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昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

0607

な
民
族
の
昔
話
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
主
人
公
の
身

の
安
全
で
す
。
そ
し
て
富
の
獲
得
。
第
三
に
結
婚

で
す
。
そ
れ
ら
が
結
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。生

の
声
の
魅
力

　

耳
で
聞
か
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
か
ら
私
た
ち

が
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
第
二
は
、
語
っ
て
く
れ
る

大
人
の
ご
く
近
く
に
い
た
幼
い
聞
き
手
は
、
安
心

感
を
も
ち
、
そ
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う

実
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

語
っ
て
く
れ
る
大
人
の
生
の
声
に
も
支
え
ら
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
体
温
が
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
近
く

に
い
る
こ
と
と
、
生
の
声
の
魅
力
が
大
切
な
の
で

す
。
近
頃
は
テ
レ
ビ
が
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
あ
り
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
耳

に
機
械
を
通
し
た
声
で
物
語
が
届
け
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
で
し
ょ
う
が
、
本
当
に
大
切
な
の
は
人
間

の
生
の
声
で
す
。
親
を
は
じ
め
自
分
の
身
の
回
り

に
い
る
、
大
人
の
生
の
声
が
子
ど
も
の
成
長
を
支

え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

昔
話
も
、
ぜ
ひ
生
の
声
で
聞
か
せ
て
や
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
が
お
話
を
読
ん

で
み
ん
な
で
聞
く
の
も
い
い
で
し
ょ
う
し
、
先
生

が
読
ん
で
み
ん
な
で
聞
く
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

昔
の
学
校
で
は
、
雨
で
体
育
が
で
き
な
い
と
、
先

生
が
お
話
を
読
ん
で
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
子
ど
も
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
し
た
。

　

子
ど
も
は
お
話
を
言
葉
で
聞
き
な
が
ら
、
登
場

人
物
や
場
面
を
頭
の
中
で
描
い
て
み
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
言
葉
か
ら
絵
へ
の
変
換
を
し
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
変
換
す
る
力
を
養
う
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
創
造
的
な
想
像
力
は
、
生

き
て
い
く
う
え
で
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
必
要
な
力
で

す
。
こ
の
力
を
養
う
に
は
、
た
だ
た
だ
お
話
を
た

く
さ
ん
聞
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
相
手
の
話
を
集

中
し
て
聞
け
る
こ
と
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
学
力
の

基
礎
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
す
。

　

た
だ
私
は
、
学
力
を
つ
け
る
た
め
に
お
話
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
は
言
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
子
ど
も
が
お
話
を
楽
し
ん
で
聞

く
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
昔
話
は

聞
い
て
楽
し
め
る
文
体
な
の
で
、
そ
う
い
う
本
を

選
ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
し
、
先
生
が
生
の
声
で
読

ん
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。

　

本
に
な
っ
て
い
る
昔
話
は
、
ほ
と
ん
ど
が
共
通

語
で
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
が
、

そ
の
土
地
の
日
常
の
言
葉
（
い
わ
ゆ
る
方
言
）
に

直
し
て
読
ん
で
聞
か
せ
た
ら
、
な
お
す
ば
ら
し
い

と
思
い
ま
す
。
昔
話
は
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

で
、
そ
の
土
地
の
日
常
の
言
葉
で
語
り
伝
え
ら
れ

て
き
た
の
で
す
か
ら
。
た
だ
し
、
わ
ざ
と
作
っ
た

「
方
言
み
た
い
な
言
葉
」
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
本

当
の
そ
の
土
地
の
言
葉
は
、
ど
の
子
ど
も
に
と
っ

て
も
、
自
分
が
育
っ
た
土
地
の
風
景
や
水
や
空
気

と
同
じ
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
昔
話
は
私
た
ち
の

祖
先
が
、
何
百
年
も
口
伝
え
し
て
き
た
伝
承
文
化

財
で
す
。
私
た
ち
は
そ
の
伝
承
の
途
中
に
い
る
の

で
す
。
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
壊
さ
な
い
で
こ
れ
か

ら
の
世
代
に
伝
え
る
責
任
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
、

自
然
や
水
や
空
気
を
守
る
の
と
同
じ
よ
う
に
。

　

昔
話
は
口
伝
え
の
文
芸
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
口
伝
え
と
は
耳
で
聞
か
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
事
実
が
大
切
で
、
私
た
ち
は
こ
こ

か
ら
、
二
つ
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

耳
で
聞
き
や
す
い

　

第
一
は
、
昔
話
は
、
耳
で
聞
い
て
分
か
り
や
す

い
、
シ
ン
プ
ル
で
ク
リ
ヤ
ー
な
文
体
を
獲
得
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
が
、
目
で
読
む
た

め
に
書
か
れ
た
創
作
文
学
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
昔
話
を
読
み
聞
か
せ
る
と
き
に
は
、

な
る
べ
く
シ
ン
プ
ル
な
文
章
の
も
の
を
選
ん
で
く

だ
さ
い
。昔
話
は
、出
来
事
を
速
い
テ
ン
ポ
で
語
っ

て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
風
景
や
人
物
の
気
持
ち

を
感
情
移
入
的
に
、
詳
し
く
語
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
同
じ
場
面
は
同
じ
言
葉
で
語
る
も
の

で
す
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
同
じ
も
の
に
ま
た

出
会
う
の
は
、
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
子

ど
も
は
同
じ
お
話
を
何
回
も
聞
か
せ
て
く
れ
と
言

う
し
、
同
じ
絵
本
を
何
回
も
見
た
が
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
子
ど
も
の
魂
の
安
定
し
た
成
長
に
と
っ
て

大
切
な
こ
と
で
、
昔
話
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、

同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
の
で
す
。

　

昔
話
は
ま
た
、
話
の
リ
ズ
ム
を
大
事
に
し
ま
す
。

特
に
、
出
来
事
を
三
回
繰
り
返
す
こ
と
を
好
み
ま

す
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
グ
リ
ム
童
話
の
「
白

雪
姫
」
で
す
。
白
雪
姫
は
、
悪
い
女
王
に
よ
っ
て

三
回
殺
さ
れ
ま
す
。
最
初
は
紐ひ
も

で
、
二
回
目
は
き

れ
い
な
毒
の
櫛く
し

で
、
三
回
目
は
毒
の
リ
ン
ゴ
で
。

グ
リ
ム
兄
弟
は
こ
の
三
回
の
出
来
事
を
ほ
と
ん
ど

同
じ
言
葉
で
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
生

き
返
ら
な
い
三
回
目
が
い
ち
ば
ん
重
要
で
、
そ
こ

に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
、「
タ
ン
、
タ
ン
、
タ
ン
」
と
い
う
リ
ズ

ム
な
の
で
す
。
子
ど
も
が
耳
で
聞
く
と
き
、
こ
の

リ
ズ
ム
の
楽
し
さ
も
一
緒
に
感
じ
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
昔
話
は
耳
で
聞
く
文
芸
な
の
で
、

音
楽
と
き
わ
め
て
似
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で

す
。
音
楽
で
は
、
こ
の
形
を
バ
ー
フ
ォ
ー
ム
と
呼

び
ま
す
。

　

昔
話
は
時
に
残
酷
な
場
面
を
語
り
ま
す
が
、
決

し
て
残
虐
に
は
語
り
ま
せ
ん
。「
馬
方
や
ま
ん
ば
」

と
い
う
話
で
は
、
馬
の
脚
が
切
ら
れ
ま
す
が
、
決

し
て
血
が
流
れ
た
と
は
語
ら
れ
ず
、
馬
は
平
気
で

駆
け
て
い
き
ま
す
。「
手
な
し
娘
」
で
は
娘
が
両

手
を
切
り
落
と
さ
れ
て
追
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
血

が
流
れ
た
と
は
語
ら
れ
ず
、
娘
は
子
ど
も
を
背

負
っ
て
平
気
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
子

ど
も
が
水
に
落
ち
そ
う
に
な
る
と
、
あ
っ
と
い
う

間
に
娘
の
両
手
は
回
復
し
、
子
ど
も
を
抱
き
留
め
、

ま
た
平
気
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。
決
し
て
リ
ア
ル

に
、
血
な
ま
ぐ
さ
く
は
語
ら
ず
、
ま
る
で
切
り
紙

細
工
の
よ
う
に
語
る
の
が
昔
話
で
す
。

　

そ
し
て
残
酷
な
出
来
事
は
、
主
人
公
が
最
後
に

幸
せ
に
至
る
た
め
の
途
中
の
試
練
な
の
で
す
。
子

ど
も
は
お
話
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
と
き
、

自
分
を
主
人
公
と
重
ね
合
わ
せ
て
お
話
を
体
験
し

て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も
に
と
っ
て
、
途

中
で
怖
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
主
人
公
が
話
の
最

後
で
幸
せ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
で
満
足
な
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
幸
せ
と
は
何
か
。
広
く
い
ろ
い
ろ

語
ら
れ
、耳
で
聞
か
れ
て
き
た
文
芸
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