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昔
話「
三
枚
の
お
札
」と
謡
曲「
黒
塚
」「
山
姥
」　
山
と
里
の
対
比
か
ら

［
論
文
要
旨
］

T
he Folk Tales “S

anm
ai no O

fuda” and the Texts of N
oh “K

urozuka” “Yam
auba”
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は
じ
め
に

❶
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
分
布
と
基
本
的
な
構
成

❷
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
鬼
婆
と
山
姥

❸
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
伝
承
と
変
遷

❹
謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」

ま
と
め

　
「
三
枚
の
お
札
」
は
、
寺
の
小
僧
が
山
へ
出
か
け
鬼
婆
や
山
姥
の
家
に
泊
ま
り
、
便
所
へ
行
き
お

札
を
投
げ
て
山
や
川
を
出
し
て
逃
げ
る
と
い
う
昔
話
で
あ
る
。
ま
ず
、
類
話
を
整
理
し
て
そ
の
構
成

か
ら
、
⑴
鬼
婆
タ
イ
プ
［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り-

鬼
婆-

便
所-

逃
走
（
お
札
）］、
⑵
山
姥
タ

イ
プ
［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い-

山
姥-

便
所-

逃
走
（
お
札
）］、
⑶
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
［
娘-

山-

ヤ
マ
ハ
ハ-

逃
走
］
の
三
つ
を
設
定
し
た
。
鬼
婆
タ
イ
プ
は
盆
や
彼
岸
に
登
場
し
子
を
と
っ
て

食
う
点
、
山
姥
タ
イ
プ
は
栗
や
茸
を
勝
手
に
取
る
者
を
責
め
て
山
の
領
域
を
主
張
す
る
点
、
ヤ
マ
ハ

ハ
タ
イ
プ
は
寺
・
便
所
・
お
札
の
要
素
が
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
柳
田
國
男
の
『
先
祖
の
話
』
や

山
人
論
を
参
考
に
す
る
と
、
鬼
婆
の
背
景
に
は
子
の
な
い
老
婆
へ
の
差
別
視
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て

の
恐
怖
感
が
、
山
姥
と
ヤ
マ
ハ
ハ
の
背
景
に
は
柳
田
が
先
住
民
の
末
裔
と
論
じ
て
い
る
山
人
へ
の
恐

怖
感
が
、
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
昔
話
の
構
成
要
素
の
比
較
か
ら
、
素
朴
な
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
が

古
い
か
た
ち
、
山
姥
タ
イ
プ
が
新
し
い
か
た
ち
、
鬼
婆
タ
イ
プ
が
さ
ら
に
新
し
い
か
た
ち
で
あ
る
と

分
析
し
た
。
次
に
、
現
在
の
昔
話
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
深
度
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の

な
の
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
室
町
期
の
謡
曲
「
黒
塚
」
と
「
山
姥
」
の
存
在
に
注
目
し
た
。
山
や

野
原
で
日
暮
れ
に
一
人
の
女
が
現
れ
る
と
い
う
点
が
「
三
枚
の
お
札
」
で
語
ら
れ
て
い
る
情
景
と
共

通
し
て
い
る
。
謡
曲
「
黒
塚
」
で
は
鬼
女
が
里
の
女
と
し
て
登
場
し
「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
を
象

徴
す
る
糸
繰
り
を
す
る
。
鬼
女
は
山
伏
に
祈
り
伏
せ
ら
れ
る
。
謡
曲
「
山
姥
」
で
は
山
姥
が
山
の
女

と
し
て
登
場
し
領
域
の
主
張
を
象
徴
す
る
「
山
廻
り
」
を
す
る
。
山
姥
は
ど
こ
へ
と
も
な
く
去
っ
て

行
く
。
そ
こ
か
ら
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
鬼
婆
と
山
姥
と
、
謡
曲
「
黒
塚
」
の
鬼
女
と
謡
曲
「
山

姥
」
の
山
姥
と
の
間
の
対
応
関
係
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
山
人
と
里
人
の
遭

遇
と
緊
張
、
そ
の
現
実
の
歴
史
記
憶
の
反
映
と
心
象
世
界
の
反
映
、
そ
し
て
そ
の
記
憶
の
稀
薄
化
が

あ
る
と
推
定
し
た
。
鬼
婆
系
の
伝
承
と
山
姥
系
の
伝
承
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
近
現
代
に

採
録
さ
れ
た
昔
話
と
室
町
期
に
成
立
し
た
謡
曲
と
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昔
話
に
は
室
町
期

に
通
じ
る
ほ
ど
古
い
伝
承
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
山
姥
、
鬼
婆
、
山
と
里
、
昔
話
と
謡
曲
、
伝
承
と
変
遷
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昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
研
究
史　
　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
研
究
に
つ
い
て
整

理
し
て
み
る
と
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
代
に
水
沢
謙
一
が
新
潟
県
内
で
集
中
的
に
「
三

枚
の
お
札
」
を
採
話
し
報
告
し
て
い
る
〔
水
沢
一
九
七
二
a
〕〔
水
沢
一
九
七
二
b
〕。

水
沢
が
採
録
し
た
昔
話
は
大
変
貴
重
な
資
料
で
は
あ
る
も
の
の
、
分
析
的
な
結
論
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
寺
田
文
子
や
剣
持
弘
子
が
、
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ

に
注
目
し
て
、
海
外
か
ら
の
伝
播
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
寺
田
は
、
中
国
や
朝
鮮

の
話
と
類
似
し
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
三
枚
の
お
札
」
は
中
国
あ
る
い
は

朝
鮮
の
類
話
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
〔
寺
田
一
九
七
五
〕。

剣
持
は
、
海
外
の
昔
話
と
日
本
の
昔
話
を
検
討
し
、「
三
枚
の
お
札
」
は
す
で
に
日
本

に
あ
っ
た
話
が
海
外
か
ら
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
を
受
け
入
れ
て
、
独
自
の
話
型
を

形
成
し
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
〔
剣
持
二
〇
〇
〇
〕。
し
か
し
、「
三
枚
の
お
札
」

の
類
話
が
具
体
的
に
い
つ
ど
の
よ
う
に
海
外
か
ら
日
本
へ
と
伝
播
し
て
き
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
寺
田
も
剣
持
も
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」

に
つ
い
て
は
、
国
際
比
較
と
伝
播
に
関
す
る
議
論
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
昔
話
が
ど

の
よ
う
な
伝
承
と
変
遷
の
過
程
を
経
て
き
た
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
十
分
に
行
な

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
山
姥
に
つ
い
て
は
、
柳
田
國
男
の
山
人
論
が
早
い
段
階
の
も
の
で
あ
り
、

柳
田
は
、
日
本
各
地
の
伝
承
を
も
と
に
先
住
民
の
末
裔
で
あ
る
山
人
の
存
在
を
日
本

の
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
山
人
と
里
人
と
の
遭
遇
譚
が
日
本
各
地
に

伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
の
一
つ
と
し
て
山
姥
に
も
注

目
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
山
姥
が
山
の
神
と
同
一
視
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と

に
も
注
目
し
て
い
る
〔
柳
田
一
九
二
六
〕。
小
松
和
彦
は
、
山
姥
を
妖
怪
と
し
て
と

り
あ
げ
て
い
る
〔
小
松
一
九
七
九
〕。
高
知
県
香
美
郡
物
部
村
に
お
け
る
「
山
女
郎
」

や
「
山
姥
」
の
伝
承
か
ら
、
物
部
村
で
は
、
山
姥
が
個
人
に
憑
依
す
る
場
合
は
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
、
家
に
つ
く
場
合
に
は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る

と
論
じ
て
い
る
。
吉
田
敦
彦
は
『
昔
話
の
考
古
学
』
に
お
い
て
、
昔
話
や
伝
説
の
中

で
語
ら
れ
て
い
る
山
姥
を
取
り
上
げ
て
い
る
〔
吉
田
一
九
九
二
〕。
吉
田
は
、
福
を

は
じ
め
に　

　

こ
れ
ま
で
日
本
の
昔
話
に
つ
い
て
、
文
学
的
関
心
や
民
俗
学
的
関
心
か
ら
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
が
、
民
俗
学
で
は
、
柳
田
國
男
が
「
成
長
す
る
文
芸
」
と
い
う
観
点

で
そ
の
展
開
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
柳
田
は
「
口
承
文

芸
大
意
」
の
中
で
、「
我
邦
は
地
勢
の
然
ら
し
む
る
所
、
地
方
の
経
験
が
平
地
と
山

間
と
、
海
と
高
原
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
〴
〵
の
差
等
が
あ
る
。
そ
れ
を
或
時
点
の
現

状
に
於
て
比
べ
て
見
た
な
ら
ば
、
同
じ
一
つ
の
成
長
す
る
文
芸
な
ど
は
、
或
は
そ
の

展
開
の
各
段
階
が
、
個
々
の
環
境
に
よ
つ
て
順
序
立
て
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
つ

た
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
〔
柳
田
一
九
三
二
〕。
つ
ま
り
、
多
く
の
事
例
を

収
集
し
、
地
域
ご
と
の
違
い
を
変
遷
の
段
階
差
と
捉
え
て
整
理
す
れ
ば
、
一
つ
一
つ

の
話
が
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
柳
田
が
、
昔
話
を
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
今

現
在
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
対
し
て
関
敬
吾
は
昔
話
の
国
際
比
較
の
必
要
性
を
唱
え
、
国
際
比
較
と
話
型
を

重
視
す
る
姿
勢
が
そ
の
後
の
研
究
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
（
（
（

。
そ
し
て
、
現
在
ま 

で
昔
話
の
構
造
分
析
や
、
形
態
論
に
つ
い
て
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
（
（
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
、
本
論
文
で
は
、
鬼
婆
と
山
姥
の
混
在
、
山
と
里
の
対
比
な
ど
を

特
徴
と
す
る
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
を
例
に
、
そ
の
構
成
と
要
素
の
分
析
及
び
室
町

期
の
謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」
の
テ
キ
ス
ト
と
の
比
較
を
行
な
い
、
柳
田
が

「
成
長
す
る
文
芸
」
で
示
し
た
伝
承
と
変
遷
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ

と
に
す
る
。
近
年
、
昔
話
に
限
ら
ず
、
柳
田
國
男
が
提
唱
し
て
い
た
民
俗
の
伝
承
と

変
遷
に
着
目
す
る
視
点
を
再
検
討
し
実
践
す
る
動
き
が
み
ら
れ
、
そ
の
研
究
成
果
も

示
さ
れ
て
き
て
い
る
（
（
（

。



57

［昔話「三枚のお札」と謡曲「黒塚」「山姥」］……津金澪乃

授
け
る
、
多
産
、
身
体
か
ら
よ
い
も
の
を
発
生
さ
せ
る
な
ど
の
山
姥
の
性
質
が
、
記

紀
神
話
の
女
神
や
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
、
縄
文
時
代
の
母
神
信
仰
に
共
通
す
る

も
の
と
し
て
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
姥
の
先
行
研
究
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
の
が
、
鳥
居
フ
ミ
子
に
よ
る
文
芸
と
絵
画
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
鳥
居
は
、

『
金
太
郎
の
誕
生
』
に
お
い
て
金
太
郎
に
つ
い
て
追
跡
し
て
い
る
〔
鳥
居
二
〇
〇
二
〕。

そ
の
後
、『
金
太
郎
の
謎
』
の
第
一
章
「
金
太
郎
の
母
、
山
姥
」
で
は
、「
金
太
郎
の

母
で
あ
る
山
姥
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
金
太
郎
と
不
可
分
の
親
子
関
係
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
、
金
太
郎
の
母
と
し
て
の
山
姥
に
つ

い
て
、
中
世
の
謡
曲
か
ら
、
近
世
の
浄
瑠
璃
、
草
双
紙
、
浮
世
絵
、
豆
本
、
そ
し
て

近
代
の
小
学
読
本
ま
で
を
追
跡
し
て
い
る
〔
鳥
居
二
〇
一
二
〕。
そ
の
結
果
と
し
て

鳥
居
の
示
し
た
結
論
は
、「
鬼
女
の
山
姥
か
ら
美
女
の
山
姥
に
変
貌
す
る
と
と
も
に

そ
の
怪
奇
性
は
失
わ
れ
た
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
山
姥
を
鬼
女
か
ら
美
女
へ

と
い
う
視
点
で
と
ら
え
て
い
る
論
旨
で
あ
っ
た
が
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
で
注
目

さ
れ
る
鬼
婆
と
山
姥
と
い
う
対
比
は
そ
の
研
究
視
界
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
鳥
居
が
金
太
郎
を
中
世
の
謡
曲
や
近
世
の
浄
瑠
璃
な
ど
の
古
典
を
用
い
て

分
析
し
た
よ
う
に
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
昔
話
と
古
典
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た

早
い
例
と
し
て
は
、
柳
田
國
男
の
「
竹
取
翁
」
が
あ
げ
ら
れ
る
〔
柳
田
一
九
三
四
〕。

柳
田
は
、
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
天
人
女
房
」
や
「
屁
こ
き
爺
」
な
ど
の

昔
話
と
、
平
安
時
代
の
『
竹
取
物
語
』
や
そ
の
他
の
文
献
史
料
に
記
録
さ
れ
た
断
片

的
な
情
報
と
を
、
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
が

書
か
れ
る
よ
り
以
前
か
ら
そ
の
も
と
と
な
っ
た
話
が
流
布
し
て
お
り
、
し
か
も
地
方

ご
と
に
内
容
が
異
な
っ
て
い
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。
昔
話
の
研
究
に
古
典
を
参
照

す
る
姿
勢
は
そ
の
後
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
一
九
八
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本

昔
話
通
観
』
研
究
篇
二
に
は
、「
日
本
昔
話
と
古
典
」
と
し
て
目
録
が
付
さ
れ
て
い

る
〔
稲
田
ほ
か
一
九
七
七
〕。
ま
た
、
福
田
晃
や
徳
田
和
夫
は
昔
話
と
御
伽
草
子
を

比
較
し
た
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
〔
徳
田
一
九
八
九
〕〔
福
田
二
〇
一
五
〕。
た
と
え

ば
福
田
は
、
御
伽
草
子
の
中
に
は
、
昔
話
「
姥
皮
」
と
構
成
が
近
い
『
う
ば
か
は
』

と
、
古
典
に
通
じ
た
作
者
に
よ
っ
て
新
た
な
要
素
と
潤
色
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
『
鉢
か
づ
き
』
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
昔
話
と
古
典
と

を
分
析
す
る
場
合
に
構
成
要
素
の
比
較
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
加
え

て
、
古
典
に
つ
い
て
は
成
立
年
代
が
特
定
で
き
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
、「
三
枚
の
お
札
」
の
近
代
以
降
の
採
話
資
料

だ
け
で
な
く
、
室
町
期
の
謡
曲
「
黒
塚
」
と
「
山
姥
」
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
併
せ

行
な
う
こ
と
と
す
る
。

❶
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
分
布
と
基
本
的
な
構
成

1　
「
三
枚
の
お
札
」
の
分
布

　

鬼
婆
や
山
姥
が
登
場
す
る
昔
話
の
例
と
し
て
、「
三
枚
の
お
札
」
が
知
ら
れ
て
い　

る
。
寺
の
小
僧
が
山
へ
行
き
、
鬼
婆
も
し
く
は
山
姥
の
家
に
泊
ま
っ
て
便
所
か
ら
脱

出
し
、
お
札
を
投
げ
て
、
山
、
川
、
火
な
ど
を
出
し
て
追
い
か
け
て
く
る
鬼
婆
や
山

姥
か
ら
逃
げ
る
、
と
い
う
あ
ら
す
じ
の
昔
話
で
あ
る
。

　
『
日
本
昔
話
通
観
』
を
参
考
に
、
で
き
る
限
り
原
典
を
確
認
し
な
が
ら
「
三
枚
の
お

札
」
の
類
話
五
六
一
事
例
を
整
理
し
た
も
の
が
表
（
で
あ
る
。
収
集
さ
れ
た
情
報
に

偏
差
は
あ
る
も
の
の
（
（
（

、「
三
枚
の
お
札
」
は
青
森
県
か
ら
東
北
地
方
日
本
海
側
と
北

陸
地
方
の
新
潟
県
へ
、
そ
し
て
東
北
地
方
太
平
洋
側
か
ら
関
東
地
方
北
部
と
長
野
県

へ
と
い
う
一
帯
に
、
比
較
的
濃
密
な
分
布
域
を
も
っ
て
い
る
伝
承
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
九
州
地
方
、
沖
縄
県
ま
で
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
点
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
昔
話
は
広
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。

2　
「
三
枚
の
お
札
」
の
基
本
的
な
構
成

　

表
（
で
整
理
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
注
目
す
る
と
、
小
僧
が
山
へ
入
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る
こ
と
と
な
る
き
っ
か
け
や
、
便
所
神
の
登
場
の
有
無
、
結
末
な
ど
に
つ
い
て
は
、

事
例
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
多
く
の
事
例
に
共
通
し

て
い
る
要
素
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
話
の
舞
台
が
山
で
あ
る
こ
と
や
、
逃
げ
る
人
物

が
寺
の
小
僧
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
事
例
に
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
僧
に
お
札

を
授
け
る
人
物
が
寺
の
和
尚
で
あ
る
事
例
が
全
体
の
半
数
以
上
に
の
ぼ
り
、
結
末
に

お
い
て
も
和
尚
が
活
躍
し
て
鬼
婆
や
山
姥
を
退
治
す
る
か
た
ち
が
多
く
あ
っ
た
。
全

体
的
に
寺
と
和
尚
と
い
う
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
事
例
は
多
い
。
そ
し
て
、
小
僧

が
鬼
婆
や
山
姥
の
家
の
便
所
か
ら
逃
げ
出
す
と
い
う
点
も
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
共

通
す
る
要
素
で
あ
る
。

　

中
で
も
、
こ
の
昔
話
で
重
要
な
の
は
逃
走
と
い
う
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

小
僧
が
お
札
や
玉
、
櫛
な
ど
を
投
げ
る
と
、
山
や
川
、
火
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
て
鬼
婆

や
山
姥
を
妨
害
し
、
そ
の
間
に
逃
げ
る
と
い
う
話
が
多
い
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の

事
例
で
、
小
僧
が
自
分
を
食
お
う
と
追
い
か
け
て
く
る
老
婆
か
ら
逃
げ
る
と
語
ら
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
中
に
は
老
婆
で
は
な
く
若
い
娘
が
登
場
す
る
話
や
、
正

体
が
蛇
や
貉
な
ど
と
さ
れ
る
話
も
あ
る
が
、
小
僧
を
追
い
か
け
る
人
物
が
女
性
の
姿

で
現
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
共
通
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
鬼

婆
も
し
く
は
山
姥
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
の
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
は
次
の
よ
う

な
構
成
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

「
寺
」
―
「
小
僧
」
―
「
山
」
―
「
鬼
婆
・
山
姥
」
―
「
便
所
」
―
「
逃
走
（
三
枚
の
お
札
）」

❷
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
鬼
婆
と
山
姥

1　

鬼
婆
が
登
場
す
る
事
例
と
山
姥
が
登
場
す
る
事
例

　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
に
は
、
鬼
婆
が
登
場
す
る
場
合
と
、
山
姥
が
登
場
す
る
場

合
と
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
紹
介
し
て
み
る
と
、
次
の
と

表1　昔話「三枚のお札」の分布（県別の事例数）

都道府県 事例数 都道府県 事例数 都道府県 事例数 都道府県 事例数

北海道 0 長野県 7 滋賀県 0 徳島県 （

青森県 （9 茨城県 （ 三重県 0 香川県 0

秋田県 55 千葉県 （ 奈良県 （ 愛媛県 0

山形県 6（ 東京都 0 和歌山県 （ 高知県 0

新潟県 （75 神奈川県 0 大阪府 0 福岡県 0

岩手県 （0 山梨県 （ 京都府 0 佐賀県 0

宮城県 （（ 静岡県 0 兵庫県 0 長崎県 0

福島県 （（ 愛知県 （ 鳥取県 0 熊本県 （

栃木県 （（ 岐阜県 （ 島根県 （ 大分県 0

群馬県 8 富山県 （ 岡山県 0 宮崎県 0

埼玉県 （ 石川県 （ 広島県 （ 鹿児島県 （

福井県 0 山口県 0 沖縄県 （
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お
り
で
あ
る
（
5
（

。

事
例
1
　
山
形
県
最
上
郡
及
位
村
（
現
真
室
川
町
（
6
（

）

寺
の
小
僧
が
、
仏
さ
ま
に
あ
げ
る
盆
花
を
採
り
に
出
か
け
、
山
奥
へ
入
っ
て
日

が
暮
れ
る
。
灯
り
を
見
つ
け
て
家
を
訪
ね
る
と
、
婆
さ
ま
が
い
て
泊
め
て
く
れ

る
。
夜
中
に
物
音
で
目
が
覚
め
、
戸
の
隙
間
か
ら
見
る
と
鬼
婆
ん
ば
が
包
丁
を

磨
い
で
い
る
。
小
僧
は
便
所
に
行
き
、
お
札
が
返
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
逃
げ

る
。
鬼
婆
ん
ば
が
追
い
か
け
て
く
る
の
で
、
小
僧
は
川
、
菖
蒲
と
蓬
の
山
を
出

し
、
寺
へ
逃
げ
込
ん
で
和
尚
に
隠
し
て
も
ら
う
。
和
尚
は
化
け
比
べ
を
持
ち
か

け
、
鬼
婆
ん
ば
を
豆
に
化
け
さ
せ
て
飲
ん
で
し
ま
う
。

事
例
2
　
奈
良
県
吉
野
郡
野
迫
川
村（7
（

寺
の
小
坊
主
が
山
の
奥
で
栗
を
拾
っ
て
い
る
と
バ
バ
が
い
て
、
わ
し
は
お
前
の

母
の
父
の
兄
弟
だ
、
栗
飯
を
炊
い
て
食
わ
せ
て
や
る
か
ら
今
度
家
に
来
い
、
と

い
う
。
小
坊
主
は
山
奥
の
バ
バ
の
家
に
行
き
、
栗
飯
を
食
べ
て
寝
る
。
夜
中
に

雨
の
音
が
「
お
前
早
よ
逃
げ
な
バ
バ
に
食
わ
れ
る
」
と
聞
こ
え
る
。
小
僧
は
便

所
に
行
き
、
お
札
が
返
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
逃
げ
る
。
山
姥
が
追
い
か
け
て

く
る
の
で
、
小
僧
は
お
札
を
投
げ
て
川
、
砂
山
を
出
し
、
寺
に
逃
げ
込
ん
で
隠

れ
る
。
和
尚
が
化
け
比
べ
を
持
ち
か
け
て
、
山
姥
を
豆
に
化
け
さ
せ
て
餅
に
つ

つ
ん
で
食
っ
て
し
ま
う
。

2　
「
三
枚
の
お
札
」
の
鬼
婆
の
特
徴

　

ま
ず
、
鬼
婆
が
登
場
す
る
事
例
（
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
事
例
（
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、
盆
の
花
を
採
る
た
め
山
へ
出
か
け
る
と
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
盆
や
彼
岸
に
花
を
採
り
に
山
へ
出
か
け
、
鬼
婆
に
追
い
か
け
ら
れ
る
と
い

う
事
例
は
多
い
。
盆
や
彼
岸
は
先
祖
や
亡
者
や
さ
ま
ざ
ま
な
霊
が
や
っ
て
く
る
日
と

考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
と
く
に
盆
は
「
地
獄
の
釜
の
蓋
の
あ
く
日
」
と
も
い
わ
れ

て
き
た
。
鬼
婆
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
盆
や
彼
岸
の
行
事
に
お
け
る
死
者
供
養
を
め

ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
事
例
（
で
は
、
包
丁
を
砥
ぐ
鬼
婆
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
鬼
婆
は
、
小

僧
を
食
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鬼
婆
が
登
場
す
る
事
例
の
中
に
は
次
の
よ
う

な
話
も
あ
り
、
鬼
婆
と
子
を
と
っ
て
食
う
と
い
う
特
徴
の
結
び
つ
き
が
指
摘
で
き
る
。

事
例
3
　
岩
手
県
江
刺
郡
米
里
村
（
現
奥
州
市
（
8
（

）

小
僧
が
鬼
女
の
家
に
行
く
と
、
虜
に
さ
れ
た
子
ど
も
が
大
勢
い
て
、
皆
泣
い
て

い
る
。

事
例
4
　
宮
城
県
遠
田
郡
小
牛
田
町
（
現
美
里
町
（
9
（

）

鬼
婆
の
家
に
泊
ま
っ
た
小
僧
が
障
子
の
穴
か
ら
の
ぞ
く
と
、
鬼
婆
が
懐
か
ら
に

が
こ
（
赤
ん
坊
）
の
頭
を
出
し
て
、
口
を
血
だ
ら
け
に
し
て
食
っ
て
い
る
。

事
例
5
　
新
潟
県
十
日
町
市（（1
（

小
僧
が
家
に
泊
ま
り
、
夜
に
な
る
と
鬼
婆
さ
が
ど
う
し
て
も
一
緒
に
寝
ろ
と
言

う
。
一
緒
に
寝
て
い
る
と
鬼
婆
さ
は
、
小
僧
の
頬
を
舐
め
る
。

3　
「
三
枚
の
お
札
」
の
山
姥
の
特
徴

　

次
に
、
山
姥
が
登
場
す
る
事
例
（
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
事
例
（
で
は
、
栗
を

拾
っ
て
い
る
と
山
姥
が
や
っ
て
く
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
栗
な
ど
の

木
の
実
を
拾
い
に
山
へ
入
り
、
山
姥
に
追
い
か
け
ら
れ
る
と
い
う
例
は
多
い
。
な
ぜ

栗
拾
い
を
し
て
い
る
と
山
姥
が
現
れ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
た
と
え
ば

次
の
事
例
が
注
目
さ
れ
る
。

事
例
6
　
青
森
県
三
戸
郡
五
戸
町
（
（（
（

婆
が
寺
に
や
っ
て
来
て
「
小
僧
は
自
分
の
山
へ
断
り
な
し
に
は
い
っ
て
来
た
か

ら
、
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
小
僧
を
生
か
し
て
置
い
た
ら
、
町
へ
帰
っ

て
山
の
話
を
す
る
と
い
け
な
い
か
ら
帰
さ
れ
な
い
」
と
言
う
。

事
例
7
　
岩
手
県
二
戸
市
（
（1
（

寺
の
小
坊
が
山
で
茸
を
採
っ
て
い
る
と
、
山
婆
が
来
て
「
人
の
き
の
ご
取
る

の
ぁ
、
誰
だ
」「
き
の
ご
欲
し
が
っ
た
ら
呉
る
へ
で
、
お
れ
ど
一
緒
ね
泊
ま
れ
」

と
言
う
。
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事
例
8
　
新
潟
県
小
千
谷
市
（
（1
（

寺
の
小
僧
が
山
で
花
を
採
っ
て
い
る
と
、
山
ん
ば
さ
が
「
そ
ら
、
お
れ
が
花
だ

ぞ
。」「
こ
ん
に
ゃ
、
お
ら
ど
こ
に
と
ま
れ
ば
、
あ
す
の
あ
さ
は
、
そ
の
花
、
ン

な
、
お
前
に
く
れ
ら
。」
と
言
う
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
山
姥
が
無
断
で
山
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
咎
め
た
り
、
山

の
茸
や
花
を
自
分
の
も
の
だ
と
主
張
し
た
り
す
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に

青
森
県
の
事
例
で
は
、
よ
り
は
っ
き
り
と
婆
が
山
の
領
域
を
主
張
し
て
お
り
、
自
分

の
山
の
領
域
を
侵
害
さ
れ
た
か
ら
に
は
生
か
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
ま
で
言

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
山
姥
が
「
山
の
領
域
」
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
大

き
な
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
そ
の
他
に
も
、
小
僧
が
栗
や
茸
、
山
菜
な
ど
の
山

の
資
源
を
取
っ
て
い
る
と
鬼
婆
や
山
姥
が
現
れ
る
と
い
う
事
例
が
、
青
森
県
か
ら
鹿

児
島
県
ま
で
一
七
九
事
例
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
も
、
山
姥
が
山
の
領
域
を

主
張
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

A
鬼
婆
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
の
構
成

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
の
二
つ
が
設
定
で
き
る
。

A
鬼
婆
タ
イ
プ
　
　
事
例
（
で
は
、
盆
や
彼
岸
の
花
採
り
と
鬼
婆
と
い
う
結
び
つ
き

が
注
目
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
事
例
（
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
も
っ
た
事

例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
事
例
9
、
事
例
（0
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
次
の
よ
う

に
整
理
で
き
る
。

事
例
1
　
山
形
県
最
上
郡
及
位
村
（
現
真
室
川
町
）

［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り
（
盆
）-

鬼
婆
ん
ば-

便
所-

逃
走
（
三
枚
の
お
札
）

-

化
け
比
べ
］

事
例
9
　
福
島
県
石
城
郡
小
名
浜
町
（
現
い
わ
き
市
（
（1
（

）

［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り
（
彼
岸
）-

鬼
婆-

便
所-

逃
走
（
三
枚
の
お
札
）］

事
例
10
　
新
潟
県
栃
尾
市
（
現
長
岡
市
（
（1
（

）

［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り（
彼
岸
）-

お
に
ば
さ-

便
所-

逃
走（
三
枚
の
お
札
）

-

お
経
］

B
山
姥
タ
イ
プ
　
　
事
例
（
で
は
、
栗
拾
い
と
山
姥
と
い
う
結
び
つ
き
が
注
目
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
事
例
（
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
も
っ
た
事
例
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
事
例
（（
、
事
例
（（
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き　

る
。事

例
2
　
奈
良
県
吉
野
郡
野
迫
川
村

［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い-

山
姥-

便
所-

逃
走（
三
枚
の
お
札
）-

化
け
比
べ
］

事
例
11
　
秋
田
県
雄
勝
郡
東
成
瀬
村（（1
（

［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い-

山
姥-

便
所-

逃
走
（
三
枚
の
お
札
）-

焼
石

を
食
わ
せ
る
］

事
例
12
　
山
形
県
置
賜
地
方（（1
（

［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い-

山
婆
ん
ば-

便
所-

逃
走（
三
枚
の
お
札
）-

井
戸
］

　

つ
ま
り
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

A［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り（
盆
・
彼
岸
）-

鬼
婆-

便
所-

逃
走（
三
枚
の
お
札
）］ 

B
［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い
（
行
事
無
）-

山
姥-

便
所-

逃
走
（
三
枚
の
お
札
）］

以
上
の
整
理
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
の
「
花
採
り
（
盆
・
彼
岸
）」

―
「
子
ど
も
を
食
う
」
と
、
B
山
姥
タ
イ
プ
の
「
栗
拾
い
」
―
「
領
域
主
張
」
と
い

う
要
素
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
な
お
、
論
文
の
末
尾
に
、
伝
承
地
と
小
僧
を

追
い
か
け
る
老
婆
の
呼
称
、
小
僧
が
山
へ
行
く
理
由
を
示
し
た
表
（
を
付
し
た
（
（1
（

。

❸
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
伝
承
と
変
遷　

次
に
、
鬼
婆
は
な
ぜ
盆
や
彼
岸
に
登
場
し
子
ど
も
を
食
お
う
と
す
る
の
か
、
そ
し

て
、
山
姥
は
な
ぜ
領
域
を
主
張
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
柳
田
國
男
の
一

連
の
論
考
な
ど
を
も
と
に
考
察
を
行
な
う
こ
と
と
す
る
。
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1　
『
先
祖
の
話
』
と
山
人
論
か
ら

『
先
祖
の
話
』　
　
ま
ず
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、『
先
祖
の
話
』
の
中

の
「
四
〇　

柿
の
葉
と
蓮
の
葉
」
の
文
章
が
参
考
に
な
る
〔
柳
田
一
九
四
六
〕。
柳
田

は
そ
の
中
で
、「
以
前
は
遠
い
田
舎
で
は
子
の
無
い
老
女
な
ど
を
罵
つ
て
、
柿
の
葉

め
が
と
謂
つ
た
と
い
ふ
話
が
あ
る
。
今
な
ら
も
う
そ
の
よ
う
な
残
酷
な
言
葉
を
口
に

す
る
者
も
あ
る
ま
い
が
、
当
の
本
人
だ
け
は
ま
だ
時
々
は
之
を
思
ひ
出
す
か
も
知
れ

な
い
。
私
の
先
祖
の
話
を
し
て
見
た
く
な
つ
た
動
機
も
、
一
つ
に
は
斯
う
い
ふ
境
涯

に
在
る
者
の
心
寂
し
さ
を
、由
無
い
こ
と
だ
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。」と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
子
の
な
い
女
性
が
亡
く
な
れ
ば
無
縁
仏
と
な
り
、
お
盆
に
は
先
祖
の
霊
と

は
区
別
さ
れ
て
柿
の
葉
に
供
物
が
供
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
家
の
継
承
と
先
祖
祭
祀
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
社
会
で
の
か
つ
て
の
差
別
視

を
、
由
な
い
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

柳
田
が
指
導
し
て
編
集
さ
れ
た
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
に
も
、
そ
の
よ
う

な
時
代
の
民
俗
の
一
部
を
反
映
す
る
残
酷
な
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
石
女
と
未

婚
女
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
子
を
産
ま
な
い
女
の
こ
と
を　

「
石
女
」
や
「
鬼
女
」
と
い
う
と
あ
る
。
そ
し
て
、愛
知
県
幸
田
村
（
現
幸
田
町
）
に 

は
、「
わ
た
し
ゃ
キ
オ
ン
ナ
孝
行
は
知
ら
ず
末
は
地
獄
へ
行
く
で
あ
ろ
」
と
い
う
俗

謡
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
一
九
七
五
〕。
家
の
相
続
者

の
跡
取
り
息
子
を
産
み
育
て
る
こ
と
が
女
性
の
つ
と
め
と
し
て
求
め
ら
れ
た
社
会
で

は
、
子
を
産
ま
な
い
女
性
は
排
除
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
社
会
的
な
差
別
感
が
逆
に
恐
怖
感
へ
と
転
換
し
て
増
幅
し
、
鬼
婆
の
イ

メ
ー
ジ
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

柳
田
國
男
の
山
人
論
　
　
次
に
、
B
山
姥
タ
イ
プ
に
つ
い
て
の
疑
問
、
な
ぜ
山
姥
は

栗
を
拾
い
に
山
へ
入
っ
た
小
僧
を
追
い
か
け
て
く
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
柳
田
國
男
に
よ
る
一
連
の
山
人
論
で

あ
る
。「
山
民
の
生
活
」（
一
九
〇
九
年
、『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
十
三
巻
）、『
遠

野
物
語
』（
一
九
一
〇
年
、
全
集
第
二
巻
）、「「
イ
タ
カ
」
及
び
「
サ
ン
カ
」」（
一
九

一
一
年
、
一
九
一
二
年
、
全
集
第
二
十
四
巻
）、「
山
人
外
伝
資
料
」（
一
九
一
三
年
、

一
九
一
七
年
、
全
集
第
二
十
四
巻
）、『
山
の
人
生
』（
一
九
二
六
年
、
全
集
第
三
巻
）

な
ど
が
あ
る
。
柳
田
は
こ
れ
ら
の
中
で
、
古
代
以
来
の
歴
史
記
録
と
日
本
各
地
の
民

俗
伝
承
と
を
も
と
に
し
て
、
先
住
民
の
末
裔
で
あ
る
山
人
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
柳
田
は
『
遠
野
物
語
』
の
序
文
で
「
国
内
の
山
村
に
し
て
遠
野
よ
り
更
に

物
深
き
所
に
は
又
無
数
の
山
神
山
人
の
伝
説
あ
る
べ
し
。
願
は
く
は
之
を
語
り
て
平

地
人
を
戦
慄
せ
し
め
よ
。」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
列
島
の
中
に
は
平
地
に
住

む
我
々
の
世
界
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
山
人
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
山
人
と
里
人
と
の
遭
遇
が
実
際
に
遠
野
の
地
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
、「
三　

山
々
の
奥
に
は
山
人
住
め
り
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
に
続
く
、

四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
二
な
ど
、
そ
の
ほ
か
に
も
多
数
紹
介
し
て
い
る
。
柳

田
は
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
実
際
に
あ
っ
た
で
き
ご
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
述
べ
、
具
体
的
な
地
名
や
人
名
を
記
し
て
い
る
。

　
「
山
人
外
伝
資
料
」
で
は
、
近
世
の
山
人
の
生
活
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
近
世

の
山
人
と
里
人
の
遭
遇
や
交
流
に
つ
い
て
の
話
を
、
近
世
の
文
献
資
料
と
知
人
か
ら

聞
い
た
体
験
談
と
か
ら
二
十
九
事
例
挙
げ
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
て
い
る
。

　
「
山
人
考
」
は
、『
山
の
人
生
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
九
一
七
年
の
講
演
手
稿
で

あ
る
。
そ
こ
で
柳
田
は
、「
現
在
の
我
々
日
本
国
民
が
、
数
多
の
種
族
の
混
成
だ
と
云

ふ
こ
と
は
、
実
は
ま
だ
完
全
に
は
立
証
せ
ら
れ
た
わ
け
で
も
無
い
や
う
で
あ
り
ま
す

が
、
私
の
研
究
は
そ
れ
を
既
に
動
か
ぬ
通
説
と
な
つ
た
も
の
と
し
て
、
乃
ち
此
を
発

足
点
と
致
し
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土

記
』
な
ど
の
文
献
か
ら
国
津
神
や
土
蜘
蛛
に
つ
い
て
、
ま
た
、
日
本
各
地
の
民
俗
伝

承
か
ら
鬼
の
子
孫
を
名
乗
る
人
々
の
存
在
や
天
狗
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

「
自
分
が
近
世
謂
ふ
所
の
山
男
山
女
・
山
童
山
姫
・
山
丈
山
姥
な
ど
を
総
括
し
て
、

仮
に
山
人
と
申
し
て
居
る
の
は
」
と
述
べ
て
、
山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
の
背
景
に
は
山
人
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の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
柳
田
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
数
多
く
の
文
献
と
日
本
各

地
の
民
俗
伝
承
の
情
報
と
の
両
方
を
参
照
し
な
が
ら
、
日
本
の
歴
史
の
中
に
、
古
代

以
来
の
日
本
列
島
に
お
け
る
先
住
民
と
、
そ
の
末
裔
で
あ
る
山
人
の
存
在
を
論
じ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
山
人
の
中
に
は
山
姥
を
含
む
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
鬼
婆
と
は
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
み
え
て
く
る
。
す
な
わ

ち
、
山
人
で
あ
る
山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

2　
『
遠
野
物
語
』
と
ヤ
マ
ハ
ハ　

　
『
遠
野
物
語
』
一
一
六
に
は
、
ヤ
マ
ハ
ハ
に
追
い
か
け
ら
れ
て
逃
げ
る
娘
の
話
が

あ
る
（
（1
（

。
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　

娘
が
留
守
番
を
し
て
い
る
と
、
ヤ
マ
ハ
ハ
が
家
に
入
っ
て
き
て
飯
を
炊
い
て
食
わ

せ
ろ
と
い
う
。
娘
は
ヤ
マ
ハ
ハ
が
飯
を
食
べ
て
い
る
間
に
逃
げ
出
す
。
ヤ
マ
ハ
ハ
は

飯
を
食
べ
終
わ
る
と
追
い
か
け
て
く
る
。
娘
は
追
い
つ
か
れ
そ
う
に
な
る
た
び
に
、

柴
の
中
、
萱
の
中
、
大
木
の
梢
の
上
に
隠
れ
て
難
を
逃
れ
る
。
娘
が
笹
小
屋
を
見
つ

け
て
中
へ
入
る
と
若
い
女
が
お
り
、
石
の
唐
櫃
の
中
に
隠
し
て
く
れ
る
。
ヤ
マ
ハ
ハ

が
や
っ
て
き
て
娘
の
居
場
所
を
尋
ね
る
が
、
女
は
知
ら
な
い
と
答
え
る
。
ヤ
マ
ハ
ハ

が
木
の
唐
櫃
の
中
に
入
っ
て
寝
る
と
、
女
は
そ
の
唐
櫃
に
鍵
を
か
け
る
。
女
は
自
分

も
ヤ
マ
ハ
ハ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
い
い
、
娘
に
一
緒
に
ヤ
マ
ハ
ハ
を
殺

し
て
里
に
帰
ろ
う
と
言
う
。
娘
と
女
は
木
の
唐
櫃
に
煮
え
湯
を
注
ぎ
込
ん
で
ヤ
マ
ハ

ハ
を
殺
し
、
家
に
帰
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
『
遠
野
物
語
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
山
姥
に
追
い
か
け
ら
れ
た
人

物
が
何
度
か
難
を
逃
れ
な
が
ら
逃
げ
の
び
る
と
い
う
話
の
筋
は
、
昔
話
「
三
枚
の
お

札
」
と
類
似
し
て
い
る
が
、「
寺
」「
便
所
」「
お
札
」
な
ど
の
要
素
が
な
い
点
で
、

前
述
の
A
タ
イ
プ
、
B
タ
イ
プ
と
は
異
な
る
。

　

こ
こ
で
、あ
ら
た
め
て「
三
枚
の
お
札
」に
注
目
し
て
み
る
と
、そ
の
中
に
も　
「
寺
」

「
便
所
」「
お
札
」
の
い
ず
れ
か
の
要
素
が
欠
け
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
事
例
（（
が
あ
り
、
ほ
か
に
も
事
例
（（
や
事
例
（5
な
ど
が
あ
る
。
そ

の
構
成
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

事
例
13
　
山
形
県
上
山
市
（
11
（

村
の
祭
り
の
当
番
に
あ
た
っ
た
の
で
息
子
が
山
へ
竹
を
三
本
と
り
に
行
き
、
見

つ
か
ら
な
い
ま
ま
日
が
暮
れ
る
。
灯
り
を
見
つ
け
て
訪
ね
る
と
、
気
味
の
悪
い

お
婆
さ
ん
が
い
て
泊
め
て
く
れ
る
。
晩
に
目
を
覚
ま
す
と
、
婆
さ
ん
が
包
丁
を

研
い
で
い
る
。
息
子
は
便
所
か
ら
逃
げ
出
す
。
婆
さ
ん
が
追
い
か
け
て
く
る
の

で
、
息
子
は
柏
の
葉
を
振
っ
て
ヘ
ラ
の
山
、
川
、
砂
山
、
海
、
ト
ゲ
の
山
を
出

す
。
お
婆
さ
ん
は
そ
れ
以
上
追
い
か
け
ず
に
帰
っ
て
い
く
。
息
子
は
ト
ゲ
山
の

下
の
竹
を
取
っ
て
家
に
帰
る
。

［
息
子-

山-

竹
と
り-

お
婆
さ
ん-

便
所-

逃
走
（
柏
葉
）］

事
例
14
　
福
島
県
双
葉
郡
川
内
村
（
1（
（

［
子
ど
も-

山-

鬼
婆-

便
所-

逃
走
（「
で
き
ろ
」
と
発
声
）-

蓬
と
菖
蒲
］

事
例
15
　
新
潟
県
新
津
市
（
現
新
潟
市
（
11
（

）

［
子
ど
も-

山-

鬼
ば
ば-

便
所-

逃
走
（
櫛
・
手
拭
・
鏡
）］

事
例
16
　
栃
木
県
塩
谷
郡
藤
原
町
（
現
日
光
市
（
11
（

）

［
子
ど
も-

鬼
ん
婆-

逃
走
（
三
本
の
お
幣
束
）］

事
例
17
　
群
馬
県
利
根
郡（11
（

［
旅
人-

鬼
婆-

逃
走
（
お
守
り
）］

事
例
18
　
徳
島
県
美
馬
郡
西
祖
谷
山
村
（
現
三
好
市
（
11
（

）

［
子
ど
も-

山-

火
種
を
も
ら
い
に
行
く-

山
姥-

逃
走
（
赤
紙
・
青
紙
・
櫛
）］

　

こ
れ
ら
六
つ
の
事
例
は
、山
や
川
を
出
し
て
逃
げ
る
と
い
う
点
で
「
三
枚
の
お
札
」

と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
A
タ
イ
プ
と
B
タ
イ
プ
に
あ
っ
た
重
要
な
要
素
で
あ

る
「
寺
」「
便
所
」「
お
札
」
が
欠
け
て
い
る
、
も
し
く
は
そ
の
一
部
が
欠
け
て
い
る

と
い
う
点
で
、『
遠
野
物
語
』
の
話
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
六
事
例

以
外
に
も
、「
寺
」「
便
所
」「
お
札
」
の
い
ず
れ
か
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
例
は
、

岩
手
県
西
磐
井
郡
花
泉
町
（
現
一
関
市
）、
長
野
県
南
佐
久
郡
八
千
穂
村
（
現
佐
久
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穂
町
）、
岐
阜
県
吉
城
郡
神
岡
町
（
現
飛
騨
市
）
な
ど
、
そ
の
ほ
か
に
も
日
本
各
地

の
広
い
範
囲
に
確
認
で
き
る
（
11
（

。
つ
ま
り
、『
遠
野
物
語
』
一
一
六
の
話
と
類
似
し
た

話
は
、
日
本
各
地
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
話
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
逃
げ
方
に
注
目
す
る
と
、
お
札
で
は
な
く
、

柏
葉
や
櫛
、
手
拭
な
ど
多
様
な
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
話

は
逃
走
の
手
段
が
お
札
を
投
げ
る
と
い
う
方
法
に
画
一
化
さ
れ
る
以
前
の
か
た
ち
を

伝
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
、「
寺
」「
便
所
」「
お
札
」
の
要
素
が
加
わ
っ

て
A
タ
イ
プ
や
B
タ
イ
プ
の
よ
う
な
「
三
枚
の
お
札
」
の
か
た
ち
に
定
型
化
さ
れ
て

い
く
以
前
の
か
た
ち
と
し
て
、
C
ヤ
マ
ハ
ハ
の
タ
イ
プ
の
設
定
を
行
な
う
こ
と
と
し

た
。
こ
の
C
タ
イ
プ
の
主
要
な
構
成
要
素
は
、「
山
」「
ヤ
マ
ハ
ハ
」「
逃
走
」で
あ
る
。

そ
し
て
、
A
、
B
、
C
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
構
成
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

A
［
寺-

小
僧-

山-

花
採
り（
盆
・
彼
岸
）-
鬼
婆-

便
所 -

逃
走（
三
枚
の
お
札
）］

B
［
寺-

小
僧-

山-

栗
拾
い
（
行
事
無
）-

山
姥-
便
所 -

逃
走
（
三
枚
の
お
札
）］

C
［（
無
）-

娘 -

山-

（　

無　

）-

ヤ
マ
ハ
ハ-

（
無
）-
逃
走
（ 

お
札
以
外 

）］

米
の
飯
を
欲
し
が
る
　
　『
遠
野
物
語
』
の
ヤ
マ
ハ
ハ
の
話
で
は
、
ヤ
マ
ハ
ハ
が
飯
を

炊
い
て
食
わ
せ
ろ
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
柳
田
も
「
山
人
外
伝
資
料
」
に
お
い

て
、
米
の
飯
を
欲
し
が
る
と
い
う
こ
と
を
山
人
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る

〔
柳
田　

一
九
一
三
〕。
た
と
え
ば
、
江
戸
後
期
の
『
北
越
雪
譜
』
二
編
巻
之
四
に
は
、

魚
沼
郡
の
十
日
町
か
ら
堀
之
内
へ
越
え
る
山
道
で
異
獣
を
見
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
、「
此
も
の
は
さ
る
気
色
も
な
く
、
竹
助
が
石
の
上
に
置
き
た
る
燒
飯
に
指

し
く
れ
よ
と
乞
ふ
さ
ま
な
り
。
竹
助
こ
ゝ
ろ
得
て
投
興
へ
け
れ
ば
う
れ
し
げ
に
く
ひ

け
り
」
と
あ
り
、
そ
の
後
焼
飯
の
礼
に
荷
物
を
運
ん
で
も
ら
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。

　

柳
田
は
こ
の
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
各
地
に
山
人
が
米
の
飯
を
欲
し
が
る

と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
C
タ
イ
プ
の
ヤ
マ

ハ
ハ
の
背
景
に
は
、「
ヤ
マ
ハ
ハ
」
と
い
う
呼
称
や
米
の
飯
を
欲
し
が
る
様
子
か
ら
、

B
タ
イ
プ
の
山
姥
と
同
じ
く
、
柳
田
の
い
う
先
住
民
の
末
裔
で
あ
る
山
人
の
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

3　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
伝
承
と
変
遷

　

以
上
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
類
話
を
、
主
な
構
成
と
要
素
を
基
準
に
三
つ
の

タ
イ
プ
に
分
類
し
た
。
こ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
併
存
の
背
景
に
つ
い
て
、
民
俗
伝
承

の
変
遷
と
い
う
視
点
で
考
察
を
試
み
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
の
構
成
と
要
素
を
比
較
し

て
み
る
と
、
A
の
「
鬼
婆
」
と
B
の
「
山
姥
」
と
い
う
要
素
、
A
の
「
花
採
り
」
と

B
の
「
栗
拾
い
」
と
い
う
要
素
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
し
か
し
、
A
の
「
盆
・
彼
岸
」
と
い
う
要
素
は
B
に
は
な
い
。
さ
ら
に
、
A
鬼

婆
タ
イ
プ
、
B
山
姥
タ
イ
プ
、
C
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
の
三
つ
の
構
成
と
要
素
を
比
較

し
て
み
る
と
、
A
の
「
鬼
婆
」、
B
の
「
山
姥
」、
C
の
「
ヤ
マ
ハ
ハ
」
と
い
う
要
素

が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
、そ
し
て
C
に
は
「
寺
」「
便
所
」「
お
札
」
の
要
素
が
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
類
話
の
中
で
は
、
も
っ
と
も
要
素
が
少
な
く

単
純
な
か
た
ち
が
C
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
で
あ
り
、
寺
や
便
所
や
お
札
の
要
素
が
加

わ
っ
た
B
山
姥
タ
イ
プ
が
新
し
い
か
た
ち
、
そ
し
て
さ
ら
に
山
姥
に
か
わ
っ
て
鬼
婆

が
登
場
す
る
A
鬼
婆
タ
イ
プ
が
さ
ら
に
新
し
い
か
た
ち
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
古
い
B
山
姥
タ
イ
プ
に
対
し
て
、
新
し
い
A
鬼
婆
タ
イ
プ
が
生
ま
れ
て
き

て
い
る
と
い
う
変
化
は
、
昔
話
の
組
み
立
て
の
上
で
の
山
姥
か
ら
鬼
婆
へ
、
領
域
主

張
か
ら
子
取
り
へ
と
い
う
要
素
変
換
が
起
こ
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
C
タ
イ
プ
の
ヤ
マ
ハ
ハ
と
B
タ
イ
プ
の
山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
の
背

景
に
は
、
里
人
に
と
っ
て
の
山
の
異
文
化
と
山
人
に
対
す
る
恐
怖
感
が
想
定
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
仮
説
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
山
の
異
文
化
世
界
と
山
人
に

関
す
る
記
憶
が
薄
れ
て
行
く
中
で
、
む
し
ろ
里
人
の
生
活
の
中
で
の
子
の
な
い
老
婆



64

国立歴史民俗博物館研究報告
第 240集　2023年 3月

へ
の
差
別
視
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
恐
怖
感
が
増
幅
し
て
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
の
よ

う
な
変
化
形
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
A
、
B
、
C
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
の
併
存
の
背
景
に

は
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
伝
承
の
過
程
で
生
じ
た
展
開
の
上
で
の
段
階
差
が
示

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
類
話
の
情
報
を
整
理
す
る
上
で
、
A
、
B
、

C
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
設
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
各
地
に
古
い
か
た
ち
を

残
し
な
が
ら
、
新
旧
が
入
り
混
じ
っ
た
状
態
で
伝
承
が
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と

を
論
じ
た
。
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
実
際
に
は
A
、
B
、
C
の
そ
れ
ぞ
れ
の

要
素
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
事
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

昔
話
が
変
遷
し
て
い
く
中
で
、
現
状
と
し
て
は
単
純
に
分
類
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
老
婆
が

鬼
婆
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
栗
拾
い
か
ら
話
が
は
じ
ま
る
事
例
（
11
（

や
、
老
婆
が
山
姥
と
呼　

ば
れ
て
い
る
が
盆
花
採
り
か
ら
話
が
は
じ
ま
る
事
例
（
11
（

、
一
つ
の
話
の
中
で
老
婆
が
鬼

婆
と
呼
ば
れ
て
い
た
り
山
姥
と
呼
ば
れ
て
い
た
り
と
そ
の
呼
称
が
一
定
し
な
い
事

例
（
11
（

な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
本
稿
で
論
じ
た
B
山
姥
タ
イ
プ
か

ら
A
鬼
婆
タ
イ
プ
へ
の
変
遷
の
過
程
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
A
、
B
、
C
と
い
う
本
稿
の
分
類
案
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

❹
謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」

　

次
に
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
と
、
野
原
や
山
中
で
日
が
暮
れ
て
困
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
一
人
の
女
が
現
れ
る
と
い
う
話
の
は
じ
ま
り
が
似
て
い
る
室
町
期
の
謡
曲

「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
1（
（

。

1　

謡
曲
「
黒
塚
」

　
「
黒
塚
」
は
、
作
者
、
年
代
と
も
に
不
詳
の
謡
曲
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
観
世
流

で
は
「
安
達
原
」、
他
流
で
は
「
黒
塚
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。『
親
元
日
記
』
の
寛
正

六
（
一
四
六
五
）
年
二
月
二
十
八
日
の
条
に
「
あ
た
ち
か
は
ら
」
の
上
演
記
録
が
あ

り
（
11
（

、
少
な
く
と
も
十
五
世
紀
半
ば
に
は
「
安
達
原
」、
つ
ま
り
「
黒
塚
」
が
上
演
さ

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
ら
す
じ
　
　
こ
の
謡
曲
「
黒
塚
」
の
登
場
人
物
は
、
里
の
女
（
前
シ
テ
）、
鬼
女

（
後
シ
テ
）、
阿
闍
梨
祐
慶
（
ワ
キ
）、
同
行
の
山
伏
（
ワ
キ
ツ
レ
）、
能
力
（
ア
イ
）
で

あ
る
。
あ
ら
す
じ
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①　

阿
闍
梨
祐
慶
が
廻
国
修
業
の
途
中
、
陸
奥
の
安
達
が
原
で
日
が
暮
れ
、
里

の
女
に
宿
を
乞
う
。

②　

里
の
女
が
糸
を
繰
り
な
が
ら
「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
を
嘆
く
。

③　

里
の
女
は
、
焚
火
の
た
め
の
木
を
取
り
に
行
く
が
決
し
て
閨
の
中
を
の
ぞ

く
な
と
言
う
。
祐
慶
が
閨
を
の
ぞ
く
と
、
中
に
は
人
の
死
骸
が
軒
の
高
さ

ほ
ど
も
積
み
上
が
っ
て
い
る
。

④　

祐
慶
が
逃
げ
出
す
と
、
里
の
女
が
鬼
女
の
姿
と
な
っ
て
追
い
か
け
て
く　

る
。
鬼
女
は
祈
り
伏
せ
ら
れ
、
す
さ
ま
じ
い
夜
の
嵐
の
音
の
中
に
消
え
失

せ
る
。

里
の
女
　
　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
物
語
の
舞
台
が
安
達
が
原
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
那
智
の
東
光
坊
の
阿
闍
梨
で
あ
る
祐
慶
が
、
廻
国
修
業
の
途
中
、
陸
奥

の
安
達
が
原
を
通
り
か
か
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
は
じ
ま
る
。
日
が
暮
れ
て
困
っ
て
い

る
と
明
か
り
が
見
え
、
祐
慶
は
里
の
女
に
宿
を
乞
う
。
安
達
が
原
は
「
人
里
遠
き
こ

の
野
辺
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
主
人
公
で
あ
る
シ
テ
は
野
辺
に
住
む
里
の
女
と
し

て
登
場
し
て
い
る
。
日
が
暮
れ
て
困
っ
て
い
る
と
明
か
り
が
見
え
、
明
か
り
を
頼
り

に
た
ど
り
つ
い
た
一
軒
家
で
宿
を
乞
う
と
い
う
流
れ
は
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
と

共
通
し
て
い
る
。

　

こ
の
里
の
女
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、
物
語

中
盤
の
、
里
の
女
が
糸
を
繰
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
里
の
女
が
糸
を
繰
り
な

が
ら
「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
を
嘆
く
。
こ
の
糸
繰
り
は
、「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
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を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
、
人
里
離
れ
た
野
辺
に
一
人
で
暮
ら
す
こ
の
里
の
女
は
、

年
を
重
ね
た
子
の
な
い
女
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
に
も
、

鬼
婆
や
山
姥
が
糸
を
繰
る
場
面
が
語
ら
れ
る
事
例
が
あ
る
（
11
（

。

　

舞
台
上
で
の
シ
テ
の
面
や
衣
装
な
ど
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、里
の
女
（
前
シ
テ
）

は
、
中
年
の
女
を
あ
ら
わ
す
深
井
・
曲
見
の
類
の
面
、
鬼
女
（
後
シ
テ
）
は
般
若
ま

た
は
顰
の
面
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
〔
小
山
ほ
か　

一
九
八
九
〕。
黒
髪

の
場
合
と
白
髪
の
場
合
と
が
あ
り
、
演
出
に
よ
っ
て
年
齢
の
選
択
に
幅
が
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
シ
テ
が
中
年
以
上
の
年
齢
の
女
性
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

昔
話「
三
枚
の
お
札
」で
も
、鬼
婆
は
老
婆
と
し
て
登
場
す
る
事
例
が
多
い
。
中
に
は
、

老
婆
の
白
髪
姿
や
人
里
離
れ
た
場
所
に
一
人
で
住
ん
で
い
る
気
味
の
悪
さ
を
語
っ
て

い
る
事
例
が
あ
る
（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
黒
塚
」
の
里
の
女
は
、
年
を
重
ね
た
女
性
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
A
タ
イ
プ
の
鬼
婆
と
共
通
し

て
い
る
。
謡
曲
「
黒
塚
」
の
鬼
女
が
最
後
に
「
漂
ひ
廻
る
安
達
が
原
の
、
黒
塚
に
隠

れ
住
み
し
も
、
あ
さ
ま
に
な
り
ぬ
あ
さ
ま
し
や
、
恥
づ
か
し
の
わ
が
姿
や
」
と
消
え

て
い
く
こ
と
か
ら
も
、
糸
繰
り
に
象
徴
さ
れ
る
「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
は
、
謡
曲

「
黒
塚
」
の
物
語
全
体
を
通
じ
た
主
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

祈
り
伏
せ
ら
れ
る
鬼
女
　
　
里
の
女
は
山
へ
薪
を
と
り
に
い
く
が
、
決
し
て
閨
を
の

ぞ
く
な
、
と
言
っ
て
家
を
出
て
い
く
。
祐
慶
が
閨
を
の
ぞ
く
と
、
そ
こ
に
は
人
の
死

骸
が
軒
の
高
さ
ほ
ど
も
積
み
あ
が
っ
て
い
る
。
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
中
に
も
、

の
ぞ
く
な
と
言
わ
れ
た
部
屋
に
人
間
の
骨
や
死
体
を
見
つ
け
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
（
11
（

。　

　

祐
慶
が
死
体
を
み
て
逃
げ
出
す
と
、
里
の
女
は
鬼
女
の
姿
と
な
っ
て
「
さ
し
も
隠

し
し
閨
の
内
を
、
あ
さ
ま
に
な
さ
れ
参
ら
せ
し
、
恨
み
申
し
に
来
り
た
り
。」
と
追

い
か
け
て
く
る
。
鬼
女
は
、「
鬼
一
口
に
食
」
お
う
と
祐
慶
に
襲
い
掛
か
る
が
、
祐

慶
と
同
行
の
山
伏
が
祈
り
を
唱
え
る
と
、
夜
の
嵐
の
中
に
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
昔

話
「
三
枚
の
お
札
」
の
中
に
も
、
和
尚
の
法
力
や
有
難
い
お
経
の
力
で
鬼
婆
や
山
姥

が
退
治
さ
れ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
黒
塚
」
の
シ
テ
は
、
安
達
が
原
と
い
う
人
里
離
れ
た
野

辺
に
住
む
里
の
女
と
し
て
登
場
す
る
。「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」
を
象
徴
す
る
糸
繰

り
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
年
を
重
ね
た
女
性
で
あ
る
。
人
を
食
べ
る
鬼

女
で
あ
り
、
最
後
に
は
祈
り
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
A
タ

イ
プ
の
鬼
婆
も
、
子
を
と
っ
て
食
う
恐
い
鬼
婆
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
そ
の
背
景
に

は
、
そ
の
よ
う
な
老
婆
へ
の
差
別
視
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
恐
怖
感
が
想
定
さ
れ

る
。

　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
A
タ
イ
プ
の
鬼
婆
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
謡
曲
「
黒
塚
」
の

鬼
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

2　

謡
曲
「
山
姥
」

　

謡
曲
「
山
姥
」
は
、
世
阿
弥
の
次
男
元
能
が
世
阿
弥
の
講
釈
を
聞
書
し
た
『
世
子

六
十
以
後
申
楽
談
儀
』（
一
四
三
〇
年
）
に
記
録
が
あ
る
演
目
で
あ
る
。「
祝
言
の
外

に
は
、
井
筒
・
道
盛
な
ど
、
直
成
能
也
。
実
盛
・
山
姥
も
、
そ
ば
へ
行
き
た
る
所
有
。

殊
に
、
神
の
御
前
、
晴
の
猿
楽
に
、
道
盛
し
た
き
也
と
存
ず
れ
共
、
上
の
下
知
に
て
、

実
盛
・
山
姥
を
、
当
御
前
に
て
せ
ら
れ
し
也
。」
と
い
う
記
述
か
ら
、
謡
曲
「
山
姥
」

は
世
阿
弥
も
上
演
し
た
演
目
で
あ
る
こ
と
、
世
阿
弥
の
作
と
さ
れ
て
い
る
「
実
盛
」

と
と
も
に
そ
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
11
（

。
明
示
は
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
山
姥
」
は
世
阿
弥
の
作
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
〔
香
西
一
九
七
二
〕。

あ
ら
す
じ
　
　
謡
曲
「
山
姥
」
の
登
場
人
物
は
、
山
の
女
（
前
シ
テ
）、
山
姥
（
後

シ
テ
）、
遊
女
百
ま
山
姥
（
ツ
レ
）、
従
者
（
ワ
キ
）、
供
人
二
人
（
ワ
キ
ツ
レ
）、 

案
内
の
男
（
ア
イ
）
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①　

遊
女
の
百
ま
山
姥
と
そ
の
従
者
が
善
光
寺
参
詣
の
途
中
、
上
路
の
山
で
日

が
暮
れ
る
。

②　

山
の
女
が
現
れ
て
、
自
分
は
曲
舞
に
謡
わ
れ
て
い
る
山
姥
で
あ
る
と
言 

う
。
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③　

案
内
の
男
が
山
姥
の
正
体
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
語
る
。

④　

山
の
女
が
山
姥
の
姿
で
現
れ
、
山
廻
り
の
様
子
を
見
せ
て
去
る
。

山
の
女
　
　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
の
女
の
登
場
場
面
で
あ
る
。
山
姥
の
山
廻

り
の
曲
舞
に
よ
っ
て
都
で
評
判
を
と
っ
た
遊
女
の
百
ま
山
姥
が
、
従
者
の
男
を
伴
っ

て
上
路
の
山
を
通
り
か
か
る
。
す
る
と
不
思
議
に
も
あ
た
り
が
暗
く
な
り
、
宿
を

貸
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
山
の
女
が
現
れ
る
。
山
の
女
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
は
「
上
路

の
山
と
て
人
里
遠
き
所
」
で
あ
る
と
い
う
。
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
中
に
も
、
こ

の
よ
う
に
、
山
で
女
が
宿
を
貸
そ
う
と
言
っ
て
現
れ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
事
例
が
あ

る
（
11
（

。

　

こ
の
山
の
女
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
考
え
る
上
で
、
次
の
山
の
女
（
前
シ

テ
）
と
従
者
（
ワ
キ
）
の
会
話
が
注
目
さ
れ
る
。

山
の
女
（
前
シ
テ
）「
こ
れ
は
曲
舞
に
よ
り
て
の
異
名
、
さ
て
真
の
山
姥
を
ば
い
か

な
る
者
と
か
し
ろ
し
め
さ
れ
て
候
ふ
ぞ
。」

従
者
（
ワ
キ
）　
　
　「
山
姥
と
は
山
に
住
む
鬼
女
と
こ
そ
曲
舞
に
も
見
え
て
候
へ
。」

山
の
女
（
前
シ
テ
） 「
鬼
女
と
は
女
の
鬼
と
や
。
よ
し
鬼
な
り
と
も
人
な
り
と
も
、

山
に
住
む
女
な
ら
ば
、
わ
ら
は
が
身
の
上
に
て
さ
ぶ
ら
は

ず
や
。」

　

山
の
女
が
、
あ
な
た
方
は
「
山
姥
の
曲
舞
」
で
評
判
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当

の
山
姥
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
、
と
問
い
か
け
た
の
に
対
し

て
、
従
者
が
、
山
姥
と
は
山
に
住
む
鬼
女
の
こ
と
だ
と
曲
舞
に
あ
る
、
と
答
え
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
は
山
姥
で
あ
る
山
の
女
が
、
自
分
は
山
に
住
む
女
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
姥
は
山
に
住
む
鬼
女
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
従
者

の
よ
う
な
里
人
の
側
か
ら
の
理
解
、
山
姥
は
山
に
住
む
女
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
山

人
の
側
の
説
明
で
あ
る
。

　

舞
台
上
で
の
シ
テ
の
面
や
衣
装
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
山
の
女
（
前

シ
テ
）
は
、
曲
見
・
深
井
の
類
の
面
を
つ
け
た
中
年
の
女
の
姿
で
あ
る
と
い
う
。
こ

れ
は
、
謡
曲
「
黒
塚
」
の
里
の
女
（
前
シ
テ
）
と
同
様
で
あ
る
。
一
方
、
山
姥
（
後

シ
テ
）
は
山
姥
の
面
に
、
白
黒
混
じ
り
の
髪
ま
た
は
白
髪
の
姿
で
あ
る
と
い
う
〔
小

山
ほ
か　

一
九
八
九
〕。
や
は
り
シ
テ
が
、
中
年
以
上
の
年
を
重
ね
た
姿
で
表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
謡
曲
「
山
姥
」
の
シ
テ
は
、
謡
曲
「
黒
塚
」

の
シ
テ
と
は
異
な
り
、
年
を
重
ね
た
こ
と
を
嘆
く
こ
と
は
し
な
い
。
謡
曲
「
山
姥
」

の
物
語
の
主
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
詞
章
の
中
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
「
山

姥
の
山
廻
り
」
が
注
目
さ
れ
る
。

去
っ
て
行
く
山
姥
　
　
ま
ず
、
物
語
の
冒
頭
で
、
従
者
は
百
ま
山
姥
の
こ
と
を
山
姥

の
山
廻
り
を
題
材
と
し
た
曲
舞
で
評
判
を
と
っ
た
遊
女
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
百
ま
山
姥
の
前
に
、
山
の
女
が
姿
を
現
し
て
自
分
こ
そ
が
本
当
の
山
姥

で
あ
る
と
告
げ
る
。
山
の
女
は
、
百
ま
山
姥
が
成
功
し
た
の
は
自
分
の
お
か
げ
で
あ

る
の
に
、
露
ほ
ど
も
心
に
か
け
て
も
ら
え
な
い
そ
の
恨
み
を
言
い
に
来
た
の
だ
と
言

う
。
そ
し
て
、「
わ
れ
国
々
の
山
廻
り
、
今
日
し
も
こ
こ
に
来
る
事
は
、
わ
が
名
の

徳
を
聞
か
ん
た
め
な
り
」、
つ
ま
り
、
自
分
の
名
声
を
確
か
め
る
た
め
に
や
っ
て
き

た
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
廻
り
と
自
分
の
名
声
を
確
か

め
た
い
と
い
う
欲
が
、
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

謡
曲
の
後
半
部
に
も
表
れ
て
い
る
。

　

前
述
の
場
面
の
後
山
の
女
は
姿
を
消
し
、
夜
に
な
る
と
山
姥
の
姿
と
な
っ
て
再
び

現
れ
る
。
そ
し
て
百
ま
山
姥
と
と
も
に
曲
舞
を
舞
い
、
山
廻
り
の
様
子
を
見
せ
る
。

そ
の
場
面
で
は
、「
よ
し
足
引
の
山
姥
が
、
よ
し
足
引
の
山
姥
が
、
山
廻
り
す
る
ぞ

苦
し
き
。」「
都
に
帰
り
て
、
世
語
に
せ
さ
せ
給
へ
と
、
思
ふ
は
な
ほ
も
妄
執
か
、
た

だ
う
ち
捨
て
よ
何
事
も
、
よ
し
足
引
の
山
姥
が
、
山
廻
り
す
る
ぞ
苦
し
き
。」
な
ど

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
都
に
帰
っ
て
自
分
の
こ
と
を
世
の
人
々
に

語
り
広
め
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
と
、
山
廻
り
が
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
自
分
の
名
声
を
確
か
め
る
行
為
は
、
領
域
の
主
張
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

「
山
姥
の
山
廻
り
」
は
、
領
域
の
主
張
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
領
域
の
主
張

は
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
B
の
山
姥
タ
イ
プ
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
山
廻
り
は
妄
執
で
あ
り
苦
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
地
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謡
に
よ
っ
て
「
よ
し
足
引
の
山
姥
が
、
山
廻
り
す
る
ぞ
苦
し
き
。」「
隔
つ
る
雲
の
身

を
変
へ
、
仮
に
自
性
を
変
化
し
て
、
一
念
化
生
の
鬼
女
と
な
つ
て
、
目
前
に
来
れ
ど　

も
、
邪
正
一
如
と
見
る
時
は
、
色
即
是
空
そ
の
ま
ま
に
、
仏
法
あ
れ
ば
世
法
あ
り
、

煩
悩
あ
れ
ば
菩
提
あ
り
、
仏
あ
れ
ば
衆
生
あ
り
、
衆
生
あ
れ
ば
山
姥
も
あ
り
」
な
ど

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
領
域
の
主
張
は
山
姥
の
妄
執
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、「
邪
正
一
如
」
な
ど
の
語
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う　

に
、
仏
教
的
、
つ
ま
り
里
人
の
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
謡
は
仏
教
的
な
価

値
観
の
中
で
、
山
姥
も
救
わ
れ
る
の
だ
と
救
済
を
説
く
が
、
謡
曲
「
山
姥
」
の
最
後

は
「
見
る
や
見
る
や
と
、
峰
に
翔
り
、
谷
に
響
き
て
、
今
ま
で
こ
こ
に
、
あ
る
よ
と

見
え
し
が
、
山
ま
た
山
に
、
山
廻
り
、
山
ま
た
山
に
、
山
廻
り
し
て
、
行
方
も
知
ら

ず
、
な
り
に
け
り
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
山
姥
が
山
廻
り
を
や
め
て
救

済
さ
れ
た
と
い
う
最
後
と
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
で
あ　

る
。
謡
曲
「
山
姥
」
の
山
姥
は
、
山
廻
り
を
続
け
た
ま
ま
、
仏
教
的
な
解
釈
の
枠
の

外
へ
と
去
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
山
姥
は
、
里
の
領
域
と
は
異
な
る
山
の
領

域
に
属
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
「
山

の
異
文
化
」
へ
の
一
定
の
理
解
を
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
昔
話
「
三
枚
の
お

札
」
の
中
に
も
、
最
後
に
山
姥
や
鬼
婆
が
山
へ
帰
っ
て
行
く
と
語
ら
れ
る
事
例
が
あ

る
（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
謡
曲
「
山
姥
」
の
シ
テ
は
、
人
里
離
れ
た
上
路
の
山
中
で
山
の

女
と
し
て
登
場
す
る
。
山
の
領
域
の
主
張
を
象
徴
す
る
「
山
姥
の
山
廻
り
」
が
、
物

語
の
主
題
で
あ
る
。
山
姥
は
里
の
領
域
と
は
異
な
る
山
の
領
域
に
属
す
る
存
在
と
し

て
描
か
れ
て
お
り
、
最
後
に
は
里
人
的
な
価
値
観
の
枠
の
外
へ
と
、
山
廻
り
を
続
け

な
が
ら
去
っ
て
行
く
。
前
述
の
通
り
そ
の
背
景
に
は
、
柳
田
國
男
が
先
住
民
の
子
孫

と
し
て
論
じ
て
い
る
よ
う
な
山
人
の
存
在
へ
の
、
作
者
の
洞
察
が
想
定
さ
れ
る
。
昔

話
「
三
枚
の
お
札
」
の
B
タ
イ
プ
の
山
姥
も
、
領
域
の
主
張
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
B
タ
イ
プ
の
山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
謡
曲
「
山
姥
」
の

山
姥
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、
謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」
を
整
理
す
る
と
表
（
の
よ
う
に
な
る
。

謡
曲
「
黒
塚
」
の
鬼
女
は
「
里
の
女
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代

の
謡
曲
「
山
姥
」
の
山
姥
は
山
の
女
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
物
語
の
伝
承
と
変
遷

を
考
え
る
上
で
は
、
そ
の
山
と
里
、
山
姥
と
鬼
女
と
い
う
、
両
者
が
混
在
し
つ
つ
併

存
し
て
い
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
A
鬼

婆
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
と
、
謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」
と
は
、
た
が
い

に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
柳
田
國
男
が
そ
の
山
人
論
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、「
山
人
」
と
「
里
人
」

と
の
両
者
の
遭
遇
と
緊
張
関
係
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
里
人
の
世
界
で
醸
成
さ

れ
た
心
象
世
界
の
反
映
が
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
柳
田
國
男
が
注
目
し
た
山
の

異
文
化
と
山
人
の
存
在
を
背
景
に
想
定
す
る
こ
と
で
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
と
、

謡
曲
「
黒
塚
」
と
謡
曲
「
山
姥
」
と
の
、
対
応
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

表2　謡曲「黒塚」と謡曲「山姥」

結

末

主

題

舞

台

後
シ
テ

前
シ
テ

祈
り
伏
せ
ら
れ
る

糸　

繰　

り 

「
長
き
命
の
つ
れ
な
さ
」

陸
奥
の
安
達
が
原

鬼　

女

里　

の　

女

謡
　
曲
「
　
黒
　
塚
　
」

去
っ
て
行
く

「
山　

廻　

り
」 

領
域
の
主
張

上
路
の
山
中

山　

姥

山　

の　

女

謡
　
曲
「
　
山
　
姥
　
」
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ま
と
め

　

本
論
文
の
結
論
を
整
理
し
て
お
く
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
と
そ
の
類
話
に
つ
い
て

　
「
鬼
婆
」
と
「
山
姥
」
と
い
う
構
成
要
素
に
注
目
し
て
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
、
B
山

姥
タ
イ
プ
、
C
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
、
の
三
つ
の
タ
イ
プ
を
設
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
比
較
か
ら
、
C
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
が
古
い
か
た
ち
、
B
山
姥
タ
イ
プ
が
新
し

い
か
た
ち
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
が
さ
ら
に
新
し
い
か
た
ち
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
、
C

ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
と
B
山
姥
タ
イ
プ
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
仮
説
的
で
は
あ
る
が
、

歴
史
的
な
「
山
人
」
と
「
里
人
」
の
両
者
の
遭
遇
と
緊
張
関
係
と
い
う
現
実
の
歴
史

記
憶
の
反
映
と
と
も
に
、
そ
の
心
象
世
界
の
反
映
が
あ
る
も
の
と
論
じ
た
。

②
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
と
室
町
期
の
謡
曲
「
黒
塚
」「
山
姥
」
と
の
比
較
に
つ
い
て

　

昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
A
タ
イ
プ
の
鬼
婆
と
謡
曲
「
黒
塚
」
の
鬼
女
と
、
昔
話

「
三
枚
の
お
札
」
の
B
タ
イ
プ
の
山
姥
と
謡
曲
「
山
姥
」
の
山
姥
と
は
、
き
わ
め
て

類
似
し
て
お
り
、
そ
の
構
成
の
上
で
対
応
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、「
三

枚
の
お
札
」
の
C
ヤ
マ
ハ
ハ
タ
イ
プ
は
、
謡
曲
の
作
品
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
扱
っ
た
昔
話
は
、
近
現
代
に
日
本
各
地
で
採
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
謡
曲

は
室
町
期
に
成
立
し
京
都
を
中
心
と
し
て
発
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
昔
話

の
伝
承
の
世
界
に
は
室
町
期
の
謡
曲
に
も
通
じ
る
古
い
時
代
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
昔
話
の
伝
承
の
背
景
に
も
、
中
世
、
近
世

以
来
の
伝
承
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

（
（
）　

関
敬
吾
は
、『
日
本
昔
話
集
成
』（
一
九
五
〇
―
一
九
五
八
年
、
全
六
巻
、
角
川
書
店
）
に
お

　
　

い
て
、
国
際
基
準
に
合
わ
せ
た
「
動
物
昔
話
」「
本
格
昔
話
」「
笑
話
」
と
い
う
三
分
類
を
採　

用
し
た
。
そ
の
後
も
、
稲
田
浩
二
ほ
か
『
日
本
昔
話
通
観
』（
一
九
七
七
―
一
九
九
八
、
本
篇

二
十
九
巻
、
研
究
篇
二
巻
、
同
朋
舎
）
で
は
「
む
か
し
語
り
」「
笑
い
話
」「
動
物
昔
話
」
と
い

う
分
類
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
関
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
昔
話
研
究
者
の
国
際
比
較

を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
本
論
文
で
は
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」

の
分
析
に
あ
た
り
、
そ
の
類
話
を
整
理
し
、
A
鬼
婆
タ
イ
プ
や
B
山
姥
タ
イ
プ
を
設
定
す
る
が
、

こ
こ
で
い
う
タ
イ
プ
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ー
ル
ネ
や
ト
ン
プ
ソ
ン
が
提
唱
し
、
そ
の
後
の
昔
話

研
究
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
タ
イ
プ
（
話
型
）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
具
体
的
な
個
々
の

昔
話
を
整
理
す
る
上
で
、
そ
の
構
成
と
要
素
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
類
似
し
て

い
る
一
群
を
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
昔
話
が
歴
史
的
な

伝
承
と
変
遷
と
い
う
動
態
の
中
で
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
変
化
し
展
開
し
て
き
て
い
る
の
か

を
考
察
す
る
上
で
、
有
効
と
考
え
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
（
）　

昔
話
の
構
造
分
析
や
形
態
論
に
つ
い
て
は
、
福
田
晃
『
日
本
昔
話
研
究
集
成
（　

昔
話
の
形

態
』（
一
九
八
四
年
、
名
著
出
版
）、
小
松
和
彦『
神
々
の
精
神
史
』（
一
九
八
五
年
、北
斗
出
版
）、

小
池
淳
一
「
口
承
文
芸
研
究
の
一
視
点
―
そ
の
歴
史
性
に
着
目
し
て
―
」（『
國
學
院
大
學
紀

要
』
第
四
十
九
巻
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

岩
本
通
弥
「「
家
」
族
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」（『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
二
号
、
二
〇
〇
二

年
）、
岩
本
通
弥
「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
的
変
質
と
基
層
文
化
論
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
一
三
二
集
、
二
〇
〇
六
年
）、
新
谷
尚
紀
編
『
民
俗
伝
承
学
の
視
点
と
方
法

新
し
い
歴
史
学
へ
の
招
待
』
所
収
の
諸
論
文
（
二
〇
一
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）、
新
谷
尚
紀

「
日
本
民
俗
学
の
戦
中
戦
後
史
か
ら
現
代
史
へ
」（『
講
座
日
本
民
俗
学
（　

方
法
と
課
題
』

二
〇
二
〇
年
、
朝
倉
書
店
、
同
「
民
俗
伝
承
学
と
比
較
研
究
法
」
同
書
所
収
）
な
ど
。

（
（
）　

全
国
で
昔
話
の
調
査
が
一
律
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、表
の
数
値
は
あ
く
ま
で
参
考
と
し
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

新
潟
県
の
事
例
数
が
多
い
の
は
水
沢
謙
一
の
採
録
活
動
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
水
沢

　
　

は
新
潟
県
内
で
「
三
枚
の
お
札
」
を
集
中
的
に
採
話
し
、『
栃
尾
市
史
史
料
集
（
第
五
集
）』

（
一
九
七
二
年
）、『
黒
い
玉
・
青
い
玉
・
赤
い
玉
』（
一
九
七
二
年
）
の
二
冊
に
お
い
て
、
合
わ

せ
て
約
一
八
〇
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。

（
5
）　

本
稿
で
は
分
量
の
関
係
も
あ
り
、
以
下
で
紹
介
し
て
い
く
昔
話
の
具
体
例
で
は
、
全
文
を
掲

載
で
き
な
い
の
で
そ
の
要
点
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
は
筆
者

の
手
元
に
収
集
し
整
理
し
て
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
6
）　

武
田
正
ほ
か
『
及
位
の
昔
話
（
四
）』（
一
九
八
〇
年
）。
本
稿
で
は
ガ
リ
版
刷
り
で
作
成
さ

註
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（
（（
）　

水
沢
謙
一
『
日
本
の
昔
話
8　

越
後
の
昔
話
』（
一
九
七
四
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）、

七
十
八
―
八
十
三
頁
。

（
（（
）　

小
堀
修
一
ほ
か
『
日
本
の
昔
話
（（　

下
野
の
昔
話
』（
一
九
七
八
年
、日
本
放
送
出
版
協
会
）、

四
十
九
―
五
十
頁
。

（
（（
）　

上
野
勇
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
（（　

利
根
昔
話
集
』（
一
九
七
五
年
、
岩
崎
美
術
社
）、

一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
。

（
（5
）　

前
掲
（
（（
）、
一
一
一
五
頁
。

（
（6
）　

角
川
源
義
「
陸
中
西
磐
井
郡
昔
話
（
一
）」（『
旅
と
伝
説
』
第
十
二
年
第
十
一
号
、
一
九　
　

三
九
年
、
四
十
一
―
四
十
二
頁
）、
大
谷
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
『
長
野
県
南
佐
久
郡
小

海
町
八
千
穂
村
昔
話
集
（
上
）』（
一
九
八
〇
年
、
一
一
〇
頁
）、
民
俗
文
学
研
究
会
『
伝
承
文

芸
第
七
号　

奥
飛
騨
地
方
昔
話
集
』（
一
九
七
〇
年
、
五
十
二
―
五
十
三
頁
）

（
（7
）　

鈴
木
牧
之
『
北
越
雪
譜
』
一
八
三
七
年
か
ら
一
八
四
二
年
。
本
稿
で
は
、
竹
内
利
美
ほ
か

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
（
一
九
六
九
年
、
三
一
書
房
）、
九
十
八
頁
を
参
照

し
た
。

（
（8
）　

高
橋
貞
子
『
火
っ
こ
を
た
ん
も
う
れ
―
岩
泉
の
む
か
し
話
―
』（
一
九
七
七
年
、
熊
谷
印
刷

出
版
部
、
二
五
二
―
二
五
六
頁
）
な
ど
。

（
（9
）　

福
島
県
教
育
委
員
会
『
福
島
県
の
昔
話
と
伝
説
』（
一
九
八
六
年
、
二
六
〇
―
二
六
三
頁
）

な
ど
。

（
（0
）　

前
掲
（
（（
）（
二
十
四
―
二
十
八
頁
）
な
ど
。

（
（（
）　

本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
59
』（
一
九
九
八
年
、
小
学
館
）
を
参
照
し
た
。

（
（（
）　

蜷
川
親
元
『
親
元
日
記
』。
本
稿
で
は
、『
続
史
料
大
成
（0
』（
一
九
六
七
年
、
臨
川
書
店
）、

二
一
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
（（
）　

佐
々
木
徳
夫
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
（9　

陸
前
昔
話
集
』（
一
九
七
八
年
、
岩
崎
美
術
社
、

一
四
一
―
一
四
六
頁
）、
浅
川
欽
一『
信
濃
の
昔
話　

第
一
集
』（
一
九
七
四
年
、
ス
タ
ジ
オ
ゆ

に
ー
く
、
一
一
二
―
一
二
〇
頁
）
な
ど
。

（
（（
）　

佐
々
木
徳
夫
『
遠
野
の
昔
話
』（
一
九
八
五
年
、
桜
楓
社
、
三
六
五
―
三
六
六
頁
）、
前
掲

（
（5
）（
三
〇
一
―
三
〇
四
頁
）
な
ど
。

（
（5
）　

山
本
明
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
（（　

陸
前
伊
具
昔
話
集
』（
一
九
八
一
年
、
岩
崎
美
術
社
、

一
九
四
―
一
九
六
頁
）、
柾
谷
明
『
金
の
瓜
』（
一
九
七
三
年
、
桜
楓
社
、
一
九
二
―
一
九
六
頁
）

な
ど
。

（
（6
）　

民
俗
文
学
研
究
会
編
集
委
員
会
『
伝
承
文
芸
』
第
十
一
号
（
一
九
七
四
年
、
五
十
八
―

五
十
九
頁
）、
前
掲
（
（（
）（
四
七
七
―
四
八
二
頁
）
な
ど
。

（
（7
）　

観
世
元
能
『
世
子
六
十
以
後
申
楽
談
儀
』。
本
稿
で
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
65
』（
一
九　

六
一
年
、
岩
波
書
店
）
の
五
一
四
―
五
一
五
頁
を
参
照
し
た
。

（
（8
）　

野
村
純
一
ほ
か
『
話
の
三
番
叟
―
秋
田
の
昔
話
―
』（
一
九
七
七
年
、
桜
楓
社
、
三
十
九
―

四
十
五
頁
）、
前
掲
（
（（
）（
四
十
八
―
五
十
一
頁
）
な
ど
。

れ
た
原
本
で
は
な
く
、
活
字
化
さ
れ
た
資
料
を
参
照
し
た
（
書
名
は
原
本
に
同
じ
。
山
形
短
期

大
学
民
話
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
六
年
、
二
十
四
―
三
十
二
頁
）。

（
7
）　

野
迫
川
村
史
編
集
委
員
会
『
野
迫
川
村
史
』（
一
九
七
四
年
、
野
迫
川
村
役
場
）、
六
七
四
―

六
七
六
頁
。

（
8
）　

佐
々
木
喜
善
『
江
刺
郡
昔
話
』（
一
九
二
二
年
、
郷
土
研
究
社
）。
今
野
圓
輔
ほ
か
『
日
本
民

俗
誌
大
系
』
第
九
巻
（
一
九
七
四
年
、
角
川
書
店
）
に
所
収
。
一
九
九
―
二
〇
一
頁
。

（
9
）　

佐
々
木
徳
夫
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
第
（5
巻　

陸
前
の
昔
話
』（
一
九
七
九
年
、
三
弥
井　

書
店
）、
二
四
二
―
二
四
六
頁
。

（
（0
）　
『「
つ
ま
り
の
民
話
」
集
大
成
版
』（
一
九
六
九
年
、
越
路
新
報
社
）、
十
一
―
十
二
頁
。

（
（（
）　

能
田
多
代
子
『
手
っ
き
り
姉
さ
ま
』（
一
九
五
八
年
、
未
来
社
）、
一
三
四
―
一
三
八
頁
。

（
（（
）　

丸
山
久
子
ほ
か
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
9　

陸
奥
二
戸
の
昔
話
』（
一
九
七
三
年
、
三
弥
井

書
店
）、
一
九
四
―
一
九
七
頁
。

（
（（
）　

水
沢
謙
一
『
黒
い
玉
・
青
い
玉
・
赤
い
玉
―
越
後
の
三
枚
の
札
―
』（
一
九
七
二
年
、
野
島　
　

出
版
）、
一
四
三
―
一
四
八
頁
。

（
（（
）　

柳
田
國
男
『
全
国
昔
話
記
録
磐
城
昔
話
集
』（
一
九
四
二
年
、
三
省
堂
）、
五
十
二
―
五
十
三

　
　

頁
。

（
（5
）　

水
沢
謙
一
『
栃
尾
市
史
史
料
集
（
第
五
集
）
民
話
編
―
栃
尾
郷
の
三
枚
の
札
―
』（
一
九
七
二

年
、
栃
尾
市
史
編
集
委
員
会
）、
三
三
四
―
三
三
七
頁
。

（
（6
）　

東
洋
大
学
民
俗
研
究
会
『
秋
田
東
成
瀬
の
民
俗
―
秋
田
県
雄
勝
郡
東
成
瀬
村
―
』（
一
九
六
六

年
）、
九
十
六
―
九
十
九
頁
。

（
（7
）　

山
形
県
立
荒
砥
高
等
学
校
社
会
ク
ラ
ブ
『
昔
あ
っ
た
け
ど
―
置
賜
地
方
の
昔
話
―
』（
一
九
七　

六
年
）、
六
十
七
―
七
十
頁
。

（
（8
）　

表
（
に
は
、
昔
話
「
三
枚
の
お
札
」
の
伝
承
地
、
小
僧
を
追
い
か
け
る
老
婆
の
呼
称
、
小
僧

が
山
へ
行
く
理
由
を
示
し
た
。
老
婆
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、「
鬼
ば
ん
ば
」「
鬼
ば
さ
」
な
ど
を

　
　

鬼
婆
に
、「
山
婆
」「
山
ん
ば
さ
」
な
ど
を
山
姥
に
含
め
た
。
た
だ
「
お
婆
さ
ん
」「
ば
さ
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
他
に
含
め
た
。
小
僧
が
山
へ
行
く
理
由
に
つ
い
て
は
、

和
尚
の
使
い
や
修
行
に
出
る
事
例
、
詳
細
が
語
ら
れ
て
い
な
い
事
例
な
ど
を
、
そ
の
他
に
含
め　

た
。

（
（9
）  

『
遠
野
物
語
』
は
柳
田
が
は
じ
め
に
「
要
す
る
に
こ
の
書
は
現
在
の
事
実
な
り
」
と
い
っ
て
い
る　
　

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
実
際
に
あ
っ
た
で
き
ご
と
と
し
て
語
ら
れ
た
伝
承
に
注
目
し
た
著
書
で

　
　

あ
る
。
た
だ
し
、
一
一
五
に
「
御
伽
話
の
こ
と
を
昔
々
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
一
一
六
、一
一
七
、

　
　

一
一
八
で
は
昔
話
に
つ
い
て
も
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）　

荻
生
田
憲
夫
『
小
僧
ッ
子
と
鬼
婆
』（
一
九
六
五
年
、
上
山
郷
土
史
研
究
会
）、
二
五
〇
―

二
五
二
頁
。

（
（（
）　

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
集
成  

第
二
部
本
格
昔
話
（
』（
一
九
五
五
年
、
角
川
書
店
）、
一
一
一
一　

頁
。
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（
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

（
二
〇
二
二
年
三
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
二
日
審
査
終
了
）

参
考
文
献

稲
田
浩
二
ほ
か　
　

一
九
七
七
―
一
九
九
八　
『
日
本
昔
話
通
観
』
本
篇
二
十
九
巻
、
研
究
篇
二
巻　

同

朋
舎

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　
　

一
九
七
五　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
第
一
法
規
出
版

剣
持
弘
子　
　

二
〇
〇
〇　
「
呪
的
逃
走
モ
テ
ィ
ー
フ
の
伝
播
と
受
容
「
三
枚
の
お
札
」
の
成
立
を

め
ぐ
っ
て
」『
土
曜
会
昔
話
論
集
Ⅱ　

昔
話
の
成
立
と
展
開
（
』 

昔
話
研
究
土
曜
会

香
西
精　
　
　

一
九
七
二　
『
能
謡
新
考
―
世
阿
弥
に
照
ら
す
―
』
檜
書
店

小
松
和
彦　
　

一
九
七
九　
「
妖
怪
―
山
姥
を
め
ぐ
っ
て
」『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
第
三
巻
（
の

ち
に
「
山
姥
を
め
ぐ
っ
て
―
新
し
い
妖
怪
論
に
向
け
て
」
と
改
題
、『
憑
霊
信
仰
論

―
妖
怪
研
究
へ
の
試
み
』
一
九
八
四
年
、
あ
り
な
書
房
に
収
録
）

小
山
弘
志
ほ
か　
　

一
九
八
九　
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅵ　

能
鑑
賞
案
内
』
岩
波
書
店

寺
田
文
子　
　

一
九
七
五　
「
日
本
に
お
け
る
呪
的
逃
走
型
の
昔
話
」『
国
文
目
白
』
第
十
四
号

徳
田
和
夫　
　

一
九
八
九　
「
昔
話
と
お
伽
草
子
―
談
義
・
古
文
献
の
視
野
か
ら
―
」『
國
文
學
―
解

釈
と
教
材
の
研
究
―
』
第
三
十
四
巻
十
一
号

鳥
居
フ
ミ
子　

二
〇
〇
二　
『
金
太
郎
の
誕
生
』
勉
誠
出
版

鳥
居
フ
ミ
子　

二
〇
一
二　
『
金
太
郎
の
謎
』
み
や
び
出
版

福
田
晃　
　
　

二
〇
一
五　
『
昔
話
か
ら
御
伽
草
子
へ
―
室
町
物
語
と
民
間
伝
承
―
』
三
弥
井
書
店

水
沢
謙
一　
　

一
九
七
二
a　
『
栃
尾
市
史
史
料
集
（
第
五
集
）
民
話
編
―
栃
尾
郷
の
三
枚
の
札
―
』　

栃
尾
市
史
編
集
委
員
会　

水
沢
謙
一　
　

一
九
七
二
b　
『
黒
い
玉
・
青
い
玉
・
赤
い
玉
―
越
後
の
三
枚
の
札
―
』
野
島
出
版

柳
田
國
男　
　

一
九
一
〇
『
遠
野
物
語
』（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
）

柳
田
國
男　
　

一
九
一
三
、一
九
一
七　
「
山
人
外
伝
資
料
」『
郷
土
研
究
』
一
巻
一
号
、二
号
、六
号
、

七
号
、
四
巻
十
一
号
（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
十
四
巻
、
筑
摩
書
房
）

柳
田
國
男　
　

一
九
二
六　
『
山
の
人
生
』　

郷
土
研
究
社
（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
三
巻
、筑
摩
書
房
）

柳
田
國
男　
　

一
九
三
二　
「
口
承
文
芸
大
意
」『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
』（
の
ち
に
「
口
承
文
芸

と
は
何
か
」
と
改
題
、
柳
田
『
口
承
文
芸
史
考
』
一
九
四
七
年
、
中
央
公
論
社
に
収

録
）（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十
六
巻
、
筑
摩
書
房
）

柳
田
國
男　
　

一
九
三
四　
「
竹
取
翁
」『
國
語
國
文
』
四
巻
一
号
（
柳
田
『
昔
話
と
文
学
』
一
九
三
八

　
　
　
　
　
　

年
、
創
元
社
に
収
録
）（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
）

柳
田
國
男　
　

一
九
四
六　
『
先
祖
の
話
』　

筑
摩
書
房
（『
柳
田
國
男
集
全
集
』
第
十
五
巻
、
筑
摩

書
房
）　

吉
田
敦
彦　
　

一
九
九
二　
『
昔
話
の
考
古
学　

山
姥
と
縄
文
の
女
神
』
中
央
公
論
社

（
（9
）　

武
田
正
『
雪
女
房
―
置
賜
の
昔
話
―
』（
一
九
六
七
年
、
遠
藤
書
店
、
八
十
四
―
八
十
八

頁
）、
前
掲
（
（（
）（
一
六
四
―
一
六
六
頁
）
な
ど
。
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表3　昔話「三枚のお札」の分布（伝承地・老婆の呼称・山へ行く理由）（4）

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
26 米里村人首 〇 柴
27 松川村 〇 柴
28 一関市弥栄 〇 〇
29 花泉町 〇 薪
30 住田町下有住 〇 焚き木
　宮城

1 迫町新田狼欠 〇 焚き物
2 迫町新田字大田切 〇 焚き物
3 迫町新田字深間内 〇 〇
4 南方町青島 〇 木
5 吉田村 〇 〇
6 桃生郡地方 〇 〇
7 桃生郡地方 〇 〇
8 金成町末野字要害前 〇 〇
9 栗駒町文字 〇 〇

10 栗駒町渡丸 〇 みず木
11 鶯沢村 〇 〇
12 一迫町中町 〇 〇
13 一迫町保呂羽 〇 〇
14 古川市新田字夜烏 〇 アケビ
15 涌谷町中島乙 〇 〇
16 涌谷町中島乙 〇 〇
17 小牛田町青生字松ヶ崎 〇 〇
18 仙台市富沢金剛沢 〇 〇
19 仙台市宮城野 〇 〇
20 角田市小田字黒内 〇 〇
21 角田市豊室岸浪　 〇 〇
22 丸森町筆甫 〇 〇
23 丸森町町東 〇 〇
　福島

1 梁川町東大枝地区尾高松 〇 〇
2 梁川町山舟生字小沢 〇 山菜
3 梁川町山舟生地区坊 〇 〇
4 梁川町梁川地区御八郎 〇 〇
5 川俣町戸ノ内 〇 〇
6 相馬市 〇 〇
7 鹿島町字町 〇 〇
8 石神村坂下 〇 〇
9 福浦村 〇 〇

10 川内村 〇 〇
11 川内村 〇 〇
12 神谷村 〇 〇
13 いわき市小名浜町 〇 〇
14 いわき市上谷田 〇 〇
15 郡山市湖南町三代 〇 〇
16 郡山市湖南町三代 〇 〇
17 郡山市田村町栃本 〇 〇
18 郡山市田村町栃山神 〇 〇
19 郡山市三穂田町富岡 〇 〇
20 船引町石森 〇 〇
21 湯本村 〇 〇
22 須賀川市狸森後作 〇 〇
23 塙町川上 〇 〇
24 塙町川上 〇 〇
25 猪苗代町 〇 〇
26 山都町 〇 〇
27 山都町一ノ木 〇 〇
28 山都町藤巻 〇 〇
29 西会津町中ノ沢 〇 杉の葉
30 金山町小栗山 〇 〇
31 金山町西谷 〇 〇
32 金山町西谷 〇 〇
33 金山町山入 〇 蓬・菖蒲

34 三島町早戸 〇 〇
35 三島町檜原 〇 〇
36 昭和村 〇 〇
37 昭和村中向 〇 〇
38 昭和村中向 〇 〇
39 只見町 〇 〇
40 桧枝岐村居平 〇 〇
41 桧枝岐村居平 〇 〇
42 南郷村 〇 〇
43 南郷村 〇 〇
44 南郷村小野島 〇 〇

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
　栃木

1 栗山村上栗山 〇 〇
2 栗山村川俣 〇 〇
3 栗山村川俣 〇 〇
4 栗山村黒部 〇 〇
5 栗山村日蔭 〇 〇
6 栗山村湯西川 〇 瓜
7 栗山村湯西川 〇 〇
8 栗山村湯西川 〇 草摘み
9 栗山村湯西川 〇 〇

10 栗山村若間 〇 〇
11 藤原町芹沢 〇 〇
12 茂木町山内 〇 〇 〇
　群馬

1 利根郡 〇 〇
2 片品村菅沼 〇 〇
3 片品村山崎 〇 〇
4 片品村下平 〇 〇
5 新治村猿ヶ京 〇 〇
6 新治村布施大塩 〇 〇
7 中之条町岩本 〇 〇
8 榛名町高浜 〇 〇

　埼玉
1 埼玉県 〇 〇
2 川越市 〇 〇
3 川越市猪鼻町 〇 〇
4 田市下戸田 〇 〇
　長野

1 栄村箕作 〇 火箸
2 栄村箕作 〇 火箸
3 飯山市岡山西大滝 〇 柴
4 小県郡 〇 〇
5 南佐久郡 〇 〇
6 八千穂村中畑 〇 〇
7 八千穂村上畑 〇 〇
　茨城

1 大子町浅川 〇 〇
　千葉

1 市川市行徳 〇 〇
2 長柄町大庭 〇 〇
　山梨

1 市川大門町黒沢 〇 〇
2 上九一色村 〇 松葉
　愛知

1 名古屋市千種区 〇 〇
2 名古屋市田代町 〇 〇
3 津具村上津具下町 〇 〇
　岐阜

1 神丘町山之村 〇 松
　富山

1 中新川郡 〇
2 金山村野手 〇 〇

　石川
1 小松市布橋町 〇 〇
　奈良

1 野迫川村 〇 〇
　和歌山

1 貴志川町 〇 〇
　島根

1 桜江町 〇 〇
　広島

1 上下町二森 〇 〇
　徳島

1 西祖谷山村 〇 〇
　熊本

1 天草地方 〇 薪
2 天草地方 〇 〇
　鹿児島

1 沖永良部島 〇 山蕗
2 沖永良部島 〇 薪
3 沖永良部島 〇 薪

　沖縄
1 宮古郡城辺比嘉 〇 〇
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番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他

154 栃尾市栃掘 〇 〇
155 栃尾市栃掘 〇 〇
156 栃尾市栃掘 〇 〇
157 栃尾市栃掘 〇 〇
158 栃尾市栃掘 〇 〇
159 栃尾市天が島 〇 〇
160 栃尾市菅畑 〇 〇
161 栃尾市菅畑 〇 〇
162 栃尾市菅畑 〇 〇 〇
163 栃尾市大川戸 〇 〇
164 栃尾市大河戸 〇 〇
165 栃尾市小向 〇 〇
166 栃尾市小向 〇 〇
167 栃尾市赤谷 〇 〇
168 栃尾市赤谷 〇 〇
169 栃尾市赤谷 〇 〇
170 栃尾市赤谷 〇 〇
171 栃尾市吹谷 〇 〇
172 新潟県栃尾市吹谷 〇 〇
173 栃尾市栗山沢 〇 茸
174 栃尾市栗山沢 〇 〇
175 栃尾市本津川 〇 〇
176 栃尾市比礼 〇 〇
177 栃尾市北荷頃 〇 〇
178 栃尾市北荷頃 〇 〇
179 栃尾市北荷頃 〇 〇
180 栃尾市北荷頃 〇 〇
181 栃尾市一之貝 〇 〇
182 栃尾市一之貝 〇 〇
183 栃尾市軽井沢 〇 〇
184 栃尾市軽井沢 〇 〇
185 栃尾市軽井沢 〇 〇
186 栃尾市軽井沢 〇 〇
187 栃尾市軽井沢 〇 〇 松
188 栃尾市西之俣 〇 〇
189 栃尾市西之俣 〇 〇
190 栃尾市西野俣 〇 〇
191 栃尾市森上 〇 〇
192 栃尾市中村 〇 〇
193 栃尾市木山沢 〇 〇
194 栃尾市木山沢 〇 〇
195 栃尾市森上 〇 〇 〇
196 栃尾市森上 〇 〇 〇
197 栃尾市森上 〇 〇
198 栃尾市西野俣 〇 〇
199 栃尾市西中野俣 〇 〇
200 栃尾市西中野俣 〇 〇
201 栃尾市東中之俣 〇 〇
202 栃尾市東中之俣 〇 〇
203 栃尾市東中之俣 〇 〇
204 栃尾市新山 〇 〇
205 栃尾市新山 〇 〇
206 栃尾市半蔵金 〇 〇
207 栃尾市半蔵金 〇 〇
208 栃尾市半蔵金 〇 〇
209 栃尾市半蔵金 〇 兎

210 栃尾市田代 〇
アケビ 
ブドウ

211 栃尾市田代 〇 茸
212 栃尾市田代 〇 アケビ
213 栃尾市田代 〇 アケビ
214 中之島村中野 〇 〇
215 柏崎市西本町一 〇 〇
216 柏崎市南鯖石宮の下 〇 〇
217 柏崎市南鯖石宮の下 〇 〇 〇
218 柏崎市田町 〇 〇
219 鵜川村折居地区餅粮 〇 花
220 黒姫村折居上向 〇 〇
221 黒姫村折居北向 〇 〇
222 小千谷市市之沢 〇 茸
223 小千谷市市之沢 〇 〇
224 小千谷市片貝 〇 〇
225 小千谷市木津 〇 〇
226 小千谷市首沢 〇 杉枝
227 小千谷市首沢 〇 〇

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
228 小千谷市小粟田 〇 〇
229 小千谷市三仏生 〇 〇
230 小千谷市三仏生 〇 〇
231 小千谷市塩谷 〇 〇
232 小千谷市塩谷 〇 〇
233 小千谷市十二平 〇 〇
234 小千谷市冬井 〇 〇
235 小千谷市本町 〇 〇
236 小千谷市孫四朗 〇 〇
237 小千谷市南荷頃 〇 〇
238 入広瀬村大白川 〇 〇
239 守門村福山 〇 〇
240 広神村滝之又 〇 〇
241 広神村今泉 〇 〇
242 湯谷村銀山平鷹の巣 〇 〇
243 六日町五十沢 〇 〇
244 六日町原 〇 〇
245 塩沢町 〇 〇
246 塩沢町三郎丸 〇 〇
247 南魚沼郡 〇 〇
248 十日町市十日町 〇 杉葉
249 十日町市下条 〇 〇
250 川西町高倉 〇 〇
251 松代町 〇 アケビ
252 松代町浦生 〇 〇
253 松代町池尻 〇 茸
254 松代町 〇 アケビ
255 松代町千年 〇 アケビ
256 松代町福島 〇 山菜
257 松代町福島 〇 アケビ
258 松代町松代 〇 アケビ
259 松之山町五十字平 〇 枯木
260 中里村西方 〇 茸
261 津南町谷内 〇 松
262 柿崎町上中山 〇 〇
263 柿崎町字角取 〇 ヘゴイモ

264 上越市高田 〇 〇
265 高田市飯田 〇 〇
266 直江津市大渕 〇 〇
267 板倉町福王寺 〇 〇
268 糸魚川市根知大久保 〇 〇
269 糸魚川町根知村字蒲池 〇 〇
270 内海府村黒姫 〇 〇
271 加茂村馬首 〇 〇
272 加茂村白瀬 〇 〇
273 河崎村椎泊 〇 松
274 羽茂町小泊 〇 松
275 赤泊村腰細 〇 〇
　岩手

1 九戸郡大野村 〇 〇
2 岩泉町岩泉 〇 〇
3 金田一村 〇 茸
4 福岡町 〇 〇
5 浄法寺町大清水 〇 〇
6 岩手郡 〇 〇
7 雫石村 〇 〇
8 盛岡地方 〇 〇 薪
9 煙山村 〇 柴

10 紫波町比佐内 〇 〇
11 紫波町 〇 〇
12 紫波町北田 〇 〇
13 花巻市鍛冶町 〇 〇
14 花巻市鍛冶町 〇 〇
15 矢沢村八森 〇 杉の葉
16 笹間町 〇 〇
17 十二鏑村 〇 〇
18 湯田町 〇 〇
19 北上市 〇 〇 シダミ
20 上閉伊郡 〇 〇
21 遠野市新町 〇 〇
22 胆沢郡 〇 焚き物
23 水沢市 〇 〇
24 水沢市 〇 〇
25 江刺市米里村大笹間 〇 〇

表3　昔話「三枚のお札」の分布（伝承地・老婆の呼称・山へ行く理由）（3）
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番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
8 荒川町長政 〇 〇
9 荒川町長政 〇 〇

10 荒川町藤沢 〇 〇
11 荒川町南新保 〇 〇
12 黒川村大字塩沢 〇 〇
13 新発田市 〇 〇
14 新発田市小 〇 〇 〇
15 新発田市米倉 〇 〇
16 新発田市菅谷 〇 〇
17 金塚村 〇 〇
18 川東村 〇 〇
19 川東村下羽津 〇 〇
20 豊浦村切梅 〇 茸
21 豊浦村切梅 〇 〇
22 豊浦村切梅 〇 〇
23 豊浦村切梅 〇 山菜
24 豊浦村切梅 〇 〇
25 豊浦村切梅 〇 〇
26 豊浦村切梅 〇 〇
27 豊浦村切梅 〇 〇
28 豊浦村切梅 〇 〇
29 豊浦村切梅 〇 〇
30 水原町南新町 〇 〇
31 安田町 〇 〇
32 三川村長谷 〇 〇
33 鹿瀬町大鹿瀬字下村 〇 〇
34 鹿瀬町日出谷字中村 〇 〇
35 津川町 〇 〇
36 津川町 〇 杉の葉
37 上川村原 〇 山菜
38 上川村室谷 〇 アケビ
39 五泉市一本杉 〇 〇
40 五泉市町屋 〇 〇
41 村松町字高石 〇 〇 〇
42 村松町村松地区仲町 〇 〇
43 村松町南田中 〇 〇
44 村松町薬師小路 〇 〇
45 新潟市湊町通 〇 〇 〇
46 新潟市四ツ屋町 〇 〇
47 新津市駅通 〇 〇
48 旧新津市二の町 〇 〇
49 新津市程島 〇 〇
50 新津市本町 〇 〇
51 白根市五六ノ町 〇 〇
52 白根市中央通 〇 〇
53 巻町角田浜 〇 〇
54 巻町福井 〇 〇
55 巻町巻 〇 〇
56 巻町松郷屋 〇 〇
57 岩室村岩瀬 〇 〇
58 吉田町粟生津 〇 〇
59 吉田町下中野 〇 〇
60 田上町本田上 〇 〇
61 加茂市下条 〇 〇
62 三条市上保内二つ山 〇 〇
63 三条市下保内 〇 〇
64 三条市保内 〇 〇
65 三条市門前町 〇 〇
66 見附市下関 〇 〇
67 見附市椿沢 〇 〇
68 見附市椿沢 〇 〇
69 見附市栃窪 〇 〇 〇
70 葛巻村葛巻 〇 〇
71 出雲崎町乙茂 〇 〇
72 出雲崎町勝見 〇 〇
73 長岡市 〇 〇
74 長岡市 〇 〇
75 長岡市青島町 〇 〇
76 長岡市麻生田町 〇 〇
77 長岡市麻生田町 〇 〇
78 長岡市麻生田町 〇 〇
79 長岡市大積町灰下 〇 〇
80 長岡市大積町三島谷 〇 〇

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
81 長岡市大積折渡町 〇 〇
82 長岡市亀貝町 〇 〇
83 長岡市左近町 〇 〇
84 長岡市成願寺町 〇 〇
85 長岡市成願寺町 〇 〇
86 長岡市成願寺町 〇 〇
87 長岡市成願寺町 〇 焚物
88 長岡市成願寺町 〇 〇
89 長岡市成願寺町 〇 〇
90 長岡市成願寺町 〇 門松
91 長岡市成願寺町 〇 〇
92 長岡市栖吉町 〇 〇
93 長岡市栖吉町 〇 〇
94 長岡市栖吉町 〇 〇
95 長岡市栖吉町 〇 〇
96 長岡市関原町 〇 〇
97 長岡市芹川町 〇 〇
98 長岡市副戸 〇 〇
99 長岡市滝谷 〇 〇

100 長岡市滝谷 〇 〇
101 長岡市千代栄町 〇 〇
102 長岡市富島町 〇 〇
103 長岡市中沢町 〇 〇
104 長岡市西蔵王町 〇 〇
105 長岡市西蔵王町 〇 アケビ
106 長岡市西蔵王町 〇 〇
107 長岡市東片貝町 〇 〇
108 長岡市東片貝 〇 〇
109 長岡市平島町 〇 〇
110 長岡市深沢町 〇 冬木
111 長岡市古正寺町 〇 〇
112 長岡市前島 〇 〇
113 長岡市南町 〇 〇
114 長岡市宮内 〇 〇 〇
115 宮内町村松 〇 〇
116 宮内町村松 〇 〇
117 長岡市宮本町 〇 〇
118 長岡市宮本町 〇 〇
119 長岡市李埼 〇 〇
120 長岡市若草町 〇 〇
121 長岡市渡沢 〇 〇
122 長岡市渡沢町 〇 〇
123 黒条村字高見 〇 〇
124 黒条村字高見 〇 〇
125 越路町飯塚 〇 〇
126 越路町岩田 〇 〇
127 山古志村大久保 〇 〇
128 山古志村竹沢 〇 〇
129 山古志村虫亀 〇 〇
130 四郎丸村字上条善行寺 〇 〇
131 新組村 〇 〇
132 寺泊町矢田 〇 〇
133 栃尾市沢 〇 〇
134 栃尾市土ガ谷 〇 〇
135 栃尾市新町 〇 〇
136 栃尾市東町 〇 〇
137 栃尾市谷内 〇 〇 〇
138 栃尾市旭町 〇 〇
139 栃尾市二日町 〇 〇
140 栃尾市二日町 〇 〇
141 栃尾市二日町 〇 〇
142 栃尾市上樫出 〇 〇
143 栃尾市金沢町 〇 〇
144 栃尾市金沢町 〇 〇
145 栃尾市山葵谷 〇 〇
146 栃尾市わさび谷 〇 〇
147 栃尾市入塩川 〇 〇
148 栃尾市塩入川 〇 〇 〇
149 栃尾市本所 〇 〇
150 栃尾市天平 〇 〇
151 栃尾市梅野俣 〇 〇 〇
152 栃尾市平中野俣 〇 〇
153 栃尾市栃掘 〇 〇

表3　昔話「三枚のお札」の分布（伝承地・老婆の呼称・山へ行く理由）（2）
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表3　昔話「三枚のお札」の分布（伝承地・老婆の呼称・山へ行く理由）（1）

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
　青森

1 鶴田町鶴田 〇 〇
2 車力村豊富 〇 〇
3 木造町芦沼 〇 〇
4 木造町清水町 〇 〇
5 木造町館岡 〇 〇
6 木造町田町 〇 〇
7 木造町林 〇 苺
8 弘前市 〇 芹
9 弘前市 〇 〇

10 弘前市田茂木町 〇 蕨
11 弘前市種市 〇 〇
12 西目屋村砂子瀬 〇 〇
13 藤崎町 〇 〇
14 常盤村水木 〇 〇
15 黒石市 〇 〇
16 脇野沢村脇野沢 〇 〇
17 五戸町 〇 〇
18 五戸町 〇 果実
19 五戸町 〇 〇
　秋田

1 鹿角市八幡平長嶺 〇 〇
2 合川町三木田 〇 〇
3 森吉町本城住 〇 蓬
4 阿仁町笑内 〇 〇
5 阿仁町笑内 〇 〇 〇
6 阿仁町笑内 〇 〇
7 阿仁町銀山 〇 〇
8 阿仁町銀山 〇 〇
9 阿仁町小様 〇 〇

10 上小阿仁村大林 〇 〇
11 藤里町 〇 〇
12 二ツ井町田代 〇 〇
13 男鹿市立羽仁井山 〇 〇
14 秋田市外旭川 〇 〇 〇
15 秋田市太平堀内 〇 アケビ
16 大内町葛岡 〇 木の芽
17 玉米村田代 〇 〇
18 仁賀保町畑 〇 〇
19 仁賀保町樋口 〇 〇
20 金浦町飛 〇 茸
21 田沢湖町生保内 〇 〇
22 角館町 〇 〇
23 角館町 〇 〇
24 中仙町 〇 〇
25 中仙町 〇 〇
26 中仙町 〇 〇
27 南外村 〇 〇
28 大曲市四ツ屋高関 〇 〇
29 千畑村本堂城回本堂町 〇 〇
30 六郷町遠槻 〇 〇
31 仙南村金沢西根字四ツ谷 〇 〇
32 山内村下松川 〇 〇
33 山内村南郷 〇 ふるすき

34 平鹿町荒田目 〇 〇
35 増田町萩袋 〇 〇 〇
36 増田町半助村 〇 〇
37 増田町一本柳 〇 〇
38 増田町一本柳 〇 〇
39 増田町亀田 〇 〇
40 増田町亀田 〇 〇
41 増田町在城 〇 〇
42 増田町下夕町 〇 〇
43 増田町管生 〇 〇
44 増田町管生 〇 〇
45 増田町縫殿 〇 〇
46 増田町田町 〇 〇
47 増田町平鹿 〇 〇
48 羽後町田代 〇 〇
49 雄勝町 〇 〇
50 雄勝町役内 〇 〇
51 稲川町小沢 〇 ばっけ
52 稲川町大倉 〇 〇

番号 伝承地
老婆の呼称 山へ行く理由

鬼婆 山姥 その他 花 栗 山の資源 その他
53 東成瀬村 〇 〇
54 東成瀬村岩井川 〇 〇
55 大内町葛岡 〇 〇
　山形

1 遊佐町大字小原田字平津新田 〇 蕨
2 遊佐町直世 〇 〇
3 遊佐町吹浦横町 〇 〇
4 八幡町下青沢字大平沢 〇 〇
5 酒田市上市神 〇 〇
6 酒田市上田字中吉田 〇 〇
7 酒田市京屋 〇 〇
8 酒田市中黒森 〇 〇
9 酒田市西荒瀬 〇 〇

10 酒田市広野字福岡 〇 〇
11 酒田市本楯 〇 〇
12 松山町中北目 〇 〇
13 庄内地方 〇
14 余目町栄 〇 〇
15 余目町栄 〇 〇
16 余目町栄 〇 茸
17 余目町仲町 〇 〇
18 真室川町 〇 〇
19 真室川町 〇 〇
20 真室川町 〇 蕨
21 真室川町関沢 〇 〇
22 真室川町及位 〇 〇
23 真室川町及位 〇 〇
24 真室川町及位 〇 〇
25 真室川町本町 〇 〇
26 安楽城村田郎 〇 若木迎え

27 鮭川村 〇 〇
28 新庄市萩野 〇 〇
29 鮭川村新渕 〇 山菜
30 最上町向町紙屋 〇 〇
31 東根市東根東方 〇 花松
32 上山市相生 〇 〇
33 上山市姥懐 〇 〇
34 上山市関根 〇 山菜
35 上山市泥部 〇 〇
36 上山市泥部 〇 〇
37 上山市中生居 〇 竹
38 上山市楢下 〇 〇
39 上山市楢下 〇 杉葉
40 川西町砂子関 〇 〇
41 置賜地方 〇 〇
42 置賜地方 〇 〇
43 置賜地方 〇 〇
44 白鷹町滝野 〇 〇
45 長井市五十川 〇 〇
46 小国町 〇 〇
47 小国町赤坂 〇 〇
48 小国町大石沢 〇 〇
49 飯豊町下屋地 〇 〇
50 飯豊町中津川 〇 山菜
51 飯豊町中津川 〇 山菜
52 飯豊町西高峯 〇 〇
53 飯豊町西高峯 〇 〇
54 南陽市漆山 〇 〇
55 南陽市椚塚 〇 〇
56 川西町上小松 〇 〇
57 米沢市 〇 〇
58 米沢市上郷 〇 〇
59 米沢市木和田 〇 〇
60 米沢市田沢 〇 〇
61 米沢市簗沢地区 〇 〇

　新潟
1 村上市大粟田 〇 〇
2 神林村宿田 〇 〇
3 荒川町大津 〇 〇
4 荒川町大津 〇 〇
5 荒川町金屋 〇 菊の葉
6 荒川町佐々木 〇 〇
7 荒川町佐々木 〇 〇
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discrimination and fear against old women without children is assumed to be in the background 

of Onibaba and Kijo. And a fear of the descendants of the original–inhabitants driven to the 

mountains is assumed to be in the background of Yamauba and Yamahaha.

Both the folk tale and the texts of Noh possibly reflect the historical memory of encounters 

between indigenous descendants living in the mountains and people living in flatland villages, 

and dilution of its memory.

Key words:  Yamauba ; the woman living in the mountain, Onibaba ; the woman eating children, 

territory of mountain and territory of flatland , folk tales and texts of Nho, tradition and transition
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The Folk Tales “Sanmai no Ofuda”
and the Texts of Noh “Kurozuka” “Yamauba”

TSUGANE Miono

This article discusses the historical dynamics of a folk tale and the correspondence of the 

folk tale with the texts of Nho. The folk tale called “Sanmai no ofuda” is a story that a Buddhist 

boy training at a temple runs away from Yamauba or Onibaba, a mountain witch. In the most 

variations, the child goes to the toilet and runs away throwing three magic cards at the mon-

strous woman.

 It is possible to analyze the analogies into three different types, according to the elements of 

structure of the story, as follows:

（1）Onibaba–type［temple – boy – mountain – flower picking for the dead – Onibaba – toilet – 

flight by magic cards］

（2）Yamauba–type［temple – boy – mountain – chestnuts picking – Yamauba – toilet – flight by 

magic cards］

（3）Yamahaha–type［girl – mountain – Yamahaha – flight］

In the case that the woman is Onibaba, she appears at the Bon festival and catches a child to 

eat. In the case of Yamauba, she gets angry with those invade her territory in the mountain by 

taking chestnuts. In the Yamahaha case, the story lacks the elements of a temple, a toilet and 

the magic cards.

It is estimated that the simple Yamahaha–type is the oldest, the Yamauba–type which con-

tains the elements such as a temple and toilet is newer, and the Onibaba–type is the newest.

The contrast of Onibaba and Yamauba also exists in the two texts of Nho, “Kurozuka” and 

“Yamauba.” In “Kurozuka,” Kijo, a demoness, appears as a village woman. She laments her 

old age with spinning. It turns out that she has killed many people. After all she is defeated 

by prayers of a mountain priest. In “Yamauba,” Yamauba appears as a mountain woman. She 

dances to declare her territor y in the mountain and disappears beyond the mountain. Al-

though the folk tale, “Sanmai no ofuda” was recorded in the 20th century and the Nho texts, 

“Yamauba” and “Kuroduka” were created in the 15th centur y, they are correspondent. The 

folk tale takes over the motif more than 500 years ago. 

Referring to Kunio Yanagita’s theory about the ancestors and the original–inhabited nation, 


