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第 12 回

『信連と山岳宗教に親和性』
　「町史編さんだより」の 12 回目は、長谷部信連と山岳信仰の関係性についてお送り

します。

～狐の恩やヤッティ伝承～
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町史編 だん よさ り

日野町史編さん室（ TEL ７２－０３４１）

　

昭
和
45
年
出
版
の
『
日
野
町

誌
』
で
伝
説
の
章
を
開
く
と
、

「
下
榎
の
摩
利
支
天
」「
板
井
原

の
ヤ
ッ
テ
イ
さ
ん
」
の
話
が
載
っ

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
狐
そ
っ

く
り
の
想
像
的
動
物
を
〝
神
の

使
い
〟
ヤ
ッ
テ
イ
サ
ン
（
ま
た

は
ヤ
ッ
テ
ン
サ
ン
）
と
呼
び
、

そ
れ
ら
し
き
鳴
き
声
が
響
け
ば

大
火
災
な
ど
不
幸
の
前
兆
だ
と

解
釈
す
る
言
い
伝
え
が
一
時
期

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
没
後
に
祟
り
神
と
し

て
恐
れ
ら
れ
た
菅
原
道
真
を
ま

つ
る
天
神
様
が
今
で
は
「
学
問

の
神
様
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

下
榎
２
区
の
摩
利
支
天
神
社
も

特
に
戦
時
中
は
戦
勝
の
神
と
し

て
近
郷
か
ら
広
く
信
仰
を
集
め

た
と
聞
き
ま
す
。「
禍
わ
ざ
わ
いを
転
じ
て

福
と
為
す
」
と
い
う
の
は
東
洋

の
伝
統
的
な
思
想
な
の
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
の
ヤ
ッ
テ
イ
サ
ン
は
県
境

を
越
え
た
岡
山
県
真
庭
市
落
合

町
上
河
内
に
細
々
と
残
っ
て
い

ま
す
。
昨
年
12
月
12
日
に
現
地

の
熊
野
神
社
で
「
お
斎
い
つ
き

祭
り
」

が
あ
り
、
承
応
３
（
１
６
５
４
）

年
に
奉
納
さ
れ
た
銅
板
レ
リ
ー

フ
の
絵
馬
と
木
像
を
公
開
。
境

内
末
社
・
斎
神
社
の
オ
ツ
カ
イ

シ
メ
（
遣
わ
し
め
）
が
ヤ
ッ
テ

イ
サ
ン
で
あ
り
、
兎
の
よ
う
に

長
い
耳
が
垂
れ
、
裂
け
た
口
と

尾
は
狼
の
よ
う
で
、
四
肢
は
す

ら
り
と
長
い
姿
に
描
か
れ
て
い

ま
し
た
。

　

お
斎
祭
り
は
「
当
屋
祭
り
」
と

も
称
し
、
荘
園
時
代
か
ら
の
名

み
ょ
う
で
ん田

を
所
有
す
る
資
格
者
（
名
主
）
が

公
領
分
、
地
下
分
そ
れ
ぞ
れ
持
ち

回
り
で
、
自
分
の
家
に
ま
つ
っ
て

い
た
お
斎
様
の
小
さ
な
祠
ほ
こ
ら
を
次
年

の
当
屋
に
渡
し
ま
す
。

　

美
作
国
だ
っ
た
岡
山
県
北

部
に
は
同
様
の
素
朴
な
民
俗

が
追お

い
つ
き付
神
社
、
伊い

つ

き

都
岐
神
社

の
字
を
あ
て
て
点
在
す
る
一

方
、
倉
敷
市
に
あ
る
日
本
第
一

大
霊
験
根
本
熊
野
神
社
で
は

「
八は

っ
ぴ
ら
ぐ
う

尾
羅
宮
」
と
い
う
社
殿
に
八

つ
の
尾
を
持
つ
白
い
霊
狐
が
鎮

座
。
児
島
が
島
だ
っ
た
こ
ろ
か

ら
の
聖
地
で
、
役

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
の
冤
罪

事
件
を
機
に
弟
子
ら
が
紀
州
本

宮
を
疎
開
さ
せ
て
修
験
道
の
拠

点
と
な
り
ま
し
た
。

　

実
は
「
下
榎
の
摩
利
支
天
」

の
逸
話
は
平
家
打
倒
を
叫
ぶ

以
仁
王
の
乱
（
治
承
４
年
＝

１
１
８
０
）
に
絡
ん
で
日
野
郡

に
流
刑
と
な
っ
た
長
谷
部
信
連

が
、
金
持
付
近
か
ら
移
住
す
る

寿
永
年
間
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

山
伏
（
修
験
者
）
に

身
を
や
つ
し
た
平
家

の
落
武
者
が
下
榎
の

表
家
に
滞
在
中
、
ト

ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て

殺
害
さ
れ
、
所
持
品

に
摩
利
支
天
像
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
祟

り
を
案
じ
て
ま
つ
っ

た
と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
興
味
深
い
の

は
信
連
が
日
野
で
飢
え
死
に
寸

前
、
現
れ
た
狐
に
新
葬
式
の
供

え
物
が
あ
る
場
所
ま
で
導
か
れ

て
命
拾
い
す
る
顛
末
が
能
登
穴

水
の
『
長
谷
部
信
連
記
』
な
ど

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
後

裔
の
長
氏
一
族
は
遺
訓
を
守
っ

て
屋
敷
神
と
し
て
稲
荷
社
を
ま

つ
り
（
下
榎
の
長
谷
部
館
跡
に

も
存
在
）、
正
月
元
日
の
装
束
、

食
膳
に
往
時
を
再
現
し
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
太
田
亮
著
『
姓
氏

家
系
大
辞
典
』
は
鉄
山
や
冶
金

を
生
業
と
し
た
と
み
ら
れ
る
伯

耆
の
豪
族
・
金
持
氏
を
「
長
氏

の
族
な
り
」
と
し
て
お
り
、
信

連
ら
長
氏
と
も
ど
も
山
岳
宗
教

の
修
験
道
な
ど
と
の
親
和
性
が

見
て
取
れ
ま
す
。

×　

×　

×

　

宗
教
史
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
、

山
岳
信
仰
に
基
づ
い
て
成
立
し

た
社
寺
は
美
作
地
方
に
密
集
し
、

霊
峰
大
山
の
方
角
は
「
奥
」
と

し
て
神
聖
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
家
敗
走
と
と
も
に
山
陽
路
へ

進
出
し
た
と
み
ら
れ
る
信
連
一

統
の
再
起
は
、
平
安
末
期
の
こ

う
し
た
宗
教
、
社
会
環
境
と
無

縁
で
は
な
く
、
さ
ら
に
探
究
し

て
い
く
考
え
で
す
。

（
頼
田
直
真
＝
歴
史
・
民
俗
・
文

化
小
委
員
長
）

美み
ま
さ
か作
国
で
今
も
お
祭
り

信
連
記
が
物
語
る
神
霊
伝
説

▲木像のヤッテイサン（祠の下）も
公開されたお斎祭り＝真庭市落合町
上河内の熊野神社

▲八尾羅宮の割札守に描かれた八つ
の尾を持つ霊狐＝倉敷市の熊野神社
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本
は
い
ろ
い
ろ
読
み
ま
す

が
、
初
め
に
日
々
の
仕
事
や
生

き
る
知
恵
が
身
に
つ
く
先
人
の

書
か
ら
。
自
分
を
高
め
る
た
め

の
啓
発
本
は
書
店
に
山
積
み
で

す
が
、
私
は
こ
の
カ
ー
ネ
ギ
ー

の
2
冊
で
す
。

　
「
人
を
動
か
す
」
は
、
ど
う

す
れ
ば
良
好
な
間
柄
を
築
け
る

か
、
人
間
関
係
の
極
意
が
語
ら

れ
ま
す
。
自
分
は
有
用
な
存
在

で
あ
り
た
い
と
誰
も
が
望
ん
で

い
ま
す
。
だ
か
ら
相
手
の
間
違

い
を
す
ぐ
に
指
摘
し
た
り
否
定

す
る
こ
と
は
避
け
、
常
に
相
手

の
立
場
に
立
つ
こ
と
。
相
手
を

尊
重
し
ま
ず
は
褒
め
る
こ
と
が

成
功
へ
の
第
一
歩
と
説
き
ま

す
。
営
業
マ
ン
か
ら
興
行
主
、

大
統
領
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
例
に
、
相
手
に
同
意

さ
せ
る
方
法
、
相
手
の
考
え
を

変
え
る
方
法
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

本
書
の
通
り
す
ぐ
に
は
う
ま

く
い
か
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
自
分
の
行
動
を
見
直
し
実

践
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
こ
の

本
は
た
め
に
な
り
ま
す
よ
。

　
「
道
は
開
け
る
」
は
、
仕
事
や

人
間
関
係
で
心
の
不
安
や
悩
み

を
克
服
す
る
た
め
の
処
方
せ
ん

が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
不
安

や
悩
み
の
大
半
は
、
変
え
ら
れ

な
い
現
実
を
無
理
に
変
え
よ
う

と
あ
が
く
こ
と
で
永
遠
に
増
殖

す
る
。
自
分
で
変
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
冷
静
に
受
け
入
れ
、
自

分
が
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
に
は
チ
ャ
ン
ス
を
見
つ
け
よ

う
と
説
き
ま
す
。
そ
う
、
人
事

や
上
司
に
自
然
現
象
な
ど
も
、

自
分
が
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
も
仕
方
が
な

い
の
で
す
か
ら
。
今
で
き
る
こ

と
だ
け
を
考
え
集
中
す
る
こ
と

が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

初
め
て
組
織
を
動
か
す
立
場

に
な
り
何
か
と
悩
ん
で
い
た
こ

ろ
に
こ
の
2
冊
に
出
会
い
ま
し

た
。
そ
の
後
も
壁
に
当
た
っ
た

時
な
ど
に
読
み
返
し
て
い
ま

す
。
半
世
紀
以
上
も
読
み
継
が

れ
る
名
著
は
、
最
近
新
訳
が
出

版
さ
れ
ず
い
ぶ
ん
読
み
や
す
く

な
り
ま
し
た
。
常
に
座
右
に
置

き
た
い
書
で
す
。

　

次
は
、
純
粋
に
楽
し
め
る
と

い
う
意
味
で
伊
坂
幸
太
郎
で

す
。
登
場
人
物
は
愛
す
べ
き

キ
ャ
ラ
で
文
章
は
テ
ン
ポ
よ
く

読
ん
で
い
て
実
に
心
地
い
い
。

　
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ス
ラ
ン
バ
ー
」

は
、
息
つ
く
暇
の
な
い
展
開
に

ど
ん
で
ん
返
し
、
絶
妙
な
伏
線

で
一
気
に
読
ま
せ
ま
す
。
首
相

暗
殺
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た

主
人
公
は
友
人
た
ち
の
助
け
を

借
り
て
巨
大
な
陰
謀
か
ら
逃
げ

る
、
逃
げ
る
。
久
々
に
戻
っ
た

町
で
元
恋
人
と
す
れ
違
い
…
ラ

ス
ト
に
は
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ

れ
ま
し
た
。

　
「
ア
イ
ネ
ク
ラ
イ
ネ
ナ
ハ
ト

ム
ジ
ー
ク
」
は
、
登
場
人
物
が

次
々
に
絡
み
合
う
短
編
集
で

す
。
伊
坂
作
品
に
は
殺
し
屋
、

泥
棒
、
死
神
が
よ
く
登
場
し
ま

す
が
、
こ
れ
は
ご
く
普
通
の
男

女
の
恋
路
ス
ト
ー
リ
ー
。
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
読
後
感
で
生
き
て

い
る
喜
び
を
感
じ
る
と
い
う
と

大
げ
さ
で
す
が
、
何
か
い
い
こ

と
が
あ
り
そ
う
と
い
う
気
に
な

り
ま
す
。
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【日野町図書館  おすすめの 1 冊コーナー】

読んでみならんかな～
特別編

副町長　山口　秀樹『私の本棚から』

▲『人を動かす』
D・カーネギー  著  ／
東条健一  訳  ／
新潮社

▼『道は開ける』
D・カーネギー  著  ／
東条健一  訳  ／
新潮社

人
を
動
か
す
立
場
に
な
っ
て

出
会
っ
た
2
冊
。

常
に
座
右
に
置
き
た
い
書
に

▲『ゴールデン
スランバー』

伊坂幸太郎  著  ／
新潮社

▼『アイネクライネ
ナハトムジーク』

伊坂幸太郎  著  ／  
幻冬舎

伏
線
が
散
り
ば
め
ら
れ
た

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
。

純
粋
に
楽
し
め
る
伊
坂
作
品

日野町に来て3年になります。地域
のために日々奮闘中です。役場で
の出来事などをフェイスブックやツ
イッターで発信しています。よろし
ければご覧ください。また、皆さん
の所へ出かけていきますので、いろ
いろとお話を聞かせてください。

副町長からのメッセージ


