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」コ
ー
ナ
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で
語
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の
音
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聴
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す
。
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貧乏神と福の神

（八頭郡智頭町波多）
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語
り
手

大
原
寿
美
子
さ

ん
（
明
治

年
生
ま
れ
）

昭
和

年

月
７
日
収
録

昔
、
と
て
も
貧
乏
な
家
が

あ
っ
た
。
大
歳
の
晩
に
家
の

取
れ
る
柱
は
取
っ
て
囲い

炉ろ

裏り

に
く
べ
て
火
に
当
た
っ
て
い

た
ら
、
奥
の
方
か
ら
出
て
く

る
者
が
あ
る
。
お
じ
い
さ
ん

で
髪
も
口
髭ひ

げ

も
白
髪
だ
ら

け
、
ぼ
ろ
の
着
物
を
着
て
囲

炉
裏
へ
座
る
。
亭
主
が
怒
っ

て
「
だ
れ
じ
ゃ
、
人
の
家
の

奥
の
間
か
ら
出
て
く
る
も
ん

は
」
。
「
貧
乏
神
じ
ゃ
」

「
貧
乏
神
じ
ゃ
と
。
う
ら

の
家
は
こ
れ
だ
け
貧
乏
し
て

困
り
よ
る
の
に
」
と
言
っ
た

ら
「
う
ら
、
こ
の
家
に
入
り

こ
ん
で
か
ら
８
年
た
つ
。
こ

ん
に
ば
っ
か
り
お
る
じ
ゃ
」

と
言
っ
た
。
「
何
で
う
ち
ば

っ
か
り
お
ら
に
ゃ
な
ら
ん
」

と
怒
り
か
か
っ
た
ら
「
そ
げ

ぇ
怒
ん
な
。
話
い
て
聞
か
せ

た
る
。
こ
ん
家
の
お
っ
か
あ

は
、
う
ら
の
好す

い
た
こ
と
を

す
る
け
え
、
こ
の
家
が
好
き

で
こ
こ
に
い
ろ
げ
ん
じ
ゃ

（
居
座
る
、
の
意
味
）
」
と

言
う
。

「
こ
こ
に
ク
ド
が
あ
ろ
う

が
。
そ
の
前
へ
カ
ン
ス
を
入

れ
と
る
茶
か
す
を
移
す
し
、

ま
ま
（
飯
）
食
う
た
ら
、
飯

粒
さ
ら
え
て
、
こ
の
ク
ド
の

前
へ
移
す
。
ま
こ
と
に
う
ら

は
好
い
と
っ
て
こ
の
家
は
い

ろ
げ
ん
（
動
け
ん
）
じ
ゃ
。

ど
げ
ん
さ
え
な
り
た
け
り
ゃ

（
何
と
か
し
た
け
れ
ば
）
、

こ
の
お
っ
か
あ
を
ぼ
い
出

せ
。
追
い
出
い
た
ら
言
う
て

聞
か
せ
た
ろ
う
。
大
歳
の
晩

と
２
日
の
晩
に
殿
さ
ん
の
行

列
が
あ
る
け
ぇ
、
駕
篭
の
中

が
殿
さ
ん
じ
ゃ
け
え
、
天て

ん

秤び
ん

棒
を
持
っ
て
、
ぶ
ち
か
か
っ

て
駕
篭
を
砕
く
じ
ゃ
。
そ
が

し
た
ら
殿
さ
ん
が
飛
ん
で
出

ら
れ
る
け
え
」

亭
主
も
観
念
し
て
、
お
っ

か
あ
に
「
８
年
も
い
っ
し
ょ

に
お
っ
た
け
ど
、
こ
げ
ぇ
難

儀
し
ち
ょ
っ
た
ら
か
な
わ

ん
。
お
ま
え
も
別
れ
り
ゃ
あ

な
ら
ん
。
ど
こ
ぞ
へ
出
て
ご

せ
ぇ
」
。
お
っ
か
あ
は
し
ぶ

し
ぶ
出
て
行
っ
た
。

正
月
２
日
に
殿
さ
ん
の
お

国
替
え
で
、
行
列
が
「
下
へ
、

下
へ
…
」
と
通
る
か
ら
、
亭

主
は
こ
の
と
き
こ
そ
と
、
と

ん
で
出
て
「
え
い
」
と
天
秤

棒
を
た
た
い
た
ら
、
家
来
の

方
を
た
た
き
回
し
た
。
「
や

り
損
の
う
た
」
。
貧
乏
神
は

「
待
て
待
て
、
１
週
間
し
た

ら
殿
さ
ん
は
も
ど
っ
て
こ
ら

れ
る
。
今
度
は
殿
さ
ん
を
め

が
け
に
ゃ
い
け
ん
で
」
。

そ
れ
か
ら
１
週
間
た
っ

た
。
殿
さ
ん
の
駕
篭
を
め
が

け
て
天
秤
棒
で
た
た
き
回
っ

た
と
こ
ろ
、
大
判
や
小
判
が

い
っ
ぱ
い
駕
篭
か
ら
飛
ん
で

出
た
。

亭
主
は
か
き
集
め
た
ら
、

「
こ
れ
で
家
も
建
て
ら
れ
よ

う
が
。
こ
れ
で
え
え
じ
ゃ
」

と
貧
乏
神
が
言
っ
た
。
「
こ

い
だ
け
金
が
で
き
た
ら
、
う

ら
は
お
れ
ん
」
言
う
て
貧
乏

神
が
出
た
と
や
。

そ
し
て
福
の
神
が
家
に
窑

い
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、

亭
主
は
新
し
く
よ
い
奥
さ
ん

を
も
ら
っ
て
、
楽
し
ゅ
う
に

暮
ら
し
た
と
や
。
そ
れ
ば
っ

ち
り
。

類
話
は
全
国
的
に
存
在
し

て
い
る
が
、
さ
ほ
ど
多
く
は

な
い
。
中
国
、
四
国
あ
た
り

に
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は

数
え
る
ほ
ど
し
か
見
つ
か
ら

な
い
。

こ
の
よ
う
な
話
が
好
ま
れ

る
の
は
、
昔
か
ら
貧
乏
人
が

多
く
、
何
と
か
し
て
福
の
神

を
迎
え
て
生
活
を
豊
か
に
し

た
い
と
い
う
願
い
が
、
庶
民

の
間
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。（

元
鳥
取
短
期
大
学
教
授
）

（
水
曜
日
に
掲
載
）

イラスト・福本隆男


