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一
　「
神
話
」
と
「
民
話
」

　

柳
田
国
男
『
口
承
文
芸
史
考
』
は
何
を
論
じ
る
書
物
な
の
か
。

単
行
本
の
「
序
」
を
み
よ
う
。

　

ま
ず
冒
頭
「
神
話
と
い
う
言
葉
を
」
と
始
ま
る
。
二
段
落
め

「
一
方
神
話
学
と
い
う
名
前
は
」、
三
段
落
め
「
だ
れ
に
も
お
そ

ら
く
は
否
と
言
え
な
い
の
は
、
神
話
は
本
来
」、
四
段
落
め
「
日

本
と
同
じ
よ
う
に
書
物
に
な
っ
た
神
話
が
」、
五
段
落
め
「
神

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

関
敬
吾
「
民
話
」
と
そ
の
後
の
昔
話
研
究

野
　
村
　
典
　
彦

話
が
歴
史
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
」、
六
段
落
め
「
神
話
学
と

い
う
学
問
は
」、
最
後
七
段
落
め
に
な
っ
て
や
っ
と
段
落
初
め

の
文
か
ら
「
神
話
」
の
文
字
が
消
え
る
。「
は
じ
め
て
私
が
口

承
文
芸
大
意
と
い
う
題
の
も
と
に
、
本
書
の
前
半
を
書
い
て
み

た
と
き
に
は
、
用
意
が
足
り
な
く
て
こ
の
関
係
を
、
わ
か
る
よ

う
に
説
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」。
説
こ
う
と
宣
言
さ
れ
る

こ
の
書
の
要
諦
は
「
こ
の
関
係
」
で
あ
る
。
前
を
み
て
指
示
語
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の
内
容
を
開
い
て
み
れ
ば
、「
と
も
か
く
も
現
在
は
正
し
く
神

話
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
社
会
の
尋
常
知
識
の
表
面
か
ら
は
消

え
て
、
た
だ
間
接
に
右
の
三
つ
の
伝
承
資
料
か
ら
、
そ
の
存
在

を
探
り
あ
て
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
三
つ
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
共
通
と
聯
絡
と
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
説
く
必
要
が
大
き
い
の

で
あ
る
」。
一
九
四
六
年
に
作
者
が
「
序
」
を
記
す
こ
の
単
行

本
は
、「
か
た
り
も
の
」「
昔
話
」「
伝
説
」
と
い
う
「
三
つ
の

伝
承
資
料
」
か
ら
「
正
し
く
神
話
と
い
う
べ
き
も
の
」
を
「
探

り
あ
て
る
」
こ
と
を
試
み
る
書
籍
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

設
立
五
〇
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
日
本
口
承
文
芸
学
会
の
初

代
会
長
を
務
め
た
関
敬
吾
は
、「
神
話
」
で
は
な
く
「
民
話
」

を
考
え
る
研
究
者
で
あ
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
平
凡
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
一
〇
巻
「
口
承
文
芸
」
の

編
集
を
担
当
し
て
い
る【
注
１
】。
関
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
「
民

俗
学
に
お
け
る
方
言
の
取
り
扱
い
方
」
を
課
題
と
し
、
三
項
、

四
〇
数
頁
を
「
方
言
」
に
あ
て
て
い
る
。
多
く
の
項
目
が
二
〇

～
三
〇
頁
の
文
章
で
あ
る
中
、
自
ら
は
一
〇
〇
頁
を
越
え
る
分

量
で
「
民
話
」
を
記
す
。
こ
の
文
章
が
『
関
敬
吾
著
作
集
』
第

五
巻
（
一
九
八
一
・
同
朋
舎
出
版
）
に
「
民
話
Ⅱ
」
と
し
て
収

め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る【
注
２
】。

　

関
敬
吾
の
「
民
話
」
が
そ
の
後
の
口
承
文
芸
研
究
に
与
え
た

影
響
を
再
確
認
す
る
た
め
、
こ
の
『
著
作
集
』
第
五
巻
の
関
の

文
章
を
読
み
直
し
な
が
ら
、
解
説
を
記
し
た
野
村
純
一
の
口
承

文
芸
研
究
を
も
振
り
返
っ
て
み
た
い
。（
本
稿
で
示
す
頁
数
は
、

『
著
作
集
』
第
五
巻
の
も
の
、
３
～
140
頁
が
「
民
話
Ⅰ
」、
141
～

270
頁
が
「
民
話
Ⅱ
」
で
あ
る
。）

　
二
　
昔
話
の
構
造

　

関
が
「
神
話
」
に
言
及
す
る
の
は
、「
昔
話
」「
伝
説
」
と
の

対
比
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
「
人
類
の
誕
生
を
説
く
こ
と
は
、
昔
話
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
れ
は
神
話
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
昔
話
の
中

で
は
、
一
族
の
祖
か
ま
た
は
主
人
公
の
誕
生
を
、
あ
る
と
き

は
明
瞭
に
説
き
、
あ
る
と
き
は
単
に
暗
示
す
る
だ
け
で
あ
る
」

（
103
頁
）。「
神
話
は
本
来
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
神
々
の
立
場

か
ら
、
神
々
自
身
が
宇
宙
・
人
類
の
成
立
と
運
命
を
説
き
、
伝

説
は
人
間
の
立
場
か
ら
、
民
族
の
歴
史
と
そ
の
国
土
の
自
然
の

成
立
を
説
き
、
昔
話
は
個
人
の
生
涯
と
運
命
と
を
語
っ
た
も
の
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で
あ
ろ
う
」（
28
頁
）。「
た
と
え
、
神
話
的
な
あ
る
い
は
原
始

的
観
念
が
昔
話
の
中
に
ふ
く
ま
れ
、
か
り
に
そ
れ
が
原
時
代
に

ま
で
遡
り
え
た
に
し
て
も
、
芸
術
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
昔
話

が
、
直
ち
に
神
話
的
要
素
と
同
年
齢
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
」（
43
頁
）。

　

野
村
純
一
が
編
集
を
担
当
す
る
こ
の
巻
は
「
昔
話
の
構
造
」

と
題
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
著
作
集
』
第
五
巻
に
お
け
る
「
構
造
」

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
昔
話
の
主
要
な
特
徴
の
一
つ
は
、
構
造
と
表
現
形
式
に
あ

る
」（
70
頁
）
や
、「
昔
話
の
構
造
か
ら
み
て
も
、
継
母
譚
は
対

照
的
な
人
物
を
要
素
と
し
た
典
型
的
な
形
式
で
あ
る
」（
111
頁
）

の
よ
う
に
、
関
の
「
構
造
」
の
近
く
に
は
「
形
式
」
が
用
い
ら

れ
る
。「
二
元
的
構
造
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
「
Ａ
並
立
構

造
」
と
「
Ｂ
対
立
的
形
式
」
を
並
べ
て
説
明
す
る
よ
う
な
例
も

あ
る（
180
頁
）。
し
た
が
っ
て
、「
構
造
」だ
け
で
は
な
く「
形
式
」

の
用
語
に
も
注
意
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
。

　

た
だ
し
、
用
語
に
特
に
細
か
な
気
配
り
を
し
な
け
れ
ば
、「
形

式
」
が
「
型
」
と
置
き
換
え
て
使
え
そ
う
な
例
も
あ
る
。
こ
う

し
た
記
述
は
読
者
に
「
型
」
に
よ
る
分
類
を
意
識
さ
せ
る
か
ら
、

「
民
話
Ⅰ
」に
つ
い
て
、『
著
作
集
』解
説
に
野
村
純
一
は「『
民
話
』

は
い
っ
と
き
「
誤
解
と
反
撥
に
囲
繞
さ
れ
た
」
も
の
の
、
一
方

に
そ
の
理
論
を
整
然
と
体
系
化
し
た
実
践
の
書
、
つ
ま
り
『
日

本
昔
話
集
成
』
全
六
巻
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
遂

に
確
実
な
地
歩
を
得
、
指
導
的
な
役
割
を
担
う
書
と
し
て
の
評

価
を
得
る
に
至
っ
た
」
と
記
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
昔
話
の
機
能

　
「
構
造
」
と
「
形
式
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
々
見
渡
し
て
み

た
い
。「
民
話
Ⅰ
」
の
中
で
、「
構
造
」「
形
式
」
の
言
葉
が
あ

ま
り
用
い
ら
れ
な
い
の
が
、「
第
二
部 

昔
話
の
生
活
」
で
あ
る
。

「
⑴
起
源
」「
⑵
伝
播
」
の
章
に
お
い
て
も
、
そ
の
用
語
は
多
く

な
い
が
、「
⑶
機
能
」
に
お
い
て
は
、全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　

同
様
に
、「
民
話
Ⅱ
」
に
お
い
て
も
、「
⑺
昔
話
と
社
会
環
境
」

の
章
に
お
い
て
は
、「
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
条
件
と
い
う
も
の

に
対
す
る
注
意
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
昔
話
を
逐
語

的
に
記
録
し
た
も
の
は
比
較
的
少
な
い
。
多
く
は
採
集
記
録
に

手
を
加
え
、
採
集
者
の
理
想
的
な
形
式
に
書
き
変
え
、
あ
る
い

は
そ
の
脱
け
た
と
こ
ろ
を
補
い
、
読
み
や
す
い
も
の
に
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
」（
194
頁
）
と
い
う
批
判
の
部
分
を
唯
一
の
用
例

と
す
る
だ
け
で
、「
構
造
」「
形
式
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。「
⑶
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昔
話
の
形
式
」「
⑷
民
話
の
種
類
（
民
話
の
種
類
・
単
純
形
式
・

複
合
形
式
・
伝
説
・
昔
話
と
伝
説
）」「
⑸
モ
ー
テ
ィ
フ
と
構
造
」

「
⑹
昔
話
の
構
造
（
昔
話
の
構
造
・
三
段
構
造
・
二
元
的
構
造
・

四
回
の
繰
り
返
し
・
累
積
的
構
造
・
連
鎖
譚
）」
と
「
構
造
」「
形

式
」
を
用
い
た
文
章
が
続
い
て
い
る
の
で
、
説
か
れ
て
い
る
内

容
が
そ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
ナ
ナ
メ
読
み
の
読
者

で
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

そ
の
内
容
を
眺
め
て
み
る
と
、
関
が
「
昔
話
」
の
要
諦
に
示

す
「
芸
術
で
あ
る
か
否
か
、娯
楽
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ど
う
か
」

（
15
頁
）も
、こ
う
し
た
内
容
の
文
脈
で
は
弱
気
な
面
を
見
せ
る
。

　
「
民
話
Ⅰ
」
に
戻
っ
て
み
て
も
傾
向
は
同
様
で
あ
る
。
第
二

章
「
昔
話
の
生
活
」、「
⑴
起
源
」「
⑵
伝
播
」
を
経
て
「
⑶
機

能
」
を
説
く
あ
た
り
、
各
国
の
採
集
例
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
記
述
の
中
心
は
日
本
国
内
の
事
例
に
移
っ
て
き
て
い
る
。

「
ど
こ
で
語
ら
れ
る
か
」、そ
し
て
「
い
つ
語
ら
れ
る
か
」
は
「
特

定
の
日
」
の
「
伽
」
を
説
く
。「
特
定
の
日
に
限
っ
て
語
る
と

い
う
こ
と
は
人
間
以
外
の
あ
る
者
の
参
加
を
求
め
、
あ
る
い
は

予
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」（
63
頁
）
と
結
び
、

「
何
の
た
め
に
語
ら
れ
た
か
」
へ
と
続
く
。「
昔
話
は
芸
術
で
あ

り
、
そ
の
目
的
は
娯
楽
に
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
述
べ
た
。
昔

話
が
い
つ
も
自
由
に
娯
楽
の
た
め
に
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
昔
話
が
特
定
の
日
に
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
」（
63
頁
）
と
意
識
的
な
整
合
が
求
め
ら
れ
て

く
る
。

　

そ
れ
は
、「
伝
説
」
の
説
明
に
お
い
て
、「
昔
話
に
は
伝
説
の

よ
う
な
真
実
を
要
求
し
な
い
。
そ
の
目
的
は
遊
戯
で
あ
り
娯
楽

で
あ
る
。
自
ら
楽
し
む
と
と
も
に
、
聴
く
者
と
と
も
に
楽
し

む
。
ま
た
神
を
も
楽
し
ま
せ
る
。
昔
話
は
意
識
さ
れ
た
娯
楽
で

あ
り
、
伝
説
は
真
理
を
伝
え
る
報
告
で
あ
る
。
昔
話
は
す
べ
て

の
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
、
第
一
の
法
則
は
〈
美
〉
の
追
求
で
あ

る
」（
29
頁
）
と
述
べ
て
い
た
「
神
を
も
楽
し
ま
せ
る
」
の
部

分
を
詳
述
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
祭
り
の
日
に

話
を
聴
く
た
め
に
集
る
も
の
は
人
間
だ
け
で
は
な
い
。
何
者
か

の
参
加
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
何
者
か
が
好
む
と
考
え
ら
れ
た

話
が
神
話
的
な
色
彩
を
お
び
て
く
る
」（
64
頁
）
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
根
幹
を
譲
る
こ
と
は
な
い
。「
真
の
昔
話
は
死

物
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
一
個
の
有
機
体
と
し
て
民
衆
の
口
と

頭
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
昔
話
は
生

物
に
比
較
さ
れ
る
。
昔
話
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
、

何
の
た
め
に
語
ら
れ
、
い
か
に
し
て
生
き
て
い
る
か
を
問
題
に
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す
る
の
を
、
昔
話
生
態
学
（M

ärchenm
orphologie

）・
昔
話

生
物
学
（M

ärchenbiologie

）
と
呼
ぶ
。
昔
話
の
機
能
・
形

態
が
そ
の
課
題
で
あ
る
。昔
話
の
現
実
の
郷
土
は
村
落
で
あ
り
、

そ
の
主
た
る
保
護
者
は
農
民
で
あ
る
。
村
落
の
農
民
層
の
な
か

で
成
長
し
、
保
存
さ
れ
、
今
日
そ
の
機
能
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

が
、
民
衆
の
精
神
的
生
活
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

（
中
略
）
現
在
、
都
市
で
昔
話
を
採
集
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、『
お
伽
草
子
』
な
ど
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
か
つ

て
は
都
市
の
小
市
民
も
ま
た
重
要
な
昔
話
の
保
管
者
で
あ
っ

た
。
ド
イ
ツ
な
ど
の
例
を
見
て
も
、
農
民
が
昔
話
の
主
要
な
伝

承
者
で
あ
り
、
日
雇
労
働
者
・
工
場
労
働
者
・
船
乗
・
浮
浪
者

な
ど
か
ら
も
、
多
く
の
昔
話
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

伝
承
者
層
か
ら
み
て
、
か
つ
て
は
昔
話
は
彼
ら
の
娯
楽
と
し
て

重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
」（
60
～
61
頁
）。「
昔

話
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
、
何
の
た
め
に
語
ら
れ
、

い
か
に
し
て
生
き
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
」
な
か
で
「
娯
楽

と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
第
二
章
「
昔
話
の
生
活
」
は
、「
昔
話
が
こ
の

よ
う
に
農
耕
や
狩
猟
と
関
連
し
て
語
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、二
、

三
の
民
族
に
お
い
て
発
生
し
た
取
る
に
足
り
な
い
慣
習
で
は
あ

る
ま
い
。
昔
話
が
数
世
紀
、
十
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
娯
楽
の
た
め
に
の
み
語
ら
れ
た
だ
け

で
は
な
い
。
単
に
語
り
手
の
頭
の
中
と
口
の
先
で
生
き
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
強
く
現
実
の
生
産
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
た

結
果
で
あ
ろ
う
。
厳
粛
な
意
味
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
生
産
儀
礼
と
同
様
な
社
会
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
た
め

で
あ
ろ
う
」（
69
頁
）
と
結
ば
れ
る
。「
機
能
」
を
考
え
る
記
述

は
関
の
昔
話
を
「
娯
楽
」
か
ら
遠
ざ
け
る
部
分
で
あ
る
と
も
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
「
い
つ
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ
て
、
何
の
た
め
に
語
ら
れ
、
い

か
に
し
て
生
き
て
い
る
か
」「
昔
話
の
機
能
・
形
態
」
を
課
題

と
す
る「
昔
話
生
態
学
」「
昔
話
生
物
学
」の
箇
所
は
、『
著
作
集
』

解
説
で
野
村
純
一
が
引
用
す
る
部
分
で
あ
る
。
関
の
説
く
「
構

造
・
形
式
」
を
野
村
純
一
が
尊
重
し
て
い
る
こ
と
は
、後
に
「
口

裂
け
女
」
の
成
長
を
辿
っ
た
論
考
に
如
実
に
反
映
す
る
。
し
か

し
、「
体
系
化
し
た
実
践
」
で
あ
る
『
日
本
昔
話
集
成
』
へ
の

野
村
の
注
視
が
、「
こ
ん
な
晩
」「
鶴
と
亀
」
な
ど
登
録
さ
れ
て

い
な
い
話
の
伝
承
形
態
の
重
要
性
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

「
構
造
・
形
式
」
で
は
な
く
「
機
能
・
形
態
」
の
追
究
こ
そ
が

野
村
の
口
承
文
芸
研
究
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
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四
　『
日
本
民
俗
学
会
報
』
に
み
る
一
九
六
〇
年
代
終
盤
の

　
　
　
口
承
文
芸
研
究

　
『
昔
話
と
笑
話
』（
一
九
五
七
年
・
岩
崎
書
店
）
が
、
岩
崎
美

術
社
か
ら
再
刊
さ
れ
た
際
に
関
敬
吾
は
「
再
版
に
よ
せ
て
」
を

六
六
年
八
月
の
日
付
で
記
し
て
い
る
。
初
版
が
「
民
話
ブ
ー
ム

の
時
代
」
に
上
梓
さ
れ
た
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
真
摯

な
採
集
家
は
村
々
を
歩
き
廻
り
、
多
く
の
民
話
を
新
に
発
掘
し

た
。（
中
略
）
し
か
し
、
そ
の
大
半
は
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な

い
私
費
出
版
物
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
研
究
者
に

二
重
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
す
。
左
翼
運
動
と

重
な
る
部
分
の
あ
る
「
民
話
運
動
」
に
関
わ
っ
た
人
の
傍
ら
に

も
、
学
校
の
教
員
と
し
て
地
域
の
昔
話
を
聞
い
て
歩
い
た
人
の

傍
ら
に
も【
注
３
】、
鉄
筆
と
更
紙
（
わ
ら
半
紙
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
て
お
き
た
い
。

　

野
村
純
一
が
タ
イ
プ
印
刷
に
よ
り
『
吹
谷
松
兵
衛
昔
話
集
』

を
刊
行
し
た
の
は
一
九
六
七
年
。
巻
頭
に
臼
田
甚
五
郎
が
「
女

語
り
」
の
題
に
よ
り
序
文
を
寄
せ
、「
野
村
純
一
君
は
、
今
年

の
『
国
学
院
雑
誌
』
二
月
号
に
、「
最
初
に
語
る
昔
話
」
と
題

す
る
労
作
を
発
表
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　

一
九
六
八
年
三
月
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
五
六
号
に
、
前
年

に
行
な
わ
れ
た
「
第
十
九
回
年
会
発
表
要
旨
」
と
し
て
千
葉
徳

爾
ら
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
見
返
し
に
は
十
月
に

山
形
大
学
で
行
な
わ
れ
る
第
二
〇
回
年
会
の
案
内
記
事
が
あ

る
。
公
開
講
演
は
和
歌
森
太
郎
「
山
と
鬼
（
仮
題
）」、
研
究
発

表
は
八
月
末
ま
で
の
申
し
込
み
と
さ
れ
て
い
る
。

　

和
歌
森
「
山
と
鬼
」
を
巻
頭
に
、
小
林
梅
次
「
東
北
の
草
屋

根
ふ
き
」、野
村
純
一
「
昔
話
の
伝
承
―
女
語
り
の
系
譜
―
」
が
、

第
二
〇
回
年
会
発
表
要
旨
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
六
九

年
五
月
の
六
一
号
。
こ
の
間
、
五
九
号
の
「
学
界
記
事
」
に
、

第
二
〇
回
年
会
の
発
表
者
と
題
目
が
記
録
さ
れ
、
ま
た
前
年
七

月
の
第
五
〇
四
回
談
話
会
に
お
い
て
野
村
純
一
「
イ
ッ
ト
ウ
の

昔
話
」
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

で
は
、こ
の
五
九
号
を
開
い
て
み
よ
う
。「
昔
話
の
研
究（
上
）

―
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
―
」（
野
村
純
一
）、「
木
小
屋
話
考

―｢

佐
兵
ば
な
し｣

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（
武
田
正
）、「
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
口
承
文
芸
研
究
の
最
近
の
傾
向
」（
柳

田
八
枝
子
）、「
昔
話
の
風
景
に
出
る
家
族
話
」（
メ
ー
ヤ
フ
ァ

ニ
ー･

ヘ
ー
ギ
ン
）、「
樹
霊
信
仰
と
昔
話
」（
水
沢
謙
一
）、「
ち
ょ

ぼ
く
れ
断
想
」（
安
間
清
）、「
芋
作
と
儀
礼
―
沖
永
良
部
島
を

中
心
と
し
て
」（
上
井
久
義
）、「
奈
良
の
東
山
中
に
お
け
る
山
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の
神
信
仰
の
種
々
相
と
地
域
性
」（
中
窪
寿
雄
）、「
人
骨
改
葬

を
伴
う
愛
知
県
渥
美
町(

高
木)

と
旭
町(

浅
谷)

の
両
墓
制
」

（
伊
東
宏
）、「
岡
山
県
旭
川
の
水
運
」（
湯
浅
照
弘
）、「
石
田
英

一
郎
君
の
こ
と
」（
大
藤
時
彦
）
と
並
ぶ
。
武
田
の
論
文
、
水

沢
の
論
文
の
末
に
は
、「
本
稿
は
年
会
発
表
で
あ
る
が
、
口
承

文
芸
関
係
で
あ
る
た
め
本
号
に
の
せ
た
―
編
集
部
―
」
と
の
断

り
書
き
が
あ
る
。「
投
稿
の
お
願
い
」
に
は
「
編
集
部
は
ひ
き

つ
づ
き
各
号
ご
と
に
重
点
課
題
を
設
け
（
略
）」
と
あ
る
の
で
、

こ
の
号
は
「
口
承
文
芸
関
係
」
が
「
重
点
課
題
」
と
さ
れ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
。

　
「
一
統
の
昔
話
」
と
副
題
の
付
く
「
昔
話
の
研
究
（
下
）」
が

掲
載
さ
れ
た
の
は
六
九
年
六
月
の
六
二
号
。
野
村
の
稿
末
に
付

さ
れ
た
吹
谷
松
兵
衛
の
系
図
に
は
「
六
一
号
に
掲
載
し
た
本
図

は
、
本
号
に
出
す
べ
き
も
の
で
し
た
。
謹
ん
で
訂
正
し
お
詫
び

い
た
し
ま
す
。（
編
集
部
）」
と
の
お
詫
び
が
点
線
に
囲
ま
れ
付

さ
れ
て
い
る
。『
昔
話
伝
承
の
研
究
』（
一
九
八
四
・
同
朋
舎
出
版
）

に
よ
っ
て
今
日
の
研
究
者
に
と
っ
て
見
慣
れ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
系
図
は
、
編
集
部
の
手
違
い
に
よ
っ
て
『
日
本
民
俗
学
会

報
』
に
二
号
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
（
た
だ
し
、『
吹
谷

松
兵
衛
昔
話
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
り
、
昔
話
の

伝
承
を
示
す
矢
印
は
な
い
）
の
だ
っ
た
。
編
集
部
に
「
重
点
課

題
」
と
感
じ
さ
せ
、
資
料
の
誤
掲
載
を
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
野
村

純
一
の
調
査
報
告
、
研
究
発
表
が
日
本
民
俗
学
会
に
お
い
て
目

立
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

五
九
号
に
戻
ろ
う
。
野
村
純
一
は
「
未
報
告
の
空
白
地
帯
」

を
話
題
に
す
る
際
に
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
に
触
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
「
昔
話
伝
承
の
本
然
的
な
様
相
を
推
察
す
る
」
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
特
定
の
宗
派
の
介
入
に
よ
っ
て
、

昔
話
自
身
に
も
漸
次
、
質
的
変
遷
助
長
さ
れ
る
気
運
の
働
い
て

い
た
こ
と
」
に
触
れ
、「
あ
る
時
間
を
お
い
た
後
に
、
再
び
同

じ
語
り
手
か
ら
昔
話
を
聴
き
直
し
て
み
る
、
と
い
う
の
も
興
味

の
惹
か
れ
る
問
題
で
あ
る
。
時
を
隔
て
語
ら
れ
た
と
き
に
、
話

が
い
か
に
変
わ
っ
て
く
る
か
、ど
の
部
分
が
変
化
す
る
も
の
か
、

ま
た
変
わ
ら
ず
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
か
。
こ
れ
な
ど
は
、
お

そ
ら
く
、
新
た
な
注
意
を
集
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ

る
。
変
化
部
分
、
不
変
化
部
分
へ
の
関
心
を
確
認
で
き
る
。

　

武
田
正
は
「
若
衆
の
作
業
小
屋
」
で
あ
る
「
木
小
屋
」
で
語

ら
れ
る
昔
話
に
つ
い
て
報
告
す
る
。「
佐
兵
ば
な
し
」
に
つ
い

て
、「
私
領
の
歌
舞
音
曲
の
禁
止
」「
天
領
で
は
芝
居
な
ど
も
行

な
わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
背
景
に
触
れ
、「
こ
の
よ
う
な
矛
盾
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を
最
も
大
き
く
背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
時
の
農
民

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
佐
兵
ば
な
し
』
は
そ
の
よ
う
な
矛
盾

の
中
で
、
農
民
が
自
ら
の
中
に
育
て
あ
げ
た
英
雄
譚
で
も
あ
っ

た
」「
村
落
共
同
体
の
封
鎖
性
と
基
を
一
に
す
る
木
小
屋
の
生

活
の
自
己
限
定
的
な
も
の
に
そ
の
理
由
が
あ
っ
た
」
と
い
う
よ

う
な
捉
え
方
に
は
、
民
話
運
動
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
も
す
る
。

た
だ
し
、「『
佐
兵
ば
な
し
』
に
は
、
ま
た
語
初
め
の
言
葉
も
語

終
め
の
言
葉
も
な
い
。
そ
れ
に
「
合
い
の
手
」
も
入
ら
な
い
。

ま
た
伝
承
者
は
「
一
口
話
」
と
い
っ
た
形
で
切
れ
切
れ
に
語
る
。

従
っ
て
昔
話
に
見
ら
れ
る
ふ
く
ら
み
が
少
な
く
、
炉
端
に
お
い

て
語
ら
れ
る
重
厚
さ
に
欠
け
て
い
る
」
と
の
報
告
を
す
る
。

　
五
　「
昔
話
生
態
学
」
の
享
受

　

関
敬
吾
が
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
に
力
を
注
い
だ
こ
と
に
つ

い
て
は
、
別
稿
に
記
し
た【
注
４
】。

　
『
著
作
集
』
第
五
巻
に
「
民
話
Ⅱ
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
一
〇
巻
「
口
承
文
芸
」
の
「
は

じ
め
に
」
と
「
民
話
」
で
あ
る
。「
伝
説
の
個
別
研
究
」
の
節

の
途
中
に
折
り
込
ま
れ
て
い
た
「
昔
話
採
集
密
度
」
の
表
と
地

図
は
本
文
の
中
に
掲
載
さ
れ
、
折
り
込
み
の
と
こ
ろ
に
「
伝
説

の
個
別
研
究
」
を
分
断
す
る
形
で
挿
入
さ
れ
て
い
た
昔
話
の
採

集
に
関
す
る
記
述
は
、『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
一
三
巻
の
「
文

献
目
録
」を
参
照
す
る
こ
と
を
求
め
る
言
葉
の
代
り
に
、「
採
集
」

の
節
の
本
文
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。

　

何
よ
り
も
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
芳
賀
日
出
男
撮
影
の
十
一
葉

の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
非ノ
ン
バ
ー
バ
ル

言
語
の
要
素
も

含
め
、昔
話
が
表
現
さ
れ
る
場
と
向
き
あ
っ
た
高
木
史
人
も『
日

本
民
俗
学
大
系
』
に
よ
っ
て
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
。
写
真
の
な

い
『
著
作
集
』
で
読
ん
で
い
て
も
「
昔
話
と
身
ぶ
り
」（『
口
承

文
芸
研
究
』
第
一
〇
号
・
一
九
八
七
）
は
導
か
れ
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
感
じ
る
。
い
か
に
も
、
一
九
六
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
関

敬
吾
の
文
章
は
、
四
半
世
紀
後
の
調
査
・
研
究
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

関
が
「
民
話
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
は
、『
著
作

集
』
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
民
話
Ⅲ
」
が
わ
か
り
易
い
。
一

九
七
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『Japonica

』（
小
学
館
）
と
い
う

百
科
事
典
の
項
目
、
著
作
集
に
お
い
て
は
四
頁
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
同
じ
く
第
三
章
「
東
西
の
民
話
観
」
と
し
て
整
理
さ
れ

て
い
る
「
東
西
民
話
観
の
相
違
」
は
一
五
頁
、
七
五
年
の
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
の
特
集
「
民
話
の
世
界
」
巻
頭
に
お
か
れ
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た
論
文
で
あ
る
。『
著
作
集
』
巻
頭
に
戻
り
、「
民
話
Ⅰ
」
が
一

三
八
頁
、
五
五
年
刊
行
の
岩
波
新
書
『
民
話
』
ま
る
ま
る
一
冊

で
あ
る
。
次
章「
民
話
Ⅱ
」は
一
三
〇
頁
。『
日
本
民
俗
学
大
系
』

第
一
〇
巻
に
掲
載
さ
れ
た
「
民
話
」
は
、
新
書
本
一
冊
に
匹
敵

す
る
分
量
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

関
は
「
家
庭
以
外
の
い
ま
一
つ
の
伝
承
の
場
所
」
と
し
て
、

「
娘
た
ち
の
糸
ひ
き
宿
、男
子
た
ち
の
藁
仕
事
の
場
所
、山
小
屋
、

漁
夫
の
納
屋
な
ど
の
労
働
の
場
所
」
を
挙
げ
る
（
189
頁
）。
ま

た
、「
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
昔
話
に
初
句
・
結
末
の
句
が
つ

く
こ
と
は
、
日
本
の
昔
話
に
か
ぎ
ら
ず
昔
話
固
有
の
形
式
で
は

あ
る
が
、笑
話
や
動
物
譚
に
は
極
め
て
少
な
い
。（
中
略
）も
し
、

最
近
の
新
潟
地
方
の
採
集
の
ご
と
く
、
す
べ
て
の
話
に
、
し
か

も
完
全
に
初
句
・
結
末
の
句
が
つ
く
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
仮

説
は
あ
や
し
く
な
る
」（
159
頁
）
と
の
記
述
も
あ
る
。
山
形
県

で
昔
話
採
集
に
励
ん
で
い
た
武
田
正
も
こ
の
文
章
を
読
ん
で
い

た
と
考
え
て
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

　

野
村
純
一
は
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど

引
用
し
た
「
あ
る
時
間
を
お
い
た
後
に
、
再
び
同
じ
語
り
手
か

ら
昔
話
を
聴
き
直
し
て
み
る
、
と
い
う
の
も
興
味
の
惹
か
れ
る

問
題
で
あ
る
」
が
、
岩
倉
市
郎
の
聞
き
取
り
と
関
自
身
の
聞
き

取
り
と
を
比
較
す
る
「
民
話
Ⅱ
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
野
村
の
書
棚
か
ら
『
日
本
民

俗
学
大
系
』
第
一
〇
巻
を
持
ち
出
し
て
み
た
い
。

　

野
村
純
一
の
蔵
書
へ
の
書
き
込
み
は
付
箋
代
り
の
印
と
誤
字

の
指
摘
を
専
ら
と
す
る
。
し
か
し
、こ
の
書
の
関
敬
吾「
民
話
」、

「
複
合
形
式
」
の
項
に
は
珍
し
く
三
行
に
亙
る
書
き
込
み
を
行

な
っ
て
い
る
。「
〇
昔
話
の
記
憶
は
口
拍
子
の
高
ま
っ
た
部
分
、

即
ち
擬
音
も
し
く
は
語
り
手
が
謡
い
手
に
近
い
状
態
に
な
る
部

分
に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
不
変
化
部
分
と
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も
言
え
る
も
の
で
、
ピ
ン
ポ
ン
パ
ラ
ン
等
が
そ
れ
に
当
る
」。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
進
め
ら
れ
る
関
の
説

明
に
は
「
祭
り
の
際
の
語
り
か
た
は
厳
粛
で
あ
っ
て
、
聞
き
手

は
古
く
か
ら
の
伝
承
を
み
ず
か
ら
変
更
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
家
の
な
か
や
労
働
の
余
暇
に
語

ら
れ
る
昔
話
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
こ
こ
に
昔
話
の
伝
承
者
は

制
限
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
い
っ
た
ん
記
憶
し
た
昔
話
は
自

由
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
古
い
伝
承
形
式
が
比

較
的
に
ゆ
が
め
ら
れ
ず
に
伝
承
さ
れ
る
結
果
と
も
な
る
」（『
著

作
集
』
第
五
巻
の
163
頁
に
該
当
す
る
箇
所
）
と
あ
る
。

　
「
構
造
・
形
式
」
の
用
語
が
行
な
わ
れ
な
い
「
⑺
昔
話
と
社

会
環
境
」
の
中
に
「
語
り
手
」
の
節
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
厳

密
な
意
味
の
昔
話
伝
承
は
広
汎
な
大
衆
の
所
有
で
は
な
く
、
む

し
ろ
個
々
の
才
能
あ
る
語
り
手
に
属
し
、
あ
る
い
は
家
に
属
し

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
衆
は
そ
れ
を
聴
く
だ
け
で
、
そ
れ

自
身
伝
承
者
た
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
聴
き
手
の
よ
ろ

こ
び
と
昔
話
に
対
す
る
共
感
こ
そ
、
昔
話
を
忠
実
に
保
存
す
る

こ
と
を
伝
承
者
に
要
求
し
、
強
制
す
る
結
果
に
な
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
が
高
ま
り
、
職
業
が
分
化

す
る
に
つ
れ
て
、
た
と
え
ば
工
芸
技
術
に
お
け
る
よ
う
に
、
特

殊
な
家
に
お
い
て
そ
の
話
術
を
独
占
し
、
子
孫
に
継
承
し
て
い

く
過
程
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
語
り
部
の
社
会

的
地
位
も
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
」（
191
頁
）
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
社
会
機
能
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
特
殊
な
家
で

継
承
さ
れ
て
き
た
「
構
造
・
形
式
」、
野
村
純
一
に
と
っ
て
、

関
の
「
民
話
」
と
は
そ
の
よ
う
な
「
昔
話
伝
承
の
研
究
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
「「
僕
の
学
問
を
野
村
君
が
継
承
し
て
く
れ
て
い
る
」
と
三
谷

栄
一
先
生
か
ら
言
わ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
違
う
」
と

野
村
純
一
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。「
お
ー
ど
」

と
い
う
相
槌
は「
お
お
尊
」で
あ
る
と
い
う
三
谷
の
学
問
は
、「
神

話
」
の
零
落
と
い
う
見
取
り
図
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。「
娯
楽
」
の
語
は
用
い
ぬ
も
の
の
、『
昔
話
伝
承

の
研
究
』
は
関
敬
吾
の
「
民
話
」
研
究
の
延
長
線
上
に
描
か
れ

て
い
る
。

　

た
だ
し
、
六
〇
年
代
終
盤
に
日
本
民
俗
学
会
で
発
表
を
重
ね

る
野
村
は
、
関
の
「
民
話
」
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
文
字
に

し
な
い
。『
日
本
民
俗
学
会
報
』
に
「
民
話
」
の
題
を
も
つ
論

攷
の
引
用
は
や
は
り
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

編
集
を
担
当
し
た『
著
作
集
』第
五
巻「
解
説
」は
、「
民
話
Ⅰ
」
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す
な
わ
ち
岩
波
新
書
『
民
話
』
を
「
毀
誉
褒
毀
」
の
激
動
か
ら

解
放
す
る
こ
と
に
字
数
を
重
ね
る
。「
柳
田
学
の
一
斑
と
し
て

独
自
の
達
成
」
み
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
種
の
膠
着
状
態
に
陥

り
、
方
法
は
そ
の
ま
ま
閉
塞
し
て
」
い
た
状
況
を
、「
神
話
の

世
界
か
ら
切
り
放
し
て
昔
話
を
独
立
、自
立
さ
せ
る
」
も
の
が
、

関
の
『
民
話
』
だ
っ
た
の
だ
と
、
野
村
は
説
く
。
そ
し
て
、
六

〇
年
に
か
か
れ
た
文
章
に
つ
い
て
は
、最
後
の
行
に「
な
お
、「
民

話
」
Ⅱ
は
、『
日
本
民
俗
学
大
系
』
一
〇
「
口
承
文
芸
」（
昭
和

三
十
四
年
、
平
凡
社
）
に
拠
っ
た
」
と
記
す
の
み
で
終
え
ら
れ

る
。「
昔
話
の
構
造
」
と
題
さ
れ
る
こ
の
『
著
作
集
』
第
五
巻

に
お
い
て
、「
⑹
昔
話
の
構
造
」
の
章
を
持
つ
「
民
話
Ⅱ
」
に

つ
い
て
は
、
解
説
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
益
田
勝
実
や
宮
本
常
一
が
「
民
話
」
の
語
を
用
い

て
学
術
的
な
文
章
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
お
こ

う
。
一
九
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
民
話
の
会
編『
民
話
の
発
見
』

を
評
し
た
宮
本
の
文
章
が
、
一
九
五
六
年
の
『
文
学
』（
第
二

四
巻
第
五
号
）
に
あ
る
。「
私
は
民
話
の
発
見
は
同
時
に
農
民

の
発
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

書
物
で
は
ま
だ
農
民
を
外
側
か
ら
な
が
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
物
を
言
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
」
と
い
う
。

　

宮
本
常
一
「
年
よ
り
た
ち
」
の
掲
載
が
重
ね
ら
れ
る
雑
誌

『
民
話
』
に
、
益
田
勝
実
は
「
一
人
の
具
体
的
な
農
民
の
生
涯
、

一
人
の
具
体
的
な
漁
民
像
」
を
追
わ
な
い
民
俗
学
へ
の
不
満
を

綴
っ
た【
注
５
】。

　

た
し
か
に
「
民
話
Ⅰ
」
の
「
は
し
が
き
」
冒
頭
に
は
「
私
は
、

民
俗
学
研
究
の
一
環
と
し
て
、
昔
話
を
科
学
の
対
象
と
し
て
取

り
上
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

媼
・
老
翁
の
口
か
ら
、
同
じ
話
が
口
を
つ
い
て
流
れ
て
く
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
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、ア
ザ
ト
フ
ス
キ
ー

が
シ
ベ
リ
ア
で
会
っ
た
語
り
手
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
関

の
学
問
は
、「
民
話
Ⅱ
」
の
、
一
〇
六
七
四
話
を
整
理
し
た
表

に
接
続
す
る
「
科
学
」
で
あ
る
。

　

六
九
年
『
日
本
民
俗
学
』
五
九
号
、
野
村
純
一
「
昔
話
の
研

究
（
上
）
―
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
―
」
の
導
入
部
分
は
、
今

日
の
論
文
の
感
覚
か
ら
す
る
と
随
筆
の
よ
う
な
書
き
方
だ
と
感

じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
は
二
〇
年
後
に

『
昔
話
の
伝
承
の
研
究
』
の
「
序
論　

課
題
の
設
定
」
と
な
る

も
の
だ
。「
昔
話
の
現
実
の
郷
土
は
村
落
で
あ
り
、
そ
の
主
た
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る
保
護
者
は
農
民
で
あ
る
。村
落
の
農
民
層
の
な
か
で
成
長
し
、

保
存
」
さ
れ
る
と
い
う
関
の
言
葉
を
、「
農
民
の
発
見
」
を
も

意
識
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
示
し
て
い
こ
う
と
す
る
宣
言
で

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て
み
た
い
。

　【
注
】

1　
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
一
〇
巻
「
口
承
文
芸
」
の
目
次
は
次
の

通
り
。「
は
じ
め
に
」（
関
敬
吾
）、「
民
話
」（
関
敬
吾
）、「
語
り
物
」（
三

谷
栄
一
）、「
日
本
民
謡
の
詞
曲
形
態
か
ら
見
た
時
代
性
と
地
域
性
」

（
町
田
嘉
章
）、「
な
ぞ
と
文
芸
」（
鈴
木
棠
三
）、「
こ
と
わ
ざ
」（
大

島
建
彦
）、「
命
名
と
造
語
」（
藤
原
与
一
）、「
隠
語
と
忌
み
言
葉
」

（
楳
垣
実
）、「
方
言
の
語
彙
」（
藤
原
与
一
）、「
方
言
の
音
韻
」（
柴

田
武
）、「
方
言
の
文
法
」（
金
田
一
春
彦
）。

2　
「
民
話
Ⅰ
」と
し
て『
著
作
集
』第
五
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る『
民
話
』

（
一
九
五
五
・
岩
波
書
店
）
を
取
り
ま
く
状
況
に
つ
い
て
は
、『
日

本
文
化
研
究
』
第
六
号
に
「「
民
話=

昔
話
」
観
の
消
滅
―
民
衆

の
文
学
と
「
民
話
」―
」」
と
し
て
考
察
し
た
。
そ
の
他
、
第
五

号
掲
載
「
一
九
五
〇
年
代
の
民
話
か
ら
「
現
代
民
話
考
」
へ
―
瀬

川
拓
男
と
松
谷
み
よ
子
の
「
民
話
」
―
」、
第
七
号
掲
載
「「
民
話

の
ふ
る
さ
と
」
と
も
う
ひ
と
つ
の
「
民
話
」」
な
ど
も
再
構
成
し
、

『
民
話
と
い
う
視
座
―
非
戦
・
反
戦
の
思
想
と
行
楽
・
観
光
と
の

は
ざ
ま
に
―
』（
二
〇
二
四
年
十
二
月
刊
行
予
定
・
清
文
堂
出
版
）

を
準
備
し
て
い
る
。

3　

岡
山
県
を
中
心
に
民
話
の
採
集
・
報
告
、
語
り
の
活
動
を
重
ね

た
人
物
か
ら
、
日
教
組
の
活
動
を
嫌
が
ら
れ
て
山
間
部
に
異
動
に

な
っ
た
た
め
民
話
の
調
査
を
し
て
い
た
と
の
言
葉
を
伺
っ
た
こ
と

も
あ
る
。

4　
「
関
敬
吾
」（
石
井
正
己
編
『
世
界
の
昔
話
を
知
る
た
め
に
』
近
刊
・

三
弥
井
書
店
）

5　

益
田
勝
実
「『
炭
焼
日
記
』
存
疑
」（
二
）『
民
話
』
第
十
五
号
（
一

九
五
九
・
未
来
社
）


