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大
原
に
伝
わ
る
昔
話
。む
か
し
、大
原
に
お
つ
う
と
い
う
美
し
い
娘
が
い
た
。若
狭
の
殿
様
に
見
初

め
ら
れ
若
狭
で
暮
ら
す
も
、病
に
伏
す
と
殿
様
の
熱
も
冷
め
、大
原
に
帰
さ
れ
た
。あ
る
日
、殿
様

の
行
列
が
大
原
を
通
り
か
か
っ
た
。お
つ
う
は
会
う
こ
と
叶
わ
ず
、高
野
川
に
身
を
投
げ
大
蛇
と
化

し
て
殿
様
の
行
列
に
迫
っ
た
。し
か
し
家
来
に
ま
っ
ぷ
た
つ
に
斬
り
殺
さ
れ
る
。村
人
は
大
蛇
の
頭
を

「
乙(

お
つ)

が
森
」に
、尾
を「
花
尻(

は
な
じ
り)

の
森
」に
埋
め
て
、大
蛇
の
お
つ
う
を
供
養
し
た
。

　

切
り
絵
作
家
。横
浜
市
生
。東
京
学
芸
大
学
在
学
中
よ
り
切
り
絵
の
創
作
を
始
め
る
。平
成
二
十
五
年

か
ら
大
原
に
工
房
を
構
え
、現
在
は
東
山
に
居
住
。精
細
に
し
て
重
厚
な
切
り
絵
は
、平
面
か
ら
立
体
造

形
に
ま
で
お
よ
び
、そ
の
作
品
は
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

【
表
紙
】
お
つ
う
伝
説

切
り
絵
／
望
月
め
ぐ
み
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発
行
に
あ
た
っ
て

　

京
都
市
左
京
区
は
、
二
四
七
平
方
キ
ロ
㍍
に
及
ぶ
区
域
の
中
に
、
北
部
の
山
間
地
域
か
ら
南
部
の
市
街
地
ま
で
多
く
の
個
性
豊
か
な�

地
域
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

左
京
区
は
、
昭
和
四
年
に
上
京
区
か
ら
分
区
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
行
政
区
と
し
て
の
歴
史
は
八
十
七
年
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
、�

往
古
か
ら
時
代
の
変
遷
の
中
で
、
伝
統
、
豊
か
な
文
化
、
美
し
い
自
然
等
を
大
切
に
守
り
な
が
ら
、
長
く
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。
各
地
域

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
数
々
の
伝
統
行
事
は
各
地
域
の
歴
史
の
奥
深
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
左
京
区
の
各
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
す
る
冊
子
と
し
て
、
こ
の
度
「
京
都 

左
京 

あ
ゆ
み
と
く
ら
し
」
を�

発
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
冊
子
は
、
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
市
民
し
ん
ぶ
ん
左
京
区
版
「
左
京
ボ
イ
ス
」
で
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
宇
野
日
出
生
先
生
に
連
載
い
た

だ
い
た
「
左
京
の
歴
史
と
文
化
」
を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
左
京
区
民
の
皆
様
は
も
と
よ
り
，
区
内
外
の
多
く
の
方
々
に
ご
覧
い
た
だ
き
、

左
京
区
各
地
域
の
歴
史
の
奥
深
さ
を
ご
堪
能
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
左
京
区
基
本
計
画
「
左
京
は
あ
と
ふ
る
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
左
京
の
ま
ち
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
て
、
区
民
の
皆
様
と
と
も
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
資
料
収
集
、
取
材
、
執
筆
等
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
宇
野
先
生
、
貴
重
な
写
真
や
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
心
か
ら
感
謝�

申
し
上
げ
ま
す
。

�

京
都
市
左
京
区
長　

浅　

野　

信　

之
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【
凡
例
】

　

各
集
落
の
立
項
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
編
『
史
料�

京
都
の
歴
史
』
左
京
区
（
平
凡
社
、
昭
和
六
十
年
）

の
編
集
方
針
に
基
づ
い
て
い
ま
す
が
、
筆
者
の
執
筆
上
の
関
係
で
改
変
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、『
史
料
京
都
の
歴
史
』
で
は
、
京
都
の
町
づ
く
り
の
歴
史
を
勘
案
し
て
、
旧
市
街
部
で
は
学
区
、�

周
辺
部
で
は
旧
村
で
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。（
五
頁
に
掲
載
の
左
京
区 

集
落
区
分
図
を
参
照
）

　

ま
た
、
本
書
で
は
、
新
洞
学
区
は
岡
崎
村
に
集
約
し
て
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

京
都
市
左
京
区
。
こ
の
行
政
区
は
平
安
京
の
左
京
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
安
京
の
左
京
域
は�

京
都
市
の
中
心
部
で
あ
る
上
京
区
・
中
京
区
・
下
京
区
に
含
ま
れ
ま
す
。
平
安
京
街
区
外
、
す
な
わ
ち
洛
外
の
現
左
京
区
は
、
十
一
世
紀
後
半�

か
ら
始
ま
る
鴨
東
白
川
に
お
け
る
院
政
の
地
と
し
て
、
脚
光
を
あ
び
た
地
域
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
周
辺
の
近
郊
農
村
及
び
北
部
の
山
間
農
村
、�

こ
れ
に
対
し
て
京
都
近
代
化
の
象
徴
と
も
い
え
る
岡
崎
地
区
周
辺
。
ま
さ
し
く
左
京
区
は
古
代
か
ら
近
現
代
、
都
市
か
ら
農
村
ま
で
の
「
あ
ゆ
み

と
く
ら
し
」
が
凝
縮
さ
れ
た
地
域
で
し
た
。
言
う
な
れ
ば
平
安
建
都
一
二
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
の
な
か
で
、
そ
の
歴
史
的
懸
隔
を
著
し
く
あ
ら
わ
し
た

地
域
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

本
書
は
こ
の
よ
う
な
左
京
区
域
の
歴
史
と
文
化
に
つ
い
て
著
し
た
も
の
で
す
。
市
民
し
ん
ぶ
ん
左
京
区
版
「
左
京
ボ
イ
ス
」
に
連
載
し
た
も
の

を
出
版
に
際
し
て
、「
田
中
（
里
か
ら
都
市
へ
）」
を
追
録
し
、
再
編
集
い
た
し
ま
し
た
。
集
落
ご
と
に
、
文
意
の
補
足
及
び
参
照
の
た
め
、
写
真

資
料
を
各
二
点
づ
つ
掲
載
し
ま
し
た
。
本
写
真
に
つ
い
て
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
初
公
開
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

左
京
区
民
の
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
京
都
の
歴
史
に
ご
興
味
の
あ
る
多
く
の
皆
様
に
、
お
読
み
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
わ
が
国
の
あ
ゆ
み

に
先
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
都
市
京
都
。
そ
の
一
端
を
か
い
ま
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

�

宇 

野　

日
出
生
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左
京
区

　
集
落
区
分
図

『史料 京都の歴史』左京区から
　注１：�旧市街部は学区、周辺部は旧村で区分している。
　注２：�新洞学区は元々、岡崎村に含まれていた。
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京
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全
図
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聖し
ょ
う
ご
い
ん

護
院
と
は
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）、
白
河
上
皇
の
熊
野
詣

に
際
し
て
、
先せ
ん

達だ
つ

を
果
し
た
増ぞ
う

誉よ

が
熊
野
三
山
検け
ん
ぎ
ょ
う校
職し
き

に
任
じ

ら
れ
、
そ
の
法
務
を
営
む
た
め
に
開
い
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
聖
護
院
の
寺
名
が
、
後
に
村
名
と
し
て
も

定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

平
安
時
代
後
期
、
院
政
を
始
め
た
白
河
上
皇
は
院
御
所
と
し

て
の
白
河
南
殿
・
北
殿
を
建
立
し
、
ま
た
御
願
寺
た
る
蓮
華
蔵

院
な
ど
も
創
建
し
て
、
当
地
は
院
政
の
中
心
地
と
し
て
の
華
や

か
さ
を
み
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
保
元
の
乱
で
主
戦
場
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
辺
り
一
帯
は
大
き
な
被
害
を
蒙
り
ま
し
た
。
応

仁
の
乱
で
は
、
聖
護
院
は
兵
火
を
受
け
て
焼
失
。
そ
の
後
は
岩

倉
・
御
所
八
幡
町
（
上
京
）
を
経
て
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）

に
現
在
地
へ
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
江
戸
時
代
、
聖
護
院
は

焼
亡
し
た
禁
裏
御
所
の
仮
御
殿
と
も
な
っ
て
お
り
、
朝
廷
と
の

結
び
つ
き
の
ほ
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

集
落
は
室
町
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
、
聖
護
院
村
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
は
、
多
く
の
文
化

聖護院の森に鎮座する熊野権現と周辺の賑わい（『華洛細見図絵』文久 4 年〈1864〉刊）

聖
護
院
の
里 

〈
栄
枯
盛
衰
物
語
〉
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人
も
居
を
構
え
ま
し
た
。
幕
末
か
ら
明
治
以
降
に
か
け
て
は
、
陶
芸
な
ど

で
知
ら
れ
た
太
田
垣
蓮
月
や
画
家
の
富
岡
鉄
斎
ら
が
、
熊
野
権
現
（
熊
野

神
社
）
前
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
熊
野
権
現
は
聖
護
院
の
鎮
守
社
で
、
聖

護
院
の
森
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
森
は
村
の
南
に
位
置
し
、
江
戸

時
代
は
梅
や
桜
の
名
所
と
し
て
、
夏
は
納
涼
の
場
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。

聖
護
院
村
は
近
郊
農
村
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
野

菜
が
栽
培
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
以
降
は
聖
護
院
大
根
・
聖
護
院
蕪か
ぶ
ら菁
・
聖

護
院
胡き
ゅ
う
り瓜
と
い
っ
た
聖
護
院
の
冠
が
付
け
ら
れ
て
、
広
く
市
中
の
食
膳
を

飾
り
ま
し
た
。

　

幕
末
は
藩
邸
や
京
都
守
護
職
の
洋
式
練
兵
場
が
つ
く
ら
れ
て
、
集
落
の

景
観
は
変
貌
し
ま
す
。
明
治
に
な
る
と
京
都
帝
国
大
学
附
属
病
院
が
設
立
。

そ
し
て
集
落
内
の
道
路
の
拡
幅
、
市
電
の
開
通
へ
と
発
展
し
、
都
市
化
が

急
速
に
進
み
ま
し
た
。
現
在
は
す
っ
か
り
市
街
地
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
で
も
昔
の
な
ご
り
は
こ
こ
か
し
こ
に
、
し
っ
か
り
と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

現在の聖護院門跡
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吉
田
山
の
西
側
一
帯
に
発
達
し
た
集
落
が
吉
田
村
で
す
。
吉
田
山

は
標
高
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
の
丘
で
、
古
く
は
神か
ぐ

楽ら

岡お
か

と
も
呼
ば
れ

て
お
り
、
西
麓
に
は
吉
田
神
社
（
吉
田
社
）
が
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

「
神
様
の
坐ま

す
神か
み
く
ら座
の
岡
」
が
神
楽
岡
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
以
来
深

い
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
き
た
地
域
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
九
世
紀
中
頃

に
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
吉
田
社
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
と
、
ま
す
ま
す
神
座
の
岡
た
る
神
楽
岡
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
で
し
た
。

　

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
公
家
・
武
家
の
邸
宅
や

寺
院
も
点
在
す
る
と
い
っ
た
鴨
東
の
一
地
域
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
室
町
時
代
以
降
は
戦
略
上
の
一
画
を
し
め
た
領
域
と
し

て
も
注
目
さ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
一
番
象
徴
的
な
部
分
は
吉
田
社

と
の
関
わ
り
で
し
た
。
吉
田
社
は
中
世
以
降
、
公
武
か
ら
厚
い
信
仰

を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
代
々
社
務
を
務
め
た
卜う
ら

部べ

氏
は
、
十
五
世
紀

後
半
に
は
神
道
界
の
統
一
を
め
ざ
し
、
吉
田
神
道
を
唱
導
し
ま
し
た
。

そ
の
核
と
な
る
建
物
が
大だ
い

元げ
ん

宮ぐ
う

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
参
詣
者
は
こ

こ
に
お
参
り
す
れ
ば
全
国
の
神
々
に
詣
で
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と

吉田社境内の大元宮（『都名所図会』安永 9 年〈1780〉刊行）

吉
田 

〈
信
仰
と
学
業
〉
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し
て
、
た
い
そ
う
な
賑
わ
い
を
み
せ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
全
国

の
神
職
の
大
半
を
傘
下
に
お
く
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
吉
田

の
名
は
、
我
が
国
の
隅
々
に
至
る
ま
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

当
然
、
吉
田
村
の
大
半
は
吉
田
社
の
社
領
で
、
村
は
お
お
む
ね
田
畑
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
集
落
は
吉
田
山
麓
西
部
に
集
中
し
て
い
ま
し
た

が
、
尾
張
徳
川
家
の
大
名
屋
敷
や
九
条
家
下
屋
敷
な
ど
も
設
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
明
治
時
代
を
迎
え
る
と
、
村
の
景
観
は
一
変
し
ま
し

た
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
第
三
高
等
中
学
校
が
大
阪
か
ら
移
転

新
築
さ
れ
、
翌
年
に
は
織
物
産
業
の
近
代
化
を
め
ざ
し
た
京
都
織
物
株
式
会

社
の
設
立
。
そ
し
て
同
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
は
、
京
都
帝
国
大
学
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
京
都
府
尋
常
中
学
校
・
京
都
高
等
工
芸
学
校
・

私
立
吉
田
学
院
・
京
都
市
美
術
工
芸
学
校
・
私
立
精
華
高
等
女
学
校
と
い
っ

た
具
合
に
、
た
て
つ
づ
け
に
学
校
が
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
明
治
時

代
、
吉
田
は
静
か
な
田
園
地
域
か
ら
高
等
教
育
地
域
へ
と
大
き
く
変
貌
し
た

の
で
し
た
。
さ
ら
に
道
路
の
拡
張
整
備
な
ど
に
よ
る
地
域
の
開
発
は
、
京

都
の
近
代
化
路
線
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
吉
田
一

帯
は
都
会
そ
の
も
の
で
す
が
、
ふ
と
見
上
げ
る
と
吉
田
山
は
昔
と
変
わ
ら

ぬ
景
観
を
今
も
し
っ
か
り
と
残
し
て
い
ま
す
。

幕末期の吉田村（「京町御絵図細見大成」慶応 4 年〈1868〉）




