
「
〈民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
の
構
造

司冨
o
ぬ
胃
ξ
言
器
o
『
書
6
．
、
国
o
目
6
0
『
『
o
芦
吟
己
2
（
ば
巨
綱
自
）
、
、
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小
池
淳
一

は
じ
め
に

　
地
域
の
開
発
に
際
し
て
文
化
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
利
用
す
る
か
と
い
う
問

題

は
、
実
は
言
語
戦
略
の
問
題
で
も
あ
る
。
地
域
社
会
と
い
う
現
実
に
対
し
て
、
文

化

は
時
に
曖
昧
模
糊
と
し
た
無
定
形
の
も
の
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
あ
る
い

は
文
化
と
い
う
だ
け
で
は
荘
洋
と
し
て
い
て
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
い
場
合
が
あ
る
と

い

っ

た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
、
印
象
づ
け
、
戦
略
的

に
使
っ
て
い
く
た
め
に
は
特
定
の
決
ま
り
文
句
や
単
語
が
用
い
ら
れ
て
、
イ
メ
ー
ジ

作
り
に
貢
献
す
る
。
逆
に
言
え
ば
地
域
の
文
化
を
う
ま
く
言
語
で
表
現
で
き
れ
ば
、

利
用
や
活
用
へ
の
筋
道
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は

そ
う
し
た
地
域
開
発
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
も
標
語
と
も
と
れ
る
ひ
と

つ
の

術
語

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る

そ
の
術
語
と
は
〈
民
話
〉
で
あ
る
。
〈
民
話
〉
は
し
ば
し
ば
、
民
俗
学
の
領
域
に
属

す
る
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
〈
民
話
〉
は
民
俗
研
究
の
な

か
で

は
常
に
一
定
の
留
保
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
術
語
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

広
が
り
を
持
つ
言
葉
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
具
体
的
に
確
認
す

る
。
つ
い
で
、
そ
う
し
た
留
保
に
よ
っ
て
〈
民
話
〉
が
地
域
社
会
と
ど
の
よ
う
な
か

た
ち
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
」
岩
手
県
遠
野
市
を
対
象

と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
、
地
域
開
発
に
お
け
る
文
化
を
表
現
す

る
語
と
し
て
の
〈
民
話
〉
が
担
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
考
え
る
た
め
の
予
備

的
な
考
察
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
民
俗
学
に
お
け
る

口
承
文
芸
研
究
史
の
検
討
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
研
究

は
管
見
の
限
り
、
決
し
て
多
く
は
な
い
。
飯
島
吉
晴
に
よ
る
民
話
を
含
む
研
究
史
の

　
（
1
）

整
理
が
参
考
に
な
る
ほ
か
、
野
村
典
彦
の
一
九
七
〇
年
代
の
民
話
に
関
す
る
周
到
な

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

検
討
や

関
根
綾
子
に
よ
る
民
間
説
話
と
い
う
術
語
の
分
析
が
主
要
な
も
の
と
い
え
よ

う
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
先
行
す
る
議
論
の
素
材
に
遡
り
つ
つ
、
民
俗
学
の
内
部
に

限
定

し
て
議
論
を
進
め
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
は
民
話
運
動
そ
の
も
の
の
総
括
、
再

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
民
間
説
話
（
ウ
o
汗
叶
巴
o
）
の
訳
語
、
略
語
と

し
て
の
民
話
、
民
俗
学
に
お
け
る
学
術
用
語
た
ら
ん
と
し
て
い
た
そ
れ
に
対
し
て
、
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〈民
話
〉
と
表
記
す
る
場
合
は
、
民
衆
の
話
と
い
っ
た
含
意
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま

な
運
動
や
主
張
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
民
話
か
ら
〈
民
話
〉

へ
と
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
貼
り
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
を
素
描
し
、
地
域
文
化
の
表
象

と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一　
〈
民
話
〉
の
始
発
と
そ
の
内
実
ー
民
俗
学
か
ら

　
一
九
五
五
年
、
民
俗
学
者
の
関
敬
吾
は
岩
波
書
店
か
ら
岩
波
新
書
『
民
話
』
を
出

版

し
た
。
戦
前
の
赤
い
表
紙
（
赤
版
）
に
代
わ
っ
て
青
版
と
呼
ば
れ
る
青
い
表
紙
と

な
っ
て
か
ら
二
〇
二
冊
め
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
私
は
、
民
俗
学
研
究
の
一

環

と
し
て
、
昔
話
を
科
学
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
無
形

の
生

き
た
物
語
を
追
っ
て
歩
い
て
い
る
間
に
、
グ
リ
ム
と
お
よ
そ
縁
も
な
さ
そ
う
な

老
姐
・
老
翁
の
口
か
ら
、
同
じ
話
が
口
を
つ
い
て
流
れ
て
来
る
の
を
し
ば
し
ば
聴
き
、

心
臓
の

高
鳴
る
の
を
い
く
度
か
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
。
」
と
は
じ
ま
る
こ
の
新
書

は
、
昔
話
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
関
の
面
目
躍
如
た
る
内
容
を
備
え
て
い
た
。

　
そ
の
目
次
を
次
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

第
一
部
　
民
話
と
昔
話

　
一
　
昔
話
論
の
展
開

　
　
　
グ

リ
ム
と
そ
の
系
統
　
単
純
形
式
　
ウ
ェ
ッ
セ
ル
ス
キ
ー

　

二
　
民
話
の
範
囲

　
　
　
動
物
昔
話
　
笑
話
　
伝
説

第
二
部
　
昔
話
の
生
活

　
一
　
起
源

　
二
　
伝
播

　
三
　
機
能

第
三
部
　
昔
話
の
形
式

　
一
　
表
現
形
式

　
二
　
構
造

　
三
　
変
化

第
四
部
　
昔
話
の
世
界

　
一
　
二
つ
の
世
界

　
二
　
主
人
公
の

誕
生

　
三

　
葛
藤

　
四
　
道
徳
的
基
礎

　
五
　
犯
罪

　
六
　
富

　
七
　
恋
愛
と
結
婚

　
　
　
婚
姻
形
式
　
婚
姻
と
呪
術

　
関
は
日
本
の
昔
話
研
究
の
基
礎
を
固
め
る
た
め
に
日
本
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
昔

話

を
話
型
ご
と
に
整
理
し
、
そ
の
分
布
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
多
年
に
わ
た
っ

て

継
続
し
て
い
た
。
角
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
昔
話
集
成
』
（
全
六
巻
、

一
九
五
〇

～
五
八
年
）
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
昔
話
が
土
地
ご
と
の
方
言
、

個
々
の
伝
承
者
ご
と
の
表
現
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
共
通
す
る
か
た
ち

ー
話
型
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
整
理
・
配
列
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
口
承
文
芸
研
究
の
世
界
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
こ
う
し
た
話
型
分
類
は
、

関
敬
吾
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
、
柳
田
國
男
の
『
日
本
昔
話
名
彙
』
（
一
九
四
八

年
）
と
い
う
先
行
す
る
作
業
が
あ
る
も
の
の
、
国
際
的
な
比
較
を
容
易
に
し
た
と
い

う
点
で
き
わ
め
て
重
要
な
業
績
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
日
本
国
内
の

民
俗
事
象
の
調
査
お
よ
び
研
究
を
推
進
し
て
い
く
当
時
の
民
俗
学
に
あ
っ
て
、
昔
話

と
い
う
限
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
国
際
的
な
視
野
に
立
ち
、
人
類
文
化
と
い
う
広
が

り
で
研
究
対
象
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
先
駆
的
な
作
業
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
広
い
視
野
か
ら
昔
話
を
扱
っ
て
い
た
関
に
対
し
て
新
書
と
い
う
啓
蒙
的

な
か
た
ち
で
、
そ
の
成
果
の
刊
行
を
求
め
た
の
は
岩
波
書
店
新
書
編
集
部
の
優
れ
た
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小池淳一［「〈民話〉のふるさと」の構造］・

着
眼
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
関
は
そ
れ
に
う
っ
て
つ
け
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
岩
波

新
書

は
戦
前
の
い
わ
ゆ
る
赤
版
の
時
代
に
、
柳
田
國
男
の
『
伝
説
』
を
一
九
四
〇
年

に
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
啓
蒙
的
な
装
い
で
あ
り
な
が
ら
、
柳
田
の
伝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

研
究
の
重
要
な
段
階
、
そ
の
社
会
性
に
関
す
る
考
察
を
軸
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
を
は
さ
ん
で
柳
田
の
『
伝
説
』
と
一
対
を
な
す
か
の
よ
う
に
も
思

わ

れ

る
関
の
『
民
話
』
は
、
民
俗
学
研
究
の
順
調
な
発
展
を
示
す
も
の
に
思
わ
れ
た

の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
民
話
』
に
対
し
て
、
民
俗
学
者
た
ち
の
反
応
は
冷
や
や
か
な

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
ま
ず
、
『
日
本
民
俗
学
』
三
巻
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

（
一
九

五
五
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
書
誌
紹
介
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
稿
の

執
筆
者
は
文
末
に
井
之
口
章
次
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
井
之
口
は
葬
送
習
俗
を
中
心

と
し
た
研
究
者
で
、
当
時
、
民
俗
学
研
究
所
に
お
い
て
研
究
を
進
め
、
学
会
誌
で
あ

る
『
日
本
民
俗
学
』
に
も
積
極
的
に
執
筆
し
て
い
た
気
鋭
の
人
物
で
あ
る
。

　

そ
の
紹
介
記
事
は
次
の
よ
う
な
全
面
否
定
に
近
い
表
現
で
は
じ
ま
る
。
「
わ
れ
わ

れ
は

最
初
こ
の
書
名
を
見
て
、
ち
ょ
っ
と
首
を
か
し
げ
た
。
あ
る
い
は
礼
を
失
す
る

よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
が
、
卒
直
に
そ
の
疑
問
の
点
を
表
明
し
て
お
き
た

い

と
思
う
。
」
と
し
て
、
民
話
と
い
う
語
は
不
完
全
な
酬
訳
語
で
あ
る
と
し
、
「
民
衆

に
受
け
容
れ
ら
れ
や
す
い
話
、
人
民
に
親
し
ま
れ
る
話
、
と
い
う
よ
う
な
語
感
を
と

も
な
い
、
そ
れ
は
創
作
の
歌
を
含
め
た
民
謡
と
い
う
言
葉
が
、
民
衆
の
歌
と
理
解
さ

れ
て

い

る
場
合
が
あ
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
。
」
さ
ら
に
「
民
衆
の
話
、
人
民
の
歌

声
を
以
て
、
世
の
中
を
明
る
く
し
よ
う
と
す
る
運
動
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
特
に

故
障
を
申
し
立
て
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
言
い
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
ー
こ
の
語
に
は

民
俗
学
者
が
、
と
い
う
含
意
が
あ
ろ
う
ー
が
求
め
る
の
は
歴
史
的
な
学
問
の
資
料
と

し
て
の
昔
話
で
あ
り
、
政
治
的
な
運
動
と
は
一
線
を
画
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
主

張
す
る
。

　

そ

し
て
、
『
民
話
』
の
「
内
容
は
全
く
昔
話
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

外
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
断
ず
る
。
こ
の
断
定
が
誤
り
で

あ
る
こ
と
は
先
に
掲
げ
た
目
次
を
一
覧
す
れ
ば
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
井
之
口
の
論

難
は
、
こ
の
書
物
の
タ
イ
ト
ル
を
昔
話
で
は
な
く
民
話
と
し
た
こ
と
に
集
中
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
末
尾
に
「
昔
話
と
い
う
も
の
を
広
く
展
望
し
、
概
念
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
最
も
格
好
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
と
い
い
な

が

ら
も
、
一
方
で
は
「
昔
話
に
つ
い
て
相
応
の
予
備
知
識
が
な
け
れ
ば
、
理
解
が
む

つ
か

し
い
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
い
い
、
矛
盾
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
歯
切
れ
の
悪

い
紹
介
記
事
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　

こ
れ
に
対
し
て
関
敬
吾
は
『
日
本
民
俗
学
』
誌
上
で
敢
然
と
反
論
し
て
い
る
。
そ

の

議
論

は
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
点
だ
け
確
認
し
て
お
こ
う
。
第

一
に
「
昔
話
を
歴
史
的
な
学
問
の
資
料
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
学
問
の
中
立
的
立

場
を
堅
持
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
一
体
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
」
「
さ
ら
に
政
治

的
な
運
動
と
一
線
を
画
す
る
と
い
う
が
、
政
治
運
動
に
も
幾
つ
か
あ
る
だ
ろ
う
。
学

問
の
立
場
と
政
治
の
立
場
と
を
混
同
す
る
か
ら
こ
そ
学
問
の
中
立
と
い
う
言
葉
が
無

反
省
に
出
て
来
る
の
だ
。
」
と
し
て
、
民
話
と
い
う
語
が
政
治
運
動
と
連
結
す
る
と

い
う
と
ら
え
方
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
点
。
第
二
に
「
本
書
で
は
口
承
の
物
語
を

広
義
に
使
用
し
民
話
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
」
そ
し
て
「
要
す
る
に
問
題
は
本
書

の

内
容
を
批
判
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
民
話
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
点
に

あ
る
。
」
が
、
民
話
が
不
完
全
な
訳
語
で
あ
る
こ
と
と
は
民
間
伝
承
と
い
う
訳
語
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
『
民
話
』
に
対
す
る
批
判
は
、
当
時
の
民
俗
学
に
お
い
て
、
既
に
昔
話
と
い
う
術

語
が
あ
る
の
に
、
民
話
と
い
う
別
の
語
を
使
っ
た
と
い
う
点
、
さ
ら
に
そ
の
民
話
が

当
時
の
政
治
運
動
の
な
か
に
お
い
て
大
き
な
話
題
で
あ
り
、
象
徴
的
な
用
語
で
あ
っ

た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
。
そ
の
こ
と
は
別
の
方
面
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次

に
そ
れ
を
見
て
お
こ
う
。

　
桜
井
徳
太
郎
の
『
昔
ぱ
な
し
ー
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
ー
』
は
『
民
話
』
に
遅

れ

る
こ
と
二
年
、
一
九
五
七
年
に
社
会
思
想
社
の
現
代
教
養
文
庫
一
五
三
番
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
桜
井
は
当
時
、
東
京
教
育
大
学
日
本
史
研
究
室
に
勤
め
る
傍
ら
、
民
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俗
学
研
究
所

に
も
籍
を
置
き
、
日
本
民
俗
学
会
の
理
事
も
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

「昔
ぱ

な
し
と
民
話
の
違
い
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
「
…
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、

昔
ぱ
な
し
と
い
う
語
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
翻
訳
語
を

使
う
必
要
は
少
し
も
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ご
ろ
で
は
、
民
話

の
名
の
も
と
に
、
昔
ぱ
な
し
・
伝
説
・
神
話
な
ど
の
す
べ
て
を
包
含
し
、
か
つ
そ
れ

ら
を
混
同
し
て
用
い
て
い
る
人
が
多
い
。
（
中
略
）
な
か
に
は
、
昔
ぱ
な
し
の
研
究

に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
研
究
家
ま
で
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
お
か
し
て
い
る
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
、
ま
こ
と
に
な
さ
け
な
い
気
が
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
さ
け
な
い
と
言
わ

れ

た
の
が
関
敬
吾
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
民
話
』
と
い
う
書
物
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
い
論
難
で
あ
る
こ
と
は
井
之
口
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
民
俗
学
に
お
い
て
民
話
と
そ
れ
を
冠
し
た
書
物
は
冷
や
や
か
な
扱

い

を
受
け
、
民
俗
学
の
内
部
に
お
い
て
民
話
を
用
い
よ
う
と
し
た
関
敬
吾
は
孤
立
し

た
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
民
話
と
い
う
語
は
民
俗
学
界
に
お
い
て
積
極
的
に
使
わ
れ

て

は
い
な
い
。
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
一
九
五
五
年
前
後
の
民
俗
学
の
一
種

の

自
立
運
動
あ
る
い
は
純
化
の
希
求
と
ま
つ
わ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
運
動
が

意
識

し
、
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
の
は
民
話
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
運
動
自
体
は
学

問
的
議
論
と
は
別
次
元
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
避
け
、
民
俗

学
以
外
の
別
の
学
問
が
民
話
に
対
し
て
ど
う
い
っ
た
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
た
か
に

つ
い
て
次
節
で
検
討

し
て
み
た
い
。
そ
の
学
問
と
は
戦
後
歴
史
学
で
あ
る
。

二

戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
〈
民
話
〉

　
戦
後
歴
史
学
の
あ
ゆ
み
に
対
す
る
自
覚
的
な
回
顧
、
反
省
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

で
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
〈
民
話
〉
と
の
関
わ
り
と
し
て
は
、
一
九
五
二
年

度
の
歴
史
学
研
究
会
に
お
け
る
大
会
報
告
を
直
接
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年

度
に
は
封
建
の
部
で
杉
山
博
に
よ
る
「
室
町
小
歌
に
つ
い
て
」
、
尾
藤
正
英
に
よ
る
「
封

建
倫
理
の

問
題
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
報
告
に
は
さ
ま
れ
る
か
た
ち
で
吉
澤
和
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に
よ
る
「
民
話
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

論
じ
る
内
容
を
確
認
し
、
前
節
に
お
け
る
民
俗
学
界
内
の
民
話
に
対
す
る
違
和
感
の

よ
っ
て
き
た
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
吉
澤
は
報
告
の
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
の
報
告
が
民
科
の
思
想
史
研
究
会
に
お
け
る

民
話
の
会
で
討
論
さ
れ
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
と
述
べ
た
後
で
、
五
点
に
わ
た
る

指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
民
話
の
創
造
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
民
話
を

集
団
が
集
団
と
し
て
持
っ
て
い
る
創
造
力
が
形
象
化
し
た
も
の
と
し
て
、
民
衆
が
そ

の

な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
語
り
込
め
て
き
て
い
る
と
す
る
。
民
話
そ
の
も
の
よ

り
も
そ
の
担
い
手
で
あ
る
民
衆
と
そ
の
創
造
力
の
表
れ
に
対
す
る
興
味
を
強
調
し
て

い
る
。

　
第
二
に
、
民
話
が
そ
の
時
代
、
地
域
の
民
衆
に
と
っ
て
現
実
的
な
問
題
に
基
礎
を

お

い
て

い

る
と
す
る
。
民
衆
に
と
っ
て
の
共
通
の
要
素
や
意
識
、
希
望
、
感
情
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
民
話
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ

て

い

る
民
衆
の
意
識
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
は
、
民
話
に
は
暗
く
絶
望
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
表
現
さ
れ

る
世
界
は
ふ
し
ぎ
に
明
る
く
楽
天
的
で
あ
る
と
す
る
。
吉
澤
は
こ
こ
で
ゴ
ー
リ
キ
ー

の

「
民
衆
の

集
団
に
は
自
己
の
不
死
の
意
識
と
自
己
に
敵
対
的
な
す
べ
て
の
力
に
対

す
る
自
己
の
勝
利
の
確
信
と
が
さ
な
が
ら
固
有
で
あ
る
か
に
見
え
る
」
と
い
う
言
葉

　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
民
衆
は
無
意
識
の
中
に
希
望
や
夢
を
民
話
に
託
し
て
表
現

し
て
い
る
と
い
う
。

　
第
四
に
は
、
民
話
の
教
訓
性
に
着
目
し
て
、
そ
れ
が
、
民
衆
が
集
団
と
い
う
も
の

を
信
頼
し
、
そ
の
中
で
自
己
を
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
の
表
れ
で
あ
る
と
す

る
。　

最
後
に
第
五
に
、
こ
う
し
た
民
話
の
創
造
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
民
衆
の
変
化
、

成
長
を
中
世
末
の
お
伽
草
子
と
比
較
し
て
、
民
話
に
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
近

世

の
農
民
が
自
己
の
主
体
性
を
獲
得
し
て
き
た
事
情
と
相
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
し
、
そ
こ
に
は
近
世
の
封
建
社
会
の
農
民
の
姿
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。
お
伽
草
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子
が
室
町
時
代
の
革
命
的
な
武
士
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ

で
の
民
話
は
幕
末
の
農
民
一
揆
に
立
ち
上
が
る
農
民
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
も
の

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
吉
澤
の
報
告
は
民
話
を
歴
史
的
な
状
況
の
な
か
で
の
産
物
と
し
、
そ
の
分

析
の
材
料

と
し
て
扱
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て

い

る
の
は
民
話
を
民
衆
の
創
造
力
や
集
団
意
識
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
う
と
い
う
分

析
の
方
向
性
の
規
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
い
う
民
衆
は
近
代
化
を
準
備
し
、

や

が
て

は
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
く
近
世
の
農
民
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
発
展
的
な

歴
史
観
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
民
話
が
持
っ
て
い
る
多
様
な
意
味
や
可
能
性
は
、
こ
の
時
点
で
は
封
建
社
会
に
お

け
る
民
衆
意
識
の
顕
現
の
様
態
と
し
て
限
定
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の

点
で
は
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
時
代
の
制
約
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て

い

る
と
い
え
る
。
民
話
は
こ
の
方
向
に
そ
の
研
究
上
の
可
能
性
を
も
限
定
す
る
こ
と

で

〈民
話
〉
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
た
く
な

っ

て
く
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
吉
澤
報
告
の
第
五
点
め
の
指
摘
、
中
世
の
お
伽
草
子
に
近
世
の
民
話

を
対
置
す
る
と
い
う
図
式
を
は
じ
め
、
こ
の
封
建
部
会
で
の
討
論
で
は
吉
澤
報
告
に

対

し
て
は
、
さ
ま
ざ
な
批
判
や
意
見
の
開
陳
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て

も
拾
い
上
げ
て
お
か
ね
ば
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
民
話
の
位
相
と
可
能
性
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

認

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
主
要
な
発
言
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
討
論
で

は
ま
ず
上
田
正
昭
が
、
こ
の
民
話
の
問
題
は
民
間
信
仰
の
問
題
に
も
発
展

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
「
民
間
に
伝
わ
っ
て

い

る
信
仰
の
組
織
や
行
事
の
中
に
も
」
「
封
建
制
に
対
す
る
民
衆
の
闘
い
」
「
現
実
的

な
批
判
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
八
六
～
八
七

頁
）
。

　

次
い
で
塚
本
学
は
吉
澤
の
引
い
た
話
は
心
学
な
ど
の
教
え
と
大
き
な
違
い
は
な
い

も
の
ば
か
り
で
、
そ
れ
よ
り
も
豪
族
の
話
の
な
か
に
出
て
来
る
も
の
の
方
が
重
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
な
い
か
、
と
発
言
し
て
い
る
。
続
け
て
酒
井
忠
雄
が
民
俗
学
で
は
厳
密
に
分
け

て

い

る
も
の
を
「
民
衆
の
文
化
の
内
容
を
な
し
て
い
る
」
「
民
衆
の
意
志
を
代
表
し

て

い

る
」
と
し
、
「
封
建
時
代
の
一
つ
の
材
料
だ
と
い
う
ふ
う
に
頭
か
ら
き
め
て
か

か

っ

て

い

る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
酒
井
は
「
も
う
少
し
時
代
と
い
う
も
の

の

つ
な
が
り
を
民
俗
学
者
と
歴
史
学
者
が
協
力
し
て
究
明
す
べ
き
で
あ
」
（
八
八
頁
）

る
と
言
う
。

　

こ
こ
で
の
民
俗
学
の
知
見
を
も
う
少
し
生
か
し
、
援
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見

解
は
、
紙
上
参
加
と
い
う
か
た
ち
で
収
録
さ
れ
て
い
る
関
敬
吾
の
意
見
と
も
つ
な
が

り
を
持
つ
。
関
は
吉
澤
の
報
告
を
「
わ
が
封
建
性
が
如
何
な
る
形
に
於
て
昔
話
に
現

れ
て

い

る
か
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
と
受
け
止
め
、
し
か
し
「
愛

に
引
用
せ
ら
れ
た
昔
話
の
選
択
及
び
ク
リ
テ
ィ
ク
は
妥
当
を
欠
く
」
（
＝
八
頁
）

と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
大
歳
の
夜
の
訪
問
者
」
、
「
蛇
女
房
」
、
「
蛙
女
房
」

と
い
っ
た
話
型
に
関
す
る
研
究
史
を
も
と
に
そ
の
修
正
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
昔

話
は

あ
く
ま
で
も
社
会
生
活
の
反
映
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
従

っ

て
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
中
に
何
等
か
の
事
実
を
見
出
さ

ん

と
す
る
場
合
、
常
に
昔
話
以
外
の
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
文
化
要
素
と
比
較
対

照

す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
（
＝
九
頁
）
と
述
べ
る
。
昔
話
は
社
会
生

活
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
反
映
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
、
社
会
生

活
の

な
か
の
文
化
要
素
と
の
比
較
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
俗

学
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
文
化
要
素
に
関
す
る
知
見
を
も
っ
と
取
り
入
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
意
見
の
表
明
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
関
が
民
話
と
い
う
語
を
一
切
用
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。

　
議
長
を
務
め
た
松
本
新
八
郎
は
、
批
判
を
二
点
に
整
理
す
る
。
一
つ
は
こ
こ
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
民
話
は
抵
抗
的
で
は
あ
っ
て
も
闘
争
の
材
料
と
し
て
は
大
き
な
も
の

で

は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
民
話
と
い
う
語
の
中
に
包
含
し
て
し

ま
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
に
つ
い
て
時
代
や
社
会
の
環
境
に
関
し
て
厳
密
に
研

究
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
八
八
～
八
九
頁
）
。
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吉
澤
の
と
り
あ
え
ず
の
回
答
は
、
話
の
系
統
を
遡
る
よ
り
も
「
時
代
が
下
る
に
従

っ

て
、
そ
の
地
域
に
特
有
な
も
の
を
ま
と
い
つ
け
て
来
た
面
に
こ
そ
そ
の
持
っ
て
い

る
本
質
が
あ
る
」
「
話
の
系
統
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
横
に
広

げ
て

い
く
よ
り
も
き
わ
め
て
具
体
的
に
民
衆
の
其
の
時
代
に
お
け
る
生
活
と
結
び
つ

け
て
考
え
て
行
く
方
が
い
い
」
（
八
九
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
以
降
、
議
論
は
民
衆
の
創
造
力
と
演
劇
を
は
じ
め
と
す
る
創
作
の
問
題
へ
と

伸
び
て
い
く
。
紙
上
参
加
に
よ
る
木
下
順
二
の
発
言
（
九
一
～
九
二
頁
）
、
藤
間
生

大
の

民
話
と
創
作
と
の
分
離
の
段
階
に
対
す
る
注
意
（
九
三
頁
）
、
お
伽
草
子
の
位

置
づ
け
に
関
す
る
上
島
有
、
中
澤
市
朗
、
山
形
友
郎
ら
の
反
論
（
九
四
～
九
八
頁
）

な
ど
で
あ
る
。
お
伽
草
子
の
問
題
は
創
造
と
い
う
観
点
で
さ
ら
に
広
が
り
を
持
ち
、

こ
れ
も
紙
上
参
加
で
は
あ
る
が
、
永
原
慶
二
が
柳
田
國
男
の
「
東
北
文
学
の
研
究
」

を
引
い
て
、
「
民
族
文
化
の
成
長
と
発
展
に
つ
い
て
の
法
則
的
な
も
の
す
ら
暗
示
し

て

い

る
」
（
＝
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
興
味
深
い
の
は
西
郷
信
綱
の
紙
上
参
加
に
よ
る
発
言
で
、
こ
こ
で
は
「
歴
史
家
と

し
て
の
報
告
者
が
、
従
来
の
分
類
学
的
な
方
法
と
は
こ
と
な
り
、
民
衆
の
立
場
に
た

っ

て
、
こ
う
い
う
昔
話
の
ほ
ん
と
う
の
生
活
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

く
れ
た
こ
と
に
、
私
は
と
く
に
感
銘
を
お
ぼ
え
る
と
と
も
に
、
い
ま
ま
で
は
遠
い
世

界
の
も
の
で
あ
っ
た
昔
話
が
、
民
族
の
生
き
た
文
化
遺
産
と
し
て
じ
ぶ
ん
の
心
の

な
か
に
温
か
く
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
を
感
じ
ま
す
。
」
と
述
べ
、
西
郷
自
身
の
吉

四
六
話
を
聞
い
て
育
っ
た
と
い
う
個
人
的
か
つ
地
方
的
な
経
験
を
も
と
に
「
こ
う
い

う
経
験
や
記
憶
を
よ
び
さ
ま
し
、
そ
れ
を
あ
た
ら
し
く
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に

昔
話
研
究
の
意
義
が
あ
る
」
と
す
る
（
一
二
〇
頁
）
。
民
俗
学
が
構
築
し
つ
つ
あ
っ

た
民
話
の
分
類
を
基
礎
と
す
る
研
究
様
式
に
対
し
て
、
歴
史
学
に
お
い
て
は
民
話
に

創
作
や
地
域
住
民
の
生
活
感
情
を
取
り
込
み
つ
つ
、
そ
の
発
展
を
期
す
る
こ
と
に
重

点
を
置
く
と
い
う
方
向
性
へ
の
賛
意
で
あ
る
。

　
今

日
、
こ
う
し
た
議
論
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
民
話
と
い
う
素
材
を
扱
い

な
が
ら
も
民
族
文
化
や
民
話
劇
な
ど
の
創
作
に
親
和
性
を
持
つ
戦
後
歴
史
学
の
志
向

は
、
純
化
や
厳
密
な
定
義
と
は
異
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
の
民
話
、
す
な
わ
ち
〈
民

話
〉
を
め
ざ
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
民
話
と
い
う
術
語
の
再
検
討
と
い
う
よ
り
も
、

全
く
異
な
る
要
素
を
積
極
的
に
認
め
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
民
族
文
化
の
追
究
を

意
図
す
る
希
望
に
満
ち
た
楽
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
当
時
の
民
俗
学
に
と
っ
て
は
警
戒
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
こ
の
報
告
と
討
論
に
お
い
て
も
、
民
俗
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
る
必
要

性
や

同
じ
民
話
を
素
材
と
し
て
、
異
な
る
考
究
の
可
能
性
は
提
示
さ
れ
て
お
り
、
文

学
者
、
歴
史
学
者
た
ち
の
志
向
は
そ
れ
と
交
差
は
す
る
も
の
の
、
寄
り
添
う
こ
と
は

な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
民
話
に
深
く
関
連
す
る
信
仰
の
問
題
や
民
俗
事
象

の
差
異
の
問
題
が
言
及
さ
れ
つ
つ
も
軽
視
さ
れ
、
抵
抗
や
想
像
が
言
挙
げ
さ
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の

よ
う
な
議
論
は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
民
間
説
話
、
民
俗
と
し
て
の
民
話
に
対
し
て
、
民
族
文
化
の
表
出
の
一
形
態
を
創

作
や
創
造
と
い
う
回
路
を
意
識
し
つ
つ
論
じ
よ
う
と
す
る
〈
民
話
〉
と
い
う
術
語
は
、

扱
い
に
慎
重
さ
が
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
〈
民
話
〉
と
民
俗
学
と
の
乖
離
は
こ
う

し
た
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
〈
民
話
〉
の
位
置
づ
け
に
起
因
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か

し
、
二
一
世
紀
の
現
在
、
〈
民
話
〉
の
語
は
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
、
民
間
説
話
の

略
語
で

あ
る
と
か
、
民
俗
学
に
お
け
る
口
承
文
芸
な
ど
と
い
っ
た
語
と
は
格
段
に
異

な
る
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
特
に
昨
今
、
こ
の
言
葉
は
岩
手
県
遠
野
市
に
お
い

て
、
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
い
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
様
相
を
次

に
確
認
し
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

三
　
〈
民
話
〉
の
定
着
ー
遠
野
に
お
け
る
言
説

　
岩
手
県
遠
野
市
は
民
俗
学
に
と
っ
て
は
柳
田
國
男
の
『
遠
野
物
語
』
を
生
み
だ
し

た
土
地
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
遠
野
市
に
お
い
て
は
「
民
話
の

ふ

る
さ
と
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

そ

の
一
例
と
し
て
遠
野
商
工
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は

遠
野
の

商
工
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
「
民
話
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小池淳［「〈民話〉のふるさと」の構造］・

の
ふ

る
さ
と
”
遠
野
”
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
民
話
と
い
う
語
が
生
ま

れ

た
土
地
、
民
話
の
メ
ッ
カ
が
遠
野
で
あ
る
か
の
よ
う
な
用
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た

か

た
ち
で
の
民
話
の
語
は
、
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
引
き
寄
せ
る
な
ら
ば
〈
民

話
〉
と
表
記
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
間
説
話
の
略
語
と
し
て
の
民
話
で
は

な
く
、
観
光
や
産
業
振
興
の
文
脈
の
な
か
で
意
味
を
持
つ
語
と
し
て
の
〈
民
話
〉
に

他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
〈
民
話
〉
は
か
な
り
の
浸
透
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
検
索
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

ガ

ー
デ
ン
プ
ラ
ネ
ッ
ト
な
る
企
業
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
「
日
本
ま
ち
な
み
探
訪

記
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
」
と
題
さ
れ
た
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の

よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
　
遠
野
」

と
し
て
、
「
柳
田
国
男
の
「
遠
野
物
語
」
は
、
遠
野
を
伝
承
民
話
の
宝
庫
と
し
て
一

躍
有
名
に
し
ま
し
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ニ
ッ
ポ
ン
レ
ン
タ

カ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
旅
の
お
役
立
ち
ガ
イ
ド
」
に
は
「
民
話
の
里
・
岩
手
県
遠

野
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
「
遠
野
は
い
ま
も
日
本
の
農
村
の
原
風
景

を
残
す
民
話
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
」
と
述
べ
ら

　
　
　
（
1
9
）

れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
〈
民
話
〉
と
遠
野
と
を
結
び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
観
光
情
報
を
動
画
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

提
供
す
る
「
旅
ぶ
く
ろ
」
と
い
う
サ
イ
ト
で
も
発
信
さ
れ
、
受
容
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

サ

イ
ト
で
は
投
稿
者
情
報
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
柳
田
國
男

の
「
遠
野
物
語
」
で
有
名
な
遠
野
に
出
か
け
ま
し
た
。
／
カ
ッ
パ
伝
説
や
オ
シ
ラ
サ
マ
、

さ
す
ら
い
地
蔵
な
ど
沢
山
の
民
話
に
触
れ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
」
河
童
は
妖
怪
で

あ
り
、
そ
の
出
現
謂
は
伝
説
で
は
な
く
、
現
代
の
民
俗
学
に
よ
れ
ば
世
間
話
に
分
類

さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
オ
シ
ラ
サ
マ
は
旧
家
に
祀
ら
れ
る
家
の
神
で
あ
り
、
民

俗
信
仰
に
類
す
る
も
の
、
さ
す
ら
い
地
蔵
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
、
地
蔵
に
ま
つ
わ

る
伝
説
も
し
く
は
世
間
話
で
、
そ
こ
を
訪
ね
た
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で

き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
者
の
民
俗
学
に
関
す
る
知
識
が
貧
弱
も
し
く
は
不
確
か
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。

河
童
や

オ
シ
ラ
サ
マ
、
地
蔵
に
ま
つ
わ
る
知
識
や
そ
の
場
所
を
訪
ね
る
こ
と
が
〈
民

話
〉
に
触
れ
る
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
大
き
く
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
遠
野
に
お
け
る
観
光
産
業
は
、
遠
野
が

柳

田
國
男
の
『
遠
野
物
語
』
の
舞
台
で
あ
り
、
そ
の
話
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
佐
々
木

喜
善
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
こ
と
を
大
胆
に
要
約
し
て
、
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
を

名
乗
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
遠
野
に
お
け
る
〈
民
話
〉
は
、
民
俗
事
象
と

そ
れ
を
扱
う
民
俗
学
と
い
う
営
み
総
体
を
観
光
や
地
域
振
興
の
文
脈
で
生
か
す
場
合

に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
だ
と
す
る
と
、
問
題
は
遠
野
に
お
い

て

〈民
話
〉
が
こ
う
い
っ
た
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
民
俗
学
的
に
検
討
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
に
大
ま
か
な
了
解
を
得
て
浸
透
し
て
い
く
背
景
を
理
解
す

る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　
遠
野
に
お
け
る
〈
民
話
〉
と
そ
れ
を
文
化
財
産
と
し
て
活
用
し
て
い
く
過
程
を
学

術
的
に
追
っ
た
作
業
と
し
て
は
石
井
正
己
に
よ
る
『
遠
野
の
民
話
と
語
り
部
』
が
あ

（2
1
）

る
。
こ
の
著
作
を
ひ
も
と
く
こ
と
で
、
遠
野
と
〈
民
話
〉
と
の
結
合
の
過
程
を
確
認

し
て
い
こ
う
。
石
井
に
よ
れ
ば
、
遠
野
に
お
け
る
民
話
の
調
査
や
研
究
は
『
遠
野
物

語
』
を
生
ん
だ
土
地
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
順
調
に
継
続
・
発
展
し
た
わ
け

で

は
な
い
。
一
九
六
六
年
に
福
田
八
郎
と
い
う
教
育
者
に
よ
っ
て
民
話
の
語
が
用
い

ら
れ
た
『
遠
野
の
民
話
』
が
附
馬
牛
小
学
校
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
が
最
初
だ
と
推
定

　
　
　
　
（
2
2
）

さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
石
井
は
遠
野
に
お
い
て
〈
民
話
〉
と
い
う
語
は
「
今
で
は
、
「
昔
話
」
「
伝
説
」

「
世

間
話
」
を
広
く
包
括
す
る
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
何
で
も
入
る
便
利
な
箱
の

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
遠
野
で
は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
本
来
は
ほ
と
ん
ど
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

点
の
な
か
っ
た
『
遠
野
物
語
』
と
「
昔
話
」
の
世
界
が
括
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
「
便
利
な
箱
」
と
し
て
の
〈
民
話
〉

は
附
馬
牛
、
土
淵
両
小
学
校
の
校
長
を
務
め
、
遠
野
市
の
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
、

遠
野
民
話
同
好
会
の
会
長
な
ど
も
務
め
た
福
田
八
郎
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
と
指
摘
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（
2
4
）

す
る
。
加
え
て
、
そ
の
時
期
は
岩
手
国
体
が
開
催
さ
れ
、
遠
野
が
観
光
の
町
と
し
て

立
ち
上
が
っ
て
く
る
昭
和
四
五
年
以
前
、
具
体
的
に
は
『
遠
野
の
民
話
』
が
刊
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
＞

れ
た

昭
和
四
一
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
の

関
心
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
民
俗
学
界
に
お
い
て
忌
避
さ
れ
た

民
話

と
い
う
語
が
、
一
〇
年
以
上
の
月
日
を
経
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
〈
民
話
〉

を
め
ぐ
る
実
践
を
媒
介
と
し
て
遠
野
と
い
う
地
域
社
会
の
な
か
で
位
置
を
占
め
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
さ
ら
に
地
域
に
お
け
る
観

光
資
源
と
し
て
の
意
味
を
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
〈
民
話
〉
の
定
着
と
で
も
い
う
べ
き
動
き
は
ど
の
土
地
で
も
可
能
で
あ

っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
遠
野
物
語
』
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
遠
野
市
で
あ

っ

た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
引
い
た
石
井
の
指
摘
の

よ
う
に
『
遠
野
物
語
』
と
昔
話
も
し
く
は
民
話
と
を
一
括
り
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

た
。
こ
の
こ
と
は
『
遠
野
物
語
』
に
受
容
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
民
話
に
さ
ま
ざ

ま
な
意
味
を
含
ま
せ
、
学
術
用
語
と
し
て
は
曖
昧
に
し
て
い
く
一
方
で
、
地
域
の
振

興
、
観
光
資
源
化
の
文
脈
に
お
い
て
有
効
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
の
〈
民
話
〉

に
育
て
て
い
く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
結
び

つ
け
ら
れ
た
『
遠
野
物
語
』
の
内
容
は
周
知
の
よ
う
に
、
柳
田
國
男
が
遠
野

出
身
の
佐
々
木
喜
善
か
ら
聞
き
取
っ
た
奇
事
異
聞
で
あ
り
、
『
遠
野
物
語
』
は
民
俗

学
の
書
物
と
い
う
よ
り
、
民
俗
学
を
形
作
っ
て
い
っ
た
書
物
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
民

俗
学

に
お
け
る
口
承
文
芸
と
い
っ
た
研
究
上
の
区
分
が
確
立
す
る
以
前
の
混
沌
と
し

な
が
ら
も
魅
力
に
満
ち
た
地
域
の
伝
承
記
録
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
が
〈
民
話
〉
と

い

う
民
俗
学
と
距
離
の
あ
る
語
が
結
び
つ
い
た
の
は
必
然
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
〈
民
話
〉
と
い
う
語
が
機
能
す
る
に
は
遠
野
と
い
う
土
地

は

最
適
の

場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
『
遠
野
物
語
』
と
民
俗

学
の
初
発
の
地
と
い
う
、
一
九
五
〇
年
代
に
民
俗
学
で
民
話
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の

と
は
異
な
る
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
〈
民
話
〉
の
成

長
を
如
実
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以

上
、
本
稿
で
は
、
関
敬
吾
の
『
民
話
』
を
日
本
の
民
俗
学
に
お
け
る
民
話
の

出
発
点
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
登
場
が
必
ず
し
も
民
俗
学
の
な
か
で
歓
迎
さ
れ
な
か

っ

た
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
背
景
と
し
て
戦
後
歴
史
学
に
お
け
る
民
話
の
位
置
づ
け

が
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
。
さ
ら
に
岩
手
県
遠
野
市

に
お
い
て
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
用
い
ら
れ
て
い
る

現
状
を
確
認
し
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
み
た
。

　

学
術

的
に
充
分
な
吟
味
や
生
産
的
な
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
ず
に
、
い
わ
ば
継
子

の

よ
う
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
民
話
に
多
様
な
意
味
合
い
、
含
意
を
持
た
せ
る
こ
と
に

途

を
ひ
ら
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
口
承
文
芸
に
お
け
る
散
文
伝

承
と
い
う
よ
り
も
、
広
く
再
話
や
創
作
行
為
、
さ
ら
に
は
民
俗
学
と
い
う
営
為
そ
の

も
の
ま
で
も
が
〈
民
話
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、
昔
話
の
伝
承
者
は
「
語
り
部
」
と
呼
ば

れ
、
観
光
事
業
の
な
か
に
そ
の
場
所
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
概

に
批
判
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
現
代
社
会
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
継
承
の
あ
り
方

と
し
て
は
評
価
す
べ
き
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
「
語

り
部
」
（
語
り
手
）
た
ち
は
口
承
文
芸
研
究
の
い
う
と
こ
ろ
の
昔
話
の
主
体
的
な
継

承
と
自
ら
の
語
り
に
対
し
て
積
極
的
に
拡
充
を
意
図
し
、
自
己
の
伝
承
を
よ
り
豊
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
は
こ
う
し
た
民
俗
学
の
研
究
の
水
準
と
は
隔
離
し
て

形
成

さ
れ
て
き
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
現
代
社
会
の

さ
ま
ざ
ま
な
二
ー
ズ
や
多
様
な
場
面
に
対
応
で
き
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
遠
野
市
が
ま
こ
う
こ
と
な
く
『
遠
野
物
語
』
の
舞
台
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
、
そ
の
真
正
性
に
有
利
で
あ
る
。
民
話
ど
こ
ろ
か
、
口
承
文
芸
と
い
う
学
術
用

語
が
民
俗
学
の
な
か
で
確
立
す
る
は
る
か
以
前
の
民
話
の
集
合
体
で
あ
る
『
遠
野
物

語
』
を
〈
民
話
〉
と
し
、
そ
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
至
当
な
も
の
で
あ

300



、

小池淳［「〈民話〉のふるさと」の構造］

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
経
緯
と
背
景
と
を
考
え
、
ま
と
め
て
と
ら
え
る
た

め

に
構
造
と
い
う
語
を
用
い
て
み
た
。

　
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
表
現
に
お
け
る
〈
民
話
〉
は
、
民
間
説
話
、

す
な
わ
ち
口
承
文
芸
に
お
け
る
散
文
伝
承
に
限
定
さ
れ
な
い
広
が
り
と
包
摂
力
を
持

ち
、
と
り
わ
け
遠
野
の
地
に
お
い
て
は
『
遠
野
物
語
』
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
は
遠
野
に
お
い

て

こ
そ
、
活
用
可
能
な
表
現
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）
　
飯
島
吉
晴
「
昔
話
研
究
の
課
題
ー
解
説
に
か
え
て
」
（
同
編
『
民
話
の
世
界
ー
常
民
の
エ
ネ

　
　
ル
ギ
ー
ー
』
（
一
九
九
〇
年
、
有
精
堂
、
二
四
七
～
二
五
四
頁
）

（
2
）
　
野
村
典
彦
「
「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
の
頃
」
（
『
鉄
道
と
旅
す
る
身
体
の
近
代
ー
民
謡
・

　
　
伝
説
か
ら
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
ヘ
ー
』
、
二
〇
＝
年
、
青
弓
社
、
二
三
七
～
二
七
八
頁
）

（
3
）
　
関
根
綾
子
「
「
民
間
説
話
」
の
概
念
再
考
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
＝
四
巻
四
号
、
二
〇
＝
二
年
、

　
　
國
學
院
大
学
、
二
九
～
四
三
頁
）

（
4
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
重
信
幸
彦
「
運
動
の
時
代
と
『
聞
き
書
き
』
と
い
う
実
践
－

　
　
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
民
話
運
動
と
サ
ー
ク
ル
運
動
ー
」
（
『
日
本
學
』
二
九
輯
、
二
〇
〇
九

　
　
年
、
東
国
大
学
校
（
韓
国
）
、
六
五
～
八
六
頁
）
が
新
し
い
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

（
5
）
　
柳
田
國
男
の
『
伝
説
』
の
研
究
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
柳
田
國
男
に
お
け
る
伝
説

　
　
研
究
の
軌
跡
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
二
七
〇
号
、
二
〇
一
二
年
、
日
本
民
俗
学
会
、
五
〇
～
六
四
頁
）

　
　
を
参
照
。

（
6
）
　
井
之
口
章
次
「
書
誌
紹
介
関
敬
吾
著
『
民
話
』
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
三
巻
二
号
、
一
九
五
五

　
　
年
、
一
一
〇
～
一
＝
頁
）

（
7
）
　
関
敬
吾
「
民
話
の
批
判
に
答
え
る
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
四
巻
一
号
、
一
九
五
五
年
、
一
〇
〇

　
　
～
一
〇
二
頁
）

（
8
）
　
桜
井
徳
太
郎
の
『
昔
ぱ
な
し
ー
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
ー
』
（
一
九
五
七
年
、
社
会
思
想

　
　
社

〔現
代
教
養
文
庫
〕
）
、
二
四
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
桜
井
が
術
語
と
し
て
昔
話
で
は
な
く
「
昔

　
　
ぱ

な
し
」
と
表
記
し
て
タ
イ
ト
ル
に
用
い
、
本
文
で
も
こ
れ
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
奇
妙
な

　
　
こ
と
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
の
桜
井
の
『
昔
ぱ
な
し
』
に
対
す
る
関
の
反
論
は
、
関
敬
吾
「
東
西
民
話
観
の
相
違
」

　
　
（
一
九
七
五
年
、
『
関
敬
吾
著
作
集
（
五
）
昔
話
の
構
造
』
、
一
九
八
一
年
、
同
朋
舎
出
版
、

　
　
二
七
三
～
二
八
七
頁
）
を
参
照
。

（
1
0
）
　
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
歴
史
学
研
究
会
編
『
証
言
戦
後
歴
史
学
へ
の
道
ー
歴
史
学
研

　
　
究
会
創
立
八
〇
周
年
記
念
ー
』
（
歴
史
学
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
1
1
）
　
吉
澤
和
夫
「
民
話
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
『
民
族
の
文
化
に
つ
い
て
』
、

　
　
一
九
五
三
年
、
岩
波
書
店
、
六
二
～
七
〇
頁
）

（
1
2
）
　
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
日
本
の
民
俗
学
的
実
践
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
加
藤
秀
雄
が

　
　
注
目
し
て
い
る
。
加
藤
秀
雄
「
日
本
に
お
け
る
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー

　
　
ル
論
受
容
に
つ
い
て
」
（
『
常
民
文
化
』
三
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
～
一
一
頁
）
を
参
照
。

（
1
3
）
　
討
論
は
前
掲
（
1
1
）
の
八
六
～
一
二
六
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
要
約
し
て
紹
介
し
、

　
　
引
用
に
際
し
て
は
「
　
」
を
つ
け
、
と
も
に
そ
の
頁
数
を
併
記
す
る
。

（
1
4
）
　
こ
こ
で
塚
本
の
い
う
「
豪
族
の
話
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
出
て
来
る
」
（
八
七
頁
）
も
の
に
つ
い

　
　
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
こ
の
塚
本
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
林
基
が
討
論
の
後
半
で
、
吉
澤
報

　
　
告
で
支
配
者
へ
の
批
判
を
含
む
と
し
た
民
話
の
例
は
ほ
と
ん
ど
批
判
と
い
う
に
は
足
り
な
い
、

　
　
と
総
括
し
て
い
る
（
一
〇
七
頁
）
。
た
だ
し
林
自
身
は
そ
の
批
判
自
体
が
表
面
的
な
も
の
に
と

　
　
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
（
一
〇
七
～
一
〇
八
頁
）
。

（
1
5
）
　
こ
の
こ
と
は
野
村
典
彦
が
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
注
（
2
）
、
二
五
二
頁
。

（
1
6
）
　
後
年
、
民
俗
学
の
限
界
を
意
識
し
た
議
論
の
な
か
で
も
、
こ
う
し
た
違
和
感
や
民
俗
学
の
自

　
　
立

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
大
島
建
彦
「
民
俗
学
と
国
文
学
と
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
四
巻
二
号
、

　
　
一
九
五
七
年
、
一
〇
七
～
一
＝
頁
）
、
＝
○
～
一
＝
頁
、
参
照
。

（1
7
）
　
宮
8
…
＼
＼
乞
≦
ξ
゜
・
庁
o
ズ
o
書
汀
o
日
＼
8
9
0
＼
、
二
〇
一
四
年
一
月
五
日
最
終
閲
覧
。

（1
8
）
宮
G
…
＼
＼
宅
ヂ
ξ
σ
q
胃
O
o
白
－
O
冨
庁
づ
9
＼
日
昌
墨
巨
＼
§
8
＼
§
o
白
ω
一
已
↓
邑
、
二
〇
一
四
年
一
月
五

　
　
日
最
終
閲
覧
。

（1
9
）
　
巨
百
‥
＼
＼
≦
ミ
ξ
巳
O
O
o
目
①
巳
①
8
「
否
ρ
冒
＼
中
①
0
8
注
＼
旨
①
⇔
p
宮
日
、
二
〇
一
四
年
一
月
五
日
最

　
　
終
閲
覧
。

（
2
0
）
　
巨
9
ミ
9
巨
ひ
鼻
ξ
ρ
8
日
＼
尋
讐
o
＼
8
8
0
≧
o
轟
①
＼
8
0
8
9
↑
宮
旦
、
二
〇
一
四
年
一
月
五

　
　
日
最
終
閲
覧
。

（
2
1
）
　
石
井
正
己
『
遠
野
の
民
話
と
語
り
部
』
（
二
〇
〇
二
年
、
三
弥
井
書
店
）

（2
2
）
　
前
掲
注
（
2
1
）
、
二
頁
。

（2
3
）
　
前
掲
注
（
2
1
）
、
一
一
七
頁
。

（
2
4
）
　
前
掲
注
（
2
1
）
、
一
四
七
頁
。

（2
5
）
　
前
掲
注
（
2
1
）
、
一
一
九
頁
。

（
2
6
）
　
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
「
民
話
ブ
ー
ム
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

　
　
状
況
が
外
的
要
因
と
し
て
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
戦

　
　
後
歴

史
学
に
お
け
る
民
話
へ
の
注
目
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く
の

　
　

に
対
し
て
、
松
谷
み
よ
子
ら
に
よ
る
日
本
民
話
の
会
に
至
る
民
話
運
動
は
、
持
続
し
て
大
き

　
　
く
成
長
し
て
い
く
。
遠
野
に
限
ら
ず
、
〈
民
話
〉
が
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
言
説
が
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強
烈
に
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
さ

　
　
し
あ
た
り
民
話
運
動
の
軌
跡
を
民
俗
学
・
口
承
文
芸
研
究
の
立
場
を
ふ
ま
え
つ
つ
考
察
し
た

　
　
野
村
典
彦
「
民
話
運
動
と
「
学
校
の
怪
談
」
ー
そ
の
思
想
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
一
柳
廣
孝
『
「
学

　

校
の
怪
談
」
は
さ
さ
や
く
』
、
二
〇
〇
五
年
、
青
弓
社
、
一
六
七
～
一
九
五
頁
）
を
参
照
さ
れ

　
た
い
。

（
2
7
）
　
『
遠
野
物
語
』
の
遠
野
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
の
受
容
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て

　

は
室
井
康
成
「
『
遠
野
物
語
』
は
聖
典
な
の
か
ー
そ
の
“
神
話
化
”
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
ー
」
（
『
柳

　

田
国
男
の
民
俗
学
構
想
』
、
二
〇
一
〇
年
、
森
話
社
、
二
四
～
五
九
頁
）
が
鋭
い
議
論
を
展
開

　

し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
川
森
博
司
『
日
本
昔
話
の
構
造
と
語
り
手
』
（
大
阪
大
学
出
版
会
、

　
　
二
〇
〇
〇
年
）
の
第
－
部
を
参
照
。

（二
〇
一
四
年
一
月
二
一
日
受
付
、

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
審
査
終
了
）

要
旨

　
地
域
の

開
発
に
際
し
て
文
化
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
利
用
す
る
か
、
と
い
う

問
題
は
実
は
言
語
戦
略
の
問
題
で
も
あ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
地
域
開
発
の
キ
ャ
ッ

チ
フ

レ
ー
ズ
と
も
標
語
と
も
と
れ
る
術
語
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
で
あ
る
。
こ
こ

で

と
り
あ
げ
る
術
語
と
は
〈
民
話
〉
で
あ
る
。
〈
民
話
〉
は
し
ば
し
ば
、
民
俗
学
の

領
域
に
属
す
る
語
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
〈
民
話
〉
は
民
俗

研
究
の
な
か
で
は
常
に
一
定
の
留
保
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
術
語
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ

ゆ
え
に
広
が
り
を
持
つ
言
葉
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
の
日
本
民
俗
学
に
お
い

て

〈民
話
〉
は
学
術
用
語
と
し
て
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
戦
後
歴
史
学
の
な

か

で
、
民
話
が
検
討
対
象
と
な
り
、
民
衆
の
闘
い
や
創
造
性
を
示
す
語
と
し
て
扱
わ

れ
て

い

た
こ
と
と
関
連
し
、
民
俗
学
の
独
立
の
機
運
と
は
裏
腹
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
留
保
に
よ
っ
て
〈
民
話
〉
は
か
え
っ
て
多
く
の
含
意
が
可
能
に
な
り
、
地

域
社
会

と
も
結
び
つ
く
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
っ
た
。
特
に
「
民
話
の
ふ
る
さ
と
」

岩
手
県
遠
野
市
で
は
口
承
文
芸
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
成
立
以
前
の
『
遠
野
物
語
』
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
民
話
〉
が
機
能
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
遠
野

は
「
〈
民
話
〉
の
ふ
る
さ
と
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【キ
ー
ワ
ー
ド
】
関
敬
吾
、
口
承
文
芸
、
戦
後
歴
史
学
、
『
遠
野
物
語
』
、
観
光
資
源
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［「〈民話〉のふるさと」の構造］……小池淳一

英文要旨

　　　How　to　evaluate　and　utilize　culture　in　community　development　is　also　considered　as　a　matter　of

linguistic　strategies．　This　article　provides　a　preliminary　consideration　of　the　terminology　used　as　a

catchphrase　or　slogan　for　community　development．　More　spec近cally，　this　study　focuses　on　folktales．

The　word“folktale（Minwa）”is　often　mistaken　as　a　technical　term　of　folklore　studies．　In　reality，

folklorists　always　use　the　term　in　a　reserved　way，　which　gives　it　a　wide　range　of　meanings．　In　the

1950s，　Japanese　folklorists　rarely　used“folktale”as　an　academic　term．　This　was　partially　because　after

Wbrld　War　II，　historians　studied　folktales　using　the　term　to　represent　creativity　or　a　struggle　of　people，

which　was　contrary　to　the　trend　of　independence　of　folklore　studies．　Due　to　the　reserved　attitude

of　folklorists，　however，　the　term　could　have　many　connotations，　leaving　the　possibility　to　1）e　linked

with　local　communities．　In　particular，　in　T6no，　Iwate　Prefecture，　a　city　also　known　as　the　Home　of

Folktales，　folktales　played　a　role　in　relation　to“the　Legends　of　T6no（T6no　Monogatari）”years　befbre

the　establishment　of　oral　literature　as　a　genre．　This　is　the　very　reason　why　the　city　has　become　the

Home　of　Folktales．

Key　words：Keigo　Seki，　oral　literature，　historical　studies　in　the　pos仁Wbrld　War　II　period，“the　Legends

of　Tδno（T6no　Monogatari）”，　tourist　resource
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