
 

● 

狭
山
の
原
風
景
と
伝
説 

 

狭
山
・
入
間
・
飯
能
・
日
高
に
残
る
「
入

間
伝
説
」
が
あ
る
。
…
む
か
し
む
か
し
、
お

天
道
様
が
二
つ
出
た
。
驚
い
た
村
人
は
弓
の

名
人
に
弓
で
射
て
も
ら
っ
た
。
す
る
と
二
つ

目
の
太
陽
は
三
本
足
の
カ
ラ
ス
だ
っ
た
。
こ

の
伝
説
か
ら
、
矢
お
ろ
し
毘
沙
門
天
・
征
矢

（
そ
や
）
神
社
・
矢
久
（
や
き
ゅ
う
）
橋
な

ど
の
地
名
が
残
っ
た
。
こ
れ
が
、「
入
間
＝
射

留
魔
（
い
る
ま
）」
の
伝
説
だ
。 

大
泉
学
園
に
あ
る
東
映
動
画
に
勤
め
て
い

た
関
係
で
、
職
場
結
婚
の
奥
様
と
探
し
た
の

が
、
今
の
狭
山
市
水
野
の
自
宅
だ
っ
た
。
四

十
五
年
前
に
狭
山
市
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た

頃
に
は
ま
わ
り
は
雑
木
林
ば
か
り
、
近
く
の

家
は
五
軒
ほ
ど
だ
っ
た
。
雑
木
林
を
歩
き
回

り
、
お
地
蔵
様
を
探
し
、
古
老
に
話
を
聞
い

た
。
歴
史
の
話
よ
り
も,

生
活
や
民
話
の
話
を

興
味
深
く
、
面
白
く
聞
い
た
。 

 

●
「
ま
ん
が
日
本
む
か
し
話
」
の
舞
台 

 

狭
山
に
引
っ
越
し
て
き
た
当
時
は
、
民
話

や
伝
承
を
調
べ
に
狭
山
の
図
書
館
に
行
っ

た
。
入
間
川
町
史
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
教

え
て
も
ら
っ
た
伝
説
も
「
影
隠
し
地
蔵
」
の

み
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
調
べ
て
作
っ
た
の
が

後
の
狭
山
市
史
・
民
俗
編
に
つ
な
が
っ
て
い

っ
た
。 

狭
山
市
の
人
が
昔
の
話
を
聞
く
座
談
会
を

人 

開
い
て
く
れ
た
。「
昔
話
」
に
つ
い
て
聞
く
と
歴
史

の
話
と
考
え
る
よ
う
だ
が
、そ
れ
よ
り
は
世
間
話
、

狐
の
話
、
伝
説
の
話
の
方
が
面
白
い
。 

「
ま
ん
が
日
本
む
か
し 

話
」
の
初
め
て
の
物
語 

「
鬼
子
母
神
様
」
は
自 

分
で
探
し
て
作
っ
た
作 

品
だ
。
こ
れ
は
完
成
ま 

で
に
一
年
の
月
日
が
か 

か
っ
た
。 

高
度
経
済
成
長
の
中
、 

毎
週
放
映
の
テ
レ
ビ
番
組
な
の
に
、
よ
く
待
っ
て

く
れ
た
も
の
だ
と
思
う
。
ま
だ
の
ど
か
な
時
代
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

上
広
瀬
の
信
立
寺
に
伝
わ
る
「
子
育
て
の
鬼
子

母
神
様
」
の
む
か
し
話
も
取
材
し
た
。
市
の
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
さ
や
ま
の
絵
本
」
に
詳
し
く
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
二
十
七
本

中
三
本
は
狭
山
の
む
か
し
話
だ
。「
鬼
子
母
神
様
」、

「
大
六
天
」、「
諏
訪
神
社
の
竜
神
様
」
だ
。 

 

● 

残
し
て
お
き
た
い
狭
山
の
風
景 

 

今
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
狭
山
地
区
に
埋
も

れ
て
い
る
伝
統
文
化
や
風
景
な
ど
の
価
値
を
掘
り

起
こ
す
こ
と
だ
。
私
た
ち
の
周
囲
に
残
っ
て
い
る

自
然
や
街
、
民
話
や
伝
承
を
多
く
拾
い
、
こ
れ
か

ら
も
伝
え
て
い
き
た
い
。 

わ
ら
べ
歌
、
伝
承
遊
び
、
伝
説
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
。
入
曽
は
「
入
（
い
）
る
磯
（
い
そ
）」
か
ら
来

た
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま 

だ
、
狭
山
が
海
の
近
く
だ 

っ
た
原
始
の
頃
が
あ
り
、 

貝
塚
も
残
っ
て
い
る
。 

不
老
川
に
は
数
多
く
の 

む
か
し
話
が
語
ら
れ
て
い 

る
。
そ
の
中
で
も
有
名
な 

の
が
「
豆
ま
き
の
晩
に 

不
老
川
の
橋
の
下
で
一
晩
過
ご
す
と
歳
を
取
ら
な

い
」
と
い
う
「
と
し
と
ら
ず
伝
説
」
だ
。
古
老
に

こ
の
話
を
聞
い
た
時
、「
ふ
ろ
う
が
わ
」
と
言
っ
た

ら
、「
よ
そ
か
ら
来
た
人
は
み
ん
な
そ
う
言
う
が
、

そ
れ
は
『
と
し
と
ら
ず
』
と
読
む
ん
だ
」
と
言
わ

れ
た
。 

地
元
の
人
も
知
ら
な
い
こ
と
も
、
一
緒
に
な
っ

て
再
発
見
し
て
い
き
た
い
。
私
の
童
絵
と
狭
山
の

人
の
写
真
で
同
時
展
を
や
り
「
さ
や
ま
を
第
二
の

故
郷
に
」
と
思
い
、
こ
れ
か
ら
も
日
本
の
故
郷
の

原
風
景
を
追
い
求
め
て
い
き
た
い
。 
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