
十
二
、
【
そ
の
他
の
伝
説
】

　
　

・
・
・
続
き　
　

（
五
）
鬼
の
杖
と
鬼
の
血

（
賑
岡
町
）

　

鬼
の
杖
は
岩
殿
の
太
田
ヶ
原

の
畑
地
内
に
立
っ
て
お
り
、
鬼

の
血
は
同
部
落
の
子
の
神
社
付

近
に
あ
る
。

　

昔
、
岩
殿
山
の
岩
窟
に
赤
鬼

が
棲
ん
で
い
て
、
女
・
子
ど
も

を
さ
ら
っ
た
り
、
い
た
ず
ら
を

し
て
里
人
を
困
ら
せ
て
い
た
。

葛
野
の
部
落
で
は
葛
を
沢
山
茂

ら
せ
て
家
を
か
く
し
、
女
、
子

ど
も
を
守
っ
た
の
で
葛
野
の
名

が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　

岩
殿
山
の
東
に
あ
る
百
蔵
山

は
、
昔
は
大
き
な
桃
が
取
れ
た

の
で
桃
倉
山
と
呼
ん
で
い
た
。

こ
の
山
か
ら
転
が
っ
た
大
き
な

桃
が
桂
川
を
流
れ
て
、
川
下
で

洗
濯
を
し
て
い
た
お
ば
あ
さ
ん

に
拾
わ
れ
た
。
そ
の
桃
か
ら
生

ま
れ
た
桃
太
郎
は
成
長
し
て
、

岩
殿
山
の
鬼
退
治
に
出
か
け
、

犬
目
で
犬
、
鳥
沢
で
き
じ
、
猿

橋
で
猿
を
家
来
に
し
、
大
声
で

岩
殿
山
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
と
、

鬼
は
怒
っ
て
左
手
に
持
っ
て
い

た
石
の
杖
を
投
げ
つ
け
た
。
そ

れ
が
途
中
に
落
ち
て
地
震
が
起

こ
っ
た
の
で
、
そ
の
辺
を
石
動

（
後
に
石
道
と
書
く
）
と
よ
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
。
桃
太
郎
が
西

へ
ま
わ
っ
て
攻
め
よ
う
と
す
る

と
、
鬼
は
右
手
に
持
っ
て
い
た

杖
を
投
げ
つ
け
た
。
こ
れ
が
笹

子
の
立
石
で
あ
る
。

　

桃
太
郎
は
刀
を
振
っ
て
岩
殿

山
へ
登
り
鬼
に
斬
り
つ
け
た
。

鬼
は
か
な
わ
ず
逃
げ
よ
う
と
、

東
の
徳
厳
山
へ
足
を
か
け
た
所

を
斬
ら
れ
て
、
お
び
た
だ
し
い

血
を
流
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
血
が
棺
の
中
に
し
み
こ
み
、

今
で
も
そ
の
辺
に
赤
い
土
が
出

て
来
る
。
こ
れ
を
里
人
は
「
鬼

の
血
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
六
）
大
乗
院
の
社
（
七
保
町
）

　

昔
、
岩
殿
山
の
麓
に
円
通
寺

と
い
う
寺
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺

の
住
職
の
組
織
下
に
大
乗
院
と

常
楽
院
が
あ
っ
た
。
大
乗
院
と

常
楽
院
は
、
初
め
は
大
変
仲
が

よ
く
、
何
を
す
る
に
も
話
し
合

い
励
ま
し
あ
っ
て
や
っ
て
き
た

の
で
、
住
職
か
ら
大
変
可
愛
が

ら
れ
て
い
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、

二
人
は
何
か
修
養
を
積
み
偉
い

人
に
な
ろ
う
と
相
談
し
た
。
そ

の
結
果
修
験
者
に
な
る
こ
と
に

し
た
。
二
人
は
水
垢
離
を
と
っ

た
り
、
滝
に
う
た
れ
る
な
ど
し

て
、
一
心
不
乱
に
修
行
を
重
ね

悟
り
を
開
き
、
初
心
を
貫
い
て

法
印
に
な
っ
た
。
即
ち
一
人
は

大
乗
院
と
い
い
、
他
の
一
人
は

常
楽
院
と
い
っ
た
。
だ
が
二
人

は
こ
の
管
名
に
あ
き
た
ら
ず
、

腕
を
磨
く
に
懸
命
で
あ
っ
た
。

然
し
い
つ
し
か
ラ
イ
バ
ル
意
識

に
燃
え
、
そ
れ
が
次
第
に
敵
意

を
は
ら
む
よ
う
に
な
っ
た
。
今

度
は
話
し
合
い
が
喧
嘩
と
な
り
、

日
増
し
に
仲
が
悪
く
な
っ
た
。

来
る
日
も
来
る
日
も
喧
嘩
ば
か

り
し
て
い
た
上
、
生
活
の
た
め

に
村
人
を
お
ど
し
、
金
品
を
巻

き
上
げ
た
の
で
村
人
か
ら
き
ら

わ
れ
て
い
た
。
あ
き
れ
果
て
た

住
職
は
二
人
を
寺
か
ら
追
放
し

た
。
大
乗
院
は
葛
野
に
移
り
住

ん
だ
。
こ
の
地
を
古
文
書
に
太

乗
屋
敷
と
名
を
止
め
て
い
る
。

常
楽
院
は
新
宮
の
穴
に
住
む
よ

う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
二
人

の
仲
は
よ
く
は
な
ら
ず
、
ま
す

ま
す
悪
く
な
る
ば
か
り
、
遂
に

は
ホ
ラ
貝
を
吹
き
な
ら
し
て
、

呪
い
殺
し
始
め
た
。
兄
た
り
が

た
く
弟
た
り
が
た
い
二
人
の
術

は
伯
仲
し
、
勝
負
は
な
か
な
か

つ
か
な
か
っ
た
。

　

何
年
も
何
年
も
喧
嘩
を
く
り

か
え
し
て
き
た
或
る
日
の
こ
と
、

喧
嘩
の
勝
負
を
決
し
よ
う
と
す

る
ホ
ラ
貝
の
音
が
、
双
方
か
ら

高
ら
か
に
鳴
り
出
し
た
時
、
突

然
風
が
岩
殿
山
か
ら
起
こ
り
、

殺
意
の
こ
も
っ
た
常
楽
院
の
ホ

ラ
貝
の
呪
い
の
音
が
、
風
下
に

い
た
大
乗
院
の
胸
に
大
き
く
突

き
さ
さ
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
時
、
大
乗
院
は
常
楽
院

を
睨
ん
だ
ま
ま
、
「
天
わ
れ
に

利
あ
ら
ず
し
か
」
と
い
っ
て

立
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
。
立
往
生

は
只
の
人
間
に
で
き
る
も
の
で

は
な
く
、
修
行
を
積
ん
だ
偉
い

人
で
な
け
れ
ば
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
神
を
祀
り
、
今

で
も
葛
野
の
入
口
に
、
小
さ
い

け
れ
ど
立
派
な
社
が
あ
る
。

（
七
）
百
太
郎
（
七
保
町
）

　

昔
々
、
桃
倉
山
（
今
の
百
蔵

山
）
の
麓
は
、
桃
が
い
っ
ぱ
い

で
、
と
て
も
き
れ
い
だ
っ
た
。

こ
こ
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば

あ
さ
ん
が
住
ん
で
い
た
。
二
人

は
子
ど
も
が
い
な
い
の
で
、
常

日
頃
子
ど
も
が
欲
し
い
と
神
様

に
祈
り
つ
つ
桃
を
栽
培
し
て
い

た
。

　

或
る
日
、
二
人
は
桃
を
も
ぎ

に
行
っ
た
ら
、
大
き
な
桃
が

な
っ
て
い
た
の
で
、
喜
ん
で
も

ぎ
と
っ
て
家
に
持
ち
帰
っ
た
。

そ
の
桃
を
切
っ
て
食
べ
よ
う
と

し
た
ら
、
二
つ
に
割
れ
て
中
か

ら
男
の
子
が
生
ま
れ
た
。
桃
太

郎
と
名
つ
け
た
。

　

成
長
し
た
桃
太
郎
は
、
岩
殿

山
に
住
む
悪
い
鬼
を
退
治
に
出

か
け
た
。
途
中
で
犬
と
き
じ
と

猿
を
家
来
に
し
た
。
犬
の
出
た

所
を
犬
目
、
き
じ
の
出
た
所
を

鳥
沢
、
猿
の
出
た
所
が
猿
橋
で

現
在
の
地
名
が
そ
れ
で
あ
る
。

あ
る
本
に
、
「
桃
太
郎
こ
こ
ら

で
伴
や
連
れ
に
け
ん
犬
目
、
鶏

さ
、
猿
橋
の
宿
」
と
い
う
歌
が

あ
る
。

　

こ
の
昔
話
に
裏
話
が
あ
る
。

岩
殿
山
に
住
む
鬼
が
、
徳
厳
山

の
裾
野
の
平
和
の
村
に
は
素
封

家
や
美
人
が
多
い
の
に
目
を
つ

け
、
い
つ
も
此
の
地
に
出
て
き

て
は
、
美
人
や
金
銀
財
宝
を

奪
っ
て
い
た
。
村
人
の
困
っ
て

い
る
の
を
見
た
徳
厳
山
の
神
様

は
哀
れ
に
思
い
、
村
人
を
集
め

て
鬼
の
襲
来
を
防
ぐ
に
は
、
村

全
体
に
葛
を
植
え
葉
を
茂
ら
せ

て
、
村
全
体
を
お
お
い
、
鬼
の

目
を
か
す
め
る
よ
う
に
と
、
と

く
と
く
教
え
ま
し
た
。

　

村
人
は
一
生
懸
命
葛
を
植
え

ま
し
た
。
み
る
み
る
中
に
葉
は

茂
り
、
村
を
お
お
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
鬼
は
来
ず

再
び
平
和
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
村
を
葛
野
と
い
い
、
今
で
も

ら
く
人
や
き
れ
い
な
人
が
多
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
八
）
日
月
さ
ま
（
大
月
町
）

　

真
木
の
佐
々
木
正
平
氏
の
祖

先
は
、
天
照
大
神
と
月
読
尊
の

二
神
を
「
日
月
さ
ま
」
と
し
て

信
奉
し
、
三
軒
屋
の
平
の
地
に
、

三
尺
四
方
に
三
個
の
石
を
積
み

合
わ
せ
た
台
座
を
造
り
、
祠
を

建
て
て
奉
祭
し
た
の
は
、
徳
川

の
時
代
の
末
期
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
当
時
は
近
郷
近
在

の
人
々
が
、
年
に
一
度
の
四
月

二
十
四
日
の
例
祭
に
集
ま
っ
て

大
変
賑
や
か
だ
っ
た
と
い
う
。

　

故
あ
っ
て
、
明
治
二
十
年
に

天
神
様
の
境
内
に
祠
を
改
築
し

て
お
祀
り
し
て
い
た
が
、
そ
の

後
現
在
地
に
遷
し
「
日
月
さ
ま

」
と
し
て
、
太
陽
や
月
を
崇
め

る
よ
う
に
、
こ
の
神
様
を
信
じ
、

生
活
の
無
事
を
祈
っ
た
。

　

現
在
も
毎
年
四
月
二
十
日
に

例
祭
を
行
い
、
近
所
の
老
人
や

子
ど
も
が
集
ま
り
、
赤
飯
を
食

べ
て
祝
っ
て
い
る
。
佐
々
木
家

の
守
り
神
と
し
て
由
緒
あ
る
も

の
で
あ
る
。

（
九
）
は
た
子
さ
ま
（
大
月
町
）

　

真
木
久
保
の
北
側
の
崖
上
に
、

東
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
地
蔵

を
「
は
た
子
さ
ま
」
と
呼
び
、

嘉
永
五
年
四
月
二
十
日
（
一
八

五
二
）
に
た
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

江
戸
時
代
初
期
か
ら
、
谷
村
・

吉
田
と
並
ん
で
真
木
の
地
が
甲

斐
絹
の
産
地
で
あ
り
、
家
内
工

業
と
し
て
婦
人
の
生
業
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
丈
夫
な

子
ど
も
を
育
て
、
立
派
な
織
り

子
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
祀
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
子
ど
も
が
風
邪
に

か
か
る
と
、
お
地
蔵
さ
ん
の
首

に
巻
い
て
あ
る
真
綿
を
借
り
て

き
て
、
そ
の
子
の
首
に
巻
く
と

風
邪
が
早
く
直
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
又
そ
の
真
綿
を
お
地
蔵

さ
ん
に
お
返
し
す
る
と
い
う
子

育
て
の
習
慣
が
あ
っ
て
、
大
変

利
役
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
毎
年
四
月
二
十
日
は
、
赤

飯
を
お
地
蔵
さ
ん
に
供
え
、
近

所
の
子
供
達
に
も
わ
け
て
や
り
、

子
ど
も
の
健
康
を
守
る
祭
り
が

ず
っ
と
続
い
て
わ
行
れ
、
悪
病

よ
け
の
信
仰
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。
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