
昔
話

「継
子
諌
」
論

青

井

崇

73昔 話 「継 子潭 」論

昔
話

.
民
話
と

い
わ
れ
る
も

の
は
、
同
話
と
み
ら
れ
る
も

の
で
も
地
方
に
よ

っ
て
様

々
な
モ
チ
ー
フ
や
話
型
が
あ
り
細
部
に
違

い
や
変

化
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
れ
ら
は
、
伝
播

の
過
程
で
地
域
の
特
色
や
語
り
手
に
よ
る
影
響
が
原
因
と
考
え

ら
れ
る
。
私
は
、
民
間

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
知
識
階
級
間
で
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
あ

っ
た

「継
子
謹
」
に
注
目
し
、
昔
話

の
地
域
性
、
継
子
諏
の

特

色
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

ま
ず
、
私
は

「
継
子
の
木
の
実
拾
い
」
「米
福
糠
福
」
「
皿
々
山
」
の
三

つ
の
継
子
護

の
相
互
関
係
に

つ
い
て
考

察
し
た
。

そ
こ
で
は
、
「継
子
の
木
の
実
拾

い
」

に
は
、
主
題
を
継
子
の
虐
待
に
お
く
も

の
と
勧
善
懲
悪
に
お
く
も
の
が
あ
り
、
各
々
別
の
語
り

手

に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、
伝
播

の
過
程
に
変
化
が
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
「継
子
の
木
の
実
拾

い
」
「米
福
糠
福
」
「
皿
々
山
」
は
、
地
域
に
よ

っ
て
別
々
の
話
型
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
互
い
の
分

布

域
と
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
た
。

次

に
、
継
子
謳
は
古
典
に
も
出
典
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
貴
族
ら
知
識
階
級
間
で
も
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
と

分
か
り
、
出
典
の
時
代

背

景
や
当
時

の
家
族
制
度
、
話
の
発
端
と
な
り
得
る
世
相
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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さ
ら
に
、
民
話
と
古
典
と

の
比
較
に
よ

っ
て
、
互
い
の
継
子
護
に
対
す
る
認
識
の
違

い
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

そ

の
結
果
、
古
典
及
び
貴
族
遊
離
調
の
特
徴
と
し
て
、
継
子

の
成
功
話
、
出
世
話
が
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
継
子
の
出
世
話
は
、
古

典

・
民
話
共
に
、

い
じ
め

・
虐
待
↓
継
子
の
成
功
↓
継
母
の
没
落
と

い
う
構
成
を
し
て
お
り
、
勧
善
懲
悪

の
主
題
と
共
に
共
通
す
る
も

の

で
あ

っ
た
。

ま

た
、
継
子
の
悲
話
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
悲
話
は
、
民
間
説
話
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
、
貴
族
遊
離
諌

の
影
響
は
受
け
な
か

っ

た
も

の
と
推
測
で
き
る
。

こ
れ
ら
、
悲
話
は
主
題
を
虐
待
に
持

つ
も

の
で
あ
り
、
生
活
臭
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
発
生
を
民
間
説
話

に
求
め
得
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
虐
待
を
主
題
と
し
た
継
子
謳
の
異
形
で
あ
る
勧
善
懲
悪
を
主
題
と
し
た
継
子
謳
は
貴
族
遊
離
謳
の
影
響
に
よ
る
と

判
断
し
た
。

以

上
の
こ
と
か
ら
元
々
は
継
母
の
虐
待
を
描

い
て
い
た
継
子
潭
も
、
こ
の
行
為
を
肯
定
す
る
こ
と
に
主
題
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
全
く

逆

の
こ
う
し
た
行
為
を
否
定
し
、
戒
め
る
こ
と
に
主
題
が
あ
る
。
従

っ
て
後

に
、
継
母
の
虐
待
を
主
題
と
し
た
継
子
謹
か
ら
、
勧
善
懲
悪

を
主

題
と
し
た
継
子
護
が

一
般
型
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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