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常
友
日
南
山
の
三
叉
路
の
そ
ば
に
、馬
が
う
ず
く

ま
っ
た
よ
う
な
岩
が
あ
り
ま
す
。言
い
伝
え
に
よ
る

と
昔
、満
月
の
夜
に
な
る
と
そ
の
岩
の
あ
た
り
か
ら

パ
カ
ポ
コ
と
音
が
し
て
白
馬
が
一
頭
真
っ
直
ぐ
南
に

向
か
っ
て
走
り
、近
く
の
神
社
の
あ
た
り
で
消
え
た

そ
う
で
す
。神
社
に
は
4
坪
ほ
ど
の
土
盛
り
の
祠
が

あ
り
ま
し
た
。こ
の
土
盛
り
は
い
く
ら
掘
っ
て
も
石
こ

ろ
ば
か
り
。そ
の
か
わ
り
、近
く
の
田
畑
か
ら
は
石
こ

ろ
ひ
と
つ
出
て
こ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。昔
、囚

人
が
手
か
せ
足
か
せ
で
徳
田
の
郷
田
を
開
拓
さ
せ
ら

れ
、過
酷
な
労
働
に
耐
え
き
れ
ず
多
く
の
人
が
亡
く

な
っ
た
そ
う
で
す
。そ
う
し
た
囚
人
の
血
と
涙
の
こ

も
っ
た
石
の
捨
て
場
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。白
馬
は
囚

人
た
ち
の
無
念
が
形
に
な
っ
て
現
れ
た
も
の
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

勝
田
日
南
の
峠
を
通
る
古
い
道
の
傍
ら
に
大
き
な
石

が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
峠
を
通
る
と
石
が
女
に
化
け
て

悪
さ
を
し
た
そ
う
で
す
。昔
、女
の
こ
と
で
い
さ
か
い
の

あ
っ
た
二
人
の
若
い
男
の
一
方
が
、あ
る
夜
こ
こ
で
待
ち

伏
せ
を
し
て
、相
手
の
男
を
切
り
つ
け
ま
し
た
。不
意
を

突
か
れ
た
男
は
石
を
枕
に
し
て
恨
み
な
が
ら
命
を
落
と

し
た
そ
う
で
す
。そ
れ
を
知
っ
た
女
も
近
く
の
樹
で
後
を

追
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。こ
の
辺
り
は
そ
の
後
何
度
か

道
路
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
石
を
動
か
そ
う

と
い
う
人
は
誰
一
人
い
ま
せ
ん
で
し
た
。現
在
こ
の
石

は
、八
千
代
の
丘
美
術
館
の
上
り
口
に
あ
り
ま
す
。

若
き
男
女
の
恨
み
が
残
る

「
お
化
け
岩
」

大
土
川
と
押
谷
川
が
合

流
す
る
す
ぐ
そ
ば
に
深
い
淵

「
ド
ウ
ド
ウ
淵
」が
あ
り
ま

す
。こ
こ
に
は
、大
好
き
な
許

嫁
が
い
な
が
ら
、代
官
に
結

婚
を
迫
ら
れ
て
淵
に
身
を
投

げ
た
と
い
う
娘
の
悲
し
い
話

が
残
っ
て
い
ま
す
。里
の
人

の
言
い
伝
え
で
は
、毎
晩
淵

か
ら
女
の
人
の
泣
く
声
が
聞

こ
え
た
そ
う
で
す
。あ
る
晩
、

淵
か
ら「
バ
ッ
サ
バ
ッ
サ
」と

水
の
音
が
す
る
の
で
の
ぞ
い

て
み
た
ら
、大
き
な
蛇
が
ウ

ロ
コ
を
青
光
り
さ
せ
て
、淵

の
中
を
の
た
う
ち
回
っ
て
い
ま
し
た
。悲
し
く
て
悲
し
く
て
、

と
う
と
う
蛇
に
な
っ
て
苦
し
ん
で
い
た
娘
の
姿
だ
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
ド
ウ
ド
ウ
淵
を
蛇
淵
と
も
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ドウドウ淵のおはなし

灯
籠
山
の
ふ
も
と
に
、近
く
の
お
寺
の
お
坊

さ
ん
が
仏
像
を
放
り
込
ん
だ
祟
り
で
底
な
し

池
に
な
っ
た
と
い
う「
仏
放
り
池
」が
あ
り
ま

す
。現
在
は
実
用
価
値
が
な
く
利
用
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。こ
の
池
が
最
初
に
掘
ら
れ
た
年
代
、

目
的
は
不
明
で
す
が
、お
坊
さ
ん
は
隠
れ
キ
リ

シ
タ
ン
の
宣
教
師
で
、仏
像
は
仏
教
信
者
に
な

り
す
ま
し
て
人
々
を
欺
く
た
め
の
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

祟
り
で

底
な
し
に
な
っ
た
池

法
恩
地
と
井
才
田
の

境
に
、勇
山
と
呼
ば
れ
る

小
山
が
あ
り
ま
す
。昔
か
ら

こ
の
山
に
は「
お
さ
ん
狐
」と

称
さ
れ
る
狐
が
い
る
と
さ
れ
、

人
々
に
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。今

で
も
こ
の
小
山
を
三
回
廻
っ
て
コ
ン

コ
ン
と
呼
べ
ば
、そ
の
狐
が
出
て
く
る
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

おさん狐の伝説

昔
、「
鬼
の
木
戸
」と
言
わ
れ
る
、高
さ
2
ｍ

幅
1
ｍ
ほ
ど
の
岩
穴
が
あ
り
ま
し
た
。こ
こ
に

は
大
き
な
青
鬼
が
住
ん
で
い
て
、旅
僧
が
通
る

と
捕
ま
え
て
岩
穴
に
連
れ
込
み
、岩
戸
を
閉
め

て
何
日
も
密
閉
し
食
べ
物
を
与
え
ず
病
人
の

よ
う
に
し
て
放
り
出
し
た
そ
う
で
す
。現
在
、

鬼
の
木
戸
の
一
部
と
思
わ
れ
る
岩
が
土
師
ダ

ム
管
理
事
務
所
の
下
の
崖
に
立
っ
て
い
ま
す
。

大
部
分
は
風
化
し
て
読
め
ま
せ
ん
が
、最
後
の

行
に「
元
和
八
年
八
月
」（
1
6
2
0
年
代
）と

判
別
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

恐ろしい鬼の住処

参考資料：
吉田町の伝説昔ばなし

参考資料：
ふるさとめぐり
伝説を訪ねて

参考資料：甲田の昔話　とんかちり

日本には昔からその地域で
まことしやかにささやかれる言い伝えがあります。
いつ生まれたのかも分からない、誰が言い始めたのかも分からない、
そんなお話がここ安芸高田市にもたくさん存在しているのです。
今回はその一部をご紹介。
ちょっぴりミステリアスな世界へといざないます。

満月の夜に現れる白馬
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