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伊
豆
諸
島
に
今
も
伝
わ
る

1
月
の
怪
異
譚

年
中
行
事

め
た
た
め
︑
亡
く
な
っ
た
悪
代
官
の

亡
霊
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
言
い
伝

え
も
あ
り
ま
す
︒

　
物
語
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
︑
大
島

の
日
忌
様
と
新
島
な
ど
の
海
難
法
師

は
怨
霊
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
点

は
共
通
し
て
い
ま
す
︒
御
蔵
島
の
忌

の
日
の
明
神
も
︑
赤
い
衣
を
ま
と
い

鉄
下
駄
の
怖
い
形
相
の
明
神
様
と
さ

れ
︑
畏
怖
の
対
象
と
い
え
ま
す
︒
一

方
︑
神
津
島
の
二
十
五
日
様
は
︑
島

に
訪
れ
る
神
様
を
ご
案
内
す
る
神
事

の
よ
う
な
風
習
で
す
︒

言
い
伝
え
の
あ
ら
ま
し

　
大
島
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
︑
む

か
し
泉
津
村
と
い
う
と
こ
ろ
で
過
酷

な
年
貢
の
取
り
立
て
に
き
た
悪
代
官

の
一
行
を
︑
村
の
若
者
た
ち
が
1
月

24
日
に
皆
殺
し
に
し
て
し
ま
い
ま
し

た
︒
若
者
た
ち
は
丸
木
舟
で
逃
げ
た

も
の
の
島
々
で
上
陸
を
拒
ま
れ
遭
難

し
た
た
め
︑
亡
霊
と
な
っ
て
島
に
や

っ
て
く
る
と
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
︒

ほ
か
に
も
︑
若
者
た
ち
が
悪
代
官
を

乗
せ
た
船
の
船
底
の
栓
を
抜
い
て
沈

　
神
津
島
の
二
十
五
日
様
の
場
合
は
︑
旧
暦

1
月
23
日
か
ら
26
日
の
4
日
間
が
風
習
の
期

間
と
さ
れ
ま
す
︒
最
初
の
23
日
は
﹁
三
夜
待

ち
﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
宴
会

を
催
し
︑
二
十
五
日
様
の
期
間
に
備
え
ま
す
︒

24
日
と
25
日
は
二
十
五
日
様
が
島
に
訪
れ
る

伊
豆
諸
島
に
は
︑
新
暦
ま
た
は
旧
暦
1
月
24
日
前
後
の
数
日

間
︑
夜
間
の
外
出
を
控
え
て
家
で
静
か
に
過
ご
す
風
習
が
残
っ

て
い
ま
す
︒
島
に
よ
っ
て
風
習
の
呼
び
名
や
習
慣
が
少
し
ず

つ
異
な
り
︑
大
島
の
場
合
は
日ひ

忌い
み

様さ
ま

︑
利
島
︑
新
島
︑
式
根
島
︑

三
宅
島
の
場
合
は
海か

ん

難な
ん

法ほ
う

師し

︑
神
津
島
の
場
合
は
二に

十じ
ゅ
う

五ご

日に
ち

様さ
ま

︑
御
蔵
島
の
場
合
は
忌き

の
日ひ

の
明み

ょ
う

神じ
ん

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
︒

神
津
島
・
御
蔵
島
の
場
合

神津島の二十五日様で
は、「いぼじり」とよば
れる厄除けを用意しま
す。竹の先に藁を巻き、
その先端を燻します。

各島での呼び方

大島 日
ひ

忌
いみ

様
さま

利島

海
かん

難
なん

法
ほう

師
し新島

式根島

三宅島

神津島 二
に

十
じゅう

五
ご

日
にち

様
さま

御蔵島 忌
き

の日
ひ

の明
みょう

神
じん
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大
島
の
日
忌
様
の
場
合
は
︑
遭
難
し
た
若

者
た
ち
の
霊
が
毎
年
1
月
24
日
の
晩
に
波は

治じ

加か

麻ま

神
社
に
帰
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
︑
24
日

の
晩
は
神
棚
に
25
個
の
餅
と
海
か
ら
拾
っ
て

き
た
小
石
︑
ト
ベ
ラ
や
ノ
ビ
ル︵
※
︶
を
お
供

え
し
ま
す
︒
ま
た
︑
戸
口
に
も
魔
除
け
の
た

め
に
ト
ベ
ラ
や
ノ
ビ
ル
を
差
し
︑
当
日
の
夜

は
一
切
外
出
せ
ず
︑
海
を
見
ず
静
粛
に
過
ご

し
ま
す
︒

　
新
島
も
1
月
24
日
の
夕
方
に
な
る
と
︑
早

目
に
家
の
雨
戸
を
閉
め
︑
入
り
口
近
く
の
隙

間
や
節
穴
に
ト
ベ
ラ
の
小
枝
を
差
し
ま
す
︒

夜
更
け
に
な
る
と
海
難
法
師
が
通
る
︑
も
し

も
出
会
え
ば
凶
事
が
起
き
る
と
恐
れ
ら
れ
︑

外
に
出
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
︑
翌
朝
ま
で
家

中
で
慎
ん
で
一
夜
を
明
か
し
ま
す
︒
24
日
は

﹁
親
黙
り
﹂
と
呼
ぶ
の
に
対
し
︑
翌
日
の
25
日

は
﹁
子
黙
り
﹂
と
呼
ば
れ
︑
子
ど
も
が
特
に

静
粛
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
と
し
て
伝

わ
っ
て
い
ま
す
︒

日
と
さ
れ
︑
仕
事
は
全
て
休
み
ま
す
︒
ま
た

日
中
に
海
や
山
畑
に
行
く
と
祟
り
が
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
夜
間
の
外

出
も
凶
事
が
起
こ
る
と
恐
れ
ら
れ
て
お
り
︑

日
没
前
か
ら
各
家
庭
で
は
雨
戸
を
固
く
閉
ざ

し
︑
明
か
り
を
消
し
て
静
か
に
就
寝
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
最
後
の
26
日
は
﹁
子
黙

り
﹂
と
呼
ば
れ
︑
子
ど
も
達
は
前
日
︑
前
々

日
に
引
き
続
き
早
く
就
寝
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
御
蔵
島
の
忌
の
日
の
明

神
の
場
合
は
明
神
様
が
島
に
上
陸
す
る
の
が

1
月
20
日
と
︑
ほ
か
の
島
よ
り
も
少
し
早
い

で
す
︒
明
神
様
は
上
陸
す
る
と
日
ご
と
に

集
落
に
近
づ
き
︑
つ
い
に
24
日
の
夜
に
里
に

至
る
と
︑
集
落
を
徘
徊
す
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
︒
こ
の
日
は
﹁
忌
の
日
﹂
と
さ
れ
︑
各
家

庭
で
は
︑
夕
食
に
油
で
揚
げ
た
餅
を
食
べ
ま

す
︒
明
神
様
に
出
会
わ
ぬ
よ
う
︑
夜
の
12
時

以
降
は
家
に
こ
も
り
ま
す
︒

　
明
神
様
は
25
日
の
早
朝
に
大
根
ケ
浜
か
ら

船
で
神
津
島
へ
向
か
う
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
︑

船
を
見
る
と
目
が
潰
れ
る
の
で
こ
の
日
は
海

を
見
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

大
島
・
新
島
の
場
合

神
社
の
鳥
居
や
本
殿
な
ど
に
も
い
ぼ

じ
り
を
飾
り
ま
す
︒︵
神
津
島
︶

玄
関
の
左
右
に
長
短
ま
た
は
短
い

も
の
を
2
本
ず
つ
配
置
︒︵
神
津
島
︶
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