
 

能
「
山
姥
」
で
は
仏
教
的
な
詞
章
も
多
く
出
て
き
ま
す
が
、
上
路
に
行
っ
て
み
る
と
、
深
山
幽
谷
に
住
む
恐
ろ
し
い
鬼
女
と
い
う

よ
り
は
、
人
と
山
（
山
姥
）
の
近
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
山
の
厳
し
い
自
然
の
な
か
で
、
秋
の
一
日
を
長
閑
な
山
里
に
遊
び
に
き
た
山

姥
の
姿
が
心
に
浮
か
び
ま
し
た
。
そ
ん
な
懐
の
深
い
舞
台
を
演
じ
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お
忙
し
い
中
、
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
是
非
、
金
剛
能
楽
堂
に
お
運
び
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。 

 

能
「
山
姥
」
は
、
都
で
評
判
の
「
百
魔
山
姥
」
と
い
う
名
の
遊
女
が
、
善
光
寺
参
り
の
途
中
、
越
中
越
後
の
親
不
知
子
不
知
の
難

所
を
避
け
て
、
上
路
（
あ
げ
ろ
）
の
山
路
を
と
り
ま
す
。
そ
の
山
中
で
本
物
の
山
姥
に
出
会
う
、
と
い
う
物
語
で
す
。 

 

謹
啓 

  

先
日
、
上
路
を
見
る
た
め
に
、
新
潟
へ
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
親
不
知
子
不
知
の
岸
壁
は
、
想
像
し
て
い
た
以
上
に
険
し
く
切
り

立
ち
、
延
々
と
続
く
も
の
で
、
昔
日
の
旅
人
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
ま
し
た
。 

親
不
知
子
不
知 

ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン
ト
で
、
上
路
に
詳
し
い
運
転
手
さ
ん
を
、
と
タ
ク
シ
ー
を
頼
ん
で
出
か
け
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
現
地
で
は
親
切
な

土
地
の
方
に
め
ぐ
り
会
い
、
上
路
に
伝
わ
る
祭
り
の
様
子
や
、「
山
姥
さ
ん
」
が
村
人
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
り
、
子
ど
も
と
遊
ぶ
な
ど

の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
夜
に
は
上
路
の
山
々
の
中
空
に
、
驚
く
ほ
ど
大
き
な
月
が
晧
晧
と
峰
々
を

照
ら
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。 

「
山
姥
」
を
歩
く 

第
三
回
鑑
賞
会
で
は
、
大
曲
「
山
姥
」
を
舞
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。
今
回
は
小
書
「
白
頭
」
で
す
の
で
、
後
シ
テ
の
姥
鬘
（
う
ば
か
つ

ら
）
が
白
頭
の
扮
装
に
替
わ
り
ま
す
。
年
長
け
た
老
婆
の
形
よ
り
一
歩
、
山
の
霊
気
を
強
く
出
し
た
演
出
で
す
。 

ご
高
覧
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

平
素
は
廣
田
鑑
賞
会
に
格
別
の
お
引
き
立
て
を
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

秋
涼
の
候
、
時
下
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
段
、
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

謹
白 

廣 

田 

幸 

稔 

平
成
十
六
年 

文
月
吉
日 

   

上路の山並み 

“ようこそ山姥の里・上路へ” 

山姥神社にて 

 4／9・10／9は山姥さんのお祭 

 案内していただいて上原氏と 

山姥の日向ぼっこ岩 


