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・・
春
岡
村
に
伝
わ
る
物
語
二
・
・ 

 

春
岡
村
は
明
治
二
十
五
年
、
深
作
村
、
丸
ヶ
崎
村
、
小
深
作
村
、
宮
ヶ

谷
塔
村
の
四
つ
の
村
が
一
緒
に
な
っ
て
で
き
ま
し
た
。
今
回
は
春
岡
の
郷

土
史
を
書
い
た
銭
場
佐
一
郎
さ
ん
が
む
じ
な
に
化
か
さ
れ
た
お
話
で
す
。 

 ●
む
じ
な
の
話 

わ
が
村
に
は
昔
か
ら
む
じ
な
は
沢
山
棲
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

筆
者
が
幼
少
の
頃
、
小
学
校
（
春
岡
小
学
校
）
の
校
舎
は
殊
の
外
こ
わ

れ
、
裏
の
戸
棚
は
い
つ
も
あ
き
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
。 

当
時
、
裏
の
山
林
に
は
む
じ
な
が
い
て
、
夜
廊
下
に
上
が
っ
て
寝
て
い
た

こ
と
が
あ
る
。
宿
直
の
先
生
が
朝
起
き
て
何
気
な
く
廊
下
に
出
て
み
る

と
、
小
狗
（こ
い
ぬ
）
が
い
る
の
で
追
い
出
そ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
が
む
じ
な

だ
っ
た
と
は
よ
く
聞
い
た
話
で
あ
る
。 

 

筆
者
が
学
生
時
代
、
大
学
で
剣
道
の
寒
稽
古
を
終
え
て
帰
る
途
中
、
当

時
は
よ
い
道
が
な
か
っ
た
の
で
い
つ
も
小
深
作
の
神
明
社
の
側
を
通
っ
て

見
沼
用
水
の
土
堤
に
出
て
帰
っ
た
の
だ
が
、
小
山
慶
次
さ
ん
の
前
に
は
竹

藪
が
あ
っ
て
そ
の
中
に
墓
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
へ
五
十
位
灯
火
が
つ
い
た
こ

と
が
あ
る
。
筆
者
が
瓦
の
破
片
を
拾
っ
て
投
げ
込
む
と
一
度
に
パ
ッ
と
消

え
て
し
ま
う
。
こ
ん
な
こ
と
が
二
度
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
小
沢
清
治
さ
ん
も

同
じ
状
態
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。 

 

筆
者
は
ま
た
、
稲
荷
台
の
仮
橋
で
、
水
も
な
い
の
に
身
投
げ
を
す
る
の

を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
波
紋
は
描
い
て
い
る
が
一
向
に
浮
か
び
上

が
ら
な
い
。
古
老
の
言
に
よ
る
と
灯
を
つ
け
る
こ
と
と
身
投
げ
は
む
じ
な

の
得
意
の
芸
で
あ
る
と
。 

 

こ
の
話
は
、
大
正
八
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
、
実
際
に
あ
っ
た
話

で
あ
る
。 

  

む
じ
な…

ア
ナ
グ
マ
。
歳
を
取
る
と
人
を
化
か
せ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
。
諺
に
「同
じ
穴
の
む
じ
な
」 

                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

出
典
・銭
場
佐
一
郎
『思
い
出
の
春
岡
』（図
書
館
蔵
） 

明
治
三
十
四
年
深
作
生
ま
れ
。
教
職
の
後
、
村
の
助
役
、
村
会
議
員
を
歴
任
。

学
生
時
代
に
春
岡
村
の
郷
土
史
を
編
む
こ
と
を
志
し
昭
和
四
十
三
年
に
完

成
。 

 

春 岡 村 の 伝 説 


