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仁 尾 雨 乞 い 竜 （三豊市仁尾町） 

  

▽
八
月
一
日
、
「
仁
尾
竜
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た 

（
仁
尾
雨
乞
い
竜
の
い
わ
れ
） 

三
豊
市
仁
尾
町
は
、
古
く
か
ら
干
ば
つ
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
困
り
果
て
た
村
人
は
、
雨
乞
い
行
者
の
和
蔵
に
相
談
し

ま
し
た
。
和
蔵
は
、
「
藁
で
大
き
な
竜
を
作
り
、
そ
れ
に
伊
予

の
黒
蔵
渕
か
ら
汲
ん
で
き
た
水
を
か
け
て
祈
れ
ば
よ
い
」
と
教

え
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
村
人
た
ち
は
、
麦
藁
を
持
ち
寄
り
、

全
長
二
十
七
メ
ー
ト
ル
も
の
大
き
な
竜
を
作
り
ま
し
た
。
一
方

黒
蔵
渕
は
、
古
く
か
ら
竜
が
棲
む
と
い
わ
れ
て
い
る
水
の
豊
富

な
渕
で
、
愛
媛
県
四
国
中
央
市
の
山
中
に
あ
り
ま
す
。
水
を
汲

ん
だ
帰
り
道
は
、
途
中
で
止
ま
る
と
そ
こ
に
雨
が
降
っ
て
し
ま

う
と
い
う
の
で
、
村
の
若
者
た
ち
数
人
の
リ
レ
ー
で
引
き
継
ぎ

な
が
ら
、
一
斗
樽
を
担
い
で
走
っ
て
帰
り
ま
し
た
。 

和
蔵
は
、
そ
の
水
を
藁
の
竜
に
お
供
え
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

村
人
た
ち
は
大
き
な
竜
を
担
ぎ
「
竜
に
水
浴
ぶ
せ
、
竜
に
水
浴

ぶ
せ
」
と
叫
び
な
が
ら
村
中
を
駆
け
回
り
、
家
の
前
で
貴
重
な

水
を
手
桶
一
杯
入
れ
て
待
ち
構
え
、
竜
が
通
る
と
水
を
浴
び
せ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
、
竜
を
父
母
浜
か
ら
海
に
流
し

ま
し
た
。 

そ
の
間
、
和
蔵
は
雨
の
宮
神
社
の
前
で
祈
り
続
け
ま
し
た
。

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
夜
妙
見
山
に
大
き
な
黒
い
雲

が
も
く
も
く
と
現
れ
、
雷
光
と
と
も
に
大
粒
の
雨
が
降
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

 

寛
政
十
一
年
か
ら
百
四
十
年
も
の
間
、
大
干
ば
つ
の
度
に

藁
で
作
っ
た
竜
に
よ
る
雨
乞
い
神
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
昭
和
十
四
年
に
は
、
い
っ
た
ん
途
絶
え
ま
し
た
が
、
昭

和
六
十
三
年
に
復
活
し
、
現
在
で
は
伝
統
民
族
行
事
と
し
て

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
仁
尾
の
雨
乞
い
竜
は
、
三

豊
市
財
田
町
に
あ
る
香
川
用
水
記
念
公
園
内
の
水
の
資
料
館

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
展
示
さ
れ
て
い
る
「
雨
乞
い
竜
」

の
モ
チ
ー
フ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
西
讃
土
地
改
良
事
務
所
） 

昭和 14年 干ばつ時の仁尾雨乞い竜 黒蔵渕（愛媛県四国中央市） 
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