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一 

伝 

説 

 
12 
人
柱
に
な
っ
た
山
伏
（
南
毛
利
地
区
） 

 

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
か
ら
四
百
数
十
年
も
昔
の
こ
と
で
す
。
こ
の
年
は
六
月
初
め
か
ら
一
ヶ
月
間
も
雨
が
降

ら
な
い
と
い
う
日
照
り
続
き
の
年
と
な
り
ま
し
た
。
稲
作
に
と
っ
て
水
は
何
よ
り
大
切
で
す
。
長
谷
の
村
で
も
人
々
は
困
り
果
て
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
村
の
領
主
・
武
四
郎
左
衛
門
利
忠
は
、
上
流
の
小
野
村
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
見
つ
け
、
玉
川
に
堰
を
作
る
工
事
を
始
め
ま
し
た
。 

人
々
も
よ
く
協
力
し
ま
し
た
が
、
川
の
流
れ
が
激
し
く
、
力
を
合
わ
せ
て
打
っ
た
杭
も
土
を
詰
め
た
俵
も
た
ち
ま
ち
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

困
り
果
て
た
村
人
た
ち
の
前
に
、
赤
い
馬
に
乗
っ
た
一
人
の
山
伏
が
現
れ
ま
し
た
。
山
伏
は
、「
私
は
筑
波
山
に
住
む
桂
坊
と
い
う
山
伏
だ

が
、
村
を
救
う
堰
が
で
き
ず
難
儀
し
て
い
る
み
な
の
衆
を
救
っ
て
や
ろ
う
。
大
山
寺
へ
参
詣
後
、
ま
た
こ
こ
に
戻
っ
て
く
る
」
と
い
っ
て
立
ち

去
り
ま
し
た
。 

 

は
た
し
て
翌
日
、
そ
の
山
伏
は
現
れ
ま
し
た
。
山
伏
は
「
私
が
お
前
達
の
望
ん
で
い 

る
杭
に
な
っ
て
や
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
堰
は
完
成
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の 

代
わ
り
、
今
後
こ
の
場
所
へ
は
、
杭
と
名
の
つ
く
も
の
を
決
し
て
打
っ
て
は
な
ら
な
い
」 

と
言
う
が
早
い
か
、
激
し
い
流
れ
の
中
に
身
を
躍
ら
せ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
見
え
な
く 

な
り
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
そ
れ
か
ら
一
心
不
乱
に
工
事
に
励
み
ま
し
た
。
す
る
と
ど 

う
で
し
ょ
う
、
山
伏
の
言
葉
ど
お
り
、
川
の
水
が
せ
き
止
ま
り
、
枯
れ
か
け
て
い
た
長 

谷
村
の
田
ん
ぼ
に
水
は
流
れ
込
み
、
村
は
干
ば
つ
か
ら
救
わ
れ
た
の
で
し
た
。 

 

や
が
て
、
四
郎
左
右
衛
門
は
、
こ
の
山
伏
の
霊
を
自
分
の
屋
敷
近
く
の
山
に
祀
り
、 

「
堰
大
明
神
」
と
し
て
長
谷
村
の
守
り
神
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
玉
川
の
堰
あ
と
に
は 
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山
伏
の
来
て
い
た
衣
を
埋
め
た
「
衣
塚
」
を
建
て
、
そ
の
徳
を
た
た
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

【
出
典
】 

『
あ
つ
ぎ
子
ど
も
風
土
記
』 

 14 

妻
田
の
薬
師
と
大
楠
（
睦
合
地
区
） 

 

半
原
線
の
バ
ス
停
「
妻
田
薬
師
」
で
バ
ス
を
下
り
る
と
、
す
ぐ
西
に
大
き
な
楠
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
が
妻
田
薬
師
で
す
。
正
し
く
は
、
西
隣

に
あ
る
遍
照
院
と
い
う
お
寺
の
薬
師
堂
で
す
。 

 

伝
説
に
よ
れ
ば
、
本
尊
の
薬
師
像
は
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
堂
が
い
つ
ご
ろ
建
て
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
室
町
時
代
の
末
に
は
信
仰
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
す
。 

薬
師
堂
の
あ
る
地
名
は
、
白
根
と
い
い
ま
す
。
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
良ろ

う

弁べ
ん

と
い
う
僧
が
お
堂
で
休
ん
で
い
て
夢
を
見
ま
し
た
。
東
の
方
を

見
る
と
、
庭
の
大
楠
が
灯
籠
に
な
り
、
お
堂
は
昼
の
よ
う
に
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
良
弁
が
身
を
清
め
よ
う
と
し
て
池
の
側
へ
行
く
と
、
一
夜

の
う
ち
に
蓮
の
花
が
咲
い
て
、
白
い
根
が
池
一
面
に
広
が
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
地
を
白
根
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

境
内
の
楠
は
、
県
指
定
の
天
然
記
念
物
で
、
戦
国
時
代
の
一
五
六
九
年
、
武
田
信
玄
が
小
田
原
を
攻
め
た
帰
り
道
、
夜
中
に
軍
を
進
め
る
た

め
に
こ
の
木
に
火
を
付
け
て
灯
り
と
し
た
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。                            

 
  

ま
た
、
こ
の
薬
師
に
つ
い
て
は
、
源
頼
朝
の
側
室
丹
後
の
局
が
正
室･

政
子
の
嫉
妬
に
よ
っ
て
命
を
狙
わ
れ
た
際
に
、
局
を
救
う
と
い
う
働

き
を
し
て
い
ま
す
。
局
の
薬
師
如
来
信
仰
の
賜
で
あ
る
と
い
う
伝
承
に
な
っ
て
い
ま
す
。                              

 
 

【
出
典
】 
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『
あ
つ
ぎ
子
ど
も
風
土
記
』 

『
厚
木
の
伝
承
と
地
名
』 

 

21 

依
知
神
社
の
赤
城
神
馬
（
依
知
地
区
） 

 

平
安
時
代
の
中
頃
の
こ
と
で
す
。
平
将
門
は
、
依
知
神
社
に
参
拝
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
相
模
川
が
氾
濫
し
た
あ
と
で
し
た
。
土
手
は
崩
れ
、

田
畑
は
泥
沼
と
な
り
、
村
人
は
途
方
に
暮
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

将
門
は
そ
の
様
子
を
見
る
と
、
復
興
の
手
助
け
を
し
た
い
と
考
え
、
赤
城
山
の
神
馬
を
献
上
し
ま
し
た
。
馬
の
め
ざ
ま
し
い
働
き
で
、
復
興

は
順
調
に
進
み
ま
し
た
。
喜
ん
だ
村
人
は
、
平
将
門
と
赤
城
山
の
神
馬
を
神
社
に
祀
り
、
赤
城
明
神
社
と
し
ま
し
た
。 

 

時
代
は
下
っ
て
鎌
倉
時
代
、
源
頼
朝
は
広
大
な
土
地
を
こ
の
神
社
に
寄
進
し
、
そ
の
子
・
源
頼
家
は
イ
チ
ョ
ウ
の
木
を
植
え
ま
し
た
。
現
在
、

市
指
定
天
然
記
念
物
と
な
っ
て
い
る
二
本
の
イ
チ
ョ
ウ
が
そ
れ
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
静
か
な
夜
に
、
イ
チ
ョ
ウ
の
木
が
水
を
吸
い
上

げ
る
音
が
聞
こ
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。                                            

 

【
出
典
】 

  

『
あ
つ
ぎ
子
ど
も
風
土
記
』 

  
 
 

 

『
依
知
歴
史
の
こ
み
ち
』 
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37 

か
ず
さ
ど
う
じ
ゃ
の
髪
の
毛
（
相
川
地
区
） 

 

江
戸
時
代
、
大
山
信
仰
は
関
東
を
中
心
に
庶
民
の
間
に
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。
大
山
へ
向
か
う
道
は
「
大
山
道
」
と
呼
ば
れ
、
行

き
交
う
人
や
物
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
厚
木
市
戸
田
は
大
山
道
の
宿
場
で
し
た
。 

 

あ
る
時
、
一
人
の
道
者
（
大
山
に
参
詣
す
る
人
）
が
、
戸
田
の
宿
場
に
あ
る
一
軒
の
お
茶
屋
に
入
り
ま
し
た
。
一
息
入
れ
る
と
ま
た
大
山
目

指
し
て
歩
き
始
め
ま
し
た
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
ば
っ
た
り
と
道
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

「
お
ー
い
、
大
変
だ
、.

道
者
が
倒
れ
た
ぞ
」 

近
く
の
村
人
達
が
駆
け
寄
り
、
す
ぐ
に
介
抱
し
ま
し
た
が
、
ぐ
っ
た
り
し
て
起
き
上
が
る
力
が
な
い
よ
う
で
し
た
。
や
が
て
道
者
は
、
苦
し
い

息
の
下
か
ら
「
自
分
は
上
総

か
ず
さ

（
千
葉
県
）
か
ら
来
た
者
で
、
大
山
参
詣
に
行
く
途
中
で
あ
っ
た
」
と
い
い
、
た
ち
ま
ち
息
を
引
き
取
り
ま
し
た
。 

 

村
人
た
ち
は
、
た
だ
、
か
ず
さ
の
道
者
と
い
う
だ
け
で
、
名
前
も
住
ん
で
い
る
村
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
旅
人
を
善
養
院
と

い
う
お
寺
の
隅
に
葬
る
こ
と
に
し
、
道
者
の
髪
の
毛
を
は
さ
み
で
切
り
落
と
し
、
そ
の
髪
の
毛
と
は
さ
み
を
一
つ
の
瓶
に
入
れ
る
と
手
厚
く
葬

っ
て
や
り
ま
し
た
。 

  

や
が
て
長
い
年
月
が
過
ぎ
、
こ
の
「
か
ず
さ
道
者
」
の
こ
と
が
村
人
達
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
あ
る
日
の
こ
と
、
一
人
の
旅
人

が
戸
田
の
宿
場
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
人
が
「
か
ず
さ
道
者
」
に
縁
の
人
だ
と
知
っ
て
村
人
は
驚
き
ま
し
た
。
そ
し
て
古
く
か
ら
言
い
伝

え
ら
れ
て
い
た
場
所
を
掘
っ
て
み
る
と
、
言
い
伝
え
通
り
、
髪
の
毛
と
は
さ
み
が
出
て
き
ま
し
た
。
喜
ん
だ
旅
人
は
、
こ
の
髪
の
毛
と
は
さ
み

を
ふ
る
さ
と
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

【
出
典
】 

『
ふ
る
さ
と
の
む
か
し
話 

そ
も
さ
ん
文
庫
』 
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二 

昔 

話 

 
６ 

越
中
へ
行
っ
た
大
蛇
（
小
鮎
地
区
） 

 

あ
る
年
の
夏
の
こ
と
、
富
山
の
薬
屋
が
千
頭

せ
ん
ず

部
落
（
厚
木
市
飯
山
）
を
回
っ
て
薬
を
売
っ
て
歩
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
千
頭
の
亀
井
と
い
う

小
部
落
を
訪
れ
た
時
、
家
々
を
回
っ
て
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
い
ま
し
た
。 

 

「
私
の
国
の
あ
る
家
に
見
知
ら
ぬ
女
中
が
働
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
家
で
お
茶
を
ご
ち
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の
女
中
に
生
国
を
尋
ね
て

み
ま
し
た
。
そ
の
女
中
の
話
に
よ
る
と
、《
私
は
相
模
国
の
飯
山
村
亀
井
と
い
う
部 

落
に
住
ん
で
い
た
大
蛇
で
す
が
、
昨
年
の
夏
の
小
鮎
川
の
洪
水
の
時
に
そ
の
部
落
が 

被
害
を
受
け
、
弁
天
の
祠
も
大
蛇
も
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
後
に
海
を
渡
り
、 

越
中
国
に
流
れ
着
き
ま
し
た
。
そ
の
大
蛇
の
化
身
が
私
な
の
で
す
。》」 

 

驚
い
た
薬
屋
が
、
相
模
地
方
に
行
商
中
に
こ
の
飯
山
を
訪
れ
て
尋
ね
る
と
、
は
た 

し
て
亀
井
の
地
に
今
も
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
越
中
富
山
に
も
弁
天 

様
が
祀
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

【
出
典
】  

          

『
厚
木
民
話
集 

ふ
る
さ
と
の
夢
』 

          

『
厚
木
の
伝
承
と
地
名
』 

  

飯山中千頭 亀井の弁天様 
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10 

白
狐
の
ど
く
ろ
（
荻
野
地
区
） 

 

上
荻
野
に
、
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
華
厳
山

け
ご
ん
さ
ん

松
石
寺

し
ょ
う
せ
き
じ

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
寺
に
「
白
狐
の
ど
く
ろ
」
に
ま
つ
わ
る
お
話
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

む
か
し
、
松
石
寺
に
白
陽
と
い
う
立
派
な
和
尚
様
が
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
寺
に
一
人
の
小
坊
主
が
や
っ
て
き
て
、
和
尚
様
の
弟
子
に
な

り
ま
し
た
。
小
坊
主
は
一
生
懸
命
修
行
に
励
み
ま
し
た
。
何
年
か
経
ち
、
小
僧
は
宗そ

う

達た
つ

と
い
う
名
前
を
付
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

あ
る
日
、
宗
達
は
厚
木
村
に
お
つ
か
い
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の
帰
り
道
で
一
匹
の
犬
に
吠
え
ら
れ
、
追
い
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
も
う
少
し

で
命
を
落
と
す
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

青
い
顔
を
し
て
寺
に
戻
っ
た
宗
達
は
、
白
陽
和
尚
に
打
ち
明
け
ま
し
た
。 

「
実
は
私
は
、
狐
で
す
。
和
尚
様
の
徳
を
慕
い
、
僧
と
な
っ
て
修
行
し
ま
し
た
が
、
今
日
は
犬
に
正
体
を
見
ら
れ
、
危
う
い
目
に
遭
い
ま
し
た
。

や
は
り
、
ど
ん
な
に
修
行
し
て
も
私
た
ち
獣
に
は
俗
界
を
離
れ
る
こ
と
は
無
理
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
松
石
寺
の
裏
山
に
帰
り
、

ま
た
も
と
の
狐
に
戻
り
ま
す
。
和
尚
様
の
ご
恩
は
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
と
、
裏
山
へ
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
裏
山
で
白
狐
の
亡
骸

な
き
が
ら

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
よ
く
見
る
と
手
は
し
っ
か
り
合
わ
さ
れ
、
修
行
を
許
さ
れ
た
と
き
和
尚
様
か
ら
渡
さ

れ
た
数
珠
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
白
陽
和
尚
は
、
亡
骸
を
ね
ん
ご
ろ
に
葬
っ
て
や
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
狐
の
ど
く
ろ
を
本
堂
に
お
い
て
供

養
を
続
け
ま
し
た
。
ま
た
、
童
子
の
像
を
刻
ん
で
、
在
り
し
日
の
宗
達
の
思
い
出
と
し
ま
し
た
。 

 

今
で
も
こ
の
白
狐
の
ど
く
ろ
と
童
子
の
像
は
、
松
石
寺
の
宝
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

【
出
典
】 

『
あ
つ
ぎ
の
む
か
し
む
か
し
』 

『
あ
つ
ぎ
子
ど
も
風
土
記
』 


