
特集

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

　

語
り
継
が
れ
て
き
た
民
話
や
昔
話
を
聞

い
て
楽
し
む
教
材
「
聞
い
て
楽
し
も
う
」。

耳
か
ら
入
っ
て
く
る
言
葉
か
ら
物
語
の
世

界
を
想
像
し
、
民
話
や
昔
話
を
楽
し
む
こ

と
で
、
ど
の
よ
う
な
力
が
育
ま
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
提
言
や
実
践
紹
介
、
Ｑ
＆
Ａ

を
通
し
て
探
り
、
指
導
の
工
夫
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
ま
す
。

0203

「
聞
く
」こ
と
で
想
像
力
を
養
う

特集

１
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

お
茶
の
水
女
子
大
学 

名
誉
教
授

内う
ち

田だ

伸の
ぶ

子こ

日
本
語
と「
聞
く
」こ
と

─
─
教
科
書
で
は
、
六
学
年
を
通
し
て
、
昔
話
を

聞
い
て
楽
し
む
教
材
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

聞
く
こ
と
と
想
像
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
に
は
、

と
て
も
重
要
な
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ご

説
明
す
る
前
に
、
ま
ず
、
日
本
語
の
特
徴
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

　

実
は
、
日
本
語
は
、
語
を
構
成
す
る
音
声
の
最

小
単
位
で
あ
る
「
音
素
」
が
き
わ
め
て
少
な
い
言

語
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
音
素
を
組
み
合

わ
せ
て
作
ら
れ
る
語
も
、
当
然
少
な
く
な
る
。
同

音
異
義
や
異
字
同
訓
の
言
葉
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
が
分
か
り
ま
す
。「
語
を
作
る
」
と
い
う
点

で
は
、
不
利
な
言
語
と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

で
は
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
補
っ

て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
活
躍
し
て
い
る
の
が
、
オ

ノ
マ
ト
ペ
（
擬
声
語
・
擬
態
語
）
で
す
。
例
え
ば
、

犬
の
鳴
き
声
「
ワ
ン
ワ
ン
」
を
、「
犬
」
と
い
う

名
詞
の
代
わ
り
に
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ

ん
な
ふ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
名
詞
・
形
容
詞
・

副
詞
と
し
て
使
い
、
音
・
様
子
な
ど
を
模
し
て
表

す
こ
と
で
、
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て
い
る
の
で

す
。
豊
富
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
こ
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

─
─
私
た
ち
は
、
音
や
様
子
な
ど
を
感
覚
的
に
表

し
た
言
葉
を
、
敏
感
に
聞
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

音
の
響
き
を
感
知
す
る
力
が
磨
か
れ
て
い
る
、

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
小
さ
な
頃
か
ら
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
音
楽
的
効
果
を
も
つ
言
葉
に

囲
ま
れ
て
育
つ
わ
け
で
す
か
ら
。

　

以
前
、
二
歳
ぐ
ら
い
の
子
を
対
象
に
、
こ
ん
な

実
験
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
子
ど
も

に
、
人
が
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
ま
す
。
一

方
は
、
さ
っ
さ
と
歩
き
、
も
う
一
方
は
、
ド
タ
バ

タ
と
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
。「『
ド
タ
バ
タ
歩
く
』

は
ど
っ
ち
？
」
と
尋
ね
る
と
、
多
く
の
子
が
、
正

し
く
、
ド
タ
バ
タ
歩
い
て
い
た
ほ
う
を
指
し
ま
し

た
。
二
歳
の
子
で
も
、
音
の
響
き
を
様
子
と
結
び

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、
音
調
や
リ
ズ
ム
な
ど
と
い
っ
た
、

音
楽
的
な
刺
激
を
受
け
取
る
感
覚
器
は
、
胎
児
期

の
ご
く
初
期
の
段
階
で
発
達
し
ま
す
。
受
胎
し
て

十
八
週
頃
に
は
、
手
足
を
動
か
す
運う
ん

動ど
う

野や

と
と
も

に
、
聴
覚
神
経
系
が
機
能
し
始
め
、
耳
が
働
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
お
母
さ
ん
の
お
な

か
の
中
に
い
る
と
き
か
ら
、
音
を
聞
い
て
い
る
ん

で
す
ね
。
そ
ん
な
時
期
か
ら
ず
っ
と
、
日
本
語
を

耳
に
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
音
の
響
き
と
そ
れ

が
表
す
様
子
を
、
直
感
的
に
結
び
付
け
て
聞
く
力

に
た
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

想
像
す
る
っ
て
、

ど
う
い
う
こ
と
？

─
─
小
さ
な
頃
か
ら
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
聞

い
て
想
像
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
て
い
る
の

で
す
ね
。

　

そ
う
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
想
像
す
る
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　

想
像
と
は
、
目
の
前
に
あ
る
情
報
か
ら
、
そ
こ

に
な
い
部
分
を
思
い
描
く
こ
と
で
す
。
こ
の
と
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昔
話
を

聞
い
て

楽
し
も
う

楽
し
い
経
験
で
す
。
そ
れ
は
、
読
み
聞
か
せ
や
朗

読
に
は
、
読
み
手
の
解
釈
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、

抑
揚
や
音
調
、リ
ズ
ム
な
ど
と
い
っ
た
、韻
律
（
プ

ロ
ソ
デ
ィ
ー
）
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

四
歳
と
五
歳
の
子
を
対
象
に
し
た
実
験
が
あ
り

ま
す
。
あ
る
絵
本
を
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
を
つ
け
て

読
ん
だ
と
き
と
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
は
つ
け
ず
、
速

さ
は
同
じ
ま
ま
一
本
調
子
に
読
ん
だ
と
き
と
で
、

内
容
理
解
が
ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
調
べ
た
実
験

で
す
。
結
果
、
話
の
内
容
を
正
確
に
理
解
す
る
と

い
う
点
で
は
、
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
主
人
公
の
心
情
を
理
解
す
る
と
い

う
点
で
は
、
抑
揚
や
リ
ズ
ム
が
あ
る
も
の
を
聞
い

た
子
の
ほ
う
が
、
得
点
が
高
か
っ
た
の
で
す
。

─
─
読
み
手
の
声
に
含
ま
れ
る
抑
揚
や
リ
ズ
ム

も
、
想
像
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

韻
律
な
ど
の
音
に
関
わ
る
も
の
は
感
性
に
働
き

か
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
は
幼
児

の
実
験
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
大
人
で
も
同
じ
こ
と

　

そ
う
し
た
思
考
の
操
作
を
促
す
意
味
で
も
、
想

像
に
結
び
付
け
や
す
い
読
み
聞
か
せ
と
い
う
方
法

を
、
ぜ
ひ
高
学
年
で
取
り
入
れ
て
も
ら
え
た
ら
と

考
え
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
読

ん
で
聞
か
せ
る
と
き
に
、
言
葉
に
解
説
を
加
え
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
発
的

に
考
え
ま
す
。
た
だ
真
心
込
め
て
、
語
り
か
け
る

よ
う
に
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

低
学
年
の
と
き
に
出
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
お
話
を
、

高
学
年
で
も
う
一
度
聞
く
と
い
う
の
も
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
感
じ
方
は
全
く
違
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
か
ら
。

聞
く
こ
と
で
、浸
れ
る

─
─
読
ん
で
く
れ
る
人
の
読
み
方
し
だ
い
で
、

感
じ
る
こ
と
が
違
っ
て
き
そ
う
な
の
も
、
読
み
聞

か
せ
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

誰
か
に
物
語
を
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
、

お
話
の
世
界
に
浸
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
と
て
も

だ
と
思
い
ま
す
。
読
み
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
、
聞

い
た
こ
と
を
直
感
的
に
意
味
に
結
び
付
け
た
り
、

心
情
を
踏
ま
え
て
共
感
的
に
理
解
し
た
り
し
や
す

い
。
き
っ
と
、
誰
か
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
聞
く
と

き
、
物
語
の
世
界
に
よ
り
浸
れ
る
と
感
じ
る
人
は

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

子
ど
も
た
ち
に
は
、
折
に
触
れ
、
読
み
聞
か
せ

の
楽
し
い
経
験
を
重
ね
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
大
切
な
の
は
、
抑
揚
や
リ
ズ

ム
、
間ま

を
意
識
し
て
、
語
り
か
け
る
よ
う
に
読
み

聞
か
せ
る
と
い
う
こ
と
。
子
ど
も
た
ち
は
、
き
っ

と
真
剣
に
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
く
は
ず
で
す
。

き
、
目
の
前
の
出
来
事
や
言
葉
か
ら
類
推
を
働
か

せ
、
連
想
さ
れ
る
経
験
を
記
憶
の
中
か
ら
引
っ
張

り
出
し
て
複
合
し
、
脈
絡
を
つ
け
る
─
─
そ
う

い
う
作
用
が
私
た
ち
の
脳
内
で
は
起
こ
っ
て
い
る

ん
で
す
。
経
験
、
つ
ま
り
、
自
分
の
五
官
（
感
覚

器
官
）
を
使
っ
た
体
験
と
、
人
か
ら
聞
い
た
り
本

で
知
っ
た
り
し
た
疑
似
体
験
が
、
想
像
す
る
と
き

の
材
料
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
経
験

が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
作
り
出
す
イ
メ
ー

ジ
は
豊
か
に
な
り
ま
す
。

─
─
そ
の
想
像
の
材
料
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
出

会
っ
た
物
語
に
よ
っ
て
、
感
じ
た
り
考
え
た
り
し

た
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
や
っ
て
獲
得
し
た
知
識
も
想

像
の
材
料
と
な
り
ま
す
。
読
書
や
読
み
聞
か
せ
を

聞
く
こ
と
を
重
ね
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
想
像
力
は
豊

か
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

一
方
で
、
想
像
す
る
と
き
に
欠
か
せ
な
い
「
類

推
の
力
」
を
養
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
、「
類
推
を
働
か
せ
て
想
像
す
る
」
と
い
う

行
為
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　

当
然
、
こ
れ
は
読
書
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
も
の

で
す
ね
。
た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
、
踏
ま
え
て
お
き

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、「
文
字
を
読
む
」

と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
負

担
が
大
き
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
読
ん
で
想

像
す
る
に
は
、
文
字
を
処
理
す
る
こ
と
と
、
類
推

を
働
か
せ
る
こ
と
と
い
う
、
二
つ
の
作
業
を
同
時

に
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
処
理
の

容
量
が
小
さ
い
子
ど
も
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
変

な
こ
と
な
ん
で
す
。

　

そ
の
点
、「
聞
く
」こ
と
は
、乳
幼
児
期
か
ら
ず
っ

と
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
と
。
類
推
を
働
か
せ
る

た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
、
聞
い
て
想
像
す

る
こ
と
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
た

ち
の
負
担
を
軽
減
す
る
、
よ
い
手
立
て
だ
と
思
い

ま
す
。
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
な
の
は
、
低
学
年

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み
聞
か
せ

を
聞
く
時
間
は
、
高
学
年
に
な
っ
て
も
大
切
に
し

て
ほ
し
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

高
学
年
で
も

読
み
聞
か
せ
を

─
─
読
み
聞
か
せ
は
、
高
学
年
の
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
も
意
味
が
あ
る
こ
と
な
の
で
す
ね
。

　

そ
う
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
認
知
発
達
と
い
う

点
か
ら
い
え
る
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
九
歳
の
終
わ

り
頃
、
ち
ょ
う
ど
高
学
年
に
差
し
か
か
る
時
期
で

す
ね
。
第
三
次
認
知
革
命
と
私
が
呼
ぶ
変
化
が
起

こ
り
、
抽
象
的
な
思
考
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
意
思
の
力
、
判
断
力
、
モ
ラ
ル
や
情

緒
が
育
っ
て
き
ま
す
。

　

言
語
を
対
象
化
し
て
捉
え
る「
メ
タ
言
語
意
識
」

が
強
く
な
る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
言
葉
の
意
味

や
働
き
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
ゴ
ー
ゴ
ー

と
山
を
揺
す
っ
て
、
風
が
吹
い
て
き
た
」
と
い
う

表
現
に
出
会
っ
た
と
き
、「
な
ぜ
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー

で
は
な
い
の
か
な
」「
ゴ
ー
ゴ
ー
と
い
う
の
は
、

次
か
ら
次
へ
と
風
が
吹
い
て
く
る
感
じ
を
表
し
て

い
る
の
か
な
」
と
考
え
る
。
言
葉
を
分
析
的
に
捉

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。

─
─
そ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
も
目

を
向
け
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。

　

そ
う
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
が
、
想
像
力
に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
ま
す
。

メ
タ
言
語
意
識
に
よ
っ
て
よ
り
深
く
考
え
た
こ
と

を
も
と
に
し
て
、
よ
り
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま

れ
る
の
で
す
。
こ
の
二
つ
は
、
行
っ
た
り
来
た
り

し
な
が
ら
高
ま
っ
て
い
く
と
い
え
ま
す
。
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乳
幼
児
期
か
ら
親
し
ん
で
き
た
「
聞
く
」
こ
と
。

　

想
像
力
を
養
う
た
め
に
、

　
　
　

ぜ
ひ
取
り
入
れ
た
い
で
す
ね
。
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