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町
で
は
、多
子
世
帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
に
よ
り
子
育
て
支
援
を
推
進
す
る

た
め
、学
校
給
食
費
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

対
3
人
以
上
の
子
ど
も
を
扶
養
し
、そ
の
う
ち

出
生
の
早
い
順
か
ら
数
え
て
第
3
番
目
以
降

の
児
童･生
徒
の
学
校
給
食
費
を
負
担
し
て

い
る
保
護
者
。
な
お
、保
護
者
と
扶
養
さ
れ
て

い
る
子
ど
も
は
、と
も
に
寄
居
町
に
住
所
を
有

し
生
計
を
一
に
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

　
①
学
校
給
食
費
に
未
納
が
あ
る

　
②
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て

学
校
給
食
費
に
係
る
扶
助
を
受
け
て
い
る

　
③
生
活
実
態
が
認
め
ら
れ
な
い

 

補
助
金
限
度
額（
年
額
）

▼
小
学
校
1
年
生	

4
万
3
5
2
0
円

▼
小
学
校
2
年
～
6
年
生	

4
万
4
0
0
0
円

▼
中
学
校
1
年
～
2
年
生	

5
万
5
0
0
0
円

▼
中
学
校
3
年
生	

5
万
2
6
2
0
円

 

申
請
手
続
等

①
町
立
小･中
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童･生

徒
▼
4
月
上
旬
に
各
学
校
か
ら
申
請
書
が
配
布
さ

れ
ま
す
の
で
、該
当
す
る
児
童･生
徒
が
就
学

す
る
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
町
外
の
私
立
小･中
学
校
等
に
就
学
し
て
い
る

児
童･生
徒

▼
申
請
書
を
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

と
教
育
総
務
課
に
備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま

す
。

※
昨
年
度
対
象
と
な
っ
た
方
も
、年
度
ご
と
に
申

請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
（

5
8
1･2
1
3
9
）

第
3
子
以
降
の
学
校
給
食
費
を

補
助
し
て
い
ま
す
！

町
で
は
、町
内
在
住
の
高
校
生
で
、修
学
の
意

欲
を
有
し
な
が
ら
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
高
等

学
校
で
の
修
学
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、修
学

に
要
す
る
資
金
を
補
助
し
ま
す
。

対（
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
）

①
生
年
月
日
が
平
成
14
年
4
月
2
日
以
降

②
平
成
30
年
4
月
1
日
以
降
新
た
に
高
等
学

校
、高
等
専
門
学
校
、中
等
教
育
学
校
の
後

期
課
程
お
よ
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に

入
学
し
在
学
中
で
、在
学
期
間
が
3
年
以
内

■
修
学
生
の
条
件（
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
）

①
町
内
に
引
き
続
き
6
カ
月
以
上
住
ん
で
い
る

②
正
規
の
修
業
年
限
の
勉
学
に
耐
え
ら
れ
る
性

行
の
善
良
な
者
で
、経
済
的
な
理
由
に
よ
り

学
資
の
支
出
が
困
難
な
世
帯
の
高
校
生

 

対
象
と
な
る
世
帯
の
例

〇
生
活
保
護
受
給
世
帯 

〇『
生
活
保
護
法
』に

よ
る
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
と
な
っ
た
世
帯 

〇
町
民
税
が
非
課
税
の
世
帯 

〇『
児
童
扶
養

手
当
法
』に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
世
帯

※
こ
の
ほ
か
に
も
援
助
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

修
学
金
の
額
／
月
額
5
0
0
0
円

申
次
の
書
類
を
6
月
25
日
㈭
ま
で
に
、教
育
総

務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
修
学
資
金
給
与
申
請
書

②
在
学
等
証
明
書（
町
で
定
め
た
様
式
の
も
の
）

③
令
和
2
年
度（
平
成
31
年･令
和
元
年
所
得

分
）市
町
村
民
税
課
税
証
明
書
等（
世
帯
員

で
所
得
税･住
民
税
の
申
告
義
務
の
あ
る
方

全
員
の
も
の
） 

、ま
た
は
経
済
的
な
理
由
で

修
学
困
難
な
こ
と
が
証
明
で
き
る
公
的
文
書

の
写
し

他
認
定
後
は
、7
月
、11
月
、2
月
の
各
月
末
ま

で
に
、当
該
月
に
発
行
さ
れ
た
在
学
証
明
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
提
出
が
な
い
場
合
は
認
定
取
消
と
な
り
ま
す
。

問
教
育
総
務
課（

内
線
5
1
2
）

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
修
学
資
金
制
度

町
で
は
、地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、町
内
の
住
宅
改
修
施
工
業
者
と
契
約
し
居

住
用
住
宅
の
改
修
を
行
う
際
、そ
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

受
付
開
始
／
4
月
13
日
㈪
か
ら

※
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受
付
終
了
と
な

り
ま
す
。

対
過
去
に
同
制
度
を
利
用
し
て
い
な
い
方
で
、

次
の
①
～
④
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

　
①
町
内
在
住
で
、町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方 

②
対
象
と
な
る
住
宅
を

所
有
し
、か
つ
居
住
し
て
い
る
方 

③
町
税

等
の
滞
納
が
な
い
方 

④
対
象
と
な
る
改
修

工
事
に
つ
い
て
、ほ
か
の
補
助
制
度
を
受
け

て
い
な
い
方

対
象
と
な
る
住
宅
／
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
建
築
物

①
個
人
住
宅（
自
己
の
居
住
用
の
建
築
物
） 

②
併
用
住
宅（
個
人
住
宅
と
店
舗
や
事
務

所
等
が
同
一
の
建
築
物
に
な
っ
て
い
る
場

合
の
居
住
用
部
分
の
み
） 

③
集
合
住
宅（
ア

パ
ー
ト
等
の
所
有
者
の
自
己
居
住
部
分
の

み
）

対
象
工
事
／
町
内
に
事
業
所
が
あ
る
施
工
業

者
が
行
う
、工
事
費
が
20
万
円
以
上（
消
費

税
お
よ
び
地
方
消
費
税
を
除
く
）で
、令
和

3
年
2
月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る
住
宅
改

修
工
事
。
な
お
、交
付
決
定
後
30
日
以
内
に

着
工
で
き
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
新
築
や
建
て
替
え
工
事
等
は
対
象
外

補
助
金
額
／
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用（
税

抜
）の
う
ち
、10
％
に
相
当
す
る
金
額（
千
円

未
満
は
切
り
捨
て
）と
し
、20
万
円
を
上
限

申
必
要
書
類
を
持
参
し
、商
工
観
光
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課（

内
線
4
5
2
）

住
宅
改
修
資
金
補
助
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

町
で
は
、勤
労
者
の
住
宅
取
得
を
支
援
し
て

い
ま
す
。

対
次
の
①
～
⑤
の
要
件
を
す
べて
満
た
す
方

　
①
町
内
に
居
住
し
て
い
る
、ま
た
は
居
住
し
よ

う
と
す
る
方 

②
同一事
業
所
に
2
年
以
上
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
る
方 

③
20
歳
以
上
55

歳
以
下
の
方 

④
返
済
し
な
が
ら
生
活
に
支
障

の
な
い
方 

⑤
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

資
金
の
用
途
／
申
込
者
が
町
内
に
居
住
す
る
た

め
の
住
宅
の
新
築･増
改
築･購
入（
中
古
住

宅・マ
ン
シ
ョ
ン
を
含
む
）、借
地
買
い
取
り
を

す
る
た
め
の
資
金
に
限
り
ま
す
。

申
利
用
者
本
人
ま
た
は
ご
家
族
が
、商
工
観
光

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、資
格
決

定
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
の
で
、通
知
後
3
カ

月
以
内
に
ご
自
身
で
金
融
機
関（
中
央
労
働

金
庫
深
谷
支
店
）で
借
り
入
れ
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

 

貸
付
の
条
件

貸
付
金
額
／
1
0
0
0
万
円
以
内（
無
担
保
は

5
0
0
万
円
以
内
）

貸
付
利
率
／
変
動
金
利（
無
担
保
は
固
定
）

※
金
利
情
勢
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

貸
付
期
間
／
25
年
以
内（
無
担
保
は
10
年
以

内
）

償
還
方
法
／
元
利
均
等
月
賦
返
済（
ボ
ー
ナ
ス

併
用
返
済
、繰
上
償
還
可
）

担
保
／
資
金
の
用
途
と
な
っ
た
対
象
物
件
に
中

央
労
働
金
庫
の
第
1
位
順
位
の
抵
当
権
を
設

定
し
ま
す
。

保
証
／（一社
）日
本
労
働
者
信
用
基
金
協
会
の

保
証
が
必
要
と
な
り
、金
利
と
は
別
に
保
証

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

手
数
料
／
取
扱
金
融
機
関
所
定
の
手
数
料
が

必
要
で
す
。

問
商
工
観
光
課（

内
線
4
5
1
）

勤
労
者
住
宅
資
金
貸
付
制
度
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

『寄居町の民話』とはなんぞや。

　そもそも民話とは何でしょう？　日本語大辞典には『民話とは民衆(一般の人)の
中に生まれ、かつ民衆に伝承されてきた文芸としての民間説話。昔話・伝説など。』
とあります。明治以降、民俗学が起こり、民話の収集が行われて以来、大手出版社か
ら民話全集などが数多く発行され、広まっていったようです。今月号から、町に伝
わる民話がこれからも広く長く伝わっていくよう「よりい民話研究会」の皆さんに
ご協力をいただき、各地区の民話をご紹介していきます。

 

お
わ
ん
を
貸
し
て
く
れ
る
淵

昔
、鉢
形
に
一
軒
の
宿
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
全

国
各
地
か
ら
お
客
さ
ん
が
く
る
の
で
た
い
そ
う
繁

盛
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、一
人
の
お
侍
が
や
っ
て
き
て

い
い
ま
し
た
。

「
近
々
、鉢
形
城
に
登と

じ
ょ
う城
す
る
お
殿
様
の
ご
一
行

が
、は
る
ば
る
遠
い
地
方
か
ら
お
い
で
に
な
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
は
こ
の
宿
で
お
や
す
み

に
な
る
か
ら
、お
迎
え
す
る
準
備
を
し
て
お
く
よ

う
に
。」

こ
れ
を
聞
い
た
宿
屋
の
主
人
は
、な
ん
と
か
心
づ
く

し
の
お
も
て
な
し
を
し
た
い
と
お
も
い
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
と
か
ん
が
え
た
す
え
、地
元
で
と
れ

た
山
菜
や
魚
を
つ
か
っ
た
お
い
し
い
料
理
を
だ
す

こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
り
っ
ぱ
な
お
膳
や

お
わ
ん
な
ど
の
食
器
が
た
く
さ
ん
必
要
で
す
。
そ

こ
で
主
人
は
搦か

ら
め
て
ば
し

手
橋
の
下
に
あ
る
淵ふ
ち
に
お
願
い
し

て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
手
紙
を
書

い
て
、

「
ど
う
か
食
器
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
お
ね
が
い
し
な
が
ら
搦
手
橋
の
上
か
ら
な
が
し

ま
し
た
。

つ
ぎ
の
日
の
朝
早
く
主
人
が
搦
手
橋
に
い
っ
て

み
る
と
、ち
ょ
う
ど
お
ね
が
い
し
た
だ
け
の
お
膳

や
お
わ
ん
が
水
面
に
う
か
ん
で
い
る
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
朱
塗
り
の
お
膳
、美
し
い
い
ろ
ど
り
の

お
わ
ん
な
ど
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
立
派
な
食

器
で
し
た
。
主
人
は
だ
い
じ
に
そ
れ
を
も
っ
て
か

え
り
、食
事
の
し
た
く
を
さ
せ
ま
し
た
。
お
殿
様

は
お
い
し
い
料
理
に
し
た
つ
づ
み
を
う
ち
、立
派

な
食
器
に
も
満
足
し
ま
し
た
。
主
人
は
、

「
こ
れ
も
淵
の
神
様
の
お
か
げ
だ
。」

と
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。

つ
ぎ
の
日
、主
人
は
き
れ
い
に
あ
ら
っ
た
食
器

を
も
っ
て
、淵
に
返
し
に
い
き
ま
し
た
。
主
人
は

何
度
も
何
度
も
頭
を
さ
げ
て
お
礼
を
い
い
な
が

ら
淵
に
食
器
を
う
か
べ
ま
し
た
。
す
る
と
食
器
は

す
っ
と
淵
の
な
か
に
す
い
こ
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
こ
の
宿
屋
で
は
、お
殿

様
が
お
や
す
み
に
な
る
と
き
、い
つ
も
こ
の
淵
に

お
ね
が
い
し
て
、食
器
を
借
り
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
出
典「
こ
ど
も
の
た
め
の
寄
居
町
民
話
集
」


