
大
切
な
の
は
人
の
心

★
様
々
な
伝
説

　

代
表
的
な
伝
説
を
二
つ
あ
げ
て
み
ま
す
。

①
天
上
界
の
「
イ
ザ
ナ
ギ
」
と
「
イ
ザ
ナ
ミ
」
の

夫
婦
神
が
日
本
列
島
を
作
る
た
め
に
、
大
地
に

天
沼
矛
を
突
き
刺
し
、
か
き
混
ぜ
た
。
こ
の
天

沼
矛
が
天
逆
鉾
で
あ
る
と
い
う
説
。（
引
き
抜

い
た
矛
の
先
か
ら
滴
り
落
ち
た
も
の
が
日
本

列
島
の
一
部
に
な
っ
た
。
）

②
高
千
穂
峰
に
天
孫
降
臨
し
た
神
「
ニ
ニ
ギ
」

が
持
っ
て
い
た
鉾
が
天
逆
鉾
で
あ
り
、
国
家

平
定
の
た
め
に
使
わ
れ
た
後
、
二
度
と
振
る

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
の
願
い
を
こ

め
て
鉾
を
高
千
穂
峰
に
突
き
立
て
た
と
い
う

説
。

他
に
も
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
真
相
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

★
い
つ
ご
ろ
か
ら
あ
っ
た
？

　

文
献
の
中
で
最
初
に
天
逆
鉾
が
登
場
す
る
の

は
江
戸
時
代
で
す
。
１
６
７
５
年
に
橘
三
喜
と

い
う
人
の
旅
行
記
の
中
で
出
て
き
ま
す
。
つ
ま

り
、
今
か
ら
３
０
０
年
前
に
は
す
で
に
存
在
し

て
い
た
の
で
す
。

★
誰
が
作
っ
た
？

　

様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
一
説
に
は
、
信

仰
深
い
山
伏
の
一
人
が
置
い
た
と
い
わ
れ
、
ま

た
一
説
に
は
薩
摩
の
島
津
義
久
が
勢
力
拡
大
の

一
環
と
し
て
伝
承
に
沿
っ
た
逆
鉾
を
鍛
冶
屋
に

作
ら
せ
立
て
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に

し
ろ
真
相
は
闇
の
中
で
す
。

★
柄
だ
け
だ
っ
た
!?

　

霧
島
の
度
々
の
噴
火
に
よ
り
鋒
先
が
折
れ
て

し
ま
い
、
柄
だ
け
の
時
代
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
木
下
逸
雲
の
記
録
で

も
確
認
で
き
ま
す
。
（
龍
馬
が
登
っ
た
時
に

は
、
す
で
に
柄
だ
け
で
し
た
。
）
鉾
先
は
都
城

市
吉
之
元
町
の
荒
武
神
社
の
御
神
体
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
戦
後
の
混
乱
の
中

で
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
現
在

の
鉾
先
は
後
付
け
の
も
の
で
あ
り
。
い
つ
誰
が

付
け
た
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

参
考
文
献　

大
學
康
宏
「
歴
史
の
散
歩
道
」

★
坂
本
龍
馬
と
天
逆
鉾

　

１
８
６
６
年
、
あ
の
坂
本
龍
馬
は
新
婚
旅

行
で
妻
の
お
龍
と
霧
島
を
訪
れ
、
高
千
穂
峰

に
登
り
、
二
人
で
天
逆
鉾
を
引
き
抜
い
た
と

の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
（
龍
馬
は
高
原

町
に
来
た
ん
で
す
ね
。
）
こ
の
こ
と
は
姉
、

乙
女
に
宛
て
た
書
簡
に
て
確
認
で
き
ま
す
。

逆
鉾
に
あ
る
天
狗
の
よ
う
な
顔
を
見
て
二
人

で
大
笑
い
し
た
そ
う
で
す
。
龍
馬
は
逆
鉾
を

気
に
入
っ
た
の
か
、
書
簡
に
は
詳
細
に
描
か

れ
た
逆
鉾
の
イ
ラ
ス
ト
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
天
逆
鉾
は
「
日
本
三

奇
」
と
し
て
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
ま
し
た
。

（※

逆
鉾
に
触
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
）

 
 

　

天
逆
鉾

高
千
穂
峰
の
山
頂
に
突
き
立
て
ら
れ
た
謎
多
き
伝
説
の
鉾

あ　

ま　

の　

さ　

か　

ほ　

こ

　

天
逆
鉾
は
当
神
社
の
社
宝
で
あ
り
、
月
に

一
度
は
高
千
穂
峰
に
登
り
、
天
逆
鉾
を
礼
拝

し
ま
す
。
現
在
は
、
史
跡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
修

験
道
の
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
は
山
伏
達
が
修

行
の
一
環
と
し
て
礼
拝
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
麓
の
人
々
は
雨
の
少
な
い
時
期
に
な
る

と
逆
鉾
の
前
で
雨
乞
い
の
祭
り
を
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
今
で
は
、
登
山
客
も
安
全
を
祈

願
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
時
代
や
人
に
よ
っ

て
天
逆
鉾
へ
対
す
る
思
い
は
違
い
ま
す
が
、

感
謝
し
、
崇
拝
す
る
気
持
ち
は
同
じ
で
す
。

大
切
な
の
は
、
天
逆
鉾
へ
対
す
る
人
の
心
な

の
で
す
。

石
の
天
逆
鉾

 

そ
の
昔
、
一
人
の
大
男
が
高
千
穂
峰
か
ら
天

逆
鉾
を
担
ぎ
、
麓
の
祓
川
ま
で
降
り
て
き
た

事
件
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
祓
川
の
人
々
は

男
を
問
い
詰
め
、
な
ん
と
か
逆
鉾
を
取
り
戻

し
ま
し
た
が
、
突
如
、
そ
の
男
が
行
方
不
明

に
な
り
ま
し
た
。
人
々
は
逆
鉾
が
自
ら
の
意

思
で
降
り
て
き
た
と
思
い
、
逆
鉾
は
山
頂
に

返
し
ま
し
た
が
、
石
で
複
製
の
逆
鉾
を
作
り
、

そ
れ
を
し
ば
ら
く
祓
川
で
お
祀
り
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
現
在
、
こ
の
石
の
天
逆
鉾
は
霧

島
東
神
社
の
境
内
に
ひ
っ
そ
り
と
鎮
座
し
て

お
り
、
当
時
の
麓
の
人
々
の
篤
い
信
仰
心
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
ニ
セ
モ
ノ

　

１
７
８
１
年
ご
ろ
、
鹿
児
島
の
池
田
正
右

衛
門
が
寄
進
と
し
て
逆
鉾
を
作
り
、
天
逆
鉾

の
側
に
建
て
た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
建
て
た
人
や
池
田
家
に
災
い
が
続

き
、
刀
で
位
牌
を
斬
る
な
ど
の
乱
行
が
起
こ

り
、
つ
い
に
は
正
右
衛
門
本
人
も
亡
く
な
っ

た
そ
う
で
す
。

　

占
い
に
逆
鉾
の
祟
り
に
よ
る
も
の
と
出
た

た
め
、
家
人
が
急
い
で
偽
の
逆
鉾
を
取
り
除

い
た
と
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
偽

の
逆
鉾
は
現
在
の
高
千
穂
河
原
近
く
の
護
摩

堂
に
祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
明
治
に

入
る
と
そ
の
消
息
は
途
絶
え
ま
す
。
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こ
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う
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