
柳
田
国
男
と
日
本
の
母

柳

田

国

男

と

日

本

の

母

吉

」

正

倫

柳
翁
柳
田
国
男
先
生

(
以
下
柳
翁
と
す
る
)
は
、
民
俗
学
を
創
始
し
、
朝
日
文
化
賞
に
続
き
、
文
化
勲
章

の
受
賞
者

で
あ

っ
た

こ
と
は
周
知
の
所

で
あ
る
が
、
更
に
、

昭
和

三
十
七
年

(
一
九
六
三
)
に
八
十
八
歳
で
没
せ
ら
れ
る
ま
で
研
究
を
続
け
ら
れ
、
畢
生
の
大
著
と
し
て
知
ら
れ
る

「
海
上
の
道
」

の
出
版
は
、
昭
和

三
十
六
年

(
一

九
六

一
)
と
実
に
死
の
前
年
で
あ
る
こ
と
も
驚
嘆
に
値

い
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
の
民
俗
学
を
通
し
て
柳
翁
が
日
本

の
母
に
寄
せ
ら
れ
た
期
待
と
願
望

の

一
端
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一

柳

翁
の
母

の
思
い
出
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柳

翁
が
昭
和

三
十

三
年

(
一
九
五

八
)

一
月

九
日

に
神

戸
新
聞

に
第

一
回

を
載

せ
、
九
月
十

四

日
に

二
百

回
を

以
て
終

了
し
た

「
故
郷

七
十

年
」

は
、

ま
さ

に
自
筆

の

自

叙
伝

で
あ

っ
た
。

翌
年

、
神
戸

新
聞
社

よ
り
、

同
名

の
単
行
本

と
し

て
出
版

さ
れ
た
が
、

こ
の
中

で

、
民
俗

学

に
志

ざ
す
ま

で

の
い
く

つ
か

の
ポ
イ

ン
ト
が
余

す
所

な

く
描

写
さ
れ

て
い
る

よ
う
に
思

わ
れ
る
。

序

に

「
私

は
母

の
腰
巾

着
」

と
か

「
皆

に
か

ら
か
は

れ

る
児
童

で
あ

っ
た
」
と

の
語
を
始

ま
り

に
母

の
思

い
出

を
以

て
序
文

に
代

え

て
お
ら
れ

る

の
が
そ

の
第

一
点

で

あ

る
。
そ

し
て
序

の
結
び

に
、

旧
宅

の
門

前

に
酔

狂
人

が

大

の
字

に

な

っ
て
怒
鳴

っ
て
動

こ
う
と
し

な

い
で
、

「
自
由

の
権
だ

い
」

と

い
う
文

句

を
何

遍

か
高
く

唱

え
て

い
た

こ
と
を
挙
げ

、

こ
の
語
は
今

日
ま

で
き
ら

い
で
あ

る

と
し

て
、
言
葉

の
伝
来

は
改
め

て
考

う

べ
き

問
題

で
あ
り
、

そ
れ

に
心
づ

い
た

の
も
ま

た
、

母

の
お
蔭

で
あ

る

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

(
序
文

の
み
旧

か
な

で
書

い
て
あ

る
。
)

次

に

「
私

の
家

は

日
本

一
小

さ

い
家
だ

と

い
う

こ
と
を

し
ば
し
ば

人

に
説

い
て
み

よ
う
と
す

る
が
、

じ

つ
は
、

こ
の
家

の
小
さ

さ
と

い
う

運
命

か

ら
、
私

の
民
俗

学

へ



の
志
も

源
を
発
し

た
と

い

っ
て
よ

い
L

と
述

べ
ら

れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

柳
翁

に
よ
れ
ば
、
座

敷
が
四
畳
半

、
間

に
は
唐
紙

が

あ

っ
て
隣

り

が
四
畳
半

の
納
戸
、

横

に

三
畳

ず

つ
の

二
間
が
あ

り
、
片
方

の
入

口

の
三
畳

を
玄
関

と

い
い
、

他

の

三
畳

の
台
所

を
茶

の
間

と
よ
ん

で

い
た
と

い
う
。
長

兄

鼎
が

二
十

歳

で
近

村

か
ら
嫁
を
も

ら

っ
た
が

、

「
母

が
き

つ
い
し

っ
か
り

し
た

人
だ

っ
た

か
ら
、

ま
し

て
同

じ
家

に

二
夫
婦
住

ん

で
う
ま

く
ゆ
く
わ
け

が
な

い
」

「
当
時

の
嫁
姑

の
争

い
は
姑

の
勝
ち
だ
」

や
が

て
兄
嫁

は

一
年
ば

か
り

で
実

家

に
帰

り
、
長

兄
は
、

茨
城
県

の
方

に
出
郷

し

て
医
師
と

な
る
悲
劇

を
生
ん
だ
。

つ
ま
り
柳

翁
に

よ

れ
ば

、
母

の
性
格

も
さ

る

こ
と
な

が
ら
、

=

夫

婦
住

む

の
に
は

よ
く

で
き
て

い
た
。

(
そ

の
家
は

い
ま
、

北
条

へ
ゆ
く
道

の
カ
ケ

ア
ガ
リ

と
い
う
所

に
移
さ
れ

て
い

る
が

)
し
か
し

、

二
夫

婦
が
住

め
ば

、

う
ま
く

い
く
わ
け

が
な
い
所

に
問

題
が

あ
る
L

と
し
た

こ
と

で
あ

っ
た

(
暗

に
夫
婦

生
活

の
こ
と
も
指
す
も

の
と
思

わ
れ
る
)
。

か

く

て
、

日
本

の
家

族
制
度

を
考

え

る
上
に
、

常

に
住
宅

と
し

て

の
家

屋
構

造

に
視

点

を
お

く
問

題
意
識

が
あ

っ
た

と

い
え
る
。

し
か

し
、

離
婚

や
夫

婦
喧
嘩

が
当
時
は

日
常
茶
飯
事

的

に
ど
の
家

で
も

行

わ
れ

て
お
り

、
柳
翁

の

生
家

の
家

屋
構
造

だ
け
に
問

題
が
あ

る
わ
け

で
は

な
か

っ
た

こ
と

や

そ
う
し

た
喧
嘩

の
仲
裁

に
発
揮

さ
れ
た
柳

翁

の
母
堂

の

手
腕
、
才
能

に
も

触
れ

て
お
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

冒

頭
に
も
示

し
た
通
り
、

母

の
腰
巾
着

で
あ

っ
た
柳

翁

は
幼

い
時

か
ら
何

で
も

聞
き
か

じ

っ
て
知

っ
て
い
た

と
し

て

「
夫

と
喧
嘩

を
し

て
、

私

の
母

の
所

へ
泣

い
て
訴

え

て
来

た
細

君

を
な
だ

め
た
り

、
す
か

し
た
り
し

て
、

お
終

い
に
は

笑

っ
て
帰

す

と

い
う

母
の
腕
前
は

た
い
し
た
も

の
で
あ

っ
た
」

と
述

べ
、
夫

婦
喧
嘩

の
由
来

に
も
言

及
さ

れ
る

の
で
あ

る
。

「
ま
だ
婚

姻
制
度

が
昔
風
だ

っ
た

こ
ろ
は
、

誰

で
も

夫

婦
が
会

っ
た
り

別
れ

た
り
す
る

こ
と
を
ご

く
無

造
作

に
考

え

て
い
た
ら

し

い
。
」

そ
れ

が
文
化
文

政

の
頃

か
ら

女

性
が
男
性

の
家
に
来

て
い

っ
し

ょ
に
暮

し
、
食
わ

せ

て
貰
う

と

い
う
習

慣

が
並

の
小

さ

い
家

に
も

普

及
し
、

ま
た
長

屋
と

い
う

も

の
が

始
ま

っ
て
女
房

は
自
分
ら

の
力

だ
け

で
亭
主
を

つ
か
ま

え

て
お
く

こ
と
が

で
き

な

い
と

、

長
屋

に
訴

え
、

世
論

を

バ

ッ
ク
に
し

て
自

分

の
地
位

を
保

と

う
と
し
た
。

と
述

べ
て
、
夫

婦
喧
嘩

も
社
会

の
変

り

目

の
か
な
り
著

し

い
例

で
あ
る
と

さ
れ

る
。

「
夫

婦
喧
嘩

を
仲
裁

す

る
時

の
、
私

の
母

の
も

の

の

い
い
方
、

豊
富

な
語
彙
、

態
度

は

全
く
政
治

的

で
あ

っ
た
。」

と

の
柳
翁

の
思

い
出

は

一
つ
に
は
母

を
通
じ

て
得

ら

れ
た
、
も

の
の
表
現

力
、
分
り

易

い
言

葉

に
、
終

生

意

を
用

い
ら

れ
た

民
俗

学

の
思
想

に
通
ず

る
所

で
あ
り
、
ま

た

一
つ
に
は
、
夫

婦
喧
嘩

を
通

じ
て
女
性
史

の
変
遷

に
着
目

さ
れ

て
い
る
所

で
あ
ろ
う
。

柳
田
国
男
と
日
本
の
母
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柳
田
国
男
と
日
本
の
母

更
に
、
こ
れ
を

「
も
と
は
旧
家

で
、
由
緒
あ
る
家
な
ら
ば
、
親
類
ま
で
寄
り
合

っ
て
長
い
間
か
か

っ
て
嫁
を
見
つ
け
た
。
ま
た
娘
の
た
く
さ
ん
あ
る
家
で
は
、
そ
の
う

ち
で
主
婦

に
な
れ
る
女
を
養
成

し
た
も
の
だ
。

尼
将
軍

と
な

っ
た
平
政
子
も
そ
ん
な
に
し
て
育
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」

「
喧
嘩

を
さ
せ
ず
、
家
は
繁
栄
さ
せ
る
よ

う

に
、
そ
し
て
す
べ
て
の
者
が
多
少
ず

つ
は
幸
福
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
、
細
か
い
心
づ
か
い
を
し
た
も
の
で
あ
る
」
そ
し
て
柳
翁
の
母
堂
が
セ
婦
と
し
て
す
ぐ
れ
た
方

で
あ

っ
た
こ
と
を
娩
曲
に
述

べ
て
も
お
ら
れ
る
。

以
上

「
故
郷
七
十
年
」
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
柳
翁
幼
少
時

の
母
の
影
響
を
、
後
年
、
民
俗
学
を
研
究
し
、
著
作
を
も
の
に
す
る
時

の
原
体
験
と
し
て
極
め
て

重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
幼
少
時
の
母
の
思
い
出
に
つ
な
が
る

ロ
マ
ン
だ
け
で
な
く
、
母
堂
の
生
活
を
通
し
て
柳
翁
に
与
え
ら
れ
た
数
々
の
文
化
が
柳

田
民
俗
学

の

　
つ
の
支
え
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

伝

承
者

と
し
て

の
母

ま
り

柳
翁
が
自

分

の
母

の
思

い
出

か
ら
、

日
本

の
母

へ
の
願

い
を
示

さ
れ

た
も

の
の

一
つ
に

「
母

の
手

毬

歌

」
が

あ
る
。

こ
れ
は
昭
和

二
十
年

(
一
九

四
五
)

一
月
号

の

す
て

「
週
刊
少
国

民
」

に
載

せ
ら
れ

た
も

の
で
あ
り
、

親
棄

山

、

マ

ハ
ツ
ブ

の
話
、

三
角

は
飛

ぶ
、

三
度

の
食
事

、

棒

の
歴
史

等

の

諸

篇
と

と
も
に
、

敗
戦
直

後

の
九
月

に

「
村
と
学
童
」

の
名

で
出

版
さ

れ
、
昭

和

二
十

ヒ
年

(
一
九
五

二
)

に

「
母

の
手

毬
歌
」

の
名

で
出

版

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

「
村

と
学
童
」

の
序

は
昭
和

二
十

年

七
月

の
日
付

と
な

っ
て

い
る
が
、

「
疎
開
学

童

の
読

物
が

足
ら

ぬ
と

い
う

こ
と
を

聴
い
て
、
ど
う

か
し

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
と
思

ふ

者

は
多

い
」

と
し

て
、

そ
う

し

た
願

い

の

一
環

と
し

て
、

一
冊

を
ま

と
め
る

に
当
り
、

二
点

を
挙
げ

て

お
ら

れ
る
。

(
以
下
引
用

の
序

文

は
旧
か

な

で
あ

る
。
)

「
ま
つ
第

一
に
は
始

め
て

の
土
地
に
入

っ
て
、
急

に
活

き
活

き
と

し

て
来

た
注
意
力

と
知

識
欲
と

を

出
来

る
だ
け

一
生

の
為

に
な
る
方

向

へ
動

か
す

よ
う

に
、

当
人
た

ち

に
も
考

へ
付
か

せ
る

こ
と

で
あ
る
。
今

ま
で
は
、

た
だ

言
葉

と
し

て

の
み

聴

い
て
居

た
観
察

と
か

理

解

と
か

い
ふ
も

の
を
、
又

と
得
難

い
今

度

の
機
会

に
於

て
、
十
分

に
体
得

さ
せ
た

い
と

い
う
願

ひ

を
私
は
持

っ
て
居

る
。

云

々
」

「
第

二
は
、

こ
の
本

の
読

者

を
、

専
ら

五
年

六
年

の
大

き

な
生
徒

の
中

に
求
め

よ
う

と
私

は
し

て
居

る
。

そ
れ
は
必

ず
し
も
小

さ
い
人

に
読

ま

せ
る
も

の
を
書

く

の
が

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

つ
か
し
い
か
ら
と
い
う
理
由
ば
か
り
で
無
い
。
実
際
に
又
上
級

の
学
童
、
殊
に
女

の
子
た
ち
の
中
に
、
読
物
の
敏
乏
が
甚
だ
し
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
家
に
居
る
う

ち
は
、
親
兄
姉
な
ど

の
読
ん
で
居
る
も
の
を
少
し
は
借
り
て
も
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
が
、
疎
開
の
土
地
で
は
そ
れ
が
望
ま
れ
な
い

(中
略
)
文
章

の
上
か
ら
見
て
、
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の

五
年

と

い
う

学
年

が
ち

ゃ
う
ど

一
つ
の
境

目

に
な

っ
て
居

る
。

単

に
内
容

の
複
雑

を
悦

ぶ
と

い
う

自
然

の
傾

き
が
現
は

れ

る
の
み

で
無

く
、

そ

れ
に
用

ひ
ら
れ

る
新

ら

し

い
語

句

と
表

現
法

と
に
急

に
大
き

な
興
味

を
も

つ

よ
う

に
な
る
ら

し
く
思

は
れ

る
。

(中
略

)

国

民
古
来

の
歴
史
か
ら
考

へ
て
も
、

人
が

一
人
前

の
日
本

人
と
成

る

為

に
、

是
は

最
も

重
要

な
年
齢

で
あ

っ
た
。
昔

の
言
葉

で
も

物

心
が

つ
く
と
謂

っ
て
、

一
々
傍

か
ら
斯

く
思

へ
、
斯

く
感
ず

べ
し
と
勧

め
な
く

と
も
、

独
り

で
段

々
と
観

察

し
、

又
理

解
し

て
、

そ
れ

か
ら
得

た
も

の
を
以

て

一
生

の
体
験

を
養

ひ
吃

て
る
時
期

な

の
で
あ

る
。
L

と
さ

れ
、
「
そ
れ
が
A
,
回

の
如

き
絶
大

の
機
会

に
恵

ま
れ

て
、

折

角

新
鮮

な
る
印
象

の
中

に
入
り

浸

っ
て
居
り

な
が

ら
、

た
だ
言
葉

の
供

給
が

足
り
な

い
ば

か

り

に
、
我

と
我

が
思

想
を
導

い

て
進
む

べ
き
手
段

を
歓

く
と
す

れ
ば

、
損

失

は

決

し

て
当

人
た
ち
だ

け

の
も

の
で
は

な

い
。
」

(
傍
点

筆
者

)

「
世

が
治

ま
り
国
が

益

々
栄

え

て
行

く
際

に
及

ん

で

こ
の
大

切
な

知
識

を
人
生

の
役

に
立

て
、

又
は

こ
れ
を

一
段
と

正
確

な
も

の
に
し

て
、
次

の
代

へ
伝

へ
る

の
も
諸

君

の
任

務

で
あ
る
」
と

、

引
用

が
長

く
な

っ
た

が
、
終

戦
を

間
近

に
控

え
、

敗

色
濃
厚

の
中

で
、
疎
開

学
童

の
た

め

に
と

念
願

し

て
、
始

め

て

の
土
地

に
入

っ
て

の
観
察

と

理
解

と
を

一
生

の
も

の

に
す

る

こ
と
と
、
疎

開
地

で
の
母
と

の
別
離

を
嘆
く

子
ど

も
を
激

励
し
、

親
兄
姉

の
読

ん

で
い
る
も

の
を
借

り
る

こ
と

の
出

来

ぬ
疎

開
地
と
、

自

己
体
験

の
上

で
伯
父

の
書
庫

に
入

り
浸

っ
て

い
た

こ
と

か
ら

の
思

い
や
り

を

示
し

、

五
年

生

の
年

頃
、
特

に
女

子

の
知
識

の
充
足

に
心

を
致

し
、
将

来

の
繁

栄

の
た

め
を
念
願
す

る
こ

の

一
文

は

、
戦

時
中

の
も

の
と

は
思

え
な

い
み

ず
み
ず

し
さ

を

た
た

え

て
い

る
。

こ
の
中

で
特

に
母
の
手

毬
歌

を
戦

後

の
書
名

と
し

て

選
ば

れ
た

理
由
も

分
る

よ
う

に
思
わ
れ

る
。
長

い
日
本

の
伝
統

を
占
領

政
策

の
中

で
持

ち
続

け

る
努

力
は
、

女
性

と

り

わ
け
母

に
期
待
す

る
こ
と

の
大
な

る
を
示

さ
れ

た

も

の

で
あ

ろ
う
。

は
た

女
の
子
の
正
月

の
遊
び
と
し
て
の
羽
根
、
羽
子
板
と
手
毬
。
中
で
も
手
毬
は
ゴ

ム
毬
が
普
及
す
る
ま
で
は
、
木
綿
機

の
織
糸

の
端
の
方
の
不
用
部
分
を

つ
な
い
で
、
母

や
祖
母
が
幼
児
の
た
め
に
巻
き

つ
け
て
作

っ
た
も

の
で
あ
り
、
幼
児
は
こ
の
丹
精

こ
め
て
作
ら
れ
た
毬
を
投
げ
上
げ
て
母
か
ら
学
ん
だ
手
ま
り
歌
を
う
た

っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
手
ま
り
歌
に
意
味
不
明

の
語
句
が
多

い
が

「
歌
の
言
葉
が
ち

ょ
っ
と
で
も
古
く
さ
く
な
る
と
子
供
は
だ
ん
だ
ん
歌

い
や
す
い
よ
う
に
改
作
し
て
き
た
の
か
と
思

ふ
」
と
し
て
、
柳
翁
の
母
堂

の
歌

っ
て
お
ら
れ
た
歌
を
い
く

つ
か
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。

す
て

更
に
母
の
こ
と
を
述

べ
た
も
の
に

「
親
棄
山
」

の
昔
話
が
あ
り
、
親
棄
山
と
は
け
し
か
ら
ぬ
話
と
思
う
人
も
あ
ろ
う
が
、
じ

っ
さ
い
は
人
に
孝
行
を
す
す

め
る
話
で
あ

る
と
し
て
四
種
の
昔
話
を
提
示
さ
れ
た
。
内

二
つ
は
外
国
の
話
、
二

つ
は
多
分
我
邦

の
も

の
と
し
て
、
①
六
十
才
に
な
る
と
親
を
棄
て
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
国
で
、
山

柳
田
国
男
と
日
本
の
母
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柳
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奥

へ
親
を
棄

て

に
い

っ
た
際
、

子
と
孫

が
も

っ
こ
に
の

せ

て
運
び

、
帰

る
に
当
り
捨

て
よ
う

と
し

た
も

っ
こ
を
見

て
孫

が
父

に

「
こ
れ
は
家

に
持

っ
て
帰

り
ま

し

ょ
う
。

ま

た

い
る

こ
と
が

あ
る
か
ら
」

と

い

っ
た

の
で
男
は

あ

あ
そ
う

だ
と
気
づ

い
て
老

人

を
連
れ
帰

る
中
国

の
話
。

②

は
、

老
人
を
捨

て
よ
と
厳
命

さ
れ

て

い
た
国

で
孝

行
息
子

が
ど
う
し

て
も
親

を
棄

て
ら

れ
ず
、

床

下

に
か
く
し

て

い
た
。

そ

の
う

ち
に
敵
国

か
ら
難

題
を
も

ち

か
け

ら

れ
、

こ
れ
を
解

い
た
も

の
に
ほ
う
び

を
出
す

と

い
う

こ
と

に
な
り
、
親

に
教
わ

っ
た
息

子
が

王
様

に

申
出

て
、
老

人

の
尊
と

さ
を
知

っ
た
王
が
、

棄
老

の
命
・を
取
消

し

た

と

い
う
印
度

の
話
、

わ
が
国

で
も
、

こ

の
難

題
が
種

々
と
り

か
え

て
伝

え
ら
れ

て

い
る
。

③
は
わ

が
国

の
例

で
、

男
は

心
が

や
さ
し
く

、

い

つ

つ
ま

で
も
孝
養

し

た

い
と

思
う
が
、

女
房

が
よ

く

な
い
女

で
年
寄

を
う

る
さ
が

っ
て
早
く
棄

て
よ
と
す
す

め

る
。

た

ま
り
か

ね
て
山

へ
連
れ

て

い

っ
た
が
、
余

り

に
ょ

い
月
夜

で
、
山

を
眺

め

て
い
る
と
悲

し
く

な
り
、

ま
た
連
れ
戻

し
に

い

っ
た
と
す

る
も

の
。

④

は
、

よ
く

よ
く

の
理
由

で
親

を
山

の
奥

へ
送
る

こ

と
に
な

っ
て
、

息

子
に

せ
お
わ
れ

た
母
親

が
、

道

々
左
右

の
木

の
小
枝

を
折

っ
て
ゆ
く
。

そ

の
理
由

を
息

子
が

た

し
お
り

ず

ね
た
ら
、
お

前
が
帰

っ
て

い
く

の
に
道

に
迷

わ

ぬ
よ

う
に
、

枝
折

を
し

て
お

い
て
や

る

の
だ
と
聞

き

、
親

の
慈
愛

に
感

動
し

て
連
れ
帰

っ
た
と

い
う
話

で
あ

る
。

こ
う
し

た
話
を
紹
介

し

つ

つ
柳

翁
は
、

「
昔

話
は
だ

ん
だ

ん
興
味

深
く

な
り
笑

っ
て
聴

く
も

の
が
多

く

な

っ
て
き

て

い
る
。

そ

の
わ
り

に
は
心

か
ら

こ
れ

に
感

じ

い

っ

こ
し
き

て

一
生
忘
れ
ず
に
ま
た
次
の
代
の
若
い
人
た
ち

へ
話
し
て
お
こ
う
と
す
る
よ
う
な
者
は
、
少
く
な

っ
て
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
甑
島

の
老
人
が
詠
ん
だ
歌

し
を
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
『
奥

山

に
し

お
る
栞

は
誰

の
た

め
身

を

か
き

分
け

て

生
め
る

子

の
た

め
』
を
示

し

(
傍
点
筆

者
)

「
身

を
か
き
分

け

て
」
と

い
う
歌
言

葉
は
、

母

の
口
ず

か
ら

で
な

い
と
出

て

こ
な

い
言
葉

で
あ

っ
た
。

わ
た
し

の
想
像

す

る
と

こ
ろ

で
は
、
は

じ
め

て
和
歌

を
添
え

て

こ

の
昔
話

(④

を
指
す

)
を

し
た

ひ
と
は
、
あ

る

一
人

の
母

で
あ

っ

た
。
若

い

こ
ろ

は
心

の
や

さ
し

い
娘

で
あ

っ
て
、

か

つ
て
し

み
じ
み
と

こ
の
昔

話
を

聴

い
て
、

一
生

の

間
覚

え
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
れ

を
年

と

っ
て
か
ら
娘

た
ち

に
、

ま

た
は
か
わ

い
い
孫

た
ち

に
し
て
聴

か
せ
る
時

に
、

思

わ
ず

こ
う

い
う

歌
が

心
に
浮

か
ん

で
、

そ
れ

を
山

に
棄

て
ら
れ

に
ゆ
く
老
女

の
作

の
よ
う

に
し

て
高

い
声

を
出

し

て
歌

っ
た

の
で
、

じ

っ
と
聴

い
て

い
た
若

い
女

た
ち

も

、
親

の
あ
り

が
た
さ

を
じ

ん
と
胸

に
ひ
び

か

せ

て
、

お
そ
ら
く

は
、

皆

涙

ぐ
ん
だ

こ
と
だ
ろ

う
と
思

う
。
L

と
結

ん

で
お
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

実

に
歴
史
を
支

え

て
き

た

の
は
、

日
本

の
女
性

、

と

り
わ
け
伝

承
者

と
し

て
の
母

で
あ

っ
た

こ
と

を
、

こ
の
昔

話

の
紹
介

に
も

ま
ざ

ま
ざ

と
か
ぎ

と
る

こ
と
が

で
き

る

。
都
市
化

し
、
核

家
族

の
、

老
入
問

題

の
と
新
し

い
事
態

に
直

面
し

て

い
る
現

在
、
参

考

に
す

べ
き

指
針

と
も
考

え
ら
れ

る
。
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三

新
し

い
時
代

と

日
本

の
母

柳
翁
は

「
木
綿
以
前
の
事
」
所
収

の
女
性
史
学
に
於
て
、
親
子
心
中
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
所
が
あ
る
。

こ
こ
で
女
子
教
育
に
も
言
及
さ
れ
、

■
そ
の

一
つ
は
、
男
と
同
じ
学
問
を
授
け
よ
う
と
す
る
も

の
、
今

一
つ
は
私
な
ど
の
様

に
、
ど
う
か
し
て
や
や
分
業

の
途
に
出
で

し
め
よ
う
と
す
る
も
の
L
と
し
て
、
職
業
教
育
と
し

て
女
子
の
学
問
の
種
類
を
限
定
す
る

こ
と
は
、
男
に
負
け
ま
い
と
し
て
い
る
独
立
婦
人
の
職
場

を
限
定
す

る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
家
庭
の

一
員
と
し
て
の
女
性

な
ら
ば
、
ム
マ
日
の
如
き

(
昭
和
九
年
当
時
)
就
職
難
時
代
に
女
性

の
職
場
進
出
は
、
男
女
と
も
失
業

の
お
そ
れ
あ
り
と
す
る
。

む
し
ろ
学
問
な
ど
は
、
職
業
に
な
ら
ぬ
方
が
、
進
み
も
す
れ
ば
世
の
幸
福
と
な
る
。

「
現
在
都
会
に
住
む
若

い
労
働
者
な
ど
は
、
出
来
る
こ
と
な
ら
、
職
業

の
余
暇
に
、

も

っ
と
修
養
に
な
る
学
問
を
し
た
い
と
念
じ
て
い
て
、
し
か
も
疲
れ
切

っ
て
そ
れ
が
十
分
に
出
来
ず
、
寧
ろ
不
自
由
な
田
舎
に
住
ん
で
居
る
青
年
の
、
所
謂
晴
耕
両
読

の

境
涯
を
羨

ん
で
い
る
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
」
と
今
日
の
余
暇
論
の
如
き
を
、
今
を
去
る
四
十
年
前

に
既
に
喝
破
し
て
居
ら
れ
、

「
婦
人
に
職
業
が
少
く
又
軽

い
と
い
う

こ
と
も
、

そ
れ
が
其
余
力
を
今

一
段
と
尊
と
い
も
の
に
向
け
さ
せ
る
結
果
に
な
ら

ぬ
限
り
は
、
社
会
的
に
実
は
無
意
味
で
あ
る
。」
と
女
子
教
育

の
あ
り
方
を
論
じ
た
上

「
誰
も
が
自
分
の
娘
や
妹

の
た
め
に
、
出
来
る
限
り
安
楽
な
世
に
出

て
働
く
必
要

の
な
い
様
な
境
遇
を
見

つ
け
て
や
り
た
い
と
念
じ

つ
つ
其
教
育
は
と

い
う
と
い
わ
ゆ
る

万

々

一
の
場
合

(
病
身
の
夫
、
失
業

の
夫
、
未
亡
人
と
な

っ
た
時
、
家
が
破
産
し
た
時
)
に
備
え
る
よ
う
な
教
育
ば
か
り
を
与
え
た
が
り
、
又
受
け
た
が
る
」
と
そ
の
本

質
を
衝
き
、
多
数

の
婦
人
が
閑
で
何
を
し
て
よ
い
の
か
に
迷

っ
て
い
る
と
い
う
方
が
よ
り

一
般
的
な
る
婦
人
の
恥
辱
だ
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
婦
人
参
政
権

の
問
題
は
、
今
は
少
し
く
ド
火
に
な

っ
て
い
る
が

(
昭
和
七
年

(
一
九
三
二
)
当
時
)
や
が
て
又
起
る
に
き
ま

っ
て
い
る
。」

今
日
の
婦
人
は
、
又
そ
の
教
育
方
法
は
、
果
し

て
国

の
政
治
に
参
画
し
て
、
女
で
は
な
く
て
は
出
来

ぬ
よ
う
な
社
会
奉
仕
を
な
し
得
る
だ
け
に
支
度
せ
ら
れ
て
い
る
か

ど
う
か
と
問
題
を
投
げ
か
け
ら
れ
、

「
我

々
の
今
も

つ
人
間
知
識
で
は
、
ほ
ん
の
片
端
し
か
問
題
の
綾
は
解
け
て
い
な
い
も
の
が
多

い
」
と
、
婦
人
問
題

の
解
決
に

つ
と

む

べ
き
を
求
め
て
、
親
子
心
中
を
例
に
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
母
が
此
世
を
は
か
な
ん
で
見
棄

て
て
行
く
場
合
に
、
ま
だ
東
西
も
知
ら
ぬ
幼
児
を
連
れ
ゆ
く
風
習
」

「
何
故
、
日
本
に
ば
か
り
、
特

に
斯
様
な
死
に
方
が
多
い
の
だ

ろ
う
か
」
を
尋
ね
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て

「
是
に
は

一
種
の
感
染
と

い
う
こ
と
も
無
い
と
は
言
わ
れ
ぬ
が
、
別
に
其
以
外

に
家

の
連
帯
感
、
即
ち
小
さ
な
我
家
を
除
い

て
は
孤
児
を
愛
す
る
処
も

な
く
、
ど
う
せ
親

の
不
運
は
児
も
分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
方
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
か
。
も
し
く
は
小
さ
な
者
の
生
命
と
霊
魂
が
家
に

柳
田
国
男
と
日
本
の
母
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柳
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男
と
日
本
の
母

所
属
す
る
よ
う
に
思

っ
て
い
た
以
前
の
独
立
性
否
認
が
な
お
続

い
て
い
る
か
。
但
し
は
又
人
生
の
幸
福
と
死
後
と

い
う
も

の
に
対
す
る
特
殊
な
る
信
仰
が
無
意
識
に
今
も

残

っ
て
い
る
も

の
か
。
と
に
か
く
色
々
の
古
風
な
考
え
方
が
、
新
た
な
誤
れ
る
感
情
と
交
錯
し

て
、
か
か
る
残
虐
な
る
決
意
を
導
い
た
こ
と
が
無
い
と
は
い
わ
れ
な
い
。

し
か
も
そ
れ
ら
の
心
理
現
象
の
底
に
横
た
わ
る
消
極
的
な
思
い
切
り
、
又
は
女
の
勇
気
と
い
う

べ
き
も
の
が
、
従
順
無
抵
抗
を
本
位
と
し
た
江
戸
期
以
来
の
道
徳

の
制
約

を
受
け
て
、
た

っ
た

]
つ
の

『
生
命
』
よ
り
以
外

に
、
そ
の
自
由
処
分
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
が
残
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
や
こ
う
い
う
情
な
い
進
路
を
指
示

し
た
の
で
は
な
い
か
L
と
、

勿
論
、
人
権
思
想
が
今
日
程
に
普
及
せ
ず
、
し
か
も
戦
時
に
は
国
家
に
生
命
を
捧
げ
る
の
は
当
然
と
い
う
時
代
の
記
事

で
は
あ
る
が
、
親
子
心
中
と

い
う
も
の
の
焦
点

を
子
ど
も
を
親
の
私
有
物
と
見
た
り
、
人
権
意
識

の
欠
如
な
ど
と
今
日
も
尚
、
単
純
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
い
勝
ち
で
あ
る
の
に
、
農
村
よ
り
都
市

へ
進
出
す
る
家
庭
の
増

加

に
伴
な
う
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

「
家
の
連
帯
感
」

「
社
会
的
連
帯
感

の
欠
如
。
」

「
子
ど
も
の
生
命
は
家
に
付
随
す
る
と
の
考
え
方

。」
等
々
を
列
挙
し
た
上
で
、

古

い
家
の
躾
け
方
を
挙
げ
て

「
女
子
の
勇
気
と
胆
力
と
を
、
た
だ
死
の
方
面
に
し
か
発
露
せ
し
め
な
い
よ
う
な
、
わ
け

の
わ
か
ら
ぬ
方
針
が
久
し
く
立

っ
て
い
て
」
死
ぬ

程

の
不
幸
が
家
に
起
り
、
烈
女
と
称

せ
ら
れ
る
前
代
婦
人
の
大
多
数
は
剣
に
伏
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
く
だ
り
は
洞
察

の
鋭
さ
、
女
性
に
対
す
る
理
解
と
探

究
を
実
に
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
比
島
で
遂
に
救
わ
れ
な
か

っ
た
小
野
田
元
少
尉

の
母
が
結
婚
に
際
し
、
も
し
離
婚

の
憂
目
を
見
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
ら
、

こ
れ

に
て
命
を
絶
て
と
懐
剣
を
実
家
の
母
よ
り
渡
さ
れ

て
、
そ
の
剣
を
少
尉
に
渡
す

の
に
お
国
の
お
役
に
立
て
ね
ば

こ
れ
で
死
ね
と
い

っ
た
と
語

っ
て
い
た
新
聞
の
記
事
を
思

い
起
し
た
の
で
あ
る
。

も
は
や
こ
う
し
た
考
え
方
を
基
調
に
心
中
を
選
ぶ
女
性
は
少
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
安
直
に
死
を
選
ぶ
よ
う
な
現
在

の
日
本
の
母
の
心
情
に
、
生
き
る
こ
と
の
苦
し
さ

を
絶

っ
て
、
死
ぬ
こ
と
に
安
き
を
見
出
す
人
生

へ
の
甘

え
の
構
造
も
指
摘
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
さ
に
柳
翁

の
指
摘
す
る
女

の
勇
気
の
最
も
惜
し
む

べ
き
濫

用

で
あ
ろ
う
。

同
様
に
涕
泣
史
談
に
述
べ
ら
れ
る
赤
ん
坊
を
泣
か
す
こ
と
の
可
否
も
、
新
し

い
時
代

の
育
児
論
に
対
す
る
警
鐘
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

最
近
、
赤
児
の
泣
声
が
や
か
ま
し
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
殺
す
母
親
の
増
加
が
新
聞
等
で
も
報
道
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
柳
翁
は

「
最
近
、
子
ど
も
を
泣
か

せ
ぬ
よ
う
に
す
る
の
が
、
育
児
法

の

理
想
で
あ
る
と

論
じ
た

婦
人
が
あ
る
」
と
し
て

同
感
の
意
を
示
し

つ
つ
、

「
と
こ
ろ
が
是
と
全
く
違

っ
た
考
え
の
人
も
以
前
に
確

か
に
あ

っ
た
。

『
泣
く
児
は
育

つ
』

『
泣
く
児
は
頭
堅
し
」
と
の
類
の
諺
も
古
く
は
あ

っ
た
。

(
中
略
)
小
児
の
泣
く
と
い
う
こ
と
、
制
せ
ず
に
泣
か
す
が
よ
し
。
其
児
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成
長
し

て
後

、
物

い
い
伸
び

ら
か

に
な

る
も

の
也

と
。

(
中
略

)

泣

く

と

い
う

こ
と

に
対

し

て
も

『
泣

い
た

っ
て
わ
か
ら

ぬ
』
、

ま

た
は

『
泣

か
ず

に
わ

け
を

い

っ
て
ご

ら

ん
』
な
ど

と

よ
く
言

う
が
、

そ
う

言

っ
た
か
ら

と

て
左
様

な

ら
ば

、

と
早

速
に
言
葉

の
表

現

に
か

え
ら

れ
る
も

の
で
も

な

い
。
も

し
も

言
葉

を
以

て
十
分

に
望
む

所
を

う
ち

述

べ
、
感
ず
る
所
を
言

い
現
わ
し
得
る
も
の
な
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
誰
だ

っ
て
其
方
法
に
依
り
た
い
の
で
、
そ
れ
で
は
精
確
に
心
の
裡
を
映
し
出
せ
ぬ
故
に
、
泣
く
と
い
う

方
式
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
言
葉
を
以
て
す
る
表
現
技
術

の
進
歩
と
反
比
例
に
、
こ
の
第

二
式
の
表
現
方
法
が
退
却
す
る
こ
と
は
、
赤
ん
坊
か
ら
子
供
、
子
供

か
ら
青
年

へ
と
段
々
泣
か
な
く
な

っ
て
行
く
の
が
よ
い
証
拠
で
あ
る
。
誰
だ

っ
て
自
由
に
思

っ
た
こ
と
が
言
え
る
な
ら
ば
、
物
好
き
に
泣
い
て
見
る
者
な
ど
は
あ
ろ
う
は

ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
L

こ
れ
な
ど
は
ま
こ
と
に
日
本
的
心
情
の
よ
り
所
を
示
し
た
も

の
で
あ
り
、
中
根
千
枝
氏
に
ょ
れ
ば

「
ア
メ
リ
ヵ
の
精
神
分
析
学
者

コ
ー
デ
ィ
ー
ル
氏
は
ア
メ
リ
カ
あ
る

い
は
日
本
の
社
会
特
有

の
人
間
関
係

の
基
本
を
体
得
す
る
の
は
三
歳
半
位
で
あ
る
と

い
う
。
そ
の
例
と
し

て
、
ア
メ
リ
カ
の
母
は
別
室
に
赤
ち

ゃ
ん
を
置
い
て
お
く
場
合

が
多
く
、
赤
ち

ゃ
ん
が
声
を
出
す
と
母
親
は
速
か
に
反
応
し
て
行
動
を
と
る
。
そ
の
代
り
赤
ち

ゃ
ん
に
よ
る
サ
イ
ン
が
な
い
限
り
、
と
く
に
干
渉
し
な

い
。
日
本
の
母
親

は
サ
イ
ン
が
な
い
の
に
さ
わ

っ
て
み
た
り
、
愛
撫
し
た
り
す
る
」

と

い
う
こ
と
を

挙
げ
、

ア
メ
リ
カ
で
は
こ
と
ば
と
か

声
を
あ
げ
ぬ
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き

ぬ
。
し
か
し
日
本
で
は
、
声
を
出
し
て
も
必
ず
し
も
効
果
が
な
い
と
い
う

こ
と
を
知

っ
て
以
心
伝
心
の
期
待
感
が
高
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
居
ら
れ
る
。
(
親
と
子
所
収
)

赤
ん
坊
を
泣
か
さ
な
い
で
育

て
よ
う
と
し
た

の
は
、

一
つ
の
家
屋
に
二
夫
婦
が
住
む
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
子
ど
も

の
泣
き
方
に
ひ
そ
む

民
族
文
化
の
問
題
や
親
子
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
変
化
を
与
え
た
も
の
は
何
か
等
を
し
み
じ
み
と
考
え
さ
せ
る
事
ど
も
で
あ
る
。

か
く
て
、
日
本

の
母
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
昭
和
十
八
年

(
一
九
四
三
)
柳
翁
は
浅
野
晃
、
橋
浦
泰
雄
両
氏
と
の
対
談

(
柳
田
国
男
対
談
集
、
民
間
伝
承
に

つ
い
て
所

収
)
に
都
市
と
農
村

に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

特
に
、
若
者

の
ふ
し
だ
ら
な
生
活
ぶ
り
は
、
田
舎
に
行

っ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
う
青
年
が
変
な
生
活
を
や

っ
て
い
る
。
今
後
農
村
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
の
問

い
か
け
に
対
し
て
、
柳
翁
は

「
ど
う
も

こ
の
際
、
急
激
に
沢
山
の
青
年
を
出
し
た
村
は
、
や
は
り
変

っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
も

っ
と
渕
れ
ば
、
紡
績
工
業
が
盛

に
な

っ
た
結
果
非
常
に
変

っ
た
。
女
が
じ

っ
と
し
て
い
る
所
は
変
ら
な
い
。
男
は
動
い
て
い
て
も
も
ど

っ
て
も
く
る
し
、
全
体

の
組
織
を
変
え
な
い
ん
で
す
。
で
す

か
ら

可
哀
想
だ
け
れ
ど
も
、
女
を
な
る
だ
け
出
さ
な
い
よ
う
な
方
法
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
す
ね
」
云
々
と
答

え
て
お
ら
れ
る
。

女
を
動
か
さ
な

い
、
村
か
ら
出
さ
な
い
。
現
実
に
は
柳
翁
の

一
連

の
言
と
は
異
な
る
所
で
あ
る
が
、

伝
承
を
堅
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
と
い
う
但
書
の
い
る
所
で
あ
ろ

柳
田
国
男
と
日
本
の
母
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柳
田
国
男
と
日
本
の
母

う
。
女
が
動
け
ば
伝
承
は
自
ら
変

っ
て
く

る
、
風
習
に
変
化
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
柳
翁

の
最
も
ふ
れ
た
か

っ
た
所
で
は
な
か
ろ
う
か
。

自
ら
母
堂
の
影
響
を
受
け
、
日
本
の
母
の
伝
承
の
す
ば
ら
し
さ
を
汲
み
と
る
と
と
も
に
目
立
た
な
い
下
づ
み
の
暮
し
を
し
て
き
た
日
本

の
母
、

日
本
の
女
性

へ
の
限
り

な
い
い
と
お
し
み
を
示
し
て
、
伝
承
を
正
し
く
守

っ
て
き
た
も

の
は
誰
か
。

日
本
民
族
の
文
化
を
継
承
し
て
き
た
も

の
は
誰
か
を
改
め
て
問
い
か
け
る
柳
翁

の
日
本
の
母

親

に
対
す
る
考
え
方

の

一
端
を
そ
の
著
書

の

一
部
よ
り
眺
め
て
み
た
。

(
追

っ
て
参
考
文
献
は
、
そ
の
都
度
、
括
弧
に
提
示
し
た
。
)
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