
自
然

雷
神
様
の
戒
め
、

福
島
県
の
南
西
部
、
伊
南

い
な

川が
わ

の
支
流
に
黒
谷
川
と
い
う
渓
流
釣
り
の
メ
ッ
カ

が
あ
る
。
大
小
の
滝
を
巻
き
、
胸
ま
で
の
淵
を
泳
ぎ
渡
り
、
土
地
の
人
が
繰
り

貫
い
た
岩
小
屋
の
隧
道
を
抜
け
、
終
日
た
だ
黙
々
と
歩
く
。
元
々
は
こ
の
渓
も

地
元
の
人
が
初
夏
に
山
菜
を
採
り
に
入
る
渓
な
の
で
あ
る
。

大
岩
魚
を
夢
見
る
釣
り
キ
チ
た
ち
は
、
こ
の
危
険
な
冒
険
を
途
中
で
捨
て
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
釣
り
人
は
自
分
が
随か

ん

神
な
が
ら

に
ま
る
ご
と
抱
か
れ
て
な
ど
と

い
う
情
緒
に
酔
う
こ
と
も
、
虎
口
が
待
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
意
に
介
さ
ず
、

只
管

ひ
た
す
ら

、
源
流
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
行
く
。
こ
の
渓
の
源
流
は
坪
入
山
（
一
七
七

四
米
）
で
あ
る
が
、
我
々
の
計
画
は
途
中
の
小
手
沢
か
ら
朝
日
山
を
越
え
、
倉

谷
川
を
釣
り
下
る
と
い
う
無
謀
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
軽
卒
さ
は

こ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
気
象
予
報
も
天
気
図
も
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
こ
こ

に
連
休
が
と
れ
る
か
ら
と
い
う
の
が
唯
一
の
理
由
で
あ
っ
た
。

や
が
て
、
小
手
沢
と
崩
れ
滝
の
分
岐
点
に
着
い
た
時
、
あ
た
り
の
空
気
が
急

に
冷
や
や
か
に
な
り
、
夕
暮
れ
の
よ
う
な
暗
さ
に
な
っ
て
来
た
。
そ
の
時
、
雷

が
い
き
な
り
光
の
柱
と
な
っ
て
落
下
し
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
大
粒
の
雨
が
降

り
出
し
、
空
は
墨
を
流
し
た
よ
う
な
色
と
な
り
、
辺
り
は
俄
か
に
夕
闇
と
な
っ

た
。
ゼ
ウ
ス
の
神
の
ご
機
嫌
が
悪
か
っ
た
の
か
、
猛
烈
な
雷
雨
に
加
え
落
雷
の



立
錐
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
雷
光
は
間
断
な
く
我
々
を
狙
う
か
の
よ
う
に
前
後

に
落
下
し
た
。
渓
は
こ
の
雨
で
間
も
な
く
増
水
す
る
に
違
い
な
い
。
い
や
、
そ

ん
な
こ
と
よ
り
、
次
の
雷
鳴
は
自
分
の
頭
上
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
落
石
の
な

い
こ
と
を
神
だ
の
み
に
、
そ
れ
ぞ
れ
は
流
れ
の
浅
い
窪
地
に
身
を
伏
せ
る
の
が

や
っ
と
で
あ
っ
た
。
雷
光
と
雷
鳴
の
間
隔
は
さ
ら
に
短
く
な
り
、
我
々
は
天
地

が
裂
け
る
よ
う
な
音
で
、
今
あ
る
生
命
を
確
認
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
人
間
は

絶
体
絶
命
の
危
機
を
感
じ
た
時
、
過
去
の
す
べ
て
が
一
瞬
で
見
え
る
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。

私
が
幼
か
っ
た
頃
、
よ
く
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て
郡
山
市
の
「
如
宝
寺
」
と
い

う
お
寺
に
お
参
り
に
行
っ
た
。
長
い
石
段
を
登
る
と
山
門
が
あ
り
、
南
向
き
の

左
右
に
は
阿
吽

あ
う
ん

の
仁
王
像
、
そ
れ
を
背
に
し
て
北
向
き
に
風
神
、
雷
神
の
像
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
像
を
見
る
の
が
怖
か
っ
た
の
だ
が
、
祖
母
に
促

さ
れ
る
ま
ま
掌
を
合
わ
せ
、
そ
の
場
か
ら
急
い
で
立
ち
去
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
恐
ろ
し
い
形
相
の
雷
神
が
こ
の
雷
雨
の
中
で
見
え
た
の
で
あ
る
。
私
は
腹

這
い
の
ま
ま
、
思
わ
ず
そ
の
如
宝
寺
の
雷
神
に
無
意
識
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
。

祈
り
が
届
い
た
の
か
雷
神
の
乗
る
雷
雲
は
は
三
十
分
ほ
ど
で
遠
ざ
か
り
、
一
行

四
人
は
途
中
の
増
水
し
た
小
沢
を
巻
き
な
が
ら
、
怪
我
も
無
く
下
山
で
き
た
の

で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
後
の
予
定
は
す
べ
て
な
い
も
の
に
な
っ
た



が
、
も
し
、
雷
雨
が
な
く
強
行
し
て
い
た
ら
、
若
者
揃
い
と
は
い
え
こ
の
難
コ

ー
ス
で
、
新
聞
を
賑
わ
し
世
論
の
非
難
の
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と

ゾ
ッ
と
す
る
。
雷
神
さ
ま
が
強
行
を
止
め
て
く
れ
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

以
来
、
常
に
天
気
図
や
雲
行
き
に
関
心
が
向
き
、
海
洋
予
報
ま
で
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た(

小
型
船
舶
免
許
取
得)
の
は
、
あ
の
時
の
雷
神
さ
ま
の
恐
怖
が
切
っ

掛
け
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
生
き
物
の
よ
う
に
変
わ
る
雲
や
風
、
日

の
出
、
日
没
、
月
の
変
化
を
見
て
、
古
代
の
人
々
が
神
を
人
間
が
如
何
と
も
し

難
い
絶
対
神
と
考
え
た
の
は
無
理
も
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
雷
神
は
北
野
天
神
の
眷
属

け
ん
ぞ
く

と
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

が
真
言
宗
の
寺
院
の
山
門
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
こ
そ
が
聖
徳
太
子
が
考
案
し
た
「
神
仏
習
合
」
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
思

う
と
我
々
は
こ
の
と
き
、
絶
対
絶
命
の
中
で
神
仏
に
護
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

聖
徳
太
子
と
い
え
ば
、
日
本
人
に
は
あ
り
難
い
永
く
紙
幣
の
肖
像
に
ま
で
な
っ

た
馴
染
み
深
い
人
で
あ
る
が
、
こ
の
人
の
賢
さ
は
内
外
の
学
問
に
通
じ
て
い
た

ば
か
り
で
は
な
く
、
自
ら
は
天
皇
を
辞
退
し
摂
政
と
し
て
国
難
に
あ
た
っ
た
こ

と
に
あ
る
。
日
本
に
初
め
て
十
七
条
憲
法
を
制
定
し
、
仏
教
興
隆
に
力
を
尽
く

し
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
太
子
が
な
ぜ
天
皇

に
な
ら
な
か
っ
た
か
は
本
人
以
外
分
析
の
し
ょ
う
が
な
い
が
、
私
の
大
胆
な
推



理
で
考
え
る
と
、
天
皇
に
在
る
よ
り
摂
政(

政
治
の
実
務
家)

の
方
が
日
本
を
変
え

易
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
を
繙
解
く
ま
で
も
な
く
名
君

に
は
知
恵
者
の
Ｎ
Ｏ
２
が
必
ら
ず
存
在
し
た
。
わ
が
国
の
戦
国
時
代
で
言
え
ば
、

豊
臣
秀
吉
に
は
黒
田
勘
兵
衛
、
武
田
信
玄
に
は
竹
中
半
兵
衛
、
上
杉
景
勝
に
は

直
江
兼
続
、
中
国
の
歴
史
か
ら
拾
え
ば
春
秋
時
代
に
周
公
に
仕
え
た
呂
尚(

太
公

望)

、
や
管
仲
、
三
国
時
代
に
蜀
の
劉
備
玄
徳
に
仕
え
た
諸
葛
亮(

孔
明)

、
そ
の

他
、
歴
史
に
名
を
留
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
人
無
く
し
て
は
一

国
の
危
機
を
乗
り
切
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
Ｎ
Ｏ
２
が
大
勢
存
在
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
歴
史
的
な
思
想
の
転
換
者
は
、
聖
徳
太
子
の
「
神
仏
習

合
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。

我
々
は
現
在
で
も
進
退
窮
ま
っ
た
と
き
「
神
様
、
仏
様
」
と
掌
を
合
わ
せ
た

り
、
思
う
よ
う
に
事
が
運
ば
な
か
っ
た
時
な
ど
は
「
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
！
」

な
ど
と
言
う
が
、
そ
も
そ
も
「
神
」
と
「
仏
」
と
は
ど
の
よ
う
に
違
い
、
こ
れ

を
ど
の
よ
う
な
概
念
で
捉
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
論
で
括
れ
ば
人
類

の
歴
史
は
、
神
の
存
在
の
認
知
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
神
は
人
間

を
は
る
か
に
超
え
た
力
と
知
恵
を
不
意
に
具
現
化
し
て
見
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
人
間
は
、
た
だ
畏
れ
伏
し
祈
る
し
か
術す

べ

は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、

神
は
姿
も
見
せ
ず
現
象
だ
け
を
残
し
た
。



し
か
し
、
仏
教
の
始
祖
は
実
在
の
人
間
で
あ
り
、
不
思
議
や
奇
跡
に
は
後
世

の
伝
説
や
理
論
が
加
わ
っ
た
と
し
て
も
今
日
に
伝
わ
る
教
説
に
は
、
人
の
心
を

動
か
す
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
は
こ
の
点
に
い
ち
早
く
着
目
し
、

「
神
」
と
は
人
間
が
代
償
を
求
め
な
い
ひ
た
す
ら
帰
順
と
祭
祠
の
場
と
し
、
そ

の

禊
み
そ
ぎ

の
場
で
の
祈
祷
は
こ
こ
ろ
浄
め
る
手
段
と
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
に
対
し
て
「
仏
」
は
人
間
を
現
世
の
究
極
で
救
い
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、

人
間
自
身
が
自
ら
に
誓
い
を
立
て
、
己
を
磨
く
た
め
に
、
人
間
本
来
の
「
無
」

や
そ
こ
に
至
る
「
空
」
を
求
め
る
も
の
と
聖
徳
太
子
は
気
づ
い
た
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
民
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
土
着
の
信
仰
で
自
分
た
ち
の
神
を
信
仰
し
、

中
央
の
意
に
添
わ
ず
、
さ
ら
に
、
隣
国
朝
鮮
が
三
国
に
分
か
れ
て
相
争
う
様
子

を
見
て
、
国
を
ま
と
め
る
た
め
に
十
七
条
憲
法
を
制
定
し
、
先
進
国
の
隋
の
制

度
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
発
想
は
、
Ｎ
Ｏ
２
に
し
か
出
来
な
い
卓
見
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

恐
ろ
し
い
形
相
の
雷
神
さ
ま
は
、
粋
な
計
ら
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
頃

理
屈
を
捏こ

ね
て
ば
か
り
い
る
不
信
仰
者
に
「
神
」
や
「
仏
」
に
つ
い
て
深
く
考

え
さ
せ
、
聖
徳
太
子
に
ま
で
思
考
を
敷
衍

ふ

え

ん

さ
せ
る
と
は
、
雷
神
さ
ま
は
永
い
年

月
、
埃
に
ま
み
れ
て
た
だ
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。


