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本
稿
の
前
に
、
既
に
四
つ
の
論
稿
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
一
連
の
論
稿
を

受
け
た
形
で
論
が
展
開
き
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
今
ま
で
の
も
の
を
簡
潔
に
ま
と
め
て

お
こ
う
。
第
一
の
「
異
界
と
花
嫁
」
と
題
す
る
論
稿
の
中
で
は
、
高
知
県
物
部
村
に

①

於
け
る
婚
姻
儀
礼
の
概
要
を
述
べ
た
。
花
嫁
は
、
実
家
の
縁
側
か
ら
一
歩
外
に
出
た

瞬
間
か
ら
実
家
の
娘
で
は
な
く
な
り
、
か
と
い
っ
て
ま
だ
婚
家
に
入
っ
て
儀
式
を
済

ま
せ
て
い
な
い
の
で
、
婚
家
の
嫁
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
文
字
通
り
、
縁
か
ら
出
て

縁
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
極
め
て
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
花
嫁
の
存
在
を
よ
り
安
定
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の
機
能
と
し
て
、
ツ
レ
キ

ョ
ウ
ボ
ウ
や
ヒ
キ
ア
ゲ
ニ
ョ
ウ
ボ
ウ
の
役
割
に
注
目
し
た
。
ざ
ら
に
、
花
嫁
が
実
家

の
縁
側
か
ら
出
る
事
や
里
帰
り
の
時
に
殆
ど
実
家
で
は
泊
ま
ら
な
い
事
な
ど
か
ら
、

花
嫁
が
死
者
と
類
比
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。

次
に
「
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
花
嫁
」
を
記
し
、
こ
こ
で
は
嫁
入
り
の
時
刻
・
花
嫁
に

②

き
し
か
け
る
傘
・
花
嫁
行
列
と
の
遭
遇
に
言
及
し
た
。
婚
礼
の
行
な
わ
れ
る
刻
限
が
、

一
、
は
じ
め
に

山
の
可
山
の
神
Ｌ
と
里
の
可
山
の
神
」

ｌ
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
観
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

一
つ
の
例
外
も
な
く
総
て
日
没
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
少
な
く
と
も
物
部

村
で
は
婚
礼
が
（
よ
り
正
確
に
は
花
嫁
が
）
ケ
ガ
レ
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ

っ
た
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
花
嫁
に
さ
し
か
け
ら
れ
る
傘
が
、
お
よ
そ
実
用

的
機
能
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
雨
が
降
ら
な
い
夜
で
も
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
注
目

し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
。
昼
で
も
夜
で
も
雨
が
降
ら
な
く
て

も
花
嫁
に
さ
す
傘
は
、
オ
テ
ン
ト
ウ
サ
マ
・
オ
ヒ
イ
サ
マ
・
お
月
サ
マ
・
天
照
皇
大

神
等
々
天
空
に
い
る
と
想
定
さ
れ
る
神
と
花
嫁
と
の
間
を
隔
離
す
る
た
め
の
装
置
で

あ
っ
た
。
婚
礼
の
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
花
婿
に
は
傘
を
さ
し
か
け
ず
、
専
ら

花
嫁
の
み
に
傘
を
さ
し
か
け
る
。
さ
ら
に
婿
入
り
の
場
合
で
も
、
他
家
か
ら
来
る
花

婿
に
は
傘
を
一
切
さ
し
か
け
る
事
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
村

人
た
ち
は
婚
礼
を
ケ
ガ
レ
と
見
倣
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば

花
嫁
自
身
か
ら
ケ
ガ
レ
が
発
散
し
て
い
た
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
花
婿
に
見
ら

れ
ず
花
嫁
だ
け
に
見
ら
れ
る
ツ
ノ
カ
ク
シ
も
、
本
来
は
傘
と
同
じ
よ
う
な
意
味
が
認

め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
事
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

花
嫁
の
ケ
ガ
レ
の
影
響
は
多
方
面
に
及
び
、
山
猟
山
仕
事
に
行
く
人
々
は
、
婚
礼

に
出
会
っ
た
だ
け
で
七
日
間
入
山
を
忌
避
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
他
に
、
七
日
間
と

近
藤
直
也

一
一
一
一
一
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ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、
日
を
改
め
て
出
直
す
場
合
は
多
か
っ
た
。
ま
た
、
行
商

人
や
軍
隊
も
山
猟
・
山
仕
事
と
同
じ
く
、
葬
式
に
出
会
う
こ
と
は
歓
迎
し
縁
起
が
良

い
と
言
う
も
の
の
、
花
嫁
行
列
と
遭
遇
す
る
事
を
大
変
嫌
う
。
死
も
ま
た
ケ
ガ
レ
の

概
念
を
含
み
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
ケ
ガ
レ
で
も
山
・
行
商
・
軍
隊
で
は
、
花

嫁
と
死
体
は
正
反
対
の
価
値
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
の
「
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
婚
礼
の
火
と
山
の
神
」
で
は
、
花
嫁
行
列
に
遭
遇
し

た
行
き
ず
り
の
人
で
は
な
く
、
実
際
に
婚
礼
の
宴
席
に
参
加
し
、
飲
食
を
共
に
し
た

③

人
々
の
側
に
立
っ
て
考
察
を
進
め
た
。
彼
ら
に
は
、
単
に
花
嫁
行
列
に
遭
遇
し
た
人
々

以
上
の
厳
し
い
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
、
そ
の
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
場
合
、
様
々
な
恐
る
べ

き
危
機
的
状
況
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
は
、
火
を
媒
介
と
し
て
伝
承

す
る
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、
飲
食
を
共
に
す
る
事
に
よ
っ
て
ケ
ガ
レ
が
伝
染
し
た

人
々
が
敢
え
て
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
山
や
川
・
土
木
作
業
現
場
・
田
畑
な
ど
に
入
れ
ば
、

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
事
故
や
怪
我
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。

火
を
混
ぜ
た
当
事
者
に
災
害
が
及
ば
な
く
て
も
、
そ
の
仲
間
の
誰
か
に
及
ぶ
場
合
も

多
く
あ
る
た
め
、
関
係
者
た
ち
は
か
な
り
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
。
事
故
や
怪
我
だ

け
で
な
く
、
山
猟
で
は
様
々
な
怪
異
現
象
が
出
現
し
、
こ
れ
が
も
と
で
病
気
に
も
な

っ
た
り
す
る
。
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
山
ジ
イ
・
山
の
ヌ
シ
・
山
ウ
バ
・
山
ジ
ョ
ロ

ウ
・
ヤ
ッ
ラ
オ
ウ
・
ム
ッ
ラ
オ
ウ
・
魔
物
・
妖
怪
・
蛇
な
ど
で
あ
る
が
、
直
接
こ
れ

ら
を
見
た
人
々
は
、
こ
の
こ
と
を
三
年
な
い
し
五
年
間
は
他
言
す
る
事
は
許
さ
れ
ず
、

自
分
の
心
の
中
だ
け
に
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事

柄
に
ど
う
し
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
「
常
に
は
見
え
な
い
も
の

が
見
え
る
」
と
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
程
ま
で
に
モ
ノ
ノ
ケ
の
影
に
脅
え
、

婚
礼
の
火
を
交
え
て
山
そ
の
他
へ
行
く
事
は
、
彼
ら
に
と
れ
ば
大
変
な
こ
と
で
あ
っ

一

一

四



表1 ハナビの忌避理由

一

一

五

番号 地名 なぜいけないのか

1 久保影

お嫁さんは、ケガレちよりますと。－医土木作業は山仕事よりも危険な場合があるので、
山よりももっと嫌った。だから、火を交えたら7日間は山へ入ることをきらう。
お産や婚礼の火がよくない。 →川にはオカマサマがたくさんあり、そのためによくない。

2 久保中内 山の神が婚礼を嫌う。

4 久保堂ノ岡

「山の神へはケガレちゅうけに行かれん」山の神は、婚礼の火とお産の火を嫌う。婚礼すれ
ぱ、ケガレがあるので→コンピラサマとか、伊勢大神宮など、アラタカな神、 タカガミ
サマヘは1年間お参りしない。

女性の月の物（これをヤクという）ヤクがある時分も山へ入る事を嫌った。→七日間、
山仕事。

5 久保安野尾
昔からの言い伝え。不浄みたいに言っていた。
家族の者が月経である場合一大体漁師が言っていた。

7 大西 婚礼の時に出されたごちそうや酒を呑んだ者は、ケガレる。山の神にオソレがある。

9 五王堂
山の神サマの機嫌が悪い｡婚礼の火をたべるとよくない｡火がまじる｡花嫁はケガレであり、

死んだ時のケガレよりも強い。婚礼はめでたいようだがオソレがある。山の神をオソレる。

10 明賀
婚礼やお産などのお祝い事は、山の神がうんと嫌う。山の神サマは増えるのを嫌う。婚礼
は家族が増えることであり、お産も家族が増える。だから山の神サマはお産の火と婚礼の

火を嫌う。祝い事を好まない。

12 笹上中番
上が悪い、ケガレがあるというので嫌う。婚礼のあとは、 タカガミサマにお参りするもの
ではない。水神が祀ってあるので（行けば）ケガレる。山の神を祀っているからよくない。

13 笹下土居番
高い山にはいろいろな神サンが祀ってある。 （婚礼に参加すれば）火がまじるので、そこへ
は行けない。山の神へ近よるのが一番いかん。

15 黒代中番 山には山の神といって、 ところどころに祀っている。ここにオソレがある。

17 安丸
礼はケガレなので、→焼畑でも田でも畑でも種物を蒔くのはよくない。

ケガレがあるから、→山へ七日間入らない。

18 立花
ガレがあるから、一山仕事や田植えには入らない。
むずかしい神サンだから、一一山の神の所へは近づかない。

19 平井
ガレがあるから、火を食うことがよくないから、一奥山へは行かん。
七日間はケガレがあるから、一高山へ行ったり神社参拝はしない。特に猟師が嫌う。

20 相尻
ガレるから、山に山の神を祀っているから、→山へ入らない。
山の神は婚礼やお産は好かん。

21 神池 ケガしているから、→炭焼きはしない。タカガミヘは近よらない。

22 楮佐古
ケガレるから、一山へ入らない。

山の神がある。

23 大栃 ケガレという意味があるから、 一山・山の神サマがおるような所・高山へは行かない。

24 別府土居
体がケガしているため､→火をつつくことはようない(キリバタ)｡神サマがおるような所。
ケガレるので、－崖嫁をもろうた家は一年間の神参りはしない。
花嫁はケガしているので、→殺生に出ない。ヨメビはうんと嫌う。

26 別府野地 七日間はユマ（忌ま）にゃいかんから－し山猟や川漁へは行かない。

27 別府落合
婚礼やお産の火をくうた者はケガレとして（山は危険な仕事が多いので）
ない ○

一山へ入らせ

28 別府ｶｷﾉﾎﾃ ケガレだから一山や山猟へは行かない。

29 野々内 花嫁にはケガレがあるから。

30 別役阿野地 花嫁はケガしているので。

31 別役セジロウ 山の神は女の神だから。山の神・水神がきらう 0

32 津々路 婚礼の火を食うた香はケガしているので、いちばん山の神が嫌う。

33 百尾 ケガレの火があるため、 上がまじる。

34 西谷 水神サンカ囎礼の火を嫌う。田に水神サンの水を引いてきているため、→田に入らない。



た
。
こ
こ
で
は
、
ケ
ガ
し
と
さ
れ
る
婚
礼
の
火
を
交
え
た
ま
ま
山
そ
の
他
、
禁
止
さ

れ
て
い
る
所
に
入
れ
ば
ど
う
な
る
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
四
の
「
ハ
ナ
ビ
（
婚
礼
の
火
）
と
禁
忌
」
で
は
、
「
婚
礼
の
火
」
即
ち
婚
礼
の

ケ
ガ
レ
（
よ
り
正
確
に
は
花
嫁
か
ら
発
散
さ
れ
て
い
る
ケ
ガ
レ
）
と
い
う
概
念
が
、

④

民
俗
語
彙
と
し
て
の
ハ
ナ
ビ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。
産
の
ケ
ガ
レ
は

ア
カ
ビ
、
死
の
ケ
ガ
レ
は
ク
ロ
ビ
と
呼
ば
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
は
ハ

ナ
ビ
で
あ
り
、
こ
の
名
称
は
今
ま
で
の
民
俗
学
で
は
全
く
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
の
ハ
ナ
ビ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
ケ
ガ
レ
の
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
も
う
一
度
再

検
討
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
名
称
の
他
に
、
忌
み
の
期
間
並
び
に
ど
こ
へ
行
く
事
を
忌
避
す
る
か
に

焦
点
を
あ
て
、
ハ
ナ
ビ
が
物
部
村
全
域
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
を

明
確
に
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
般
的
に
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
人
々
は
七
日
間
、
山
を
は

じ
め
と
し
て
焼
畑
・
畑
・
水
田
・
川
・
神
社
・
土
木
作
業
現
場
な
ど
、
お
よ
そ
神
を

祀
っ
て
い
そ
う
な
場
所
で
あ
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
が
禁
忌
の
場
と
な
っ
て
い
た
事
が
判

明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

禁
忌
の
時
間
と
空
間
が
明
確
に
な
り
、
ま
た
こ
の
タ
ブ
ー
を
侵
犯
す
れ
ば
ど
う
な

る
か
と
い
う
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
で
、
敢
え
て
再
び
問
い
直
し
て
み
た
い
。

な
ぜ
ハ
ナ
ビ
は
忌
避
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
纏
め
た
も
の
が
表
一
で
あ
る
。

忌
避
す
る
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の

要
件
は
捨
象
し
、
「
な
ぜ
ハ
ナ
ビ
を
忌
避
す
る
か
」
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。

二
、
ハ
ナ
ビ
の
忌
避
理
由

一
一
一
ハ

番号 地名 なぜいけないのか

35 奈路
嫁に行くことは火を悪くすることであり、神サマに恐れるということ。悪いことをしたり、
きたないことをするように婚礼のことを考えていた。山の神がおこるから。水神サマと山
の神サマがえらいから。

36 川口 ケガレを持って山へ行くことになるから非常に嫌う。

37 桑川 神サンがおるから｡ケガしているから｡危険であるから。川にはアラタカな水神サンがおる。

38 中平 婚礼はケガレだから。

39 根木屋
「 上が悪い 」 という。山に

「山の神様」 という所がところどころにあるから。川には水神サ
マをまつつちよるク （所）があるけに、行ったらいかん。

41 押谷佐岡 ケガしているというので、山の神がおこる。ケガして山へ入ったら山ジイがおこる。

43 押谷谷 「ケガしちよるけに 」
「火が悪い」

一山も川も七日間は行かない。

44 日の地
昔、婚礼の火を食うて山へ入って事故か何かがあったため。田にはオサバイサマを祀って

おり、オサバイサマがケガレを嫌うから。 「
火が悪い」ケガレの火がまじっているから。

45 影仙頭 「火が一つになる 」 婚礼すればケガレる。夫婦になることはケガレるという意味を持つ。

46 則友 ケガしているので、山の神サン・水神サンなどは、ケガレを非常に嫌うあらたかな神サン。

48 宇筒舞 田には水が入っているので、水神が嫌う。

49 山崎 ケガしているから。

50 影山崎 「ケガしちよるけに 」 火の悪い時には山へは行かれん。

52 浦山 山の神を祀っているから。

55 明改 ケガレがあり 田の神様（オサバイサマ）に失礼になるから。

58
誕
拓 上が悪いから、→山に入らない。

59 庄谷相 上が悪い。婚礼はめでたいことであるが、神サマが嫌う。



全
五
九
地
区
中
、
ハ
ナ
ビ
忌
避
理
由
に
言
及
が
あ
っ
た
の
は
四
四
地
区
で
あ
り
、

残
り
の
一
五
地
区
は
こ
れ
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
一
五
地
区
で

は
現
実
に
ハ
ナ
ビ
を
忌
避
し
て
お
り
、
理
由
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
、
ハ
ナ

ビ
忌
避
の
文
化
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
忌
避
は
当
然
の
事
柄
で
あ
り
、
わ
ざ

わ
ざ
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

表
一
を
見
て
最
初
に
気
付
く
事
は
、
ケ
ガ
レ
で
説
明
す
る
事
例
が
多
い
点
で
あ
る
。

理
由
が
判
明
す
る
四
四
地
区
中
三
○
地
区
、
つ
ま
り
六
八
％
の
地
区
が
こ
れ
に
該
当

す
る
。
１
．
４
．
７
．
９
．
岨
・
Ⅳ
・
略
・
的
・
別
・
剛
・
〃
・
鋸
・
鯉
・
〃
・

躯
・
別
・
別
・
胡
・
銘
・
郡
・
師
・
銘
・
虹
・
“
・
“
・
妬
・
妬
・
棚
・
別
・
開
の

三
○
地
区
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
ケ
ガ
レ
に
言
及
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
区
に
よ

っ
て
ケ
ガ
レ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の
異
同
を

検
討
し
て
お
き
た
い
。

１
の
伝
承
者
は
年
配
の
女
性
で
あ
っ
た
が
、
「
お
嫁
さ
ん
は
ケ
ガ
レ
ち
よ
り
ま
す

と
」
と
憤
慨
と
諦
め
が
合
い
半
ば
し
た
よ
う
な
複
雑
な
表
情
で
筆
者
に
語
っ
た
。
９

で
は
「
花
嫁
は
ケ
ガ
レ
で
あ
り
、
死
ん
だ
時
の
ケ
ガ
レ
よ
り
も
強
い
」
と
い
う
。
型
・

別
の
二
地
区
で
は
「
花
嫁
は
ケ
ガ
し
て
い
る
の
で
」
、
羽
で
は
「
花
嫁
に
は
ケ
ガ
レ

が
あ
る
か
ら
」
、
婚
礼
に
参
加
し
て
そ
こ
で
飲
食
を
共
に
し
た
も
の
は
ケ
ガ
レ
が
伝

染
す
る
と
言
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
五
例
は
、
ハ
ナ
ビ
忌
避
の
理
由
を
端
的
に
花

嫁
を
発
生
源
と
す
る
ケ
ガ
レ
に
求
め
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
伝
承
は
「
ケ
ガ

レ
と
し
て
の
花
嫁
」
で
詳
述
し
た
花
嫁
行
列
の
道
中
に
傘
を
さ
し
か
け
て
天
空
の
神

に
ケ
ガ
レ
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
た
習
俗
と
見
事
に
符
合
す
る
。
こ
れ
ら
五
地
区
で

は
、
一
貫
し
て
花
嫁
自
身
を
ケ
ガ
レ
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ケ
ガ
レ
に
言
及
し
た
残
り
二
五
地
区
で
は
、
花
嫁
自
身
を
ケ
ガ
レ
の
発
生

源
と
見
倣
す
視
点
が
か
な
り
ぼ
や
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
４
で
は
「
山
の
神
へ

は
ケ
ガ
レ
ち
ゅ
う
け
に
行
か
れ
ん
」
と
言
い
、
花
嫁
自
身
で
は
な
く
ハ
ナ
ビ
を
交
え

る
事
が
ケ
ガ
レ
に
な
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ナ
ビ
忌
避
の
発
想
が
ど
こ
か
ら
来

る
か
を
考
え
れ
ば
、
ケ
ガ
レ
の
発
生
源
も
自
ら
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
「
婚
礼

す
れ
ば
ケ
ガ
レ
が
あ
る
の
で
」
、
一
年
間
は
伊
勢
神
宮
な
ど
神
格
の
高
い
神
社
へ
は

参
拝
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
、
主
に
結
婚
し
た
二
人
を
指
す
も
の
と
思
わ

れ
る
。
婚
礼
を
す
る
事
に
よ
っ
て
ケ
ガ
レ
が
始
ま
る
と
言
う
が
、
よ
り
厳
密
に
言
え

ば
花
嫁
が
実
家
の
縁
側
か
ら
一
歩
外
へ
出
た
段
階
で
既
に
ケ
ガ
レ
が
発
生
し
て
い
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

７
で
は
「
婚
礼
の
時
に
出
さ
れ
た
ご
ち
そ
う
や
酒
を
呑
ん
だ
者
は
ケ
ガ
レ
る
」
と

言
い
、
ケ
ガ
レ
が
火
を
媒
介
と
し
て
伝
染
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
道
で
花
嫁
行
列
と
行
き
合
っ
た
だ
け
で
も
、
山
仕
事
や
山
猟
・
行
商
に
行
く

⑤

人
々
に
と
れ
ば
ケ
ガ
レ
が
伝
染
し
た
と
見
倣
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
火
を
交
え

た
と
な
れ
ば
ケ
ガ
レ
に
よ
る
汚
染
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
岨
で
は
「
上
が
悪

い
、
ケ
ガ
レ
が
あ
る
と
い
う
の
で
嫌
う
」
と
い
う
。
婚
礼
に
参
加
す
る
事
に
よ
っ
て

火
を
悪
く
し
、
こ
の
た
め
に
ケ
ガ
レ
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
７
と
同
様
に
こ
こ
で

も
火
を
媒
介
と
し
て
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
翅
で
は
「
水
神

が
祀
っ
て
あ
る
の
で
（
行
け
ば
）
ケ
ガ
レ
る
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
水
神
が
ケ
ガ
レ

な
の
で
は
な
く
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
で
水
神
の
所
へ
行
け
ば
、
水
神
を
ケ
ガ
ス

こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
神
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
な
所
に
は
近
づ
け
な
か

っ
た
。
普
段
で
も
神
域
に
入
る
場
合
は
祓
い
浄
め
の
作
法
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、

ハ
ナ
ビ
に
よ
っ
て
ケ
ガ
し
て
い
る
場
合
は
、
ケ
ガ
レ
と
神
聖
さ
の
落
差
が
か
な
り
大

き
な
も
の
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
発
想
は
、
似
の
「
ケ
ガ
し
て

一

一

七



い
る
と
い
う
の
で
山
の
神
が
お
こ
る
」
や
「
ケ
ガ
し
て
山
へ
入
っ
た
ら
山
ジ
イ
が
お

こ
る
」
と
い
う
伝
承
に
も
認
め
ら
れ
る
。
ざ
ら
に
、
４
の
「
山
の
神
へ
は
ケ
ガ
レ
ち

ゅ
う
け
に
行
か
れ
ん
」
。
“
の
「
田
に
は
オ
サ
バ
イ
サ
マ
を
祀
っ
て
お
り
、
オ
サ
バ

イ
サ
マ
が
ケ
ガ
レ
を
嫌
う
」
・
蛆
の
「
山
の
神
サ
ン
・
水
神
サ
ン
な
ど
は
ケ
ガ
レ
を

非
常
に
嫌
う
あ
ら
た
か
な
神
サ
ン
」
・
弱
の
「
ケ
ガ
レ
が
あ
り
、
田
の
神
様
（
オ
サ

バ
イ
サ
マ
）
に
失
礼
に
な
る
」
と
い
う
伝
承
に
も
見
ら
れ
た
。
神
域
と
ケ
ガ
レ
の
落

差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
い
た
め
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
の
状
態
で
は
絶
対
に
近
寄

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
神
域
へ
の
接
近
に
よ
っ
て
、
ケ
ガ
レ
が
際
立
っ
た
も
の

で
あ
る
。

岨
で
は
「
上
が
悪
い
、
ケ
ガ
レ
が
あ
る
と
い
う
の
で
嫌
う
」
と
い
う
が
、
こ
の
火

の
悪
さ
を
ケ
ガ
レ
の
原
因
に
求
め
る
伝
承
は
、
的
の
「
ケ
ガ
レ
が
あ
る
か
ら
、
火
を

食
う
こ
と
が
よ
く
な
い
か
ら
」
・
〃
の
「
婚
礼
や
お
産
の
火
を
食
う
た
者
は
ケ
ガ

レ
」
・
銘
の
「
婚
礼
の
火
を
食
う
た
者
は
ケ
ガ
レ
」
・
羽
の
「
ケ
ガ
レ
の
火
が
あ
る

た
め
、
火
が
ま
じ
る
」
・
粥
の
「
ケ
ガ
し
ち
よ
る
け
に
、
火
が
悪
い
」
・
“
の
「
火

が
悪
い
、
ケ
ガ
レ
の
火
が
ま
じ
っ
て
い
る
」
・
蝿
の
「
火
が
一
つ
に
な
る
、
婚
礼
す

れ
ば
ケ
ガ
レ
る
」
・
別
の
「
ケ
ガ
し
ち
よ
る
け
に
、
火
の
悪
い
時
に
は
山
へ
は
行
か

れ
ん
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
火
を
媒
介
と
し
て
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
る
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
に
多
く
の
地
区
で
聞
く
事
が
で
き
た
。
別
の
「
体
が
ケ
ガ
し
て
い
る
」
た
め
、

焼
畑
の
作
業
と
し
て
「
火
を
つ
つ
く
事
は
よ
う
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
ハ
ナ
ビ
忌
避
の
理
由
を
ケ
ガ
レ
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
他
の
多
く
の
地
区
も
、

以
上
の
如
く
火
に
よ
る
ケ
ガ
レ
の
伝
染
・
ケ
ガ
レ
と
神
域
の
聖
浄
さ
と
い
う
落
差
の

大
き
さ
な
ど
を
年
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
ハ
ナ
ビ
の
忌
避
理
由
を
ケ
ガ
レ
で
は
な
く
火
に
求
め
る
事
例
が
い
く
つ
か

見
ら
れ
る
。

１
．
お
産
や
婚
礼
の
火
が
よ
く
な
い
。

２
．
山
の
神
は
、
婚
礼
の
火
と
お
産
の
火
を
き
ら
う
。

３
．
婚
礼
の
火
を
た
べ
る
と
よ
く
な
い
。
火
が
ま
じ
る
。

帥
・
山
の
神
サ
マ
は
お
産
の
火
と
婚
礼
の
火
を
嫌
う
。

咽
．
高
い
山
に
は
い
ろ
い
ろ
な
神
サ
ン
が
祀
っ
て
あ
る
。
（
婚
礼
に
参
加
す
れ
ば
）

火
が
ま
じ
る
の
で
、
そ
こ
へ
は
行
け
な
い
。
山
の
神
へ
近
よ
る
の
が
一
番
い
か
ん
。

糾
・
水
神
サ
ン
が
婚
礼
の
火
を
嫌
う
。

弱
・
嫁
に
行
く
こ
と
は
火
を
悪
く
す
る
事
で
あ
り
、
神
サ
マ
に
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
。

釣
・
上
が
悪
い
。

記
・
上
が
悪
い
。

弱
・
上
が
悪
い
。

単
に
「
上
が
悪
い
」
と
い
う
の
は
、
釣
・
認
・
別
の
三
例
で
あ
る
が
、
１
も
ま
た

そ
の
部
類
に
入
る
。
火
が
悪
い
理
由
と
し
て
、
２
．
岨
・
咽
で
は
「
山
の
神
」
の
存

在
が
挙
げ
ら
れ
、
別
で
は
「
水
神
」
、
弱
で
は
「
神
サ
マ
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
恐

ら
く
、
神
の
存
在
を
明
示
し
な
か
っ
た
１
．
９
．
羽
・
認
・
別
の
四
地
区
で
も
「
火

が
悪
い
」
と
表
現
す
る
背
景
に
は
神
的
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
婚

礼
に
参
加
し
て
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
人
々
は
、
主
に
七
日
間
は
神
（
特
に
山
の
神
）
を

祀
っ
て
い
る
よ
う
な
所
へ
は
近
付
か
ず
、
家
の
ま
わ
り
で
お
と
な
し
く
過
ご
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
火
で
説
明
す
る
こ
れ
ら
一
○
例
の
背
景
に
神
的
存
在
が
見
え
隠
れ

す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
火
自
体
が
ケ
ガ
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
先
述
の
如
く
、
岨
で
は
「
上
が
悪
い
、
ケ
ガ
レ
が
あ
る
と
い
う
の
で
嫌
う
」

と
説
明
し
て
お
り
、
岨
・
〃
・
艶
・
銘
・
粥
・
“
・
妬
も
同
様
に
火
と
ケ
ガ
レ
が
抱
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き
合
わ
せ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
火
と
ケ
ガ
レ
の
密
接
な
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
ハ
ナ
ビ
忌
避
の
理
由
は
、
火
と
ケ
ガ
レ
に
尽
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

次
に
、
神
が
嫌
う
と
い
う
類
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ

う
な
「
ケ
ガ
レ
」
と
か
「
火
」
を
嫌
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
欠
落
し
た
も
の
で

あ
る
。

２
．
山
の
神
が
婚
礼
を
嫌
う
。

９
．
山
の
神
サ
マ
の
機
嫌
が
悪
い
。

川
・
婚
礼
や
お
産
な
ど
の
お
祝
い
事
は
、
山
の
神
が
う
ん
と
嫌
う
。
山
の
神
サ
マ
は

増
え
る
の
を
嫌
う
。

別
・
山
の
神
は
婚
礼
や
お
産
は
好
か
ん
。

釦
・
山
の
神
・
水
神
が
嫌
う
。

塊
・
い
ち
ば
ん
山
の
神
が
嫌
う
。

弱
・
山
の
神
が
お
こ
る
。

銘
・
田
に
は
水
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
水
神
が
嫌
う
。

弱
・
婚
礼
は
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
神
サ
マ
が
嫌
う
。

以
上
九
地
区
で
、
神
が
嫌
う
事
を
確
認
し
得
た
。
な
ぜ
、
山
の
神
や
水
神
は
め
で

た
い
は
ず
の
婚
礼
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
塊
の
「
い
ち
ば
ん
山
の
神
が
嫌
う
」

と
い
う
伝
承
の
前
半
部
に
は
、
「
婚
礼
の
火
を
食
う
た
者
は
ケ
ガ
し
て
い
る
の
で
」

と
い
う
説
明
が
つ
い
て
い
た
。
恐
ら
く
、
他
の
事
例
も
神
々
が
嫌
う
背
景
に
は
、
明

言
こ
そ
さ
れ
な
い
も
の
の
ケ
ガ
レ
意
識
が
働
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
弱
の
如
く
、

「
婚
礼
は
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
が
」
「
上
が
悪
い
」
た
め
に
神
サ
マ
が
嫌
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
め
で
た
い
は
ず
の
婚
礼
が
、
な
ぜ
神
に
よ
っ
て
嫌
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
は
、
依
然
と
し
て
残
る
。

次
に
、
神
に
対
す
る
オ
ソ
レ
で
説
明
す
る
事
例
を
見
て
お
こ
う
。

７
．
山
の
神
に
オ
ソ
レ
が
あ
る
。

９
．
婚
礼
は
め
で
た
い
よ
う
だ
が
オ
ソ
レ
が
あ
る
。
山
の
神
を
オ
ソ
レ
る
。

咽
・
山
に
は
山
の
神
と
い
っ
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
祀
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
オ
ソ
レ

が
あ
る
。

オ
ソ
レ
に
よ
る
説
明
は
こ
の
三
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
常
に
は
あ
ま
り
気

に
せ
ず
に
入
る
神
域
で
あ
っ
て
も
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
時
に
は
オ
ソ
レ
感
が
増
幅
さ

れ
、
一
切
近
付
こ
う
と
し
な
い
。
オ
ソ
レ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
、
神
聖
さ
と
ハ
ナ

ビ
を
媒
介
と
し
た
ケ
ガ
レ
の
伝
染
で
あ
り
、
そ
の
落
差
の
大
き
さ
が
オ
ソ
レ
感
を
発

生
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
ケ
ガ
レ
・
火
・
オ
ソ
レ
・
神
が
嫌
う
こ
と
以
外
の
説
明
で
、
神
に
関
連
し

た
伝
承
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

岨
・
婚
礼
の
後
は
、
タ
カ
ガ
ミ
サ
マ
に
お
参
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
の
神
を
祀

っ
て
い
る
か
ら
よ
く
な
い
。

肥
．
む
づ
か
し
い
神
サ
ン
だ
か
ら
山
の
神
の
所
へ
は
近
づ
か
な
い
。

別
・
山
に
山
の
神
を
祀
っ
て
い
る
か
ら
。

躯
・
山
の
神
が
あ
る
。

訓
・
山
の
神
は
女
の
神
だ
か
ら
。

弘
・
田
に
水
神
サ
ン
の
水
を
引
い
て
い
る
た
め
。

弱
・
水
神
サ
マ
と
山
の
神
サ
マ
が
え
ら
い
か
ら
。

師
・
神
サ
ン
が
お
る
か
ら
、
川
に
は
ア
ラ
タ
カ
な
水
神
サ
ン
が
お
る
。

約
・
山
に
は
「
山
の
神
様
」
と
い
う
所
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
。
川
に
は
水

一

一
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神
サ
マ
を
ま
つ
つ
ち
よ
る
ク
（
所
）
が
あ
る
け
に
、
行
た
ら
い
か
ん
。

兇
・
山
の
神
を
祀
っ
て
い
る
か
ら
。

こ
れ
ら
一
○
例
は
、
ケ
ガ
レ
が
あ
る
と
言
う
の
で
も
な
け
れ
ば
、
神
が
嫌
う
と
言

う
の
で
も
な
い
。
た
だ
神
が
そ
こ
に
居
る
か
ら
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
の
状
態
で

行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
説
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
言
及
こ
そ
な
い
も
の
の
、

言
外
の
意
味
と
し
て
ケ
ガ
レ
・
火
・
オ
ソ
レ
・
神
が
嫌
う
こ
と
な
ど
を
「
神
の
存
在
」

を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
言
の
強
力
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
語
り
か
け
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
具
体
的
に
ケ
ガ
レ
や
火
な
ど
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方

が
想
像
力
を
掻
き
立
て
て
説
得
力
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
他
、
以
上
の
分
類
か
ら
漏
れ
残
っ
た
も
の
を
最
後
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

５
．
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
。
不
浄
み
た
い
に
言
っ
て
い
た
。

茄
・
七
日
間
は
ユ
マ
（
忌
ま
）
に
ゃ
い
か
ん
か
ら
。

弱
．
悪
い
事
を
し
た
り
、
き
た
な
い
事
を
す
る
よ
う
に
婚
礼
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

訂
・
危
険
で
あ
る
か
ら
。

“
・
昔
、
婚
礼
の
火
を
食
う
て
山
へ
入
っ
て
事
故
か
何
か
が
あ
っ
た
た
め
。

こ
れ
ら
の
う
ち
師
と
“
は
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
山
な
ど
に
入
る
と
事
故
や
怪

我
が
発
生
す
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
ハ
ナ
ビ
に
は
、
事
故
や
怪
我
を
誘
発
す
る

何
か
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

弱
で
は
、
婚
礼
が
「
悪
い
事
」
や
「
き
た
な
い
事
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
が
、
婚
姻
儀
礼
を
考
え
る
上
で
こ
の
伝
承
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
同
様

の
伝
承
は
５
で
も
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
「
不
浄
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
両
者
の
延

長
線
上
に
、
邪
の
如
き
「
七
日
間
の
忌
み
」
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
悪
い
事
」
「
き

た
な
い
事
」
「
不
浄
」
を
清
浄
な
も
の
と
す
る
手
段
が
「
七
日
間
の
忌
み
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
忌
み
を
経
ず
に
山
や
川
へ
入
る
た
め
、
師
や
“
の
如
く
「
危

険
」
や
「
事
故
」
に
遭
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
み
え
る
五

地
区
の
伝
承
は
、
互
い
に
密
接
に
繋
が
り
あ
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

以
上
、
ハ
ナ
ビ
忌
避
理
由
を
少
し
で
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
四
四
地
区
の
事

例
を
見
て
き
た
が
、
大
き
く
六
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

部
・
花
嫁
自
体
が
ケ
ガ
レ
（
五
例
）
・

評
・
ケ
ガ
レ
（
二
五
例
）
。

ｂ
・
火
が
悪
い
（
一
○
例
）
。

Ｃ
・
神
が
嫌
う
（
九
例
）
。

ｄ
・
オ
ソ
レ
（
三
例
）
。

ｅ
・
神
の
関
連
（
一
○
例
）
。

ｆ
・
そ
の
他
（
五
例
）
・

地
区
に
よ
っ
て
、
複
数
の
類
型
が
重
複
す
る
場
合
が
多
い
た
め
、
延
べ
六
七
例
と

な
る
。
各
類
型
間
で
も
重
複
す
る
場
合
が
多
く
、
必
ず
し
も
正
確
な
数
値
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
全
体
の
大
ま
か
な
傾
向
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ケ
ガ

レ
で
説
明
す
る
ａ
群
が
最
も
多
く
、
全
四
四
地
区
の
六
八
％
、
延
べ
数
で
四
五
％
ほ

ぼ
半
数
を
占
め
て
い
た
。
ｂ
は
ケ
ガ
レ
を
併
合
さ
せ
ず
に
「
火
が
悪
い
」
点
だ
け
で

説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
全
四
四
地
区
の
二
三
％
、
延
べ
数
で
一
五
％
を

占
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
ケ
ガ
し
て
い
る
た
め
火
が
悪
い
」
と
い
う
場
合
は
ケ
ガ

レ
の
方
に
分
類
し
て
い
る
た
め
、
実
数
が
少
な
く
見
え
る
が
、
本
来
は
か
な
り
多
い

類
型
で
あ
る
。
ａ
群
と
ｂ
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
事

は
困
難
で
あ
っ
た
が
敢
え
て
試
み
た
。
Ｃ
と
ｄ
は
言
い
回
し
の
違
い
で
あ
り
、
ケ
ガ

レ
と
神
聖
な
も
の
の
落
差
が
そ
こ
に
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
外
に
ａ
群
の
ケ
ガ ○



し
感
を
含
み
持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ｅ
の
神
関
連
で
の
説
明
も
、
当
然
Ｃ
・

ｄ
と
同
様
に
ケ
ガ
レ
と
神
の
存
在
（
換
言
す
れ
ば
神
聖
さ
）
の
落
差
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ｆ
の
「
そ
の
他
」
も
中
心
は
「
き
た
な
い
事
」
や
「
不
浄
」
で
あ
り
、
こ

れ
ら
は
最
終
的
に
ケ
ガ
レ
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ガ
レ
は
火
を
媒
介
と

し
て
伝
染
す
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
四
四
地
区
の
延
べ

六
七
例
を
六
類
型
に
分
け
た
が
、
最
終
的
に
は
総
て
が
ケ
ガ
レ
に
集
約
さ
れ
る
と
言

え
よ
う
。
ハ
ナ
ビ
忌
避
の
理
由
は
、
ハ
ナ
ビ
自
体
が
ケ
ガ
レ
と
見
倣
き
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。

ク
ロ
ビ
が
死
の
ケ
ガ
レ
、
ア
カ
ビ
が
産
の
ケ
ガ
レ
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
ハ
ナ

ビ
は
花
嫁
や
婚
礼
に
見
ら
れ
る
ケ
ガ
レ
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
ハ
ナ
ビ

と
は
「
花
嫁
か
ら
発
散
さ
れ
、
婚
礼
で
火
を
同
じ
く
し
た
者
た
ち
に
認
め
ら
れ
る
ケ

ガ
レ
の
観
念
」
と
定
義
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

婚
礼
は
祝
う
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
し
か
も
花
嫁
は
き
れ
い
に
着
飾
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ケ
ガ
し
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
１
．
９
．

別
・
羽
・
別
の
五
地
区
で
は
婚
礼
の
火
を
交
え
る
事
が
ケ
ガ
レ
で
あ
っ
た
だ
け
で
な

く
、
花
嫁
自
身
も
ケ
ガ
レ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
殆

ど
の
地
区
で
は
、
天
空
の
神
に
ケ
ガ
レ
を
見
せ
な
い
た
め
と
称
し
て
、
実
家
か
ら
婚

家
へ
の
道
中
ず
っ
と
花
嫁
に
傘
を
さ
し
か
け
て
お
り
、
こ
の
現
象
も
ま
た
花
嫁
自
体

が
ケ
ガ
レ
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
５
で
は
婚
礼
を
「
不
浄
み

た
い
に
言
」
う
の
で
あ
り
、
妬
で
は
「
悪
い
こ
と
を
し
た
り
、
き
た
な
い
こ
と
を
す

る
よ
う
に
婚
礼
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
妬
で
は
「
火
が
一
つ
に
な
る
」
「
婚
礼
す
れ
ば
ケ
ガ
レ
る
」
と
称
し
、
「
夫
婦

に
な
る
こ
と
は
ケ
ガ
レ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
夫

婦
に
な
る
こ
と
」
の
中
に
性
行
為
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
性
行
為
そ
の
も
の

が
ケ
ガ
レ
の
根
源
に
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
全
体
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
花
嫁

そ
の
も
の
や
婚
姻
儀
礼
で
火
を
交
え
る
事
が
ケ
ガ
レ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
性
行
為
以
前
に
、
花
嫁
が
実
家
か
ら
外
へ
一
歩
出
た
段
階
で
既
に
ケ

ガ
レ
と
し
て
扱
わ
れ
、
儀
礼
的
に
傘
が
被
せ
ら
れ
る
現
象
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は

容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
「
火
が
一
つ
に
な
る
」
こ
と
に
よ

っ
て
ケ
ガ
レ
る
、
「
婚
礼
す
れ
ば
ケ
ガ
レ
る
」
と
い
う
伝
承
は
極
め
て
大
き
な
意
味

を
持
つ
。
即
ち
、
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
花
嫁
が
婚
家
に
入
り
、
三
々
九
度
の
盃
事
な
ど

を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
宴
席
の
参
加
者
た
ち
と
「
火
が
一
つ
」
に
な

る
の
で
あ
り
、
火
を
媒
介
と
し
て
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
参
加

者
一
同
に
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
「
婚
礼
す
れ
ば
ケ
ガ
レ
る
」
の
で
あ
る
。

ハ
ナ
ビ
忌
避
の
理
由
と
し
て
、
圧
倒
的
に
ケ
ガ
レ
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
背
景
に

は
花
嫁
自
体
か
ら
発
散
さ
れ
る
ケ
ガ
レ
が
最
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
事
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
事
は
、
花
嫁
が
被
る
傘
だ
け
で
な
く
、
以
上
述
べ
て
来
た
ハ

ナ
ビ
忌
避
伝
承
の
上
か
ら
も
充
分
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

既
に
火
を
交
え
て
し
ま
え
ば
、
一
般
的
に
七
日
間
は
山
な
ど
禁
忌
の
空
間
へ
は
入

れ
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
山
猟
や
山
仕
事
な
ど
を
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
は
、
ハ
ナ
ビ
を
予
防
す
る
方
法
が
あ
っ
た
。
４
で
は
「
ど
う
し
て
も
山
猟
へ
行

き
た
い
者
は
、
自
分
が
（
婚
礼
に
）
行
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
妻
と
か
家
族
の
者

三
、
ハ
ナ
ビ
の
予
防
法

一
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を
行
か
せ
」
、
翌
日
も
ま
た
山
へ
仕
事
や
猟
に
行
く
場
合
は
「
家
族
の
者
と
火
を
別

に
す
る
。
妻
が
行
っ
た
場
合
は
妻
と
は
火
を
同
じ
く
せ
ず
、
自
分
で
火
を
別
に
し
て

煮
炊
き
し
た
も
の
を
食
べ
て
山
へ
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
本
人
が
火

を
交
え
な
か
っ
た
か
ら
そ
れ
で
済
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
妻
が
火
を
交
え
た

場
合
、
そ
の
妻
と
火
を
交
え
る
事
が
ケ
ガ
レ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
従

っ
て
、
本
人
が
家
に
帰
っ
て
再
び
翌
日
に
山
へ
入
る
場
合
に
は
、
不
自
由
で
も
自
分

だ
け
火
を
別
に
し
て
煮
炊
き
し
た
も
の
を
食
べ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
二

次
感
染
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
花
嫁
や
婚
礼
に
対
す
る
ケ
ガ
レ
感
覚
は
、

こ
れ
程
ま
で
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

岨
で
は
「
猟
を
す
る
時
分
に
は
婚
礼
が
よ
く
あ
る
。
田
畑
の
作
業
が
終
わ
る
秋
の

穫
り
入
れ
後
か
ら
春
の
種
蒔
き
時
分
に
か
け
て
婚
礼
は
集
中
す
る
。
こ
の
時
期
は
、

ち
ょ
う
ど
猟
期
と
重
な
る
。
ど
う
し
て
も
猟
に
行
き
た
い
人
は
、
別
に
火
を
焚
い
て
、

自
分
で
料
理
を
し
て
山
猟
に
行
き
、
婚
礼
の
火
を
一
切
交
え
な
い
。
猟
師
だ
け
で
な

く
、
山
で
伐
採
を
す
る
人
々
も
婚
礼
と
お
産
の
火
を
非
常
に
嫌
う
」
と
い
う
。
婚
礼

の
時
期
が
特
定
さ
れ
て
い
た
事
は
別
稿
で
詳
述
し
た
坤
猟
期
と
も
重
な
り
、
山
猟

に
行
く
人
々
に
と
っ
て
は
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
４
と
同
じ
く
、
こ
こ

で
も
火
を
別
に
す
る
事
で
ケ
ガ
レ
の
感
染
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
二
次
感

染
で
あ
り
、
ハ
ナ
ビ
の
影
響
は
婚
礼
に
直
接
参
加
し
た
人
よ
り
も
格
段
に
薄
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
火
を
別
に
す
る
事
に
よ
っ
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

館
で
は
「
火
が
ま
じ
る
と
い
っ
て
、
そ
の
家
（
婚
礼
を
し
た
家
）
で
お
茶
を
呑
ん

で
も
い
け
な
い
。
そ
の
家
で
煮
炊
き
し
た
も
の
を
食
べ
て
山
へ
入
っ
て
は
い
け
な
い
。

そ
こ
で
、
自
分
の
家
に
お
産
や
婚
礼
が
あ
っ
た
場
合
、
自
分
の
家
に
帰
ら
ず
に
、
よ

そ
の
家
で
食
事
を
し
て
泊
ま
ら
せ
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
山
へ
通
っ
て
仕
事
を
し
た
」

と
い
う
。
こ
の
場
合
、
婚
礼
当
日
だ
け
で
は
な
く
、
ケ
ガ
し
と
さ
れ
る
七
日
の
間
で

茶
を
呑
む
事
が
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
茶
だ
け
で
な
く
、
火
を
使
っ

て
調
理
し
た
物
は
す
べ
て
忌
避
さ
れ
て
い
た
。
婚
礼
や
お
産
の
あ
っ
た
当
家
の
者
で

す
ら
、
ど
う
し
て
も
山
へ
行
き
た
い
場
合
、
火
を
交
え
る
こ
と
が
厭
き
に
、
自
分
の

家
に
帰
ら
ず
に
他
家
で
寝
泊
ま
り
し
て
、
そ
こ
か
ら
山
へ
通
う
の
で
あ
っ
た
。
自
分

の
家
で
の
事
で
あ
る
た
め
、
ケ
ガ
レ
の
影
響
下
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
火
を
別
に
す
る
事
で
免
除
さ
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
い

か
に
出
産
の
原
因
を
作
っ
た
当
事
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
家
族
の
一
員
で
あ
ろ
う

と
も
、
火
さ
え
別
に
す
れ
ば
、
ケ
ガ
レ
は
波
及
し
な
い
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。妬

で
は
ケ
ガ
レ
の
伝
染
の
事
を
ク
イ
ッ
ギ
と
呼
ん
で
い
た
。
「
ク
イ
ッ
ギ
と
は
、

婚
礼
の
火
を
食
う
た
人
が
、
さ
ら
に
他
家
の
人
と
火
を
交
え
る
こ
と
」
と
言
い
「
タ

バ
コ
の
火
を
そ
の
人
に
貰
っ
て
も
ク
イ
ッ
ギ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
。
こ
の
た
め
「
花

嫁
を
送
り
出
す
側
も
、
迎
え
る
側
も
心
得
て
お
り
、
マ
ッ
チ
を
用
意
し
て
お
き
、
タ

バ
コ
の
火
を
つ
け
る
場
合
は
『
こ
の
火
で
つ
け
て
下
さ
い
』
と
い
っ
て
、
家
に
あ
る

火
を
貸
す
こ
と
は
一
切
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ケ
ガ
レ
が
他
の
人
々
に
移
る
の
を
防

止
す
る
た
め
で
あ
る
。
ユ
ル
リ
の
火
は
一
切
使
わ
さ
な
い
。
火
を
別
に
す
る
。
従
っ

て
茶
も
呑
ま
せ
な
い
」
と
い
う
。
ユ
ル
リ
な
ど
家
に
あ
る
火
を
一
切
使
わ
せ
な
い
期

間
は
、
こ
の
場
合
で
も
ハ
ナ
ビ
忌
避
期
間
と
し
て
の
七
日
間
で
あ
ろ
う
。
婚
礼
当
日

は
い
ざ
し
ら
ず
、
婚
礼
が
終
わ
っ
た
後
七
日
間
は
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
・
婚
礼
の
ケ
ガ
レ

の
ほ
と
ぼ
り
を
さ
ま
す
べ
く
、
ひ
た
す
ら
忌
み
篭
る
た
め
の
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が

手
に
取
る
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
間
に
来
客
が
あ
っ
て
も
、
客
の
た
め
と
思
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っ
て
茶
も
出
さ
な
い
。
客
が
喫
煙
す
る
場
合
は
、
イ
ロ
リ
の
火
を
使
わ
せ
ず
、
新
た

な
火
を
切
り
出
す
た
め
の
マ
ッ
チ
を
用
意
す
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
花
嫁
を
「
送
り
出
す
側
」
も
火
が
他
に
ま
じ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
点
に
注
目
し

て
お
き
た
い
。
婚
礼
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
り
ケ
ガ
レ
と
認
識
さ
れ
る
の
は
当
然
と

言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
空
間
と
し
て
の
花
嫁
を
出
し
た
家
も
ま
た
ケ
ガ
し
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
婚
礼
に
参
加
し
て
火
を
交
え
た
た
め
だ
け
が
そ
の
原
因
で

あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、
花
嫁
を
迎
え
入
れ
た
側
の
作
法
と
同
格
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
首
肯
し
得
る
。
別
稿
に
於
い
て
、
花
嫁
と
棺
に
入
っ
た
死
者

の
類
比
を
試
み
た
が
、
花
嫁
を
送
り
出
す
側
の
家
は
、
ま
さ
に
葬
送
儀
礼
を
行
な
う

家
と
ケ
ガ
レ
の
観
点
に
立
て
ば
同
一
次
元
で
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、

花
嫁
を
迎
え
入
れ
る
側
は
、
ケ
ガ
レ
の
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
出
産
の
そ
れ
と
同
一

次
元
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
証
は
無
い
が
、
家
族
の
成
員
が

⑦

一
人
増
え
る
事
を
考
盧
す
れ
ば
出
産
と
嫁
入
り
は
共
通
す
る
。
花
嫁
は
実
家
で
は
象

徴
的
に
死
と
類
比
さ
れ
、
婚
家
で
は
象
徴
的
に
誕
生
と
類
比
さ
れ
て
い
た
。
死
も
誕

生
も
強
烈
な
ケ
ガ
レ
感
覚
が
伴
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
花
嫁
に
は
二
重
の
ケ

ガ
し
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ケ
ガ
レ
の
発
生
源
は
花
嫁
自
身
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
花
嫁
の
実
家
と
婚
家
も
ど
っ
ぷ
り
と
ケ
ガ
レ
感
覚
に
浸
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
花
嫁
の
実
家
と
婚
家
が
、
ケ
ガ
レ
の
発
生
源
と
し
て
の
花
嫁
と
最
も

密
接
な
空
間
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ク
イ
ッ
ギ
と
称
す
る
ケ
ガ
レ
の
伝
染

を
極
度
に
虞
れ
、
来
客
に
茶
も
出
さ
ず
、
イ
ロ
リ
の
火
も
一
切
使
わ
せ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

銘
で
は
「
タ
バ
コ
の
火
は
特
に
嫌
う
。
ク
イ
コ
ム
と
い
っ
て
嫌
う
」
と
言
い
、
婚

礼
の
ケ
ガ
レ
に
感
染
し
た
人
が
吸
っ
て
い
た
タ
バ
コ
の
火
を
借
り
る
事
を
非
常
に
用

心
し
て
い
た
。
こ
れ
は
前
述
の
船
の
伝
承
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

弘
で
は
「
婚
礼
に
出
会
っ
て
も
、
婿
方
ま
た
は
嫁
方
か
ら
の
接
待
を
受
け
な
け
れ

ば
火
を
交
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
、
気
に
せ
ず
に
山
へ
入
っ
た
」
と
言
う
。
別

稿
で
、
婚
礼
に
出
会
っ
た
だ
け
で
も
ケ
ガ
レ
ま
た
は
縁
起
が
悪
い
と
い
っ
て
出
直
す

事
例
を
詳
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
幾
分
か
忌
避
感
が
緩
和
さ
れ
、
飲
食
な
ど
の
接
待

を
受
け
な
け
れ
ば
ケ
ガ
レ
が
伝
染
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
嫁
方
の
接
待
も
婿

方
の
場
合
と
同
等
の
ケ
ガ
レ
感
染
力
を
持
つ
と
見
倣
さ
れ
る
点
は
、
恥
の
場
合
と
同

じ
く
ケ
ガ
レ
の
源
泉
と
し
て
の
花
嫁
の
実
家
と
い
う
意
味
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

銘
で
は
「
家
人
に
火
が
ま
じ
っ
て
も
、
山
へ
猟
に
行
っ
た
り
、
山
仕
事
に
行
く
場

合
、
そ
の
人
は
別
の
火
で
シ
ョ
タ
イ
（
炊
事
）
を
す
る
。
家
人
と
は
火
を
交
え
な
い
」

と
言
い
、
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
を
予
防
す
る
手
段
の
別
火
は
４
．
ｍ
の
場
合
と
同
じ
で
あ

っ
た
。
二
次
感
染
と
し
て
の
ク
イ
ッ
ギ
を
避
け
る
た
め
に
、
別
火
を
行
な
っ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

蛇
で
は
「
火
を
交
え
て
は
い
け
な
い
。
タ
バ
コ
の
火
で
も
よ
く
な
い
。
違
う
家
で

寝
泊
ま
り
し
な
け
れ
ば
山
へ
行
け
な
い
」
と
言
う
。
こ
こ
で
は
、
結
果
的
に
別
火
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
４
．
ｍ
・
銘
が
自
分
の
家
で
別
火
に
努
力
し
て
い
た
の
に
対
し
、

他
家
に
寝
泊
ま
り
す
る
事
に
よ
っ
て
火
に
よ
る
ケ
ガ
レ
の
汚
染
を
避
け
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
は
、
前
述
の
鴎
の
事
例
と
共
通
す
る
。

“
で
は
葬
式
や
お
産
の
火
よ
り
も
婚
礼
の
火
を
最
も
忌
避
し
、
「
本
人
（
家
の
主

人
）
が
行
か
ず
に
夫
人
が
行
っ
た
り
す
る
」
と
い
う
。

“
で
は
「
旧
暦
五
月
の
田
植
え
時
期
に
、
お
産
が
あ
っ
た
り
婚
礼
が
あ
っ
た
場
合
、

し
ょ
う
が
な
い
け
に
行
く
に
ゃ
あ
行
く
が
、
そ
の
時
に
は
、
そ
の
家
で
出
さ
れ
た
煮
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炊
き
し
た
物
や
火
を
通
し
た
物
を
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
し
な
か
っ
た
。
火
を
混
ぜ
る

事
さ
え
し
な
か
っ
た
ら
、
ケ
ガ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
火
を
一
つ

に
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
今
の
人
で
も
七
日
間
は
田
へ
は
入
ら
な
い
」
と
い
う
。
婚
礼

の
多
く
は
秋
か
ら
翌
春
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
田
植
え
時
期
に
行
な
わ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
婚
礼
や
お
産
の
ケ
ガ
レ
が
伝
染
し
た
場
合
、
田
に

七
日
間
入
る
事
を
忌
避
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
う
っ
か
り
婚
礼
や
お
産
の
火
を
交

え
た
場
合
、
七
日
間
は
田
に
入
れ
ず
、
従
っ
て
田
植
え
が
で
き
な
く
な
る
。
特
に
田

植
え
の
場
合
、
水
利
や
共
同
作
業
の
関
係
か
ら
個
人
の
都
合
で
自
由
に
日
取
り
を
決

め
る
事
が
で
き
な
い
た
め
、
ど
う
し
て
も
火
を
交
え
る
事
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
結
果
、
義
理
で
参
加
は
す
る
が
、
そ
の
家
の
火
を
通
し
た
物
は
一
切
飲

食
し
な
い
と
い
う
複
雑
な
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ケ
ガ
レ
予
防
の
た
め
の
苦
し

い
選
択
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
や
む
を
得
ず
共
同
の
仕
事
な
ど
で
山
へ
行
か
な
い
か

ん
場
合
は
、
家
族
の
誰
か
に
代
理
で
婚
礼
に
行
っ
て
貰
う
。
山
か
ら
帰
っ
て
来
て
も
、

自
分
は
家
族
の
者
と
火
を
一
つ
に
せ
ん
よ
う
に
、
火
を
別
に
し
て
シ
ョ
タ
イ
（
炊
事
）

を
し
た
。
シ
ョ
タ
イ
す
る
の
が
い
や
な
場
合
は
、
予
め
代
理
で
行
く
家
族
の
者
に
『
火

を
一
つ
に
し
て
く
る
な
よ
（
む
こ
う
の
家
で
出
さ
れ
た
物
を
飲
み
食
い
す
る
な
）
・
』

と
注
意
し
て
お
く
」
と
い
う
。
こ
れ
程
火
が
恐
ろ
し
い
の
で
あ
れ
ば
婚
礼
に
参
加
し

な
け
れ
ば
よ
き
そ
う
で
あ
る
が
、
付
き
合
い
上
不
参
加
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

普
通
は
山
へ
入
る
本
人
だ
け
が
別
火
で
炊
事
す
る
が
、
こ
こ
で
は
慣
れ
な
い
炊
事
を

す
る
事
が
い
や
さ
に
、
代
理
人
（
こ
の
場
合
は
恐
ら
く
妻
）
に
火
を
交
え
る
事
を
禁

止
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
お
け
ば
、
家
の
主
人
は
山
か
ら
自
分
の
家
に
帰
っ
て
も
別

火
の
必
要
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
、
代
理
の
者
は
禁
欲
的
姿
勢
を
強
い

ら
れ
る
事
に
な
る
。

以
上
、
婚
礼
の
ケ
ガ
レ
を
予
防
す
る
事
例
が
判
明
し
た
一
○
地
区
（
４
．
ｍ
・
羽
・

妬
・
躯
・
弘
・
銘
・
蛇
・
蛆
・
仏
）
の
伝
承
を
検
討
し
た
。
他
地
区
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ら
と
似
通
っ
た
措
置
が
取
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
○
地
区
の
事
例
で
目

立
つ
の
は
、
本
人
が
ど
う
し
て
も
山
猟
や
山
仕
事
な
ど
に
行
き
た
い
場
合
、
家
族
の

誰
か
を
代
理
に
立
て
る
事
で
あ
っ
た
。
翌
日
も
山
へ
入
る
場
合
、
そ
の
夜
は
本
人
を

除
く
家
族
中
が
婚
礼
の
火
に
よ
っ
て
ケ
ガ
レ
に
感
染
し
て
い
る
た
め
、
止
む
な
く
自

分
だ
け
別
火
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
七
日
間
ほ
ど
続
く

の
で
あ
っ
た
。
４
．
ｍ
・
銘
・
“
の
四
地
区
で
こ
の
事
が
確
認
さ
れ
た
。

自
分
の
家
で
別
火
生
活
に
務
め
て
い
て
も
、
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
た
め
、
何

の
拍
子
で
ケ
ガ
レ
の
火
が
ま
じ
っ
て
し
ま
う
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
危
険
性
が
絶

え
ず
付
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
蛇
で
見
ら
れ
た
よ

う
な
生
活
空
間
を
家
人
と
は
全
く
別
の
場
所
に
そ
の
期
間
だ
け
移
し
て
し
ま
う
と
い

う
方
法
で
あ
る
。
不
慣
れ
な
環
境
で
は
あ
る
が
、
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
る
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
ス
ト
レ
ス
か
ら
は
完
全
に
解
放
さ
れ
、
山
で
の
事
故
や
怪
我
、
さ
ら
に
怪

異
現
象
な
ど
を
心
配
す
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

全
一
○
地
区
の
中
で
、
各
地
区
の
詳
細
を
見
れ
ば
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

ま
た
予
防
の
方
法
が
若
干
異
な
る
も
の
の
、
全
体
に
共
通
す
る
点
は
別
火
の
一
語
に

尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
婚
礼
の
ケ
ガ
レ
を
予
防
す
る
に
は
、
伝
染
経
路
と
し
て
の
火
を

遮
断
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
も
し
ケ
ガ
レ
が
伝
染
す
れ
ば
、
こ
れ
と
い
う
特
別
の

手
だ
て
は
な
く
、
七
日
間
の
入
山
（
ま
た
は
神
社
・
川
・
田
・
畑
・
焼
畑
・
工
事
現

場
な
ど
お
よ
そ
神
を
祀
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
所
へ
入
る
こ
と
も
）
禁
止
と
い
う
不

自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
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別
稿
に
お
い
て
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
場
合
、
ど
こ
へ
行
く
の
を
忌
避
す
る
か
に
つ

い
て
詳
述
し
た
。
こ
れ
を
纏
め
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
が
、
延
べ
数
で
見
た
場
合
、

山
は
六
四
％
を
占
め
、
第
二
位
の
川
か
ら
第
七
位
の
田
ま
で
を
圧
倒
的
に
引
き
離
し

て
い
る
。
山
以
外
の
川
か
ら
田
ま
で
の
六
種
類
を
合
計
し
て
も
全
体
の
三
六
％
を
占

め
る
に
過
ぎ
ず
、
山
の
六
四
％
と
較
べ
れ
ば
二
倍
近
い
差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
つ

ず
つ
山
と
比
較
す
れ
ば
、
第
二
位
の
川
の
九
％
は
約
七
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
な

い
。
三
位
の
神
社
は
山
の
八
分
の
一
、
四
位
の
焼
畑
は
約
二
分
の
一
、
五
位
の
土

木
作
業
現
場
は
約
一
三
分
の
一
、
六
位
の
畑
も
約
一
三
分
の
一
、
七
位
の
田
に
至
っ

て
は
山
の
約
二
一
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
割
合
を
地
区
別
に
見
て
お
こ
う
。
山
の
場
合
、
ハ
ナ
ビ
忌
避
は
一
○
○
％

つ
ま
り
忌
避
場
所
が
判
明
し
た
全
五
七
地
区
中
総
て
の
地
区
で
は
山
へ
入
る
事
が
タ

ブ
ー
で
あ
り
、
入
れ
ば
様
々
な
怪
異
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
二
位

忌避場所に対する％表2

四
、
山
の
神
の
性
別
と
性
格

の
川
が
三
九
％
、
約
四
割
の
地
区
で
は
川
へ
入
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
た
。
三
位
が
神

社
の
三
○
％
、
四
位
が
焼
畑
の
二
五
％
、
五
位
が
土
木
作
業
現
場
の
二
五
％
（
延
べ

数
の
上
で
は
焼
畑
の
方
が
多
い
た
め
同
率
で
も
順
位
が
異
な
る
）
、
六
位
が
畑
の
二

一
％
、
七
位
が
田
の
一
四
％
と
な
る
。
神
を
祀
る
場
所
と
言
え
ば
神
社
と
い
う
事
に

な
る
が
、
神
社
は
地
区
別
に
見
て
も
三
割
の
地
区
で
し
か
言
及
が
な
か
っ
た
。
残
り

の
七
割
の
地
区
で
は
神
社
に
対
す
る
忌
避
の
言
及
が
無
か
っ
た
。
言
及
の
無
い
事
が
、

即
ち
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
神
社
に
入
る
こ
と
を
忌
避
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
は

な
ら
な
い
。
恐
ら
く
忌
避
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
山
ほ
ど
は
気
に
か
け

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
が
神
社
の
三
倍
以
上
も
忌
避
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
単
に
神
的
存
在
に
よ
っ
て
婚
礼
の
ケ
ガ
レ
が
嫌
わ
れ
た
と
い
う
解
釈
だ
け

で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。
他
に
も
っ
と
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
場
合
、
総
て
の
地
区
で
は
山
へ
入
る
事
を
忌
避
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
延
べ
数
の
上
で
も
他
を
六
倍
か
ら
二
一
倍
も
引
き
離
す
と
い
う

異
常
さ
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
殊
に
山
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
何
ら
か
の

特
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
謎
を
解
く
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、

山
の
神
の
性
別
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

第
二
節
で
「
山
の
神
は
女
の
神
だ
か
ら
」
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
山
へ
入
ら
な
い

と
い
う
別
の
伝
承
に
言
及
し
た
が
、
そ
こ
で
は
「
神
」
の
方
に
力
点
を
置
い
て
考
察

し
た
た
め
、
「
神
的
存
在
」
と
い
う
事
で
他
の
事
例
と
共
に
一
括
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
、
な
ぜ
山
だ
け
が
突
出
し
て
ハ
ナ
ビ
を
忌
避
し
た
の
か
の
説
明
が
つ

か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
単
な
る
「
神
」
で
は
な
く
、
「
女
神
」
に
力
点

を
置
い
て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
「
神
」
で
あ
れ
ば
、
「
山
」五
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よ
り
も
む
し
ろ
「
神
社
」
の
方
が
強
烈
に
忌
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
は

延
べ
数
で
僅
か
八
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
六
四
％
の
山
へ
の
忌
避
と
比
較
す
れ
ば
、

殆
ど
取
る
に
足
り
な
い
数
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
証
の
伝
承
を
再
検
討
し
て
お
き
た
い
。
婚
礼
や
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
を
忌
避

す
る
理
由
と
し
て
、
ま
た
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
山
の
中
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
理

由
と
し
て
、
山
の
神
が
「
女
の
神
だ
か
ら
」
と
い
う
。
こ
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
女

と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
逆
に
そ
の
共
通
点
が
原
因
で
花
嫁
と
山
の
神
が

対
立
す
る
と
い
う
図
式
が
あ
っ
た
。
同
一
の
図
式
は
、
別
稿
で
詳
述
し
た
が
、
東
北

⑧

地
方
の
猟
師
や
漁
師
・
大
工
職
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
秋
田
県
田
代
町
の
全
域

⑨

で
も
確
認
さ
れ
た
。
物
部
村
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
異
な
現
象
で
は
な
い
。

さ
て
、
物
部
村
で
は
三
五
地
区
に
於
い
て
山
の
神
の
性
別
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を

纏
め
た
も
の
が
表
三
で
あ
る
。
性
別
が
判
明
す
る
全
三
五
地
区
中
、
総
て
の
地
区
で

山
の
神
を
「
女
神
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
４
．
岨
・
恥
の
三
地
区
で
は
、

女
神
と
同
時
に
男
神
と
す
る
伝
承
も
聞
け
た
。
４
で
は
、
山
の
神
は
「
大
山
祇
之
命

を
祀
っ
て
い
る
か
ら
男
の
神
サ
ン
と
い
う
が
、
実
際
こ
の
あ
た
り
で
は
山
の
神
は
女

の
神
サ
ン
」
で
あ
り
、
こ
の
た
め
自
分
の
妻
の
こ
と
を
「
う
ち
の
山
の
神
が
」
云
々

と
い
う
。
岨
で
は
「
山
に
は
山
の
神
が
い
る
が
、
こ
れ
は
女
の
神
サ
マ
で
は
な
く
男

の
神
サ
ン
」
と
言
う
も
の
の
、
自
分
の
妻
が
む
ず
か
し
い
（
性
格
が
ひ
ね
く
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
ら
し
い
）
場
合
、
「
う
ち
の
山
の
神
が
」
と
い
う
表
現
を
す
る
。
別

で
は
「
女
の
人
を
山
の
神
と
い
う
が
、
こ
れ
は
龍
宮
世
界
か
ら
山
の
神
サ
マ
の
家
内

と
し
て
オ
ト
ヒ
メ
サ
マ
が
嫁
に
来
て
い
る
か
ら
、
女
の
人
を
山
の
神
」
と
言
い
、
「
山

の
神
は
男
で
あ
る
。
こ
の
話
を
知
ら
ん
人
は
、
山
の
神
は
女
だ
と
い
う
」
と
説
明
す

る
。
し
か
し
、
恥
で
も
一
般
的
に
は
「
女
の
強
い
（
家
の
中
で
主
婦
の
発
言
力
が
強

い
こ
と
）
場
合
を
『
山
の
神
』
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
三
例
は
、
立
て
前
と
本
音
が
違
っ
て
お
り
、
山
の
神
を
男
と
す
る
も
の
の

実
際
に
人
々
の
間
で
は
女
神
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
４
の
場
合
、

神
道
の
知
識
が
入
っ
て
来
た
た
め
に
「
大
山
祇
之
命
」
と
い
う
名
称
が
つ
い
た
も
の

で
あ
り
、
岨
は
神
名
が
出
て
来
な
い
が
恐
ら
く
男
神
と
す
る
背
景
に
は
４
と
同
じ
神

名
が
意
識
き
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
別
で
は
、
土
着
の
陰
陽
道
と
も
言
う
べ

き
イ
ザ
ナ
ギ
流
の
神
話
が
登
場
す
る
。
龍
宮
世
界
の
オ
ト
ヒ
メ
が
、
家
来
の
オ
コ
ゼ

の
三
郎
に
命
じ
て
山
の
神
の
世
界
に
あ
る
木
の
実
を
取
り
に
行
か
せ
る
の
だ
が
山
の

神
に
つ
か
ま
る
。
山
の
神
は
オ
コ
ゼ
の
三
郎
の
命
を
助
け
て
や
る
か
わ
り
に
、
オ
ト

ヒ
メ
を
浜
辺
ま
で
誘
い
出
す
こ
と
を
三
郎
に
命
じ
る
。
山
の
神
は
、
山
鳥
に
化
け
て

浜
辺
の
オ
ト
ヒ
メ
の
懐
に
入
り
、
夫
婦
の
契
り
を
結
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ザ
ナ

ギ
流
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
明
ら
か
に
山
の
神
は
男
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
恥
で
は
一
般
的
に
女
の
強
い
場
合
を
「
山
の
神
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
も
、
神
話
と
現
実
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
㈹
と
別
の
二
地
区
で

は
「
山
の
神
と
水
神
は
夫
婦
」
と
す
る
伝
承
が
あ
る
が
、
邪
の
イ
ザ
ナ
ギ
流
の
神
話

の
影
響
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
三
地
区
の
男
神
伝
承
を
考
察
し
た
が
、
神
道
や
イ
ザ
ナ
ギ
流
の
知
識
が
導

入
さ
れ
る
以
前
の
民
間
信
仰
と
し
て
、
女
神
と
し
て
の
山
の
神
が
存
在
し
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
物
部
村
で
は
男
神
と
し
て
の
山
の
神
は
極
め
て
分

が
悪
い
も
の
で
あ
り
、
男
神
を
表
明
す
る
伝
承
も
一
皮
む
け
ば
、
そ
の
下
に
は
し
っ

か
り
と
女
神
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
女
神
と
し
て
の
山
の
神
は
、
い
く
つ
か
の
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
各

地
区
に
よ
っ
て
様
々
に
評
価
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
項
目
別
に
分
類
す
れ
ば
次
の

一
一
一
一
ハ



表3 山の神の性別と性格

七

番号 地名

1 久保影

山の神は女神という。昔は、山の神は女の神であると言って、山の神に女がお参りするこ
とは許されなかった。また、山の神への供物を女性が下げて食べる事も許されなかった。
男がすべて食べた。

2 久保中内 山の神は女の神サンであるが、正．五・九月の各20日が祭りの日である。

3 久保沼井 山の神は女の神という。女は山の神様のモチはたべられんという。

4 久保堂ノ岡

山の神は大山ズミノミコトを祀っているから男の神サンというが、実際にこのあたりでは、

山の神サンであるという。だから自分の妻のことを「うちの山の神がどうじやこうじや」
という。山の神は婚礼とお産の火を嫌う。お産は婚礼以上に嫌う。婚礼というものがなけ

れぱお産はない。このため、お産は婚礼以上に非常に嫌う。お産の一歩手前の婚礼を嫌う

のであるから、お産は婚礼よりも嫌う。山の神は減るのをよろこぶが、増えるのをきらう。
女性の月の物（これをヤクという） 、ヤクがある時分も山へ入ることを嫌った。七日間は
山へ入らなかった。ソマやコビキは夫婦で山へ入ることはほとんどなかった。私が子供の

頃、一組だけ夫婦でソマやコビキをしていたが、あとはみんな男だけで山へ入っていた。

山の神は女の神だから、山へ女性を連れて入ったらいかん。山の神が嫉妬するという。こ
の時には、やまの神によって大怪我をさされるという。だからあんまり奥山へは女性を連
れていってはいかん。敗戦まではやかましく言っていた。

6 久保高井
山の神は女の神である。このため、お産の火は嫌う。女の人は、昔は奥山の方へは仕事に

入ったらいかんという。山の神がおるから、女の人は深い山へ入ったらいかん。

7 大西 山の神は男の神か女の神かはしらん。しかし、 よく山の神は女の神という。

9 五王堂 山の神は女の神という。だから、女の人はあまり高い山へは仕事に行くものではない。

10 明賀

山の神サマは増えるのを嫌う。婚礼は家族が増えることであり、お産も家族が増えること
である。だから山の神サマはお産の火と婚礼の火を嫌う。田の神様（オサバイサマ）は増

えるのを喜び減るのを嫌う。山の神様は女の神様。高い山は女の人が入ってはならない。
この上の山には水神サマをまつっているが、ここでは
人はハダシでは入られん 」 と言っていた。

「きたないものは漬けられん。女の

12 笹上中番
山には山の神がいるが、これは女の神サマではなく、男の神サンである。自分の妻がむず

かしい場合（性格がひねくれている場合)、
減るのを喜ぶけれども、増えるのを嫌う。

「うちの山の神 」 という表現をする。山の神は

13 笹下土居番 山の神は女の神で、性格がすごく荒い。

15 黒代中番

山の神は女の神サンで、山へは婚礼とお産がいけない。女性で生理中の人は、水神サマや
山の神様には絶対に近寄らなかった。もし近寄れば、ケガをするとか、母体の調子が悪く
なる。妙に体調が悪くなり、仕事もしたくなくなるのは、山の神や水神が怒っている徴候
であり、山の神のオシカリを受けているのだ。山の神はむずかしい。この上にも山の神の
むずかしいのがある。

17 安丸

徳神は女の神。山の神は女の神。婚礼は娘をもらった家では人が増えたことになる。特に
女の神サマだから、男がお参りし、お供物を供えるのはうんとよろこぶ。しかし、帰りし

なにお参りした人が履き物の裏に木の葉一枚でもつけて山を下りるのを惜しがる。女の人
を山の神というが、これは欲なけに女の人を山の神という。

19 平井 の神は女の神サン。

20 相尻
サバイサマは増えるのはよいが、減るのはいかん。山の神は人間の側が増えるのをにくみ、
減るのを喜ぶ。オサバイサマは人間の側が増えるのをよろこぶが減るのは嫌う。

22 楮佐古
の神は女の神サン。高い山へは女の人が仕事に行ってはいかん。特に若い女性は高い山へ
行くことをさけた。山の神におそれがあるため。山の神が若い女性に対して嫉妬するため。
年の寄った女であれば入ってもよい。

24 別府土居
山の神は女の神、だから山の神の所へは女が行ってはいかん。山の神は欲な神で、草履の
底に木の葉一枚ついていてもよくないといって嫌う。

25 別府奈路 山の神は女の神。

26 別府野地

女の人を山の神というが、これは龍宮世界から山の神サマのオトヒメサマが嫁に来ている
から女の人を山の神という。オコゼの次郎は山の神とオトヒメの仲人である。山オコゼと
いうのは山にある。海には海オコゼがある。山オコゼというのは貝であり、カタツムリに
似ている。先のとがったものである。海オコゼは醜い顔をしている。山の神は男である。
この話を知らん人は、山の神は女だという。女のつよい場合を「山の神」という。お祭り
に行って、氏子が知らずに木の葉一枚でも袖や草履の裏についたものを持ち帰ることを山
の神は嫌う。山の神は欲の深い神で、木の葉一枚でも惜しいと思う。



一

一

一

八

番号 地名

30 別役阿野地

山の神は女の神サンであり、女の人が高い山へ入ってはいかん。剣山や石鎚山は女の人は
途中まで入れるが、奥の院から上は禁制になっていた。女の人は体がきれいでない。月の
ものが出てケガしているので、高い山へ入ってはいけない。山で仕事をしていて道具を落

とした場合、男性の性器を 「出していかにやあいかん 」 といって、性器を見せて山の神に
頼めば、山の神様は喜んで落としたものを見つけ出してくれる。山の神は欲深な神サンで、
草履の裏に木の葉一枚つけて山を降りるのも嫌う。

31 別役セジロウ
山の神は女の神。だから山へは婚礼やお産の火を食うた者が入ることを嫌っていた。山の
神は女の神で、山で物を落とした時に、男の性器を見せて山の神に頼めば、出してくれる。
水神や山の神は欲な神。

32 津々路

山の神は女の神サン。女の人が山へ入ったらいかん。特に女の人で、生理がある時などは
高い山へ入るのをさけた。山の神は女の神であり、山でノコギリとかナタとか、その他の

物を落とした場合、山の神に頼むといって「男の道具 」 をちょっと出して、山の神に頼む
と紛失していたものが出てくるという。山の神がよろこんで出してくれる。山の神は欲が

深く、足の裏についた木の葉一枚でも惜しいという。

33 百尾

山の神は女神であり、山で物が無くなれば、男の性器を出して山の神に見せたら、山の神
が紛失したものを見つけ出してくれる。鋸や鉈などを落としてもすぐ見つかる。山の神は

欲が深く、木の葉一枚でも足の裏に知らんと付けて帰るとおこる。

38 中平
山の神は女の神サン。山で道具を落とした時に、山の神サマに頼み、性器を少し見せ「出
てきたらみな見せるけに出して<だされい

出してくれる。
」 とお頼みすると、山の神はよろこんで、すぐ

39 根木屋
山の神サマは女の神サマ。嫁が怒れば「山の神が怒った 」 という。山の神は欲の深い神で、
山の神を祀っている所の木や竹は、一切きってはならない。枝も折ってはならない。

40 小浜

山の神と水神は夫婦。山の神はうんと欲な神であり、木の葉一枚でも草履の裏につけて帰
るのを嫌う。山の神の木や枝を伐ってはならない。これはとんでもないこと。山の神は女
の神サマ。

41 押谷佐岡

山の神は女の神で、これがうんと器量の悪い神サン。オコゼなどの器量の悪い魚を供えた
ら山の神は喜ぶ。
の神 」 という。そ

あんまりきれいな鯛などを供えたらいかん。この辺では自分の妻を「山
れは、山の神はよく怒り、 よく崇るから女房と同じという意味。山の神

(妻）がむずかしいという。

43 押谷谷 山の神は女の神。

44 日の地

山の神を祀っている所の木は、枝一つでも切ったり折ったりしてはならない。山の神は女
の神である。山で道具を落とした時に性器を見せて山の神に頼めば、落とした物でもすぐ

みつかる。

45 影仙頭
昭和十年頃までは、女の人が高い山へ上がってはいけないといっていた。山の神は一番器
量が悪い女の神サンである。女の神でもいちばん器量が悪いけに山へ追いやられた。年神

も水神サマも女の神サン。山の神は女の神。

46 則友
山の神は女の神。山で道具を落とした時には、性器を見せれば、山の神がすぐ出してくれ
る。奥山へは女の人が仕事に行くものではない。

47 野竹

山の神は女の神サン。このため、女の人はあんまり山の神の所へは入られん。また、あん

まり深い山へ行くものではない。山で道具を落とした時、性器を見せれば、山の神サンが
すぐ出してくれる。

48 字筒舞 山の神は女の神。山の神は欲の深い神。草履の下に木の葉一枚つけてきても神はおこる。

50 影山崎

山の神は女の神。山の神は欲な神で、木の葉一枚山から草履の裏につけておりるのも嫌う。

山仕事で道具を落とした場合、男の性器を見せればすぐ出してくれる。山の神は女の神。
山で道具を落としたら、男の性器を出して見せたら、山の神は喜んで落とした道具を出し

てくれる。山の神は夫婦である。山の神は人間生活の源をなしている。家の建材も木でで
きており、これは山の神から貰ったもの。

55 明改

山の神は女の神。山で道具を落とせば、男の性器を見せて頼めば、落とした物はすぐ見つ

かる・山の神は欲な神であり、足の裏についているシバや木の葉一枚でも持って山を降り
ると嫌う。

59 庄谷相 オサバイサマは女の神。山の神は女の神サマ。



よ
う
に
な
る
。

ａ
女
神
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
の
女
性
の
入
山
を
拒
否
す
る
。
１
．
３
．
４
．
６
．

９
・
畑
・
喝
．
Ⅳ
．
〃
・
型
・
訓
・
瓠
・
塊
・
妬
・
妬
・
卿
（
一
六
例
）

ｂ
神
域
の
木
の
葉
一
枚
で
も
惜
し
む
。
Ⅳ
・
型
・
恥
・
釦
・
胡
・
銘
・
的
・
側
・

蛆
・
別
・
弱
（
二
例
）

Ｃ
山
で
道
具
を
紛
失
し
た
時
の
呪
い
と
し
て
、
山
の
神
に
男
性
性
器
を
露
呈
す
る
。

釦
・
別
・
塊
・
銘
・
銘
・
“
・
“
・
卿
・
別
・
弱
（
一
○
例
）

．
減
る
こ
と
を
喜
び
、
増
え
る
こ
と
を
嫌
う
。
４
．
ｍ
・
岨
・
別
（
四
例
）

ｅ
妻
を
山
の
神
と
同
一
視
す
る
。
４
．
岨
・
恥
・
豹
（
四
例
）

ｆ
性
格
が
荒
い
。
む
ず
か
し
い
。
昭
・
妬
・
蛆
（
三
例
）

ｇ
山
の
神
は
不
器
量
。
型
・
妬
（
二
例
）

ａ
一
六
例
の
場
合
、
詳
細
に
見
れ
ば
様
々
な
変
容
が
見
ら
れ
る
。
先
述
の
瓠
で
は
、

「
婚
礼
や
お
産
の
火
」
を
交
え
た
者
が
女
神
と
し
て
の
山
の
神
に
嫌
わ
れ
て
い
た
が
、

別
以
外
の
一
五
例
で
は
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
人
で
は
な
く
、
女
性
そ
の
も
の
の
入
山
が

禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ハ
ナ
ビ
の
有
無
は
関
係
な
い
。
１
で
は
「
山
の
神

に
女
が
お
参
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
」
し
、
「
山
の
神
へ
の
供
物
を
女
性

が
下
げ
て
食
べ
る
事
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
男
性
が
す
べ
て
食
べ
た
」
の
で
あ
る
。

３
で
も
「
女
は
、
山
の
神
様
の
餅
は
食
べ
ら
れ
ん
（
土
地
の
言
葉
で
禁
止
の
意
、
可

能
の
否
定
で
は
な
い
）
」
と
言
う
。
女
が
山
の
神
に
近
付
く
だ
け
で
な
く
、
神
へ
の

供
物
さ
え
も
下
げ
て
食
べ
る
事
が
禁
止
き
れ
て
い
た
。
逆
に
男
は
、
男
で
あ
る
と
い

う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
入
山
し
て
山
の
神
に
参
る
こ
と
も
、
下
げ
た
供
物
を
食
べ
る

事
も
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
性
に
よ
る
差
別
で
あ
る
。
６
で
は
「
女
の
人
は
、

昔
は
奥
山
の
方
へ
は
仕
事
に
入
っ
た
ら
い
か
ん
」
「
山
の
神
が
お
る
か
ら
、
女
の
人

は
深
い
山
へ
入
っ
た
ら
い
か
ん
」
と
言
い
、
山
の
神
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
な
深
山
に

は
入
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
９
で
も
「
女
の
人
は
あ
ま
り
高
い
山
へ
行
く
も
の
で

は
な
い
」
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
女
神
と
し
て
の
山
に
求
め
て
い
る
。
同
様
の
事
は
、

的
の
「
高
い
山
へ
は
女
の
人
が
入
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
伝
承
に
も
見
ら
れ
る

が
、
ざ
ら
に
「
こ
の
上
の
山
に
は
水
神
サ
マ
を
祀
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
汚
い
物

は
漬
け
ら
れ
ん
、
女
の
人
は
裸
足
で
入
ら
れ
ん
」
と
い
う
伝
承
も
あ
っ
た
。
山
の
神

だ
け
で
な
く
、
水
神
も
女
性
を
忌
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
水
神
は
、

恐
ら
く
山
の
中
腹
か
そ
れ
以
上
の
所
に
あ
る
沢
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

裸
足
の
女
性
が
汚
物
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
男
な
ら
許
さ
れ
る
所
が
、
な
ぜ
女
性

で
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
水
神
も
山
の
神
と
同
様
に
女
神
と
見
倣
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。

Ⅳ
で
は
、
山
の
神
は
「
女
の
神
サ
マ
だ
か
ら
、
男
が
お
参
り
し
、
お
供
え
物
を
供

え
る
の
は
う
ん
と
喜
ぶ
」
と
い
う
。
あ
れ
だ
け
強
烈
に
女
性
を
排
除
し
て
お
き
な
が

ら
、
性
が
変
わ
れ
ば
正
反
対
の
姿
勢
を
と
る
。
女
神
対
人
間
の
女
性
は
厳
し
く
対
立

し
、
女
神
対
人
間
の
男
性
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
大
歓
迎
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
〃

で
は
「
高
い
山
へ
は
女
の
人
が
仕
事
に
行
っ
て
は
い
か
ん
。
特
に
若
い
女
性
は
高
い

山
へ
行
く
こ
と
を
避
け
た
。
山
の
神
に
オ
ソ
レ
が
あ
る
た
め
。
山
の
神
が
若
い
女
性

に
対
し
て
嫉
妬
す
る
た
め
。
年
の
寄
っ
た
女
で
あ
れ
ば
入
っ
て
も
よ
い
」
と
言
う
。

山
の
神
が
女
性
を
排
除
し
て
き
た
理
由
が
、
明
快
に
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山

の
神
は
自
分
と
同
性
で
あ
る
女
性
に
嫉
妬
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
男
を
め
ぐ

る
山
の
神
と
人
間
の
女
性
の
対
立
の
図
式
即
ち
三
角
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も

山
の
神
は
人
間
の
女
性
総
て
に
嫉
妬
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
若
い
女
性
に
限
定
さ

れ
、
年
寄
り
は
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
年
寄
り
の
基
準
は
、

九



恐
ら
く
生
理
の
有
無
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
承
通
り
に
考
え

れ
ば
、
山
の
神
は
老
婆
を
自
分
の
敵
と
は
見
倣
さ
ず
、
男
性
の
心
を
引
き
つ
け
る
よ

う
な
若
い
女
性
を
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
別
の
「
山
の
神
は
女
の
神
。
だ
か

ら
山
の
神
の
所
へ
は
女
が
行
て
は
い
か
ん
」
、
妬
の
「
昭
和
一
○
年
頃
ま
で
は
、
女

の
人
が
高
い
山
へ
上
が
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
た
」
、
卿
の
「
女
の
人
は
あ

ん
ま
り
山
の
神
の
所
へ
は
入
ら
れ
ん
。
あ
ん
ま
り
深
い
山
へ
行
く
も
の
で
は
な
い
」

と
い
う
伝
承
な
ど
も
、
女
性
に
対
す
る
山
の
神
の
嫉
妬
が
そ
の
背
景
に
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
４
で
は
「
ヤ
ク
（
生
理
）
が
あ
る
時
分
も
山
へ
入
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
七

日
間
は
山
へ
入
ら
な
か
っ
た
。
ソ
マ
や
コ
ビ
キ
は
夫
婦
で
山
へ
入
る
事
は
殆
ど
な
か

っ
た
。
私
が
子
供
の
頃
、
一
組
だ
け
夫
婦
で
ソ
マ
や
コ
ビ
キ
を
し
て
い
た
が
、
あ
と

は
み
ん
な
男
だ
け
で
山
へ
入
っ
て
い
た
。
山
の
神
は
女
の
神
だ
か
ら
、
山
へ
女
性
を

連
れ
て
入
っ
た
ら
い
か
ん
。
山
の
神
が
嫉
妬
す
る
」
「
こ
の
時
に
は
山
の
神
に
よ
っ

て
大
怪
我
を
さ
さ
れ
る
」
「
だ
か
ら
あ
ん
ま
り
奥
山
へ
は
女
性
を
連
れ
て
い
っ
て
は

い
か
ん
」
と
言
う
。
確
か
に
前
述
の
〃
の
如
く
山
の
神
の
嫉
妬
の
要
因
も
あ
る
が
、

女
性
の
生
理
を
山
の
神
が
嫌
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
４
で
は
自
分
の
家
族
の
誰

か
が
生
理
で
あ
っ
た
場
合
、
男
は
火
を
交
え
た
た
め
に
七
日
間
入
山
し
な
か
っ
た
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
仮
に
生
理
中
で
な
く
て
も
、
奥
山
へ
は
女
性
を
連
れ
て
入
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
山
の
神
の
嫉
妬
に
よ
っ
て
大
怪
我
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
間
の
女
性
の
生
理
に
し
ろ
、
山
の
神
の
嫉
妬
に
し
ろ
、
結
果
的
に
は
女
性
の
入
山

を
禁
止
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
理
由
付
け
は
、
人
間
の
側
と
山

の
神
側
の
説
明
で
あ
り
、
大
き
く
見
れ
ば
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
躯
で
言
う
如

く
、
山
の
神
が
若
い
女
性
に
対
し
て
嫉
妬
し
、
年
寄
り
の
女
性
の
入
山
は
気
に
し
な

い
と
い
う
伝
承
は
、
若
い
女
性
に
生
理
と
出
産
の
機
会
が
あ
り
、
年
寄
り
に
は
そ
れ

が
無
い
と
い
う
意
味
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
、
嫉
妬
と
生
理

が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
る
。

妬
で
は
「
生
理
中
の
人
は
、
水
神
サ
マ
や
山
の
神
様
に
は
絶
対
に
近
寄
ら
な
か
っ

た
。
も
し
近
寄
れ
ば
体
調
が
悪
く
な
る
」
「
妙
に
体
調
が
悪
く
な
り
、
仕
事
も
し
た

く
な
く
な
る
の
は
、
山
の
神
や
水
神
が
怒
っ
て
い
る
徴
候
で
あ
り
、
山
の
神
の
オ
シ

カ
リ
を
受
け
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
生
理
で
な
い
場
合
も
、
女
性
は
山
に
入
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
生
理
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
嫉
妬
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、
オ
シ
カ
リ
を
受
け
て
体
調
を
崩
す
こ
と
に
な
る
。
釦
で
は
「
山
の
神
は
女
の
神

サ
ン
で
あ
り
、
女
の
人
が
高
い
山
へ
入
っ
て
は
い
か
ん
。
剣
山
や
石
鎚
山
は
女
の
人

は
途
中
ま
で
入
れ
る
が
、
奥
の
院
か
ら
上
は
女
人
禁
制
に
な
っ
て
い
た
。
女
の
人
は

体
が
き
れ
い
で
な
い
。
月
の
も
の
が
出
て
ケ
ガ
れ
て
い
る
の
で
、
高
山
へ
は
入
っ
て

は
い
け
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
山
の
神
は
、
剣
山
や
石
鎚
山
の
そ
れ
と
同
等

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
嫉
妬
で
は
な
く
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
生
理
で
女
性
排
除
を
説

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
塊
で
は
、
「
山
の
神
は
女
の
神
サ
ン
。
女
の
人
が
山
へ
入

っ
た
ら
い
か
ん
。
特
に
女
の
人
で
生
理
が
あ
る
時
な
ど
は
高
い
山
へ
入
る
の
を
さ
け

た
」
と
い
う
。

生
理
に
関
す
る
伝
承
は
４
．
妬
・
別
・
塊
の
四
地
区
で
聞
か
れ
た
が
、
生
理
の
時

に
だ
け
女
性
の
入
山
が
拒
否
き
れ
る
訳
で
は
な
い
。
普
段
で
も
女
性
は
奥
山
や
深
山

な
ど
、
山
の
神
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
な
高
い
山
に
は
入
る
事
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

釦
の
如
く
、
生
理
の
時
に
は
ケ
ガ
レ
の
観
念
が
強
く
意
識
さ
れ
、
生
理
で
な
い
時
は

４
や
躯
の
如
く
山
の
神
の
嫉
妬
が
用
意
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
女
性
は
山
へ
入
れ

て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
山
の
神
が
女
神
で
あ
る
た
め
に
女
性
の ○



入
山
を
拒
否
す
る
と
い
う
一
六
地
区
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
直
接
の
言
及
が
無
い
場

合
が
多
い
が
、
生
理
の
ケ
ガ
レ
と
山
の
神
の
嫉
妬
が
表
裏
一
体
の
形
で
な
い
ま
ぜ
に

な
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
二
地
区
で
確
認
さ
れ
た
木
の
葉
一
枚
で
も
惜
し
む
と
い
う
ｂ
の
山
の
神

の
性
格
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
Ⅳ
で
は
「
帰
り
し
な
に
お
参
り
し
た
人
が
履
き
物
の

裏
に
木
の
葉
一
枚
で
も
付
け
て
山
を
下
り
る
の
を
惜
し
が
る
」
「
女
の
人
を
山
の
神

と
い
う
が
、
こ
れ
は
欲
な
け
に
女
の
人
を
山
の
神
と
い
う
」
と
説
明
す
る
。
山
の
神

は
、
相
当
な
ケ
チ
で
あ
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
ケ
チ
さ
加
減
が
、
女
神
と
し

て
の
山
の
神
と
人
間
の
女
性
を
繋
ぐ
媒
介
項
と
な
り
、
女
の
人
を
山
の
神
と
呼
ぶ
説

明
付
け
に
も
な
っ
て
い
る
。
ケ
チ
さ
は
女
性
特
有
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
が
、

男
側
か
ら
見
た
女
の
特
性
と
し
て
こ
こ
で
は
無
理
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

他
型
で
は
、
「
山
の
神
は
欲
な
神
で
」
「
草
履
の
裏
に
木
の
葉
一
枚
つ
い
て
い
て
も
よ

く
な
い
と
い
っ
て
嫌
う
」
と
言
う
。
草
履
の
裏
に
つ
い
た
木
の
葉
一
枚
で
も
惜
し
む

と
い
う
表
現
は
、
全
二
例
総
て
に
見
ら
れ
、
し
か
も
必
ず
そ
の
前
に
は
「
山
の
神

は
欲
な
神
で
」
と
い
う
節
が
常
に
付
く
。
こ
の
文
章
は
殆
ど
定
型
と
言
っ
て
よ
く
、

ど
の
事
例
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
例
の
他
に
、
別
で
は
「
水
神
や
山
の
神
は

欲
な
神
」
、
“
で
は
「
山
の
神
を
祀
っ
て
い
る
所
の
木
は
、
枝
一
つ
で
も
切
っ
た
り

折
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
別
は
後
半
部
分
が
欠
落
し
、
“
は
前
半
部

分
が
欠
落
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
山
の
神
の
性
格
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
欲
深
さ
は
か
な
り
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
恥
で
は
「
お
祭
り
に
行
っ
て
、

氏
子
が
知
ら
ず
に
木
の
葉
一
枚
で
も
袖
や
草
履
の
裏
に
」
付
け
て
里
へ
降
り
る
の
を

嫌
う
と
い
う
。
山
で
の
事
で
あ
る
か
ら
、
木
の
葉
の
一
枚
や
二
枚
衣
服
に
つ
く
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
す
ら
山
の
神
は
崇
る
。
人
々
の
山
の
神
に
対
す
る
緊
張
感
が

如
実
に
伝
わ
る
。
こ
ん
な
神
で
あ
る
か
ら
、
㈹
で
言
う
如
く
「
山
の
神
の
木
や
枝
を

伐
」
る
な
ど
は
「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
」
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

次
に
一
○
地
区
で
確
認
さ
れ
た
Ｃ
の
性
器
露
呈
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
銘

で
は
「
山
の
道
具
を
落
と
し
た
時
に
、
山
の
神
サ
マ
に
頼
み
、
男
性
性
器
を
少
し
だ

け
見
せ
、
『
出
て
き
た
ら
み
な
見
せ
る
け
に
出
し
て
く
だ
さ
れ
い
』
と
お
頼
み
す
る

と
、
山
の
神
は
喜
ん
で
、
す
ぐ
出
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
。
山
の
中
で
鋸
や
鉈
な
ど

を
落
と
す
と
、
下
草
や
木
々
の
茂
み
な
ど
に
隠
き
れ
極
め
て
見
付
け
に
く
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
時
の
呪
い
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
が
、
山
の
神
に
対
す
る
男
性
性
器
露

呈
で
あ
っ
た
。
他
の
九
地
区
に
於
い
て
も
似
た
よ
う
な
表
現
で
あ
り
、
性
器
を
見
せ

る
事
に
よ
っ
て
、
い
と
も
簡
単
に
紛
失
し
た
道
具
が
発
見
で
き
て
い
た
。
別
で
は
、

山
の
神
が
「
喜
ん
で
落
と
し
た
物
を
見
つ
け
出
し
て
く
れ
」
、
胡
で
も
「
山
の
神
が

喜
ん
で
」
、
銘
・
“
・
開
で
は
「
す
ぐ
見
つ
か
る
」
、
妬
・
“
で
は
「
す
ぐ
出
し
て
く

れ
る
」
、
別
で
は
「
喜
ん
で
落
と
し
た
道
具
を
出
し
て
く
れ
る
」
と
言
う
。
銘
以
外

で
は
、
も
し
道
具
が
見
つ
か
れ
ば
全
部
見
せ
る
と
い
う
山
の
神
と
の
契
約
を
聞
く
事

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
他
の
九
地
区
で
も
か
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
契
約
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
山
の
神
は
山
で
働
く
男
た
ち
の
性
器
を
見
る
事
に
よ
っ
て

「
喜
び
」
、
発
見
が
極
め
て
困
難
な
道
具
も
「
す
ぐ
見
つ
け
」
「
す
ぐ
出
し
て
く
れ
る
」

の
で
あ
っ
た
。
女
神
と
し
て
の
山
の
神
が
、
男
性
性
器
を
見
て
本
当
に
喜
ぶ
か
否
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
山
で
働
く
男
た
ち
に
は
こ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
山
の
神
と
山
で
働
く
男
た
ち
の
性
を
逆
転
さ
せ
れ
ば
よ

く
わ
か
る
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
男
側
の
発
想
で
あ
り
、
山
の
神
の
歓
心
を
買
う
方

法
と
し
て
男
た
ち
が
考
え
出
し
た
作
法
で
あ
っ
た
。
も
し
山
の
神
が
男
神
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
見
苦
し
い
も
の
だ
け
に
終
わ
り
、
紛
失
し
た
道
具
は
永
久
に
見
っ
か
ら
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な
い
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
一
○
例
の
観
点
に
立
て
ば
、
山
の
神
が
女
神
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
が
充
分
に
理
解
で
き
よ
う
。
Ｃ
一
○
例
の
分
布
は
、
総
て
槙
山
川
流
域

に
限
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
調
査
の
途
中
で
た
ま
た
ま
こ
の
伝
承
の
存
在
が
確
認
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
１
１
鍋
の
韮
生
川
流
域
の
地
区
で
も
聴
き
取
り
を
行
な
え
ば
い

く
ら
で
も
聞
け
る
伝
承
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
儀
礼
の
上
か
ら
も
山

の
神
は
女
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
の
分
布
範
囲
は
韮
生
川
流
域
に
も
広
が

る
可
能
性
を
充
分
持
つ
の
で
あ
る
。

ｄ
四
例
は
、
山
の
神
が
減
る
事
を
喜
び
、
増
え
る
事
を
嫌
う
伝
承
で
あ
っ
た
。
欲

深
い
と
さ
れ
る
山
の
神
の
性
格
と
逆
行
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
深
い
訳
が

あ
っ
た
。
４
で
は
「
山
の
神
は
婚
礼
と
お
産
の
火
を
嫌
う
」
「
婚
礼
と
い
う
も
の
が

な
け
れ
ば
お
産
は
無
い
。
こ
の
た
め
お
産
は
婚
礼
以
上
に
非
常
に
嫌
う
」
た
め
に
「
減

る
の
を
喜
ぶ
が
、
増
え
る
の
を
嫌
う
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言

う
「
増
え
る
」
と
は
婚
礼
と
お
産
を
意
味
し
、
「
減
る
」
と
は
葬
式
を
意
味
す
る
の

で
あ
っ
た
。
別
稿
で
詳
述
し
た
伽
、
山
の
猟
師
や
木
樵
り
た
ち
が
葬
列
と
の
遭
遇
を

喜
び
、
婚
礼
と
の
遭
遇
を
忌
避
す
る
事
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
死
は
山
の
神
に
歓
迎

き
れ
、
お
産
や
婚
礼
は
忌
避
さ
れ
、
山
と
里
と
の
価
値
観
は
こ
こ
で
逆
転
す
る
の
で

あ
っ
た
。
帥
で
も
山
の
神
が
増
え
る
事
を
嫌
う
点
を
明
言
し
、
「
婚
礼
は
家
族
が
増

え
る
こ
と
で
あ
り
、
お
産
も
家
族
が
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
山
の
神
サ
マ
は

お
産
と
婚
礼
の
火
を
嫌
う
」
と
説
明
す
る
。
一
方
「
田
の
神
様
（
オ
サ
バ
イ
サ
マ
）

は
増
え
る
の
を
喜
び
減
る
の
を
嫌
う
」
と
言
う
。
同
じ
伝
承
は
別
で
も
聞
け
た
。
「
山

の
神
は
人
間
の
側
が
増
え
る
の
を
憎
み
、
減
る
の
を
喜
ぶ
。
オ
サ
バ
イ
サ
マ
は
、
人

間
の
側
が
増
え
る
の
を
喜
ぶ
が
、
減
る
の
は
嫌
う
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
換
言
す

れ
ば
、
山
の
神
は
人
間
の
側
の
死
を
好
み
、
婚
礼
や
出
産
を
嫌
う
。
反
対
に
田
の
神

は
、
人
間
の
死
を
嫌
い
婚
礼
や
お
産
を
好
む
と
い
う
事
に
な
る
。
だ
が
、
前
述
の
如

く
ハ
ナ
ビ
を
交
え
た
ま
ま
田
に
入
る
事
例
が
延
べ
数
で
三
％
、
地
区
別
で
は
一
四
％

の
地
区
に
見
ら
れ
、
必
ず
し
も
田
の
神
が
婚
礼
を
好
む
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
。

山
の
神
対
田
の
神
と
い
う
対
立
感
覚
に
よ
っ
て
、
田
の
神
が
人
間
の
死
を
嫌
い
、
婚

礼
や
お
産
を
好
む
と
い
う
伝
承
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
山
の
神
は
、
里

で
の
人
間
の
死
を
歓
迎
し
、
婚
礼
や
お
産
を
徹
底
し
て
嫌
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
死
は
女
性
に
限
ら
な
い
が
お
産
や
婚
礼
（
こ
の
場
合
、
特

に
花
嫁
が
中
心
に
な
る
）
に
女
性
原
理
が
認
め
ら
れ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
女

神
と
し
て
の
山
の
神
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
婚
礼
や
お
産
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
増
え
る
事
と
は
、
花
嫁
が
婚
家
に
入
る
前
で
あ
り
、
ま
た
女
性

が
子
供
を
生
む
事
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
両
者
に
は
、
明
確
な
女
性
原
理
が
認

め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ｅ
４
例
は
山
の
神
と
妻
を
同
一
視
す
る
事
例
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
良
い
意
味
で
は

使
わ
れ
て
い
な
い
。
岨
で
は
「
自
分
の
妻
が
む
ず
か
し
い
（
性
格
が
ひ
ね
く
れ
て
い

る
）
場
合
、
『
う
ち
の
山
の
神
が
』
」
と
い
う
比
嶮
を
行
な
う
。
妬
で
は
「
女
の
強
い

場
合
を
『
山
の
神
』
と
表
現
し
て
お
り
、
夫
を
威
圧
す
る
妻
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

的
で
は
「
女
房
が
怒
れ
ば
『
山
の
神
が
怒
っ
た
』
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
男
た

ち
に
と
れ
ば
里
に
お
け
る
自
分
の
妻
と
山
に
お
け
る
山
の
神
は
常
に
パ
ラ
レ
ル
な
関

係
に
あ
り
、
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
た
。
里
の
妻
た
ち
に
対
す
る
山
の
神
を
使
っ
た

比
愉
を
見
れ
ば
、
男
た
ち
が
山
の
神
に
抱
い
て
い
た
感
覚
を
そ
こ
か
ら
掴
む
こ
と
が

で
き
る
。
男
た
ち
に
す
れ
ば
、
山
に
お
け
る
山
の
神
は
実
際
に
「
む
ず
か
し
」
く
、

威
圧
感
が
あ
り
、
怒
り
っ
ぽ
い
神
と
し
て
心
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ｆ
の
三
例
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
週
で
は
「
山
の
神
は
女
の
神
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で
、
性
格
が
す
ご
く
荒
い
」
、
妬
で
は
「
山
の
神
は
む
ず
か
し
い
」
、
蛆
で
は
「
こ
の

辺
で
は
自
分
の
妻
を
『
山
の
神
』
と
い
う
。
そ
れ
は
、
山
の
神
は
よ
く
怒
り
、
よ
く

崇
る
か
ら
女
房
と
同
じ
と
い
う
意
味
。
山
の
神
（
妻
）
が
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
。

前
述
の
如
く
、
こ
こ
で
の
「
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
表
現
は
、
性
格
が
ひ
ね
く
れ
て

い
て
そ
の
扱
い
に
手
を
焼
く
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
り
、
男
た
ち
の
困
惑
の
様
子
が

理
解
で
き
よ
う
。
気
性
が
激
し
く
、
性
格
が
ひ
ね
く
れ
、
よ
く
怒
り
、
よ
く
崇
る
と

い
う
評
価
が
、
男
た
ち
に
よ
っ
て
山
に
お
け
る
山
の
神
に
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、

里
に
お
け
る
「
山
の
神
」
に
も
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
上
に
、
山
の
神
は
不
器
量
で
あ
っ
た
。
俎
で
は
「
山
の
神
は
女
の
神

で
、
こ
れ
が
ま
た
う
ん
と
器
量
の
悪
い
神
サ
ン
。
オ
コ
ゼ
な
ど
の
器
量
の
悪
い
魚
を

供
え
た
ら
山
の
神
は
喜
ぶ
。
あ
ん
ま
り
き
れ
い
な
鯛
な
ど
を
供
え
た
ら
い
か
ん
」
と

言
う
。
ま
た
妬
で
は
「
山
の
神
は
一
番
器
量
が
悪
い
女
の
神
サ
ン
。
女
の
神
の
中
で

も
一
番
器
量
が
悪
い
け
に
山
へ
追
い
や
ら
れ
た
」
と
い
う
。

以
上
、
山
の
神
の
性
別
が
判
明
す
る
三
五
地
区
の
事
例
を
ａ
ｌ
ｇ
の
各
項
目
別
に

検
討
し
て
き
た
が
、
三
地
区
で
男
神
伝
承
が
重
複
す
る
も
の
の
、
総
て
の
地
区
で
山

の
神
を
女
神
と
し
て
い
た
。
こ
の
女
神
た
ち
は
、
人
間
の
女
性
の
入
山
を
拒
否
し
、

特
に
女
盛
り
の
女
性
に
嫉
妬
し
、
木
の
葉
一
枚
で
も
自
分
の
神
域
か
ら
持
ち
帰
る
の

を
惜
し
む
ほ
ど
欲
が
深
く
、
性
格
は
荒
く
ひ
ね
く
れ
て
お
り
、
顔
が
不
器
量
な
た
め

に
一
番
山
奥
へ
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
婚
礼
や
出
産
と
い
う
女
性
原
理
に

関
す
る
事
柄
は
激
し
く
嫌
い
、
人
が
死
ぬ
事
を
喜
ぶ
と
い
う
里
の
世
界
で
の
祝
儀
・

不
祝
儀
と
い
う
価
値
観
と
は
正
反
対
の
価
値
観
を
持
ち
、
も
し
山
の
神
の
価
値
観
に

背
け
ば
立
ち
所
に
崇
る
と
い
う
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
山
の
神
の

歓
心
を
買
う
た
め
に
、
供
物
と
し
て
は
美
し
い
鯛
で
は
な
く
、
魚
の
中
で
最
も
醜
い

と
さ
れ
る
オ
コ
ゼ
を
供
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
山
で
紛
失
し
た
道
具

を
見
つ
け
出
す
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
山
の
神
の
援
助
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
た

め
に
男
た
ち
は
自
分
の
性
器
を
山
の
神
の
前
に
露
出
さ
せ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な

性
格
を
山
の
神
は
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
こ
の
山
の
神
が
さ
ら
に
自
分
の
妻
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
個
々
人
は
別
と

し
て
民
俗
社
会
の
男
た
ち
が
一
般
的
に
描
い
て
い
た
山
の
神
像
で
あ
り
、
同
時
に
里

の
「
山
の
神
」
即
ち
主
婦
像
で
も
あ
っ
た
。
山
で
働
く
男
た
ち
全
体
が
共
同
で
作
り

上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
妙
に
リ
ア
ル
で
凄
じ
い
も
の
が
あ
る
。

一
般
的
な
「
神
」
と
言
う
概
念
か
ら
は
か
な
り
掛
け
離
れ
て
お
り
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ

し
い
夫
婦
間
の
愛
憎
劇
を
か
い
ま
見
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
に
は
男
た
ち
の
配
偶
者
に
対
す
る
感
覚
が
存
在
し
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ｅ
四
例
で
「
妻
を
山
の
神
と
同
一
視
す
る
」
事
例
を
紹
介
し

た
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は
逆
で
、
山
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
母
胎
に
は
、
男
た
ち
の

配
偶
者
に
対
す
る
共
通
の
感
覚
が
あ
っ
た
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
で
働
く
男

た
ち
の
眩
き
が
互
い
の
共
感
を
呼
び
、
ざ
ら
に
そ
れ
が
公
的
論
理
に
よ
っ
て
増
幅
さ

れ
、
ａ
ｌ
ｇ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
や
ま
の
神
像
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
男
た
ち
に

よ
っ
て
勝
手
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
れ
ら
山
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
里
に
お
け
る
「
山
の
神
」
Ⅱ
自
分
の
配
偶
者
に
も
重
複
す
る
も
の
で
あ
り
、
山
と

里
は
女
を
媒
介
と
す
る
太
い
一
本
の
管
で
し
っ
か
り
と
繋
が
れ
、
表
裏
一
体
の
関
係

を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
山
で
道
具
を
紛
失
し
た
時
の
性
器
露
出
の
呪
い
は
、
ま
さ

し
く
夫
婦
問
の
性
行
為
の
裏
返
し
で
あ
り
、
男
性
性
器
に
よ
っ
て
自
分
の
配
偶
者
を

喜
ば
せ
る
事
と
同
じ
よ
う
に
、
山
の
神
も
喜
ば
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
里

一
一
一
一
一
一
一



の
「
山
の
神
」
や
本
当
の
山
の
神
が
実
際
に
喜
ん
だ
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
行
為
の
主
体
で
あ
る
男
た
ち
は
こ
れ
に
よ
っ
て
両
方
の
山
の
神
が
喜
ぶ
と

信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
大
ま
じ
め
に
な
っ
て
性
器
を
山
の
神
に
見
せ
、
紛

失
し
た
道
具
の
発
見
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
山
猟
や
山
で
働
く
男
た
ち
は
、
山
で
の
活
動
自
体
を
山
の
神
と
の
性

的
一
体
化
と
見
倣
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
男
た
ち
は
、
山
の
神
の
機
嫌
を

損
ね
な
い
よ
う
、
木
の
葉
一
枚
に
も
細
心
の
注
意
を
払
う
。
性
格
が
荒
く
、
崇
り
や

す
い
神
で
欲
深
か
で
あ
る
た
め
、
男
た
ち
の
す
り
減
ら
す
神
経
は
大
変
な
も
の
で
あ

る
。
彼
ら
の
運
・
不
運
は
山
の
神
の
心
次
第
で
あ
り
、
へ
た
を
す
れ
ば
命
さ
え
落
と

し
か
ね
な
い
。
特
に
山
の
神
が
嫌
う
の
は
、
里
の
世
界
に
お
け
る
女
性
原
理
、
即
ち

婚
礼
や
お
産
の
火
を
交
え
る
事
で
あ
り
、
こ
の
事
柄
に
関
し
て
は
別
稿
で
詳
述
し
た

如
く
、
村
人
た
ち
を
震
え
上
が
ら
せ
て
い
る
。
女
神
と
し
て
の
山
の
神
は
、
男
た
ち

を
自
ら
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
侍
ら
せ
、
気
が
向
け
ば
彼
ら
に
幸
い
を
与
え
て
い
た
。

猟
師
に
は
獲
物
を
、
木
樵
り
に
は
仕
事
の
成
功
を
と
い
う
形
で
。
女
神
で
あ
れ
ば
、

人
間
の
女
性
が
奉
仕
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
の
に
、
同
性
ど
う
し
で
む
し
ろ

円
滑
に
祭
祀
が
進
む
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
女
性
原
理
は
厳
し
く
排
除
さ
れ
て

い
る
。
男
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
や
は
り
性
器
露
出
に
象
徴
き
れ
る
如

く
、
女
神
と
し
て
の
山
の
神
と
山
の
男
た
ち
の
間
に
性
的
結
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。

男
達
が
勝
手
に
作
り
上
げ
た
山
の
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
り
、

婚
礼
の
火
を
ケ
ガ
レ
と
す
る
総
て
の
地
区
で
火
を
交
え
た
ま
ま
山
へ
入
っ
て
は
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
話
で
あ
っ
た
。

花
嫁
自
体
を
、
ま
た
婚
礼
を
ケ
ガ
レ
と
見
倣
す
視
点
は
、
物
部
村
だ
け
で
な
く
秋

田
と
そ
の
周
辺
地
域
の
山
村
で
も
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
山
村
ば
か
り
で
な
く
、
漁
村

⑪

や
大
工
集
団
に
も
祝
儀
火
忌
避
は
見
ら
れ
、
こ
の
詳
細
は
別
稿
で
述
べ
た
。
ケ
ガ
レ

と
言
え
ば
、
主
に
死
の
ケ
ガ
レ
と
産
の
ケ
ガ
レ
が
民
俗
学
で
は
連
想
さ
れ
る
が
、
実

は
花
嫁
ま
た
は
婚
礼
も
ケ
ガ
レ
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
地
区
に

し
か
見
ら
れ
な
い
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
東
北
の
広
い
範
囲
と
四
国
の
一
部
に
も

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
論
が
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い

た
が
、
花
嫁
や
婚
礼
の
ケ
ガ
レ
は
全
く
欠
落
し
た
ま
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
ケ
ガ

レ
論
再
構
築
の
意
味
で
も
、
花
嫁
や
婚
礼
の
ケ
ガ
レ
概
念
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を

果
た
す
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
述
し
た
い
。

註①
拙
稿
「
異
界
と
花
嫁
、
近
畿
民
俗
」
一
三
六
・
一
三
七
合
併
号
、
一
九
九
四
年
三
月

刊
。

②
拙
稿
「
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
花
嫁
、
近
畿
民
俗
」
一
三
九
・
一
四
○
合
併
号
、
一
九
九

五
年
三
月
刊
。

③
拙
稿
「
ケ
ガ
レ
と
し
て
の
婚
礼
の
火
と
山
の
神
、
長
崎
県
立
大
学
論
集
」
二
八
巻
三

号
、
一
九
九
五
年
二
月
刊
。

④
拙
稿
「
ハ
ナ
ビ
（
婚
礼
の
火
）
と
禁
忌
、
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
」
創
刊
号
、
一
九

九
五
年
三
月
刊
。

⑤
②
と
同
じ
。

⑥
①
と
同
じ
、
三
五
頁
。

⑦
東
京
女
子
大
学
史
学
科
刊
「
羽
後
桧
木
内
川
流
域
の
民
俗
（
一
九
六
四
年
刊
）
に
よ

れ
ば
、
そ
の
三
一
頁
に
、
秋
田
県
仙
北
郡
西
木
村
小
山
田
地
区
で
は
「
結
婚
は
死
ん
で 四



⑩
②
に
同
じ
。

⑪
⑧
に
同
じ
。

⑧
拙
稿
「
婚
姻
を
中
心
と
し
た
通
過
儀
礼
を
媒
介
と
す
る
山
・
里
・
海
の
世
界
観
」
参

照
。
拙
稿
『
座
ｌ
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
学
的
視
点
』
所
収
、
一
九
九
一
年
四
月
刊
。

⑨
拙
稿
「
祝
儀
火
忌
避
の
民
俗
」
（
一
九
九
一
年
三
月
刊
、
『
有
坂
隆
道
先
生
古
稀
記

念
日
本
文
化
史
論
集
』
所
収
）
・
女
人
禁
制
と
山
の
神
（
一
九
九
五
年
二
月
刊
、
黒

田
一
充
編
『
聖
域
の
伝
統
文
化
』
所
収
）
・
山
の
論
理
と
里
の
論
理
（
一
九
九
四
年
一

二
月
刊
行
予
定
、
京
都
民
俗
」
一
二
号
）
な
ど
、
一
連
の
考
察
を
参
照
さ
れ
た
い
。

生
き
か
え
る
こ
と
で
、
二
重
の
稜
れ
を
負
う
」
と
あ
る
。
ま
た
、
文
化
庁
編
『
日
本
民

俗
地
図
Ⅵ
』
（
一
九
七
八
年
五
月
刊
）
五
○
頁
に
、
秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
村
板
見
内
で

マ
マ
マ
マ

は
「
仲
人
に
は
、
産
日
と
死
日
の
両
方
の
忌
み
が
か
か
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
育
っ
た

家
か
ら
嫁
が
な
く
な
っ
て
、
新
し
い
家
の
家
族
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
意
味
」

が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
村
こ
そ
異
な
る
も
の
の
共
に
秋
田
県
仙
北
郡
の
事
例
で
あ

る
が
、
高
知
県
物
部
村
で
花
嫁
の
ケ
ガ
レ
が
産
の
ケ
ガ
レ
や
死
の
ケ
ガ
レ
と
同
等
に
見

倣
さ
れ
る
事
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

五


