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土
屋
北
彦
著

　
　
『
大
分
県
の
民
話
』
１
・
２
集

　
一
年
程
前
か
に
大
分
県
の
民
話
１
巣
を
出
し
た

土
屋
北
彦
さ
ん
は
、
続
い
て
今
度
大
分
県
の
民
話

２
集
を
出
さ
れ
た
。
こ
ん
ど
出
さ
れ
た
２
業
の
巻

末
に
よ
る
と
ど
う
や
ら
３
集
の
用
意
も
あ
る
ら
し

い
。
こ
の
ぼ
う
大
な
仕
事
を
し
は
じ
め
て
か
ら
ど

の
位
の
時
間
を
経
て
い
る
の
か
、
生
業
を
別
に
持

つ
人
で
あ
る
彼
が
ど
ん
な
具
合
に
こ
れ
を
や
り
お

う
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
度
聞
い
て
み
た
い
気

が
す
る
。

　
私
事
に
な
る
か
、
北
彦
さ
ん
は
私
な
ど
と
同
世

代
の
人
で
、
同
じ
田
舎
の
生
れ
な
の
だ
け
れ
ど
も

私
な
ど
が
既
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
失

お
う
と
努
力
し
て
い
る
も
の
を
逆
に
身
深
く
と
り

こ
め
て
、
そ
こ
を
足
場
に
し
て
自
分
を
築
こ
う
と

努
力
し
て
い
る
人
で
あ
る
と
私
は
田
ご
て
い
る
。

　
も
っ
と
言
え
ば
北
彦
さ
ん
の
中
に
は
田
舎
の
い

ろ
り
ば
た
の
じ
っ
さ
ま
（
と
い
っ
て
も
私
な
ど
も

う
と
っ
く
に
そ
の
実
感
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
が
。
）
が
生
き
て
勣
い
て
い
る
感
じ
が
す
る
。

北
彦
さ
ん
の
渋
味
の
か
っ
た
盆
唄
り
歌
、
口
説
な

ど
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
そ
う
思

う
に
違
い
な
い
。
古
い
村
に
行
く
と
大
て
い
い
た

村
の
古
老
・
歴
史
家
・
北
彦
さ
ん
は
、
そ
の
系
譜

を
生
き
る
最
後
の
人
の
一
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
１
築
が
出
た
と
き
、
賛
否
両
論
が
た
た
か
わ
さ

れ
、
否
定
論
の
中
心
が
採
築
地
や
引
用
書
目
、
伝

承
者
な
ど
を
記
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と

聞
い
て
い
る
。
し
か
し
私
は
以
上
の
よ
う
な
意
味

か
ら
い
っ
て
、
北
彦
さ
ん
の
本
は
い
う
と
こ
ろ
の

民
話
採
集
書
で
は
な
い
と
思
う
の
で
、
そ
の
批
難

は
的
は
ず
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
北
彦
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
も
ろ
も
ろ
の

人
と
会
っ
て
話
を
聞
き
採
集
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
２
築
の
巻
末
で
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
３
築
の
巻
末
に
つ
け
る
こ
と
も
よ

い
こ
と
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
と
声
を
か

さ
ね
て
北
彦
さ
ん
自
身
が
柏
自
分
の
永
年
の
記
録

・
・
・
記
憶
を
た
ぐ
り
よ
せ
て
書
い
た
も
の
と
し
て
十

分
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
が
私

に
は
強
く
あ
る
。

　
学
問
の
対
象
・
校
訓
売
物
と
し
て
、
い
え
ば
第
三

者
と
し
て
冷
静
に
そ
れ
を
つ
き
放
し
て
採
集
、
分

類
・
検
対
等
を
す
る
と
い
っ
た
や
り
方
は
北
彦
さ

ん
の
満
足
す
る
と
こ
ろ
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
は

別
の
も
の
と
し
て
、
北
彦
さ
ん
が
語
り
口
に
一
枚

－

加
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
こ
の
書
の
価
値
と
し
て

む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
だ
と
思
う
か
ら
だ

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
北
彦
さ
ん
の
体
臭
が
よ
り
濃

く
入
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け

で
、
こ
の
点
か
ら
表
題
『
大
分
県
の
民
話
』
は
客

観
的
分
析
的
な
意
昧
で
の
そ
れ
よ
り
も
北
彦
的
偏

向
？
を
伴
っ
た
も
の
と
覚
悟
し
て
か
か
る
必
要
は

あ
る
。

　
く
り
か
え
す
が
、
大
分
県
に
は
つ
き
も
の
の
吉

田
六
ば
な
し
を
採
ら
ず
、
そ
の
下
地
を
な
す
話
の

い
く
つ
か
を
採
る
こ
と
で
す
ま
せ
て
い
る
こ
と
や

寺
や
神
社
や
支
配
者
周
辺
に
ま
つ
わ
る
話
が
多
く
　
一

、
そ
こ
に
北
彦
さ
ん
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
感
　
4
2

じ
ら
れ
る
な
ど
の
諸
点
が
こ
の
本
の
特
徴
で
あ
り
　
　
一

北
彦
的
偏
向
の
極
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
前
近
代
社
会
で
民
衆
に

対
し
て
占
め
る
神
社
こ
了
殿
様
の
位
置
は
大
き

い
。
従
っ
て
そ
れ
が
話
の
軸
に
し
ば
し
ば
な
っ
た

と
し
て
も
少
し
も
怪
し
む
に
た
り
な
い
わ
け
だ
。

が
、
民
話
が
民
話
と
し
て
支
配
者
の
文
化
と
異
っ

た
価
値
を
主
張
し
う
る
の
は
、
神
社
や
寺
や
殿
様

の
は
な
し
に
し
て
も
、
そ
こ
に
生
産
に
直
結
し
た

生
活
者
と
し
て
の
発
想
・
論
理
が
支
配
者
の
論
理

と
対
極
を
な
し
つ
つ
貫
か
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
で
あ

る
・
私
が
北
彦
さ
ん
の
本
に
喰
い
た
り
な
さ
を
感
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じ
た
の
は
民
衆
が
神
社
や
寺
や
殿
様
の
話
を
通
し
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て
　
何
を
折
り
訴
え
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て

の
迫
水
不
足
の
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
少
く
と

も
再
話
を
さ
れ
る
時
に
は
こ
の
点
を
も
っ
と
激
し

く
求
め
て
み
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
そ
れ
と
重
っ
て
今
一
つ
、
北
彦
さ
ん
が
民
話
を

　
「
民
族
の
魂
の
す
み
か
」
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を

ド
各
時
代
の
横
に
ひ
ろ
が
る
変
化
の
椙
で
な
く
、

縦
に
つ
な
が
る
軸
の
よ
う
な
源
流
」
と
し
て
把
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
。

　
催
か
に
民
話
は
底
辺
の
文
学
、
文
学
の
根
で
あ

っ
て
、
時
代
の
変
化
を
ま
っ
先
に
こ
う
む
り
や
す

い
個
性
的
文
学
と
は
違
っ
て
変
化
は
緩
慢
で
あ
る

し
か
し
、
そ
れ
は
変
化
が
ま
る
で
な
く
凝
固
し
て

い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
中
世
が
民
話
の
季

節
で
あ
っ
た
こ
と
は
研
究
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
つ
ま
り
大
へ
ん
ゆ
る
や
か
だ
け
れ
ど
も

民
話
も
そ
の
特
定
の
時
代
の
影
響
下
で
変
化
す
る

も
の
で
、
い
つ
の
時
代
・
説
述
が
そ
の
話
を
ふ
く
ら

ま
せ
た
か
、
あ
る
い
は
し
ぼ
ま
せ
る
役
割
を
も
っ

た
か
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
点
、
そ
う
い
っ
た
話
の
変
化
、
担
い
手
の
歴
史

的
質
に
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
ず
ぷ
戊
辰
の
魂
〃
と

か
。
庶
民
の
精
神
〃
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
一
括
さ

れ
る
北
彦
さ
ん
に
私
は
（
私
も
北
彦
さ
ん
と
同
じ
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様
に
庶
良
沢
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る
の
だ
が
）
異

相
感
を
覚
え
て
な
ら
な
い
。

　
　
ご
六
族
の
心
ｉ
　
１
１
忙
統
’
北
彦
さ
ん
も
私
も
戦

争
体
験
を
持
つ
者
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
一
迫
の
こ
と

ば
に
見
覚
え
が
あ
る
し
、
う
ら
み
つ
ら
み
を
抱
い

て
い
る
Ｉ
昧
だ
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
と
北

彦
さ
ん
の
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
内
容
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
が
両
刃
の
剣
で
あ

る
こ
と
に
も
っ
と
お
そ
れ
を
持
っ
て
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
つ
い
で
は
言
え
ば
庶
民
訴
の
北
彦

さ
ん
は
「
庶
民
の
労
働
と
智
恵
と
が
、
常
に
時
代

を
支
え
動
か
し
て
来
た
」
　
「
芸
術
創
造
の
世
界
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
（
私
も

根
本
的
に
は
賛
成
す
る
も
の
だ
が
）
が
同
時
に
民

衆
が
芸
術
の
根
を
つ
く
り
出
し
な
が
ら
そ
れ
自
身

の
文
化
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
拒
ま
れ
逆
に
彼
ら

の
つ
く
り
出
し
た
芸
術
の
根
を
収
奪
加
工
す
る
こ

と
で
っ
く
り
出
し
た
支
配
者
の
文
化
に
強
く
金
縛

り
に
な
っ
て
い
た
而
も
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
は
な
い
か
。
北
彦
さ
ん
の
庶
民
を
愛
し
、

農
村
に
密
着
さ
れ
て
い
る
姿
の
中
に
ち
ら
っ
と
島

本
主
義
者
的
郷
土
愛
９
・
を
み
つ
け
る
の
は
私
の
ひ

が
め
で
あ
ろ
か
。

　
と
も
か
く
民
族
と
か
伝
統
と
か
い
う
重
く
る
し

い
も
の
、
し
か
も
す
ぱ
す
ぱ
と
捨
て
て
行
く
と
い
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ず
れ
遠
く
な
い
う
ち
に
手
桶
い
仕
か
え
し
に
あ
う

こ
と
請
合
い
の
も
の
に
取
り
糾
む
以
上
そ
う
そ
う

う
ま
く
ば
か
り
行
く
わ
け
が
な
い
。
よ
り
優
れ
た

仕
事
を
第
三
災
で
示
し
て
下
さ
る
こ
と
を
期
待
す

る
。

（
県
民
文
化
会
議
刊
第
１
・
２
集
各
ぺ
五
〇
円
）

編
集
後
記

○
第
七
賢
を
お
送
り
し
ま
す
。
今
度
の
号
は
昨
年

の
総
会
の
時
の
報
告
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
も

の
を
生
と
し
ま
し
た
。
（
佐
藤
一
憲
さ
ん
と
古
庄

の
は
祗
㈲
の
都
合
上
省
き
ま
し
た
。
）
同
語
教
育
　
一

の
現
場
の
問
題
が
た
く
さ
ん
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
　
4
3

で
す
か
ら
、
そ
れ
そ
れ
御
自
身
の
実
践
と
が
ら
み
　
　
一

あ
わ
せ
て
質
問
・
反
論
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と

考
え
ま
す
。
こ
の
雑
記
は
偉
い
論
を
伺
う
た
め
の

も
の
で
は
な
く
て
、
会
員
の
研
究
や
意
見
を
交
流

さ
せ
る
場
と
し
て
串
発
し
た
も
の
で
す
か
ら
十
分

活
用
し
て
下
さ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

○
こ
の
号
で
本
学
非
常
勤
講
師
、
梅
紅
女
学
院
教

授
佐
藤
泰
正
氏
に
徊
執
筆
お
ね
が
い
し
ま
し
た
。

氏
の
近
著
『
近
代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
訟
７
試

論
』
は
高
評
さ
れ
て
い
る
も
の
。
そ
こ
で
も
取
上

げ
ら
て
い
れ
ま
す
が
、
宮
沢
賢
治
は
氏
の
一
貫
し

て
取
組
ん
で
い
ら
れ
る
も
の
で
、
き
っ
と
私
た
ち

の
心
を
開
い
て
く
れ
る
も
の
と
確
信
し
ま
す
。

○
月
報
に
御
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
る
の
を
お
待
ち

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
庄
記
）
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