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大山と唐山の背比べ
（米子市今在家）

語
り
手

松
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正

年
生
ま
れ
）

平
成
７
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月
４
日
収
録

昔
、
唐か

ら

の
国
の
人
が
「
大

き
な
唐か

ら

山や
ま

と
い
う
山
を
日
本

人
に
見
せ
て
や
ろ
う
」
と
海

を
渡
っ
て
唐
山
を
持
っ
て
き

ま
し
た
。
今
の
と
こ
ろ
へ
置

き
、
振
り
返
っ
て
見
た
ら
霊

峰
大
山
が
あ
り
ま
し
た
か

ら
、
そ
の
姿
を
見
て
び
っ
く

り
し
て
「
ま
あ
、
こ
り
ゃ
日

本
に
も
大
き
な
山
が
あ
る
ん

だ
な
あ
」
と
言
っ
て
、
唐
山

を
持
っ
て
帰
る
こ
と
を
忘
れ

て
、
こ
こ
へ
置
い
て
帰
っ
た

そ
う
で
す
。

そ
れ
が
今
の
唐
山
で
、
こ

の
名
前
が
つ
い
た
そ
う
で

す
。普

段
眺
め
る
山
に
親
し
み

を
感
じ
て
、
人
び
と
は
ほ
ほ

笑
ま
し
い
伝
説
を
作
り
上
げ

て
い
た
。
そ
の
中
で
も
山
の

高
さ
を
競
っ
て
、
ど
ち
ら
が

高
い
か
と
高
さ
比
べ
を
し
、

結
論
は
わ
が
里
の
山
に
分
配

を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
話
は
、
全
国

各
地
に
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て

い
る
。
昔
の
人
々
は
よ
ほ
ど

こ
の
種
類
の
話
が
好
き
だ
っ

た
模
様
で
あ
る
。

鳥
取
県
内
で
も
こ
の
話
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
。
他
で
は
大

山
と
高
麗
山
、
大
山
と
丸
山

な
ど
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一

つ
は
大
山
が
主
役
に
な
っ
て

い
る
。少
し
仲
間
の
話
を『
日

本
伝
説
大
系
』
（
み
ず
う
み

書
房
）
第

巻
（
山
陰
）
か

ら
拾
っ
て
お
こ
う
。

鷲
じ
ゅ
う

峰ぼ
う

山
と
大
山
と
背
く

ら
べ
で
喧け

ん

嘩か

し
た
。
長
い
樋と

い

を
渡
し
て
水
を
流
し
、
水
の

流
れ
た
方
が
負
け
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。
大
山
の
方
へ

流
れ
た
の
で
、
怒
っ
た
大
山

が
た
だ
ち
に
長
い
鉄
の
柄
の

杓
し
ゃ
く

子し

を
伸
ば
し
て
鷲
峰
の

頭
を
す
く
い
と
り
自
分
の
頭

に
く
っ
つ
け
た
。
そ
れ
で
今

の
よ
う
に
鷲
峰
が
低
く
な
っ

た
。梗こ

う

概が
い

を
今
一
つ
述
べ
る
。

大
山
と
三
徳
山
が
で
き
た

と
き
、三
徳
山
の
方
が
高
く
、

大
山
は
や
や
低
か
っ
た
。
三

徳
山
と
大
山
は
背
の
高
さ
で

言
い
争
い
を
し
た
が
、
判
定

を
天
の
神
に
頼
ん
だ
。
神
は

長
い
樋
を
両
方
の
山
の
頂
上

に
か
け
、
樋
の
中
ほ
ど
に
水

を
注
ぎ
入
れ
た
。
水
が
東
の

三
徳
山
に
流
れ
る
か
西
の
大

山
に
向
か
う
の
か
、
多
く
の

山
々
が
注
目
し
て
い
る
と
、

水
は
ゆ
っ
く
り
と
西
の
方
に

流
れ
て
行
く
。
き
か
ん
気
の

大
山
は
あ
わ
て
て
、
ち
ょ
う

ど
博ば

く

労ろ
う

座
の
牛
馬
市
の
終
わ

っ
た
跡
に
う
ず
た
か
く
積
み

あ
げ
ら
れ
て
い
た
牛
馬
の
古

わ
ら
じ
を
頂
上
に
継
ぎ
た
し

て
、
三
徳
山
を
低
く
し
た
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
不

安
で
、
な
ん
と
か
し
て
三
徳

山
を
低
く
し
て
お
こ
う
と
考

え
、
大
き
な
鋤す

き

を
持
っ
て
三

徳
山
ま
で
や
っ
て
来
た
。
三

徳
山
は
ぐ
っ
す
り
昼
寝
を
し

て
い
た
の
で
、
大
山
は
頂
上

の
土
を
こ
っ
そ
り
す
く
っ
て

逃
げ
出
し
た
。
そ
の
物
音
に

目
を
覚
ま
し
た
三
徳
山
は
、

持
ち
去
ら
れ
た
土
を
取
り
返

そ
う
と
追
っ
か
け
た
。
あ
わ

て
た
大
山
は
、
長
瀬
の
あ
た

り
で
岩
の
か
け
ら
を
一
つ
落

と
し
た
。
こ
れ
が
長
瀬
の
石

山
で
、
土
が
少
し
こ
ぼ
れ
て

岡
に
な
っ
た
の
が
江
北
の
天

神
山
で
あ
る
。

三
徳
山
は
な
お
も
追
い
か

け
て
く
る
の
で
、
つ
か
ま
っ

て
し
ま
う
と
思
っ
た
大
山

は
、
盗
ん
だ
土
を
残
ら
ず
落

と
し
て
捨
て
た
の
が
、
北
条

平
野
の
真
ん
中
に
あ
る
茶
臼

山
に
な
っ
た
と
い
う
。
足
の

速
い
大
山
に
は
三
徳
山
も
追

い
つ
け
ず
、
諦
め
て
帰
っ
た

が
、
削
ら
れ
今
の
形
に
な
っ

た
と
い
う
。

（
元
鳥
取
短
期
大
学
教
授
）

（
水
曜
日
に
掲
載
）
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