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馬子と山姥

（東伯郡三朝町大谷）

イラスト・福本隆男

53

語
り
手

山
口
忠
光
さ
ん

（
明
治

年
生
ま
れ
）

昭
和

年
８
月

日
収
録

昔
、
馬
子
が
正
月
の
鰤ぶ

り

を

買
っ
て
馬
に
負
わ
し
て
も
ど

り
よ
っ
た
ら
山
姥

や

ま

ん

ば

が
出
て

「
馬
子
、
鰤
を
１
本
ご
せ
に

ゃ
あ
、
わ
れ
を
取
っ
て
か
ん

だ
る
」
て
っ
て
。

１
匹
や
っ
た
ら
、
ぼ
り
ぼ

り
か
ん
で
「
ま
あ
１
本
ご
せ

に
ゃ
あ
、
か
ん
だ
る
ぞ
」
。

み
な
鰤
を
や
っ
て
し
ま
っ

て
、
「
馬
の
足
を
１
本
ご
せ

え
」
「
馬
ほ
だ
ぁ
こ
ら
え
て

ご
せ
」
っ
た
ら
「
こ
ら
え
た

る
わ
い
。
腹
が
太
い
」
で
、

い
ん
で
し
ま
っ
た
っ
て
。

馬
子
は
腹
が
立
っ
て
か
な

わ
ん
。
ど
こ
へ
逃
げ
る
か
見

た
る
と
思
っ
て
、
そ
れ
か
ら

後
を
つ
け
て
行
っ
た
ら
山
姥

の
家
へ
も
ど
っ
て
き
て
「
鰤

を
食
っ
た
ら
う
ま
か
っ
た
け

ど
腹
が
太
い
。
口
直
し
を
せ

に
ゃ
い
け
ん
。
餅
を
焼
い
て

食
っ
た
ろ
う
か
い
」
。

餅
を
囲い

炉ろ

裏り

へ
焼
い
て
、

こ
て
こ
て
し
よ
っ
た
。
そ
の

間
に
馬
子
は
ア
マ
ダ
（
草
葺ふ

き
屋
の
２
階
に
し
た
物
置
部

屋
）
へ
上
が
っ
て
、
長
い
棒

を
と
ぎ
ら
か
い
て
、
山
姥
が

逃
げ
た
留
守
へ
餅
を
穴
か
ら

棒
を
突
き
刺
い
て
取
っ
て
し

ま
う
。
「
神
さ
ん
が
取
り
な

は
っ
た
か
も
知
ら
ん
。
も
う

い
っ
ぺ
ん
焼
か
か
い
」
っ
て

今
度
ぁ
半
分
ほ
ど
取
っ
と
っ

た
ら
、も
ど
っ
て
き
て
、や
、

そ
の
半
分
の
餅
を
食
っ
て
、

「
腹
が
太
い
、
ど
こ
へ
寝
よ

う
か
な
あ
」
っ
て
。
「
釜
へ

寝
」っ
て
馬
子
が
言
う
と
「
神

さ
ん
が
釜
へ
寝
っ
て
言
い
な

は
る
け
え
、釜
へ
寝
よ
か
い
」

言
っ
て
、
そ
い
か
ら
釜
へ
行

っ
て
ぐ
ー
ぐ
ー
寝
だ
い
た
げ

な
。「

あ
あ
、
し
め
た
」
と
思

っ
て
、
そ
れ
か
ら
馬
子
が
ア

マ
ダ
か
ら
下
り
て
、
釜
に
蓋ふ

た

ぁ
し
て
、
そ
こ
ら
周
り
に
あ

る
石
を
み
ん
な
乗
し
て
、
そ

い
か
ら
そ
の
方
に
行
っ
て
枝

ぁ
求
め
て
き
て
、
そ
い
か
ら

枝
を
ぺ
ち
ん
ぺ
ち
ん
折
っ

て
、
そ
の
火
を
焚た

く
や
あ
に

ぺ
ち
ん
ぺ
ち
ん
い
い
よ
っ

た
。
「
あ
あ
、
ぺ
ち
ぺ
ち
鳥

が
う
ー
た
う
け
え
、
や
ん
が

て
夜
が
明
け
よ
ぞ
」
言
い
て
。

ぐ
ー
ぐ
ー
し
よ
っ
た
ら
火

が
燃
え
出
い
て
、
ど
う
ど
う

ど
う
ど
う
い
い
出
い
た
。「
ど

う
ど
う
鳥
が
う
た
う
け
え
、

や
ん
が
て
夜
が
明
き
ょ
う

ぞ
」
言
い
よ
っ
た
ら
熱
う
な

っ
て
き
て
、「
熱
い
、
熱
い
、

熱
い
、
熱
い
。
こ
ら
ど
う
い

う
こ
っ
た
。
ま
あ
、熱
い
わ
、

熱
い
わ
」
言
っ
て
。
「
熱
い

は
当
た
り
前
だ
、
お
ど
れ
が
。

鰤
を
く
ら
っ
た
り
何
だ
い
す

る
け
え
、
お
れ
は
馬
子
だ
。

か
た
き
討
ち
だ
、覚
え
と
れ
」

ち
っ
て
。

「
こ
ら
え
て
ご
し
ぇ
、
鰤

は
も
ど
す
け
え
」
「
ど
が
し

て
も
ど
す
だ
い
。
も
ど
い
て

も
ら
わ
い
で
も
え
え
け
え
、

お
の
れ
焼
き
殺
い
た
る
」「
こ

な
馬
子
、
こ
ら
え
て
ご
し
ぇ

や
、
こ
ら
え
て
ご
し
ぇ
」
言

っ
た
け
ど
、
と
う
と
う
山
姥

は
焼
き
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
で

悪
い
こ
と
は
し
ら
れ
ん
だ
あ

ぞ
。
分
か
っ
た
の
う
。

昔
こ
っ
ぽ
り
。

関
敬
吾『
日
本
昔
話
大
成
』

で
は
本
格
昔
話
の「
逃
竄
譚
」

の
中
に
「
牛
方
山
姥
」
と
し

て
分
類
さ
れ
て
い
る
話
が
こ

れ
で
あ
る
。
山
陰
各
地
で
も

多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

地
方
に
よ
っ
て
荷
物
を
運
ぶ

動
物
が
牛
で
あ
る
場
合
も
多

く
、
こ
の
話
型
名
に
な
っ
た

よ
う
だ
が
、
山
陰
で
は
多
く

は
牛
で
は
な
く
馬
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
元
鳥
取
短
期
大
学
教
授
）

（
水
曜
日
に
掲
載
）


