
三
、
【
山
の
伝
説 

セ
ー
メ
ー

バ
ン
】

　

春
の
初
め
の
こ
と
で
す
。

ど
こ
の
百
姓
も
野
良
に
出
て

忙
し
く
働
い
て
い
る
の
に
、

賑
岡
村
端
倉
の
野
は
草
茫
々

と
し
て
、
土
を
起
こ
す
人
の

姿
は
な
か
っ
た
。

　

「
一
体　

こ
れ
は
ど
う
し

た
こ
と
じ
ゃ
」
と
、
傍
ら
の

百
姓
に
訊
ね
た
の
は
、
そ
の

こ
ろ
諸
国
歴
遊
の
途
に
あ
っ

た
陰
陽
博
士
阿
部
晴
明
で
し

た
。

　

「
道
で
会
う
お
百
姓
は
、

だ
れ
も
み
な
悲
し
そ
う
な
顔

を
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の

広
い
平
地
を
な
ぜ
に
拓
か
れ

ぬ
の
じ
ゃ
。
い
ず
れ
は
何
か

訳
が
あ
る
の
じ
ゃ
ろ
う
、
わ

し
で
出
来
る
こ
と
な
ら
し
ま

し
ょ
う
。
サ
ア
、
語
ら
れ
よ

」
と
、
優
し
く
里
人
に
問
う

と
、
晴
明
の
顔
を
見
詰
め
て

い
た
百
姓
の
一
人
は
、
深
い

た
め
息
し
て
、
「
こ
の
土
地

は
昔
か
ら
水
の
便
が
悪
く
、

そ
れ
が
た
め
に
、
田
に
も
畑

に
も
作
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、

お
願
い
じ
ゃ
旅
の
人
、
ど
う

ぞ
、
水
を
沢
山
引
い
て
く
だ

さ
れ
」
と
、
頼
む
の
で
す
。

　

「
そ
れ
は
い
と
安
い
こ
と

じ
ゃ
」
晴
明
は
微
笑
し
な
が

ら
語
を
継
ぎ
、
「
明
日
の
朝

に
な
っ
て
見
な
さ
れ
、
こ
の

細
い
川
に
溢
れ
る
ほ
ど
の
水

を
流
し
て
見
し
ょ
う
ぞ
」
。

　

そ
の
夜
、
何
事
か
期
す
る

所
の
あ
っ
た
晴
明
は
独
り
山

に
登
っ
て
い
っ
た
。
夜
空
に

雁
ガ
腹
摺
山
が
真
黒
く
聳
え
、

は
る
か
却
下
に
里
の
灯
が
チ

ラ
ホ
ラ
と
ま
た
た
く
の
を
眺

め
な
が
ら
大
垈
山
（
一
一
八

〇
米
）
へ
と
山
道
を
急
い
で

い
た
。
か
れ
の
考
え
で
は
、

向
こ
う
側
の
菅
沢
の
水
を
山

越
し
に
引
こ
う
と
い
う
の

だ
っ
た
。

　

コ
ツ
リ
コ
ツ
リ
と
山
背
は

少
し
ず
つ
掘
ら
れ
て
い
っ
た
。

空
の
星
は
静
か
に
西
へ
回
っ

て
い
る
。
晴
明
は
黙
々
と
山

脈
を
堀
り
く
ぼ
め
る
大
仕
事

に
か
か
っ
て
い
た
。
広
い
地

域
の
山
腹
が
だ
ん
だ
ん
と
薬

研
状
に
堀
り
く
ぼ
ん
で
く
る
。

「
わ
け
は
な
い
、
わ
け
は
な

い
」
と
晴
明
の
気
は
軽
や
か

で
あ
っ
た
。

　

「
晴
明
殿　

鶏
が
鳴
く
、

も
う
夜
明
け
じ
ゃ
」
、
突
然

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
呼
ば
わ

る
人
声
が
晴
明
の
耳
に
届
い

た
。

　

「
し
ま
っ
た
、
も
は
や
開

け
る
か
」
、
晴
明
は
両
の
腕

に
決
死
の
力
を
こ
め
て
掘
っ

た
が
、
そ
の
時
一
番
鶏
の
声

が
人
声
の
し
た
と
同
じ
方
角

か
ら
流
れ
て
き
た
。

　

「
鶏
が
鳴
い
た
。
わ
し
の

仕
事
も
こ
れ
ま
で
じ
ゃ
」
、

晴
明
は
よ
ご
れ
た
衣
服
を
あ

ら
た
め
て
、
さ
て
、
村
人
に

何
と
言
訳
し
た
ら
よ
い
も
の

か
、
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て

い
た
が
、
暁
の
空
は
な
か
な

か
に
白
ん
で
来
な
か
っ
た
。

そ
れ
も
道
理
、
さ
き
ほ
ど
の

人
声
も
鶏
鳴
も
、
み
ん
な
岩

殿
山
の
鬼
が
晴
明
の
仕
事
を

ね
た
ん
で
の
い
た
ず
ら
で

あ
っ
た
。

　

朝
、
村
人
は
流
れ
の
水
嵩

が
増
さ
な
い
の
を
見
て
、
晴

明
の
仕
事
振
り
を
み
よ
う
と

山
に
登
っ
て
行
く
と
、
阿
部

晴
明
は
鬼
に
欺
さ
れ
た
の
を

恥
じ
て
、
近
く
の
峰
の
頂
で

憤
死
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
以
来
、
そ
の
峰

（
一
〇
〇
六
米
）
を
セ
ー

メ
ー
バ
ン
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

り
、
晴
明
が
掘
っ
た
場
所
は

大
垈
山
（
本
沢
頭
と
も
）
の

内
に
ホ
リ
ガ
ネ
（
堀
兼
）
と

し
て
薬
研
状
の
大
き
な
窪
地

と
な
っ
て
残
っ
て
い
ま
す
。

【
こ
の
伝
説
に
は
、
後
日
譚

が
あ
る
。
戦
後
、
賑
岡
村
で

畑
の
田
地
化
が
盛
ん
と
な
り
、

浅
利
川
沿
い
は
実
施
さ
れ
た

が
、
水
利
に
不
便
な
畑
倉
の

地
で
は
、
稲
作
は
夢
の
又
夢

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

夢
を
現
実
に
か
な
え
る
事
業

に
取
り
組
み
、
私
財
を
投
げ

打
っ
て
完
成
に
導
い
た
『
昭

和
の
阿
部
晴
明
小
俣
宇
喜
知

爺
』
が
い
た
。
金
山
峠
あ
た

り
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
、
菅

沢
の
水
を
引
く
こ
と
に
成
功

し
て
、
新
田
の
灌
漑
用
水
に

使
っ
て
い
る
。
伝
説
が
架
空

の
話
で
は
な
く
、
古
く
か
ら

里
民
の
胸
に
宿
さ
れ
て
い
た

願
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
】

②
立
石
と
う
げ
（
笹
子
町
）

　

白
野
と
原
と
の
境
に
あ
る
。

昔
、
山
姥
が
石
の
杖
を
つ
い

て
来
る
途
中
、
杖
が
折
れ
た

の
で
そ
の
一
片
を
こ
こ
に
捨

て
た
。
そ
の
大
石
が
今
も

立
っ
て
い
る
の
で
、
立
石
坂

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
他
の
一

片
は
岩
殿
山
の
麓
の
石
道
に

あ
っ
て
鬼
の
杖
と
呼
ば
れ
て

い
る
。

③
葛
籠
峠
（
賑
岡
町
）

　

西
奥
山
と
東
奥
山
の
境
に

あ
る
。
天
正
年
間
（
一
五
七

三
－
一
五
九
二
）
小
山
田
信

茂
の
夫
人
が
、
従
者
小
幡
弥

三
郎
に
葛
籠
を
背
負
わ
せ
、

共
に
裏
山
伝
い
に
落
ち
逃
れ

た
が
、
乳
児
が
飢
え
に
泣
く

の
で
、
夫
人
は
谷
間
に
乳
児

を
投
げ
入
れ
て
自
殺
を
し
た
。

弥
三
郎
は
葛
籠
を
捨
て
て
逃

げ
去
っ
た
か
ら
、
こ
の
峠
を

葛
籠
峠
と
い
う
。

【
こ
の
峠
の
謂
れ
に
は
諸
説

が
あ
り
、
い
ず
れ
が
史
実
か

は
詳
ら
か
な
い
】

④
入
道
山
（
笹
子
峠
）

　

阿
弥
陀
街
道
の
北
に
あ
る

険
し
い
山
を
い
う
。
昔
、
村

人
が
薪
取
り
に
行
っ
た
時
、

身
長
三
米
余
の
大
入
道
が
現

れ
て
、
村
人
を
右
側
の
小
沢

に
連
れ
込
み
、
七
日
間
余
出

さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
今
、

こ
の
沢
を
牢
場
と
呼
ん
で
、

人
が
踏
み
入
る
こ
と
を
嫌
っ

て
い
る
。

⑤
呼
ば
わ
り
谷
と
稚
児
落
し

　

【
こ
の
云
い
伝
え
は
、
岩

殿
噺
や
葛
籠
峠
で
、
詳
述
し

て
い
る
の
で
、
省
略
す
る
】

⑥
鬼
窪
山
（
賑
岡
町
）

　

浅
利
の
南
方
桂
川
に
沿
い
、

大
月
町
花
咲
と
境
し
て
お
り
、

南
面
は
す
べ
て
切
り
立
っ
た

岩
で
あ
る
。
（
東
中
学
の
対

岸
）
頂
に
小
さ
な
祠
が
あ
っ

て
姥
子
神
社
と
い
う
。

　

建
久
年
中
（
一
一
九
〇
－

一
一
九
八
）
工
藤
祐
経
（
曽

我
兄
弟
の
仇
討
の
仇
）
の
残

党
が
こ
の
地
に
来
て
山
賊
と

な
り
、
往
々
里
人
を
悩
ま
し

た
が
、
時
の
豪
族
浅
利
式
部

が
里
人
を
率
い
、
駒
橋
か
ら

討
手
に
向
か
っ
た
た
め
、
こ

の
南
方
一
帯
の
地
名
を
矢
向

来
（
や
ご
う
ら
）
と
云
い
、

ま
た
賊
の
首
領
が
手
下
と
共

に
東
方
に
矢
を
避
け
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
地
名
を
シ
ノ
ギ

と
云
う
よ
う
に
な
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

【
こ
の
噺
の
詳
細
に
つ
い
て

は
別
途
鬼
伝
説
で
詳
述
】

⑦
ま
せ
穴
（
賑
岡
町
）

　

浅
利
の
中
央
道
を
隔
た
る

約
二
〇
〇
米
、
全
山
こ
と
ご

と
く
岩
山
で
、
老
松
が
茂
っ

て
い
る
中
腹
よ
り
や
ゝ
下
方

に
穴
が
あ
り
、
坑
口
か
ら
約

二
米
、
内
部
は
畳
二
帖
余
り

入
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

某
氏
所
蔵
の
旧
記
に
よ
れ

ば
、
天
正
壬
生
の
年
、
小
山

田
氏
の
残
党
が
こ
こ
に
来
て
、

馬
を
入
れ
て
と
こ
ろ
が
、
馬

が
逃
げ
て
鎌
倉
に
通
じ
て
い

る
と
あ
り
、
ま
た
当
時
、
敗

残
の
士
が
信
長
の
威
力
を
お

そ
れ
、
馬
具
・
太
刀
そ
の
他

小
山
田
家
に
属
す
る
造
物
を
、

こ
の
岩
窟
に
隠
し
て
、
後
顧

の
憂
い
が
な
い
よ
う
に
し
た
。

⑧
城
山
（
初
狩
町
）

　

下
初
狩
の
大
平
に
あ
り
、

武
田
氏
が
こ
こ
で
烽
火
を
あ

げ
た
所
（
烽
火
台
）
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
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