
界
と
私
た

ち
の
世
界
を
、
神
々
が
行
き
来
す
る
通
路

で
あ
り
、
急
激
に
埋
め
て
し
ま
う
と
、
井

戸
を
行
き
交
う
神
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
忌
避
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て

い
ま
す
。

陰
陽
師
に
よ
る
祭
祀

　

さ
て
、
井
戸
の
祭
祀
に
話
を
戻
し
ま
す

と
、
律
令
制
が
弱
体
化
し
た
10
世
紀
頃
に

な
る
と
、
律
令
系
の
祭
具
が
姿
を
消
し
、

変
わ
っ
て
陰
陽
道
に
基
づ
く
祭
具
が
出
土

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
は
、
安

倍
晴
明
を
は
じ
め
と
す
る
陰
陽
師
た
ち
の

活
動
が
顕
著
に
な
る
時
期
で
す
が
、
井
戸

の
祭
祀
に
つ
い
て
も
彼
ら
が
主
導
権
を
握

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
な

ぜ
彼
ら
が
井
戸
の
祭
祀
を
司
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
時
期
の
井
戸
か
ら
は
、「
土
公
水
神

王
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
の
皿
が
見
つ
か
っ

て
お
り
、「
土
公
」
と
「
水
神
王
」
の
二

つ
の
神
を
祀ま
つ

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
水
を
司
る
「
水
神
王
」
は

井
戸
ゆ
え
に
関
連
性
が
理
解
し
や
す
い
と

思
い
ま
す
が
、「
土
公
」
は
現
代
の
私
た

ち
に
は
馴
染
み
が
薄
い
神
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
神
の
存
在
こ
そ
が
、
陰
陽

師
が
井
戸
の
祭
祀
者
に
な
っ
た
要
因
だ
と
、

私
は
考
え
て
い
ま
す
。

土
公

　

土
公
は
〝
ど
こ
う
〟、〝
ど
く
う
〟、〝
つ

ち
ぎ
み
〟
な
ど
と
読
み
、
土
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
神
格
化
し
た
も
の
で
、
中
国
の
三
国
時

代
の
史
料
に
は
す
で
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
、

日
本
に
は
９
世
紀
半
ば
に
は
伝
わ
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

土
公
は
、
地
中
を
住
処
と
し
な
が
ら
季

節
ご
と
に
居
場
所
を
変
え
、
ま
た
は
60
日

ご
と
に
居
場
所
の
方
角
を
変
え
る
神
で
あ

り
、
日
本
で
は
陰
陽
師
た
ち
が
こ
の
神
を

受
け
入
れ
、
平
安
貴
族
の
世
界
に
広
め
て

い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
貴
族
た
ち
は
、
こ

の
神
を
非
常
に
恐
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
土
公
が
い
る
場
所
で

あ
る
禁
じ
ら
れ
た
行
為
を
行
う
と
、
祟た
た

ら

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

そ
の
禁
忌
を
「
犯
土
」
と
い
い
ま
す
。

犯
土

　

犯
土
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
の
文
書
集

で
あ
る
『
朝ち
ょ
う
や
ぐ
ん
さ
い

野
群
載
』
に
は
、
あ
の
安
倍

晴
明
の
師
匠
だ
っ
た
賀か
も
の
や
す
の
り

茂
保
憲
の
「
犯
土

禁
忌
勘か
ん
も
ん文
」
が
次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
「
陰
陽
書
の
云
は
く
、
郭
邑
の
内
に
居
ら

ば
、
土
の
気
の
宅
を
去
る
こ
と
三
十
五
歩
、

各
一
区
と
為
す　

之
を
過
ぐ
る
の
外
、
土

の
気
も
人
を
害
さ
ず　

池
を
掘
り
土
を
起

こ
す
に
、
深
さ
三
尺
を
過
ぐ
れ
ば
害
と
為

り
三
尺
に
満
さ
れ
ば
害
な
し
」

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
犯
土
の
及
ぶ
範
囲
は
、

35
歩
（
約
64
ｍ
）
で
あ
り
、
土
を
三
尺
（
約

91
㎝
）
以
上
の
深
さ
に
掘
れ
ば
犯
土
と
な

り
、
そ
れ
以
下
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
あ
る
邸
宅
で
土
公
が
い
る
場

所
や
方
角
を
約
91
㎝
以
上
掘
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
に
は
犯
土
が
発
生
し
、
距
離
約
64

ｍ
以
内
で
あ
れ
ば
、
そ
の
邸
宅
は
も
ち
ろ

ん
他
の
家
の
住
民
に
も
土
公
の
祟
り
が
及

ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
犯
土
が

あ
っ
た
邸
宅
で
は
、
広
さ
に
関
係
な
く
、

屋
敷
全
体
に
影
響
が
お
よ
ぶ
と
い
う
こ
と

で
、
大
貴
族
の
よ
う
に
広
大
な
邸
宅
に
住

む
も
の
で
も
安
穏
と
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

土
に
住
む
土
公
と
い
う
神
と
、
土
を
深

く
掘
る
こ
と
に
よ
っ
て
祟
ら
れ
る
と
い
う

思
想
は
、
地
下
に
他
界
が
あ
る
と
い
う
古

来
の
信
仰
を
受
け
継
ぐ
人
々
に
と
っ
て
は
、

受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
土

公
は
、
平
安
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
大
変
身

近
で
、
そ
し
て
大
変
祟
り
や
す
い
神
と
し

て
恐
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

土
木
事
業
の
空
白
期

　

こ
の
犯
土
思
想
に
つ
い
て
は
、
10
世
紀

を
ピ
ー
ク
と
し
て
９
世
紀
か
ら
11
世
紀
に

か
け
て
「
土
木
事
業
の
空
白
期
」
を
生
み

出
し
た
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
ほ
ど
で

す
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
は
荘
園
制
が

発
達
し
、
中
央
集
権
体
制
が
崩
壊
し
た
た

め
、
大
規
模
な
土
木
事
業
が
で
き
な
か
っ

た
な
ど
、
別
説
も
あ
る
の
で
真
偽
の
ほ
ど

は
確
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、『
朝
野
群
載
』
に
掲
載
さ
れ
た

賀
茂
保
憲
に
よ
る
犯
土
に
関
す
る
説
明
文

が
、「
勘
文
」（
朝
廷
か
ら
の
諮
問
に
対
す

る
報
告
書
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

犯
土
思
想
が
当
時
の
政
治
に
あ
る
一
定
以

上
の
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
り

ま
す
。

井
戸
と
陰
陽
師

　

し
か
し
、
大
規
模
な
土
木
事
業
は
と
も

か
く
、
人
が
生
き
て
い
く
う
え
で
、
ど
う

し
て
も
三
尺
以
上
、
土
を
掘
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

井
戸
だ
っ
た
の
で
す
。

　

井
戸
か
ら
水
を
得
る
た
め
に
は
、
地
下

の
帯
水
層
ま
で
穴
を
掘
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
91
㎝
以
内
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
い
場
合
も
多
々
あ
っ
た

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
、
犯
土
思

想
が
華
や
か
な
り
し
時
代
に
も
、
そ
れ
以

上
の
深
さ
の
井
戸
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
、
井
戸
を
掘
削
す
る
際
に
土
公

の
祟
り
を
避
け
る
た
め
の
場
所
と
方
角
を

教
授
し
、
万
一
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
場
合

に
は
土
公
を
鎮
め
る
た
め
の
土
公
祭
を
行

い
得
る
存
在
が
、
外
な
ら
ぬ
陰
陽
師
だ
っ

た
の
で
す
。

お
わ
り
に

　

９
世
紀
か
ら
11
世
紀
の
間
、
土
を
掘
る

行
為
自
体
が
避
け
ら
れ
た
時
代
に
、
陰
陽

師
た
ち
は
つ
つ
が
な
く
井
戸
を
つ
く
る
た

め
の
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
た
め
、
人
々
の

意
識
に
井
戸
と
陰
陽
師
が
深
く
関
連
付
け

ら
れ
た
の
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

貴
族
相
手
の
井
戸
の
祭
祀
は
、
官
人
陰

陽
師
の
み
な
ら
ず
、
法
師
陰
陽
師
の
よ
う

な
民
間
陰
陽
師
も
執
り
行
う
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
は
広
く
民
間
へ
と
伝
わ
っ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
中
世
に
、
井
戸
掘
り
に
関
す
る

専
門
の
技
術
者
で
あ
り
呪
術
者
で
あ
っ
た

河か
わ
ら
も
の

原
者
は
、
そ
の
流
れ
で
誕
生
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
前
回
述
べ

た
よ
う
に
、
彼
ら
の
中
に
は
近
世
に
い
た
っ

て
、
土つ
ち
み
か
ど

御
門
家
支
配
下
の
陰
陽
師
に
な
っ

た
者
も
い
た
は
ず
で
あ
り
、
各
地
で
井
戸

の
掘
削
と
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
証
明
す
る
史
料
は
残

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
安
倍
晴
明

伝
承
と
井
戸
の
関
係
が
、
そ
の
証
拠
で
あ

る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

井戸を埋戻した後に設置された須
す え き が め

恵器甕と土
は じ き

師器皿　大阪府野々上遺跡
（羽曳野市教育委員会所有写真）

井戸から出土した「土公水神王」と墨書された土師器皿　
嶋上郡衙跡（大阪府高槻市）（大阪府立狭山池博物館

（編）『水にうつる願い  平成１８年度特別展図録』p.32
より転載）

安
倍
晴
明
と
井
戸 

　

  

そ
の
３ 

土ど

こ

う公
と
犯ぼ

ん

ど土

六道珍皇寺にある篁
たかむらめいど

冥途通いの井戸（京都市東山区）。平安時代の
貴族だった小

おののたかむら

野篁が、閻魔大王の裁判を補佐するため、この井戸から
冥界に通ったという伝説がある（2011年撮影）
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