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田
原
の
隠
れ
た「
伝
説
」と「
物
語
」

　
日
常
で
は
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る

ま
ち
に
は
、少
し
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
、

実
は
小
さ
な
「
伝
説
」
や
「
物
語
」
が
隠

さ
れ
た
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
か
つ
て
田
原
の
町
の
中
心
で

あ
っ
た
田
原
城
付
近
か
ら
、
徒
歩
15
分
程

度
で
見
て
回
れ
る
範
囲
に
存
在
す
る
、
三

つ
の
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら

の
場
所
に
は
歴
史
的
な
出
来
事
と
強
く
結

び
付
い
た
、
田
原
の
人
々
が
語
り
継
い
で

き
た
言
い
伝
え
が
存
在
し
ま
す
。

　
一
つ
目
の
ス
ポ
ッ
ト
は「
ひ
い
ち
い
け
」

で
す
。
田
原
町
北
番
場
に
あ
る
神
明
社
の

前
に
こ
の
池
の
跡
は
存
在
し
ま
す
。
こ
の

池
の
字
は
今
は
「
燧
池
」
と
い
う
字
が
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
緋
血
池
」
と
い

う
文
字
が
本
来
で
す
。
こ
の
付
近
は
、
大

勢
力
を
誇
っ
て
い
た
今
川
義
元
と
田
原
の

戸
田
堯た
か
み
つ光
の
間
で
行
わ
れ
た
田
原
城
の
攻

防
戦
（
１
５
４
７
年
）
の
際
に
主
戦
場
と

な
り
、
池

の
水
が
血

で
染
ま
っ

た
そ
う
で

す
。
そ
こ

か
ら
緋
色

の
血
の
池

「
緋
血
池
」

と
名
が
付

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
二
つ
目
の
ス
ポ
ッ
ト
は
田
原
町
三
軒
家

に
あ
る
「
藤
原
正ま

さ
ざ
ね真
の
墓
」
で
す
。
こ
の

「
藤
原
正
真
」
と
い
う
人
物
は
、
徳
川
家

随
一
の
豪
傑
で
あ
っ
た
本
多
忠
勝
が
愛
用

し
た
「
蜻と
ん
ぼ
き
り

蛉
切
」
と
い
う
名
槍
を
鍛
え
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の「
蜻
蛉
切
」は
、

穂
先
に
触
れ
た
と
ん
ぼ
が
両
断
さ
れ
る
ほ

ど
鋭
く
、
天
下
三
名
槍
の
一
つ
に
挙
げ
ら

れ
る
ほ
ど

の
傑
作
で

す
。

　
し
か
し
、

正
真
の
来

歴
に
は
不

明
な
点
が

多
く
、
さ

ら
に
、
確

実
に
彼
が

作
っ
た
と
い
え
る
作
品
を
今
で
は
見
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
さ
に「
謎
の
名
工
」

と
い
う
べ
き
人
物
で
す
。

　

三
つ
目
は
田
原
町
犬
塚
に
あ
る
「
犬

塚
」
で
す
。
字
名
と
さ
れ
る
ほ
ど
重
視
さ

れ
た
「
塚
」
な
の
で
、
現
地
に
行
け
ば
す

ぐ
見
つ
か
る
と
高
を
く
く
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
そ
こ
で
、
付
近
の
方
々
に
聞
き
取
り
を

し
、「
犬
塚
」
の
所
在
に
つ
い
て
詳
し
く

知
っ
て
い
る
方
の
協
力
を
得
て
、
つ
い
に

「
塚
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
の
方
も
何
十
年
も
こ
の
「
塚
」
に

は
近
付
か
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
、
塚
は

深
い
や
ぶ
に
囲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
塚
自

体
は
岩
を
三
つ
並
べ
た
素
朴
な
も
の
で

す
。

　
こ
の「
犬

塚
」
は
徳

川
秀
忠
が

田
原
で
狩

り
を
行
っ

た
際
に
、

死
ん
だ
犬

を
弔
っ
た

場
所
と
さ

れ
て
お
り
、

か
つ
て
の
田
原
は
野
生
動
物
が
多
く
生
息

し
、
将
軍
が
来
訪
す
る
ほ
ど
の
絶
好
の
狩

り
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
の
ば
せ
る
も
の

で
す
。

　
こ
れ
ら
の
小
さ
な
「
伝
説
」
や
「
物
語
」

は
、
市
内
に
住
ん
で
い
る
人
に
も
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
辛
う
じ
て
物
語

の
「
依よ

り
代し
ろ
」
と
な
る
塚
や
墓
が
存
在
す

る
こ
と
で
、
現
代
ま
で
語
り
継
が
れ
て
き

ま
し
た
。
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ら
の
「
依
り
代
」
が
物
理
的
に
壊
さ
れ
た

り
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ら
の

物
語
は
消
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　
皆
さ
ん
も
先
人
が
語
り
継
い
で
き
た
地

域
の
「
伝
説
」
や
「
物
語
」
を
忘
れ
な
い

た
め
に
も
、
身
近
な
「
依
り
代
」
を
探
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
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◦ひいちいけ

◦犬塚の岩の一つ

◦藤原正真の墓
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