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流
山
に
伝
わ
る
民
話
を
記
し
た
本
に
、
お
の
ち
ゅ

う
こ
う
さ
ん
が
ま
と
め
た
『
お
の
・
ち
ゅ
う
こ
う
昔

ば
な
し

流
山
・
野
田
の
巻
』
や
、
漫
画
家
の
お
の

つ
よ
し
さ
ん
が
ま
と
め
た
『
な
が
れ
や
ま
の
民
話
』

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
本
は
、
昭
和
五
十
一
年

（
一
九
七
六
）
か
ら
昭
和
五
十
三
年
ま
で
、
「
広
報

な
が
れ
や
ま
」
に
連
載
さ
れ
た
言
い
伝
え
を
も
と
に

し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
市
内
の
図
書
館

で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
号
・
次
号
の
二
回
に
わ
た
り
、
『
な
が
れ
や
ま

の
民
話
』
に
載
っ
て
い
る
民
話
の
概
要
と
、
登
場
す

る
寺
社
な
ど
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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流
山
の
民
話
と
ゆ
か
り
の

あ
る
寺
社
な
ど
1

①
「
大
龍
王
と
お
坊
さ
ま
」

大
同
年
間
（
八
〇
六
～
一
〇
）
に
こ
の
近
く
の
沼

に
住
み
つ
い
て
い
る
大
龍
が
、
毎
年
秋
の
収
穫
の
頃

に
大
風
を
起
こ
し
た
り
、
霜
を
降
ら
せ
て
村
人
を
困

ら
せ
て
い
る
の
を
、
弘
法
大
師
の
高
弟
の
桂
伝
阿
闍

梨
が
し
ず
め
、
お
堂
を
建
て
大
龍
を
風
早
明
神
（
現

鞍
掛
大
龍
王
）
と
し
て
祀
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
大

龍
は
暴
れ
な
く
な
り
、
村
は
栄
え
ま
し
た
。

   「ながれやまの民話」

構成・漫画 おの つよし

成
顕
寺
（
じ
ょ
う
け
ん
じ
）

駒
木

成
顕
寺
は
山
号
を
「
通
法
山
」
と
い
い
、
諏
訪
神

社
の
奥
の
院
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
の

初
め
に
神
仏
分
離
に
な
る
と
、
祀
ら
れ
て
い
た
鞍
掛

大
龍
王
は
諏
訪
明
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
創
建
は
後
宇
多
天
皇
の
建
治
二
年
（
一
二
七

六
）
と
さ
れ
、
は
じ
め
は
真
言
宗
で
し
た
が
建
治
年

間
（
一
二
七
五
～
七
八
）
に
、
日
蓮
宗
に
改
宗
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

左
拝
殿
正
面
上
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
鰐
口
は
直
径

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
き
な
青
銅
製
で
、

文
化
七
年
（
一
八
二
四
）
の
銘
が
刻
ま
れ
て
お
り
、

市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
な
が
れ
や
ま
七
福
神
の
弁
財
天
（
知
恵
倍
増
）
〉
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オ
ラ
ン
ダ
観
音
（
お
ら
ん
だ
か
ん
の
ん
）

お
お
た
か
の
森
北
2

丁
目

源
義
家
鞍
掛
の
松
碑

「
流
山
の
史
跡
を
た
ず
ね
て
」

41

ペ
ー
ジ
よ
り
引
用

③
「
オ
ラ
ン
ダ
観
音
さ
ま
」

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
頃
、
品
種
改
良
を
目

的
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
種
馬
が
輸
入
さ
れ
ま
し
た
。
小

金
牧
（
幕
府
直
営
の
牧
場
）
に
放
牧
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
気
候
や
環
境
に
な
じ
め
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
病
死
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
村
人
は
オ
ラ
ン
ダ

馬
の
死
を
憐
れ
ん
で
馬
頭
観
世
音
を
建
て
、
オ
ラ
ン

ダ
観
音
さ
ま
と
呼
ん
で
霊
を
慰
め
ま
し
た
。

②
「
く
ら
か
け
の
松
」

寛
治
年
間
（
一
〇
八
七
～
九
四
）
に
源
義
家
が
奥
州

征
伐
（
後
三
年
の
役
）
の
途
中
、
諏
訪
神
社
で
武
運
を

祈
願
し
、
ま
た
帰
途
も
立
ち
寄
っ
て
参
詣
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
乗
馬
と
馬
具
を
献
上
し
、
松
の

木
に
鞍
を
掛
け
た
こ
と
か
ら
そ
の
松
を
「
く
ら
か
け
の

松
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
観
音
を
訪
れ
る
と
、
馬
頭
観
世
音
の
石

塔
が
二
基
並
び
、
笠
を
の
せ
た
小
さ
い
方
が
「
オ
ラ

ン
ダ
観
音
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
正
面
に
「
馬
頭

観
世
音
」
、
側
面
に
「
小
金
領
十
太
夫
新
田

願
主

須
賀
八
右
衛
門

同
村
中
」
、
裏
面
に
は
「
延
宝
四

辰
年
小
金
上
野
牧

お
ん
は
な
し
あ
そ
は
さ
れ
を
ら

ん
た
あ
し
げ
駒
こ
の
所
ひ
や
う
し
」
と
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
上
野
牧
に
放
さ

れ
た
葦
毛
の
オ
ラ
ン
ダ
馬
が
こ
こ
で
病
死
し
た
、
と

い
う
内
容
で
す
。

ま
た
、
美
原
に
も
「
オ
ラ
ン
ダ
さ
ま
」
と
呼
ば

れ
る
馬
頭
観
世
音
の
石
塔
が
あ
り
ま
す
。
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
銘
の
も
の
で
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗

の
頃
に
東
イ
ン
ド
会
社
を
通
じ
て
輸
入
し
た
ペ
ル
シ

ア
馬
を
小
金
牧
に
放
し
、
こ
の
地
で
死
ん
だ
馬
を
供

養
す
る
た
め
に
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

諏
訪
神
社
（
す
わ
じ
ん
じ
ゃ
）

駒
木

諏
訪
神
社
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
、
天
武
天
皇
の

子
・
高
市
皇
子
の
後
裔
が
、
政
変
で
関
東
に
下
り
駒
木

に
定
着
し
、
こ
の
地
の
氏
神
と
し
て
信
州
（
長
野
県
）

諏
訪
大
社
を
お
迎
え
し
て
お
祀
り
し
た
の
が
は
じ
ま
り

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
祭
神
は
、
健
御
名
方
命
（
た

け
み
な
か
た
の
み
こ
と
）
で
す
。
社
殿
は
、
本
殿
・
幣

殿
・
拝
殿
か
ら
な
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
完

成
し
ま
し
た
。
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
は
、
市
指
定
有
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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西
栄
寺
（
さ
い
え
い
じ
）

桐
ケ
谷

琵
琶
首
観
音
は
花
輪
城
の
守
り
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
廃
城
と
な
り
観
音
堂
だ

け
残
っ
て
も
村
人
が
参
詣
し
て
い
ま
し
た
が
、
観
音

琵
琶
首
観
音

「
チ
ェ
ッ
ク
！
流
山
の
む
か
し
」

27

ペ
ー
ジ
よ
り
引
用

④
「
朝
ね
ぼ
う
の
観
音
さ
ま
」

下
花
輪
の
南
の
端
は
、
ぐ
る
っ
と
丸
く
突
き
出
し

た
台
地
で
、
琵
琶
山
と
い
っ
て
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ

で
し
た
。
琵
琶
の
首
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
観
音
堂
が

あ
っ
た
の
で
、
村
人
は
観
音
様
を
「
琵
琶
首
観
音
」

と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
村
人
二
人
が
観
音

さ
ま
の
お
参
り
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ね
ら
い
は
、

お
供
え
物
で
す
。
そ
の
日
は
婚
礼
の
ご
馳
走
が
備
え

ら
れ
て
お
り
、
お
酒
も
あ
り
た
ら
ふ
く
食
べ
た
二
人

は
踊
り
だ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
い
た
観

音
さ
ま
も
笑
っ
て
し
ま
い
お
酒
を
飲
み
、
一
緒
に
踊

り
だ
す
始
末
。
踊
り
疲
れ
て
二
人
は
寝
て
し
ま
い
、

観
音
さ
ま
も
お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。
翌
朝
、
観
音

さ
ま
は
天
上
で
の
会
議
に
遅
刻
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

堂
の
傷
み
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
桐
ケ
谷

の
西
栄
寺
の
境
内
に
観
音
堂
を
建
て
、
琵
琶
首
観

音
を
お
祀
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
琵
琶
首

観
音
は
高
さ
約
一
・
六
メ
ー
ト
ル
、
金
色
が
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
る
美
し
い
立
像
で
、
市
指
定
有
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
栄
寺
は
、
山
号
を
「
桐
谷
山
」
と
い
い
、
不

動
明
王
を
本
尊
と
す
る
真
言
宗
の
寺
院
で
、
永
正

十
二
年
（
一
五
一
五
）
の
開
山
と
さ
れ
ま
す
。

〈
な
が
れ
や
ま
七
福
神
の
福
禄
寿
（
招
福
安
泰
）
〉
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郷
土
か
わ
ら
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※ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨は、郷土かわらばん第１３号でご紹介します
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