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飴あ
め

を
買
う
女 

金
親 

邦
行 

 

     

「
飴
を
買
う
女
」
あ
る
い
は

「
子
育
て
幽
霊
」
は
日
本
の
民
話

で
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
ま

す
。 こ

の
話
は
、
子
供
を
身
ご
も
っ

た
若
い
女
性
が
亡
く
な
っ
て
墓
に

埋
葬
さ
れ
た
あ
と
で
出
産
し
、
子

供
を
育
て
る
た
め
幽
霊
と
な
り
、

埋
葬
さ
れ
た
時
に
持
た
さ
れ
た
六

文
銭
（
三
途
の
川
の
渡
し
賃
）
を

持
っ
て
青
白
い
や
つ
れ
た
姿
で
毎

晩
飴
屋
に
水
飴
を
一
文
買
い
に
来

た
が
、
七
日
目
に
は
お
金
が
な
く

な
っ
て
し
ま
い
飴
屋
に
水
飴
を
恵

ん
で
も
ら
い
、
そ
の
後
子
供
は
墓

か
ら
助
け
出
さ
れ
て
後
年
立
派
な

僧
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。 

こ
の
話
は
死
ん
で
幽
霊
に
ま
で

な
っ
て
、
自
身
が
あ
の
世
に
行
く

た
め
の
渡
し
賃
ま
で
使
っ
て
、
子

供
を
育
て
よ
う
と
し
た
母
の
愛
の

深
さ
を
説
い
て
い
ま
す
。 

「
飴
を
買
う
女
」
は
墓
に
ま
つ

わ
る
話
で
す
が
、
昔
は
土
葬
も
多 

     

く
、
墓
の
土
の
下
に
は
故
人
が
い

る
と
い
う
実
感
が
深
く
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
が
火
葬
の
現
代
の
墓
と

は
か
な
り
異
な
る
よ
う
で
す
。
現

代
で
は
こ
の
よ
う
な
幽
霊
が
出
て

く
る
の
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

私
が
こ
の
話
を
聞
い
た
の
は
か

な
り
昔
の
、
子
供
の
頃
で
し
た
。

そ
の
後
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し

た
が
、
学
校
の
英
語
の
講
義
で
小

泉
八
雲
の
『
怪
談
』
（
日
本
の
怪

談
を
英
訳
し
出
版
し
た
作
品)

の

中
の
「
雪
女
」
を
英
文
で
読
ん
だ

時
に
、
同
じ
よ
う
に
母
と
子
供
に

つ
い
て
の
民
話
に
「
飴
を
買
う
女
」

と
い
う
話
が
あ
り
、
や
は
り
小
泉

八
雲
が
別
の
本
で
紹
介
し
て
い
る

と
教
え
ら
れ
、
十
数
年
前
の
遠
い

記
憶
が
蘇
り
ま
し
た
。 

「
雪
女
」
は
、
木
こ
り
と
結
婚

し
子
供
が
何
人
も
い
た
が
、
美
し

く
い
つ
ま
で
も
若
か
っ
た
。
し
か

し
子
供
を
置
い
て
去
ら
ね
ば
な
ら

な
く
な
り
、
夫
に
子
供
を
よ
く
育

て
て
く
れ
と
厳
し
く
言
い
残
し
て

去

っ

て

い

く

と

い

う

話

で

す

。

「
雪
女
」
は
絵
本
に
も
な
り
多
く

の
人
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

小
泉
八
雲
（
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
）
は
ギ
リ

シ
ャ
で
生
ま
れ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
を
経
て
来

日
し
、
高
校
、
大
学
で
教
え
日
本

人
の
小
泉
セ
ツ
と
結
婚
し
ま
し
た
。

父
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
、
母
は
ギ

リ
シ
ャ
人
で
あ
り
両
親
は
彼
が
幼

い
頃
離
婚
し
ま
し
た
。
彼
は
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
父
方
の
親
類
に
預
け

ら
れ
、
母
は
ギ
リ
シ
ャ
に
帰
り
父

は
再
婚
し
ま
し
た
。
そ
の
後
彼
は

不
遇
で
貧
し
い
青
年
時
代
を
送
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本

で
は
明
治
の
頃
で
、
海
外
に
行
く

に
は
船
と
い
う
時
代
で
両
親
に
も

な
か
な
か
会
え
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。 幼

い
小
泉
八
雲
を
残
し
て
母
親

は
ギ
リ
シ
ャ
に
去
り
ま
し
た
が
、

彼
は
「
飴
を
買
う
女
」
を
紹
介
し

た
あ
と
で
「
母
親
の
愛
は
死
よ
り

も
強
い
」
と
書
き
ま
し
た
。 
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「
布
団
着
て
寝
た
る
姿
や
東
山
、 

三
方
を
な
だ
ら
か
な
山
々
に
囲
ま

れ
て
…
」
こ
の
句
は
服
部
嵐
雪
の

京
都
の
風
景
を
詠
ん
だ
句
で
す
。 

 

私
は
こ
の
風
景
に
囲
ま
れ
て
育

ち
、
子
供
の
頃
は
方
広
寺
の
鐘
つ

き
堂
の
石
段
に
座
り
お
や
つ
を
食

べ
た
り
、
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
遊
ん

だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
建
仁

寺
の
境
内
を
走
り
回
っ
た
り
し
て

過
ご
し
て
い
ま
し
た
。 

 

少
し
大
き
く
な
っ
て
、
豊
臣
秀

頼
が
作
ら
せ
た
方
広
寺
の
鐘
の
文

字
が
、
大
坂
冬
の
陣
の
口
実
と
な

っ
た
と
知
り
ま
し
た
。
ま
た
建
仁

寺
も
鎌
倉
時
代
初
期
の
木
造
建
造

物
で
あ
り
、
こ
ん
な
歴
史
に
囲
ま

れ
た
街
で
育
っ
た
こ
と
を
、
こ
の

年
に
な
っ
て
改
め
て
感
慨
深
く
思

い
出
し
て
い
ま
す
。 

 

今
は
こ
の
地
佐
倉
に
住
み
、
早

や

30
年
。
こ
の
佐
倉
に
も
、
縄

文
時
代
の
井
野
長
割
遺
跡
や
上
座

貝
塚
の
遺
跡
が
あ
り
、
縄
文
の
昔

か
ら
人
が
住
ん
で
い
た
事
が
わ
か

り
ま
す
。
ま
た
本
佐
倉
城
跡
、
臼

井
城
跡
や
佐
倉
城
跡
等
の
史
跡
も

多
く
あ
り
、
京
都
と
比
べ
る
ま
で

も
な
く
歴
史
に
囲
ま
れ
た
街
で
、

私
に
と
っ
て
は
こ
の
街
も
、
大
事

に
し
た
い
場
所
で
す
。 

 

た
ま
に
法
事
や
ク
ラ
ス
会
等
で

京
都
に
帰
省
す
る
と
、
綺
麗
な
町

並
や
ゆ
っ
た
り
し
た
人
達
の
対
応

や
会
話
を
耳
に
し
て
、
郷
愁
を
覚

え
ま
す
。
そ
し
て
、
た
ま
に
会
う

友
人
達
と
の
会
話
に
す
ん
な
り
と

京
都
弁
を
使
っ
て
い
る
私
が
い
ま

す
。 

 

「
故
郷
は
遠
く
に
あ
り
て
思
う

も
の
…
」
と
い
い
ま
す
が
、
佐
倉

も
、
京
都
も
私
に
と
っ
て
故
郷
で

あ
り
、
遠
く
て
も
近
く
て
も
大
切

に
思
い
た
い
土
地
で
す
。 

 

激
し
い
波
に
流
さ
れ
る
事
も
な

く
、
平
穏
無
事
に
過
ご
し
て
こ
れ

た
事
に
感
謝
し
つ
つ
、
今
の
佐
倉

の
生
活
を
楽
し
み
た
い
。
そ
し
て

こ
こ
が
「
終
の
住
家
」
と
な
り
そ

う
で
す
。 

 

（
上
志
津 

富
田 

美
千
子
） 

 

と
ろ
く
す
ん 

と 

 
 

 
 
 

あ
ち
ゃ
さ
ん 

●

と
ろ
く
す
ん 

五
木
寛
之
著
の
『
百
寺
巡
礼
』

の
中
に
長
崎
「
興
福
寺
」
に
行
き

„
住
職
の
松
尾
師
に
「
と
ろ
く
す

ん
」
と
い
う
、
皿
に
盛
ら
れ
た
イ

ン
ゲ
ン
の
煮
豆
を
食
べ
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
“
と
い
う
こ
と
が
書
い

て
あ
る
。 

こ
の
イ
ン
ゲ
ン
豆
と
は
隠
元
禅

師
が
日
本
に
持
ち
込
み
普
及
し
た

も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
名
が

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

隠
元
隆
琦

い
ん
げ
ん
り
ゅ
う
き

を
、
中
国
か
ら
日
本

へ
最
初
に
招
聘
し
た
の
は
、
長
崎

の
人
び
と
で
隠
元
は
承
応
三
年

（
１
６
５
４
年
）
に
渡
来
し
、
最

初
は
興
福
寺
住
持
と
し
て
、
し
ば

ら
く
滞
在
し
て
い
た
。
本
の
編
集

部
注
記
に
（
こ
の
豆
は
十
粒
並
べ

る
と
六
寸
＝
18
㌢
に
な
る
こ
と
か

ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
）
。
子

供
の
こ
ろ
聞
い
た
„
と
ろ
く
す
ん
“ 

は
„
十
六
寸

と

ろ

く

す

ん

“
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
す
。 

●

あ
ち
ゃ
さ
ん 

 

„
あ
ち
ゃ
さ
ん
ピ
ー
、
太
鼓
も
持

っ
て
ド
ン
“
と
は
子
供
の
こ
ろ
何

度
か
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
フ
レ
ー

ズ
で
あ
り
、
こ
れ
も
前
記
本
の
長

崎
「
崇
福
寺
」
に
出
て
く
る
。
„
阿
茶

さ
ん
“
と
は
江
戸
時
代
に
唐
人
屋
敷

の
中
国
人
を
長
崎
の
人
は
„
阿
茶

さ
ん(

あ
ち
ら
の
人
の
こ
と
か
？)

“
と

呼
ん
だ
そ
う
で
す
。
唐
人
屋
敷
は
出

入
り
が
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
中
国
人
が
建
て
た

崇
福
寺
、
興
福
寺
、
福
済
寺
（
現

在
は
な
い
）
に
中
国
人
が
お
寺

(

墓)

参
り
を
す
る
こ
と
は
大
目
に
見

ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

い
つ
も
は
屋
敷
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
い
た
中
国
人
は
遠
足
気
分
で

行
列
を
な
し
て
ド
ラ
や
太
鼓
を
鳴

ら
し
参
拝
し
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？
こ
の
様
子
を
評
し
て
長

崎
の
人
た
ち
は
„
あ
ち
ゃ
さ
ん
ピ

ー
、
太
鼓
も
持
っ
て
ド
ン
“
と
い

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 

中
国
人
が
行
っ
た
お
祭
り
も

„
あ
ち
ゃ
さ
ん
ピ
ー
、
太
鼓
も
持
っ

て
ド
ン
“
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

60
年
余
り
過
ぎ
て
、
こ
と
ば
の

理
解
が
出
来
た
気
が
し
ま
し
た
。 

 
 

（
染
井
野 

 

溝
上 

純
義
） 

故
郷

ふ
る
さ
と 

ふ
た
つ 
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下 

  
我
が
家
か
ら
は
バ
ス
の
便
が
な

い
某
ス
ー
パ
ー
へ
、
健
康
の
為
と

散
歩
を
か
ね
て
時
々
歩
い
て
行
く
。

約
二
十
年
前
に
引
っ
越
し
て
き
た

頃
は
三
十
分
以
内
で
着
い
た
と
思

う
が
、
今
は
四
十
分
程
か
か
る
だ

ろ
う
。
次
第
に
疲
れ
て
く
る
と
、

「
足
を
一
歩
前
に
出
せ
ば
一
歩
近

づ
く
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
歩

く
。
い
つ
も
朝
だ
か
ら
か
、
会
う

の
は
十
人
に
満
た
な
い
。
車
道
に

出
る
と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
車
が

通
る
。
車
社
会
を
実
感
す
る
。 

到
着
す
る
と
、
夏
の
今
は
冷
房

の
き
い
た
心
地
良
い
店
内
で
、
メ

モ
を
見
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
買
物
す

る
。
バ
ス
で
行
く
と
、
帰
り
の
バ

ス
の
時
間
が
気
に
な
り
落
ち
着
い

て
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
、

精
神
的
に
さ
ほ
ど
疲
れ
を
感
じ
ず

従
っ
て
、
買
い
忘
れ
が
な
い
の
も

い
い
。
き
び
き
び
と
は
や
れ
な
い

が
や
る
べ
き
こ
と
を
二
十
四
時
間

の
内
に
や
れ
ば
い
い
と
考
え
る
と
、

気
持
ち
に
余
裕
が
生
ま
れ
る
。
実

際
、
ぼ
つ
ぼ
つ
体
を
動
か
し
て
い

る
と
、
一
日
で
意
外
と
多
く
の
こ

と
が
出
来
る
。 

つ
つ
じ
数
本
が
咲
か
な
く
な
っ

て
何
年
か
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た

の
を
、
処
分
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
程
大
き
く
な
い
株
だ
が
、
連

日
の
炎
天
で
土
が
硬
く
、
一
本
で

も
時
間
が
か
か
り
、
そ
の
日
は
掘

り
出
せ
な
か
っ
た
。
根
が
ビ
ク
と

も
し
な
い
の
だ
。
空
い
た
穴
に
バ

ケ
ツ
一
杯
の
水
を
入
れ
た
。
土
を

柔
ら
か
く
す
る
算
段
だ
。
そ
の
後

他
に
色
々
と
用
事
が
あ
っ
た
が
、

毎
日
水
を
注
入
し
た
。
六
日
目
だ

っ
た
だ
ろ
う
か
、
中
断
し
て
い
た

つ
つ
じ
の
回
り
の
土
を
少
し
掘
っ

て
い
た
ら
、
あ
っ
け
な
い
程
ス
ポ

ッ
と
抜
け
た
。
焦
ら
ず
、
小
さ
な

工
夫
を
し
た
お
蔭
だ
。 

上
は
大
学
四
年
生
か
ら
下
は
中

学
三
年
生
の
三
人
の
孫
達
が
、
祖

母
の
ス
ロ
ー
ペ
ー
ス
な
生
活
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

私
自
身
は
結
構
気
に
入
っ
て
い
る
。 

 

（
白
銀 

都
築 

洋
子
） 

 

   

私
は
旅
行
が
大
好
き
な
の
で
、

友
人
と
三
人
で
毎
月
出
掛
け
て
い

ま
す
。
今
回
は
熱
海
に
行
き
ま
し

た
。
熱
海
と
言
え
ば
、
昔
は
新
婚

旅
行
の
メ
ッ
カ
で
し
た
が
、
そ
の

後
新
幹
線
が
開
通
し
た
り
、
海
外

旅
行
へ
行
く
人
も
多
く
な
り
、
観

光
客
も
減
り
ま
し
た
。
で
も
最
近

で
は
東
京
か
ら
近
い
こ
と
も
あ
り

日
曜
日
な
ど
は
老
若
男
女
で
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。 

溌
溂
と
し
た
若
者
の
楽
し
そ
う

な
姿
を
見
る
と
、
こ
っ
ち
ま
で
が

楽
し
く
な
る
の
で
、
そ
ん
な
若
者

が
沢
山
歩
い
て
い
る
熱
海
は
好
き

な
観
光
地
で
す
。 

今
回
の
熱
海
旅
行
の
日
は
暖
か

か
っ
た
の
で
、
海
岸
通
り
を
た
わ

い
の
な
い
お
喋
り
を
し
な
が
ら
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
ま
し
た
。
老
女

子
会
な
ら
で
は
の
楽
し
い
一
日
で

し
た
。 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
入
学
の

は
じ
め
頃
、
講
義
の
日
に
聞
い
た

先
生
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。 

「
あ
な
た
達
は
過
去
が
長
く
、

未
来
が
少
な
い
」
と
言
わ
れ
、
我

が
身
を
顧
み
て
「
健
康
に
気
を
つ

け
一
日
一
日
を
大
切
に
過
ご
そ
う
」

と
思
い
ま
し
た
。
年
齢
も
自
分
で

決
め
れ
ば
（
五
十
、
六
十
ま
だ
蕾

七
十
、
八
十
は
五
分
咲
き
で
…
）

も
っ
と
も
っ
と
元
気
で
過
ご
せ
る

と
思
い
ま
し
た
。 

旅
行
は
足
腰
が
丈
夫
で
な
い
と

出
来
な
い
し
、
楽
し
く
な
い
の
で

夕
方
一
時
間
程
歩
い
て
い
ま
す
。

今
は
寒
い
の
で
、
家
の
中
で
階
段

を
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
い
ま

す
。 最

近
は
観
光
目
的
で
は
な
く
、

気
の
合
う
仲
間
と
一
緒
に
楽
し
む

旅
行
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
自

由
も
夫
が
健
康
で
あ
れ
ば
こ
そ
と

い
つ
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
梅
、
桜
を
始
め
と

し
て
、
花
便
り
が
次
々
と
届
く
よ

う
に
な
り
ま
す
。
皆
様
も
心
を
パ

ッ
と
開
い
て
、
仲
間
と
旅
行
に
行

き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
上
志
津 

戸
田 

千
香
子
） 

 

ス
ロ
ー
ペ
ー
ス 

最
近
の
旅
行 



－４－ 

先
月
、
幸
運
に
も
皇
居
吹
上
御

苑
自
然
観
察
会
に
参
加
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
、
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

吹
上
御
苑
は
、
昭
和
天
皇
の
御

意
向
に
よ
り
、
武
蔵
野
の
自
然
の

復
活
を
意
識
し
、
自
然
の
ま
ま
に

残
さ
れ
、
自
然
状
態
の
武
蔵
野
の

植
物
の
移
植
の
実
施
な
ど
、
以
後

70
年
余
り
を
経
て
形
成
さ
れ
た
野

生
種
中
心
の
森
林
で
す
。 

御
苑
の
中
は
、
大
部
分
が
ス
ダ

ジ
イ
、
ア
カ
ガ
シ
、
モ
チ
ノ
キ
、

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

佐
倉
市
か
ら
16
号
線
、
柏
イ
ン

タ
ー
か
ら
４
時
間
か
け
て
福
島
県

い
わ
き
市
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
日
か
ら
４
年
が

経
ち
ま
す
。
復
旧
は
長
い
道
の
り

で
あ
る
こ
と
、
特
に
風
評
被
害
は

水
産
食
品
メ
ー
カ
ー
に
も
お
よ
び

皆
さ
ん
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

一
日
も
早
く
、
い
わ
き
の
美
し

い
海
が
帰
っ
て
き
て
、
風
評
被
害

の
な
く
な
る
日
を
願
わ
な
い
で
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。
震
災
の
年
、
以

前
お
世
話
に
な
っ
た
食
品
会
社
の

会
長
の
奥
様
が
、
脳
梗
塞
で
倒
れ

車
椅
子
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
お
見
舞
い
に
伺
い
ま
し
た
。

震
災
の
当
日
は
自
宅
１
階
の
天
井

ま
で
津
波
が
押
し
寄
せ
た
そ
う
で

す
。
幸
い
奥
様
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

の
日
で
助
か
り
、
会
長
は
２
階
で

津
波
が
引
く
の
を
待
っ
て
一
命
は

取
り
留
め
た
と
い
う
、
お
話
を
伺

う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
一
日
も

早
い
復
旧
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し

上
げ
た
感
謝
の
一
日
で
し
た
。 

 

（
田
中 

豊
作
） 

イ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
巨
木
が
茂
る
深

く
暗
い
森
と
な
っ
て
い
ま
す
。
温

帯
地
域
で
は
珍
し
い
ス
ダ
ジ
イ
の

「
板
根
」
が
見
ら
れ
ま
し
た
。 

御
苑
中
央
部
に
は
、
ク
ヌ
ギ
を

中
心
と
し
た
里
山
的
で
や
や
明
る

い
森
の
存
在
も
確
認
で
き
ま
し
た
。 

水
辺
で
は
、
東
京
23
区
内
か
ら

は
ほ
ぼ
絶
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る

コ
サ
ナ
エ
（
ト
ン
ボ
）
を
発
見
。 

都
心
に
あ
り
、
多
様
な
生
物
を

は
ぐ
く
む
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
存

在
を
体
感
で
き
ま
し
た
。 

（
鵜
澤 

和
良
） 

６月の黒板 
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