
馬
の
故
事
・
民
俗
と
絵
馬
の
起
源

古
く
は
神
霊
は
馬
に
乗
っ
て
降
臨
す
る
と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
馬
は
神
の

乗
り
物
で
あ
り
神
慮
を
慰
め
る
神
聖
な
動
物
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

神
事
に
馬
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
例
も
多
く
、
神
馬
が
飼
わ
れ
て
い
た
り
、

馬
の
像
が
作
ら
れ
て
い
る
神
社
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
反
面
、
生
き
た
馬
を
生
贄
と
し
て

神
に
捧
げ
て
雨
乞
い
な
ど
の
祈
願
を
行
っ

た
と
い
う
古
い
記
録
も
あ
り
ま
す
。
後
に

は
実
際
の
馬
を
捧
げ
る
の
が
難
し
く
な
っ

て
、
土
で
作
っ
た
土
馬
を
捧
げ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
板
に
馬
の
絵
を
描

い
た
絵
馬
を
奉
納
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
古
い
時
代
の
絵
馬
と

し
て
は
、
奈
良
時
代
の
出
土
品
に

馬
を
描
い
た
絵
馬
が
発
見
さ
れ
て

い
ま
す
。
古
社
寺
に
は
大
型
の
絵

馬
額
が
伝
え
残
さ
れ
て
い
る
例
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
近
代
に
は

小
さ
い
小
絵
馬
に
馬
の
絵
に
限
ら

ず
願
い
事
や
関
連
の
絵
を
描
い
て

奉
納
す
る
の
が
一
般
的
に
な
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
と
も
に
馬
は
農
耕
や
交

通
・
運
搬
・
軍
事
に
欠
か
せ
な
い

動
物
で
も
あ
り
、
天
智
天
皇
の
大
津
宮
の
こ
ろ
、
牧
を
設
け
て
放
牧
を
行
っ
た

と
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
間
で
も
家
族
同
様
に
屋
根
の
あ
る
厩
で
暮

ら
し
、
農
業
や
馬
に
ま
つ
わ
る
祭
事
や
民
俗
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

琵
琶
湖
の
湖
上
交
通
の
拠
点
で
あ
り
東
海
道
の
重
要
な
宿
場
で
も
あ
っ
た
大

津
で
は
多
く
の
馬
を
所
有
し
て
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
東
海
道
大
津

宿
の
中
心
部
、
北
国
街
道
の
起
点
で
も
あ
っ
た
札
の
辻
に
は
馬
の
調
達
を
行
う

馬
会
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
敷
地
内
に
馬
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た

馬
神
社
が
あ
り
、
旅
人
や
馬
持
ち
の
間
で
疫
病
除
け
な
ど
の
信
仰
が
あ
り
ま
し

た
。
「
大
津
東
町
馬
神
」
と
染
め
た
布
を
馬
の
腹
に
当
て
て
お
く
と
馬
の
疫
病

除
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
大
津
近
辺
だ
け
で
な
く
全
国
各
地
に
知
ら
れ
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
。

南
滋
賀
町
廃
寺
跡
関
連
遺
跡
か
ら
文
字
出
土

天
智
天
皇
の
都
・
大
津
宮
の
周
辺
に
あ
っ
た
関
連
寺
院
の
一
つ
と
し
て
、
南

滋
賀
町
廃
寺
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
廃
寺
跡
は
大
津
宮
中
心
部
の
真
北
五
百

メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
て
お
り
、
昭
和
初
期
の
発
掘
調
査
で
寺
院
跡
が
発
見
さ
れ
、

南
滋
賀
町
廃
寺
跡
と
名
付
け
ら
れ
、
国
史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
残
さ
れ

て
い
る
文
献
に
は
書
か
れ
た
も
の
が
な
く
、
名
称
を
示
す
も
の
も
発
見
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昨
年
付
近
の
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
た
な
か
で
「
錦
寺
」

と
書
か
れ
た
陶
器
の
破
片
が
発
見
さ
れ
、

南
滋
賀
廃
寺
の
寺
名
を
表
わ
し
た
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
錦
織
付
近
を
中

心
に
浜
大
津
か
ら
滋
賀
里
付
近
ま
で
の

地
名
と
し
て
、
「
錦
部
（
に
し
こ
り
）

郷
」
と
い
う
郷
名
が
文
献
に
残
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
を
と
っ
た
錦
部
寺
と
い
う

近
江
神
宮
日
供
神
饌
講
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名
称
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ

を
略
し
て
錦
寺
と
書
か
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
錦

部
村
主
と
い
う
氏
族
が
あ
り
、
そ
の
氏

寺
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

グ
ラ
ン
ド
セ
イ
コ
ー
の
部
品
標
本
奉
納

昨
年
漏
刻
祭
に
あ
た
っ
て
、
セ
イ
コ

ー
ウ
ォ
ッ
チ
株
式
会
社
か
ら
高
級
腕
時

計
グ
ラ
ン
ド
セ
イ
コ
ー
の
部
品
標
本
三

点
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
初
め
か

ら
時
計
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
上

の
画
像
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
、
同
様
の
も
の
が
ほ
か
に
二
つ
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。

従
来
ロ
レ
ッ
ク
ス
社
の
類
似
の
標
本
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の

も
の
は
部
品
の
名
称
も
一
つ
一
つ
表

記
し
て
あ
り
、
腕
時
計
の
内
部
部
品

が
一
点
一
点
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

車
椅
子
用
ス
ロ
ー
プ
拡
幅

時
計
館
横
か
ら
外
拝
殿
に
上
る
ス

ロ
ー
プ
が
従
前
か
ら
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
車
イ
ス
で
安
全
に
上
る

に
は
ぎ
り
ぎ
り
一
杯
の
幅
で
し
た
の

で
、
本
年
春
約
二
倍
の
幅
に
拡
げ
ま

し
た
。

坂
の
部
分
に
は
両
端
を
仕
切
り
ま
し
た
の
で
、
少
々
操
作
を
誤
っ
て
も
す
ぐ

に
車
が
は
み
出
す
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
外
拝
殿
の
参
拝
位
置
ま
で
安
全
に
上

っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

（
外
拝
殿
に
入
る
手
前
の
数
段
の
階
段
を
木
で
ふ
さ
い
だ
と
こ
ろ
は
従
来
の
ま

ま
の
幅
で
す
の
で
、
そ
こ
だ
け
は
従
来
ど
お
り
注
意
し
て
お
通
り
く
だ
さ
い
。

ま
た
ご
祈
祷
な
ど
で
内
拝
殿
に
お
入
り
い
た
だ
く
場
合
は
従
来
ど
お
り
一
部
階

段
の
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
）

年
末
年
始
の
祭
典
等

十
二
月
十
三
日
午
前
九
時

門
松
立
て

十
二
月
二
十
日
午
前
九
時

煤
払
祭

十
二
月
二
十
三
日
午
前
十
時

天
長
節
祭

十
二
月
三
十
一
日
午
後
三
時

年
越
大
祓
式
（
続
い
て
）
除
夜
祭

一
月
一
日
午
前
〇
時

歳
旦
祭
（
さ
い
た
ん
さ
い)

一
月
一
日
午
前
七
時
二
分

初
日
の
出
遥
拝
式

一
月
二
日
午
前
八
時
三
十
分

日
供
始
祭
（
に
っ
く
は
じ
め
さ
い
）

一
月
三
日
午
前
八
時
三
十
分

元
始
祭
（
げ
ん
し
さ
い
）

一
月
七
日
午
前
九
時

昭
和
天
皇
祭
遙
拝
式

一
月
十
日
午
前
八
時
三
十
分

天
智
天
皇
祭
（
天
智
天
皇
の
ご
命
日
）

一
月
十
一
日
午
前
十
時

か
る
た
名
人
位
ク
イ
ー
ン
位
決
定
戦

一
月
十
二
日
午
前
九
時

か
る
た
祭
・
高
松
宮
記
念
杯
全
国
歌
か
る
た
大
会

一
月
十
五
日
午
前
十
時

古
神
札
焼
納
祭

二
月
三
日
午
前
十
時

節
分
祭

二
月
十
一
日
午
前
十
時

紀
元
節
祭

講
社
通
信
は
近
江
神
宮
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
カ
ラ
ー
で
見
ら
れ
ま
す
。
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「
日
供
神
饌
講
」
ペ
ー
ジ

時計館横から外拝殿へ

グランドセイコー部品標本のうちの一点


