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は
じ
め
に　
　
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
憂
鬱

今
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
言
葉
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の

棚
に
な
ら
ぶ
廉
価
な
本
の
、
扇
情
的
な
タ
イ
ト
ル
を
構
成
す
る
要
素
の
一

つ
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
に
も
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
こ
と

は
、
飯
倉
義
之
の
報
告
が
教
え
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
、
こ
の
「
都
市
伝
説
」

と
い
う
言
葉
が
、
現
代
に
お
い
て
担
わ
さ
れ
た
役
割
が
あ
る
、
と
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
四
半
世
紀
前
に
こ
の
言
葉
を
、
一
つ
の
学
の
視
点
を
支
え
得

る
概
念
と
し
て
日
本
の
民
俗
学
と
口
承
文
芸
学
に
接
合
し
よ
う
と
し
た
者

の
一
人
と
し
て
、
学
の
用
語
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
、
そ
ん
な
事
情
は

一
切
お
構
い
な
し
に
学
の
外
側
で
使
い
ま
わ
さ
れ
た
挙
句
に
、
再
び
こ
う

し
て
学
の
場
で
問
う
こ
と
に
な
る
、
こ
の
再
帰
的
状
況
に
、
正
直
に
言
っ

て
憂
鬱
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

今
、
私
自
身
は
、
こ
の
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
学
術
用

語
と
し
て
は
既
に
不
要
に
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
学
会

機
関
誌
『
口
承
文
芸
研
究
』
の
「
論
文
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
学
術
用

語
と
し
て
「
都
市
伝
説
」
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
論
考
は
、
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
。そ
れ
は
日
本
民
俗
学
会
の『
日
本
民
俗
学
』で
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
し
て
実
は
私
自
身
も
、「
都
市
伝
説
」
を
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ

た
論
文
を
書
い
て
い
な
い
。Jan H

arold B
runvand

（
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
）

のVanishing H
itchhiker

（1981

）
を
共
訳
し
た
際
に
、
後
で
触
れ
る

よ
う
に
、
私
は
訳
者
の
一
人
と
し
て
『
日
本
民
俗
学
』
一
八
〇
号
に
「「
世

間
話
」
再
考
」
を
寄
せ
、
既
存
の
「
世
間
話
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
再

解
釈
し
つ
つ
、
そ
こ
に
問
い
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」
を
重
ね
あ
わ
せ
て

位
置
づ
け
た
の
で
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
用
語
を
こ
と
さ
ら
に
使
う
必

要
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
［
重
信　

一
九
八
九
ｂ
］。

し
か
し
、
そ
う
し
た
軌
跡
が
あ
ま
り
受
け
止
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
り
、
企
画
者
か
ら
私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
そ
の
「
都

市
伝
説
」
を
め
ぐ
る
初
発
の
問
い
に
再
度
向
き
合
え
、
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
今
さ
ら
四
半
世
紀
も
前
の
議
論
を
む
し
か
え
す
こ
と
に
、
大
き
な
た

め
ら
い
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
もU

rban Legend

＝
「
都
市
伝
説
」
と
い

う
訳
語
を
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

回
想
す
る
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン

ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
の
な
か
で
も
、
こ
の
「
都
市
伝
説
」
は
、
学
術
用

語
と
し
て
定
着
し
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ハ
ロ
ル
ド
・

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
十
八
番
の
旗
印
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う

が
い
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
に
お
け
る
専
門
用
語
と
し
て
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」

「
都
市
伝
説
」
と
い
う
憂
鬱重 

信　

幸 

彦 



104

む
し
ろcontem

porary legend 

が
使
わ
れ
て
い
る
（
１
）。

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
は
既
に
教
職
を
引
退
し
て
い
る
が
、
彼
は
自
身
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
、自
ら
が「
都
市
伝
説
」研
究
を
始
め
た
経
緯
な
ど
を
回
想
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
、urban belief tales

と
い

う
名
称
で
、
彼
自
身
が
セ
ミ
ナ
ー
で
議
論
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て

一
九
六
一
年
に
彼
が
大
学
の
教
員
に
な
っ
て
民
俗
学
の
コ
ー
ス
を
担
当
す

る
よ
う
に
な
り
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
は
古
色
蒼
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、

若
い
学
生
達
自
身
も
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
保
持
者
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て

も
ら
う
た
め
の
教
材
と
し
て
、urban belief tales

を
取
り
上
げ
は
じ
め

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
民
俗
学
の
講
義
の
定
番
の
ト
ピ
ッ

ク
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
二
〇
年
た
っ
て
、
事
例
も
集
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
講
義
ノ
ー
ト
を
拡

充
し
て
、Psychology Today

誌
に
論
文
を
発
表
す
る
［B

runvand 
1980

］。同
誌
は
学
術
雑
誌
と
い
う
よ
り
心
理
学
を
中
心
に
、健
康
や
人
間
関

係
に
つ
い
て
啓
蒙
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
一
般
読
者
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
。

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
論
文
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
こ
う
し

た
話
題
が
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ウ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
。D

avid Letterm
an

と
い
う
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
に
よ
る

人
気
シ
ョ
ー
番
組
、Late N

ight w
ith D

avid Letterm
an

に
、
ブ
ル
ン

ヴ
ァ
ン
自
身
が
出
演
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
一
九
八
一
年W

.W
.N

orton

か
らVanishing H

itchhiker

が
出
版
さ
れ
る
運
び
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
都
市
伝
説
本

が
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
い
く
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
り
、
ブ

ル
ン
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
のVanishing H

itchhiker

を
皮
切
り
に
、
現
在
ま

で
に
管
見
す
る
限
り
十
点
の
都
市
伝
説
関
係
の
本
を
出
版
し
て
い
る
（
２
）。

こ
の
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
自
身
に
よ
る
説
明
に
従
う
な
ら
、「
都
市
伝
説
」
は
、

ア
メ
リ
カ
民
俗
学
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
で
場
所
を
獲
得
し
て
い
っ
た

と
い
う
よ
り
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど
、
お
話

を
消
費
し
て
い
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
近
い
所
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
で
、
こ
う
し
た
近
代
的
状
況
の
な
か
で
生
成
さ

れ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
扱
っ
た
の
は
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
だ
け
で
は
な
い
。

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
北
米
各
地
の
民
俗
学
研
究
誌

に
、
こ
う
し
た
話
に
関
す
る
報
告
が
少
な
か
ら
ず
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
一
九
六
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
比
較
民

俗
神
話
学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
も
と
に
し
た
、

W
ayland D

 H
and 

編
集
のAm

erican Folk Legend  A Sym
posium

（1971

）
で
は
、
後
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
民
俗
学
の
主
任
教
授
に
な

る
リ
ン
ダ
・
デ
ク
が
、
心
理
学
者
ユ
ン
グ
の
空
飛
ぶ
円
盤
に
関
す
る
研
究

な
ど
に
言
及
し
、belief legends in m

odern society 

す
な
わ
ち
、
現

代
的
な
文
脈
で
現
出
す
るlegends

の
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
［D

egh 1971

］。
そ
し
て
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
も
、
同
書
でm

odern 
legends

と
い
う
概
念
を
使
い
、
ユ
タ
大
学
に
通
う
若
い
モ
ル
モ
ン
教
徒

た
ち
の
レ
ポ
ー
ト
を
も
と
に
、
モ
ル
モ
ン
教
に
関
わ
る
超
自
然
的
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
［B

runvand 1971

］。

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
功
績
は
、
こ
う
し
た
話
題
が
、
民
俗
学
の
研
究
対
象

で
あ
る
こ
と
を
広
く
一
般
に
認
知
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
は
自
身
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、質
問
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
て
お
り
、そ
の
な
か
で
、「
あ

な
た
は
大
学
で
は
ず
っ
と
「
都
市
伝
説
」
を
教
え
て
き
た
の
か
？
」
と
い
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つ
の
民
俗
学
が
前
提
に
し
て
い
る
歴
史
意
識
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
日
本
の
民
俗
学
で
は
、
時
間
的
に
過
去
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

よ
り
純
粋
で
真
正
な
（authentic

）
民
俗
が
あ
る
と
い
う
信
念
を
抱
き
や

す
い
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
で
は
、
歴
史
を
遡
及
し
て
真
正

性
を
求
め
る
と
い
う
志
向
は
希
薄
に
見
え
る
。

極
端
な
言
い
方
を
す
る
と
、
北
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
に
も
と
か
ら
居
た
人
び

と
以
外
は
、
全
て
外
来
者
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
く
、
歴
史
を
遡
れ
ば
そ
の

多
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
や
ア
フ
リ
カ
大
陸
な
ど
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
で
は
、
む
し
ろ
現
在
進

行
形
の
時
間
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
続
け
る
と
い
う
歴
史
意
識
が
前
景
化

す
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
、古
く
は
、開
拓
者
達
の
西
漸
運
動
の
過
程
を
、

ア
メ
リ
カ
史
の
揺
籃
と
と
ら
え
る
歴
史
家
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・

タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
、「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
学
説
」［
タ
ー
ナ
ー　

一
九
七
三
］か
ら
、

一
九
三
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
な
か
で
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の

文
化
を
捉
え
直
す
と
い
う
目
的
を
も
ち
、
当
時
の
民
俗
学
者
が
少
な
か
ら

ず
動
員
さ
れ
た
フ
ェ
デ
ラ
ル
・
ラ
イ
タ
ー
ズ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（FW

P

＝

Federal W
riters Project

）
に
い
た
る
ま
で
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
に
お
け
る
歴
史
主
義
的
な
立
場
を
標
榜
し

た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｍ
・
ド
ー
ソ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
史
の
進
行
の
過
程
で
生

成
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
。
そ
の
歴
史
主
義
的

な
民
俗
学
は
、
た
と
え
ばlegend

と
い
う
枠
組
み
で
、
植
民
時
代
の
宗

教
的
伝
承
か
ら
現
代
の
若
者
のD

ruglore

（
麻
薬
を
め
ぐ
る
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
）
に
い
た
る
ま
で
を
集
め
た
［D

orson 1971

］
や
、
近
代
的
な
製
鉄

う
、
お
そ
ら
く
一
般
読
者
か
ら
の
質
問
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い

る
。「
い
い
え
、
私
は
民
俗
学
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
科
目
を
担
当
し
て

き
ま
し
た
。
文
学
や
作
文
の
コ
ー
ス
も
受
け
持
ち
ま
し
た
。
私
が
都
市
伝

説
に
つ
い
て
の
科
目
を
担
当
し
た
の
は
、
実
際
に
は
た
っ
た
一
度
の
特
別

科
目
だ
け
で
し
た
。
私
の
専
門
領
域
は
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
で
す
。
多
か
れ

少
な
か
れ
都
市
伝
説
は
、
私
の
趣
味
（hobby

）
で
し
た
」。
民
俗
学
者
・

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
も
、
一
人
歩
き
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
し
ま
っ

た「
都
市
伝
説
」と
い
う
自
ら
の
旗
印
は
、少
し
厄
介
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
か
ら

「
趣
味
」
と
い
う
言
い
方
は
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
都

市
伝
説
」
が
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
十
八
番
に
付
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と

が
、
そ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
は
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
仕
事
以
前
に
、
な
ぜ
ア
メ

リ
カ
の
民
俗
学
に
関
心
を
持
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
単
に
海
外
の
民
俗
学

の
ほ
う
が
日
本
の
民
俗
学
よ
り
進
ん
で
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
理
由
か
ら

で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
民
俗
学
は
、
同
じ
名
称
を
持
ち
、
同
じ
概

念
を
使
い
な
が
ら
も
、
そ
の
前
提
や
方
法
、
研
究
対
象
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
民
俗
学
の
歴
史
的
展
開
自
体
が
、
そ
れ
が
育
ま
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴

史
に
否
応
無
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
進
ん
で
い
て
、
ど
ち
ら
が

遅
れ
て
い
る
と
い
う
発
想
は
、
実
は
、
そ
う
し
た
学
そ
の
も
の
に
刻
ま
れ

た
歴
史
性
を
問
う
契
機
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
と
日
本
の
民
俗
学
の
あ
り
よ
う
を
比
べ
る
と
、
二
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の
町
を
舞
台
に
し
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
研
究
［D

orson 1981

］
を
生
み
出

し
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
歴
史
的
立
場
を
標
榜
し
た
日
本
の
歴
史
民
俗
学
と

は
、
全
く
異
な
っ
た
視
点
と
対
象
を
具
体
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
は
、
日
本
の
民
俗
学
に
比
べ
て
、
同
時
代

へ
の
関
心
を
よ
り
強
く
持
っ
て
い
た
。
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
が

優
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
が
背
負
わ
さ
れ

た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
意
識
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、
私
た
ち
に

と
っ
て
、こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
の
あ
り
方
は
、過
去
へ
と
遡
れ
ば
、

よ
り
純
粋
な
「
民
俗
」
が
あ
り
う
る
こ
と
を
前
提
に
し
が
ち
な
日
本
の
民

俗
学
の
あ
り
方
を
、
相
対
化
す
る
鏡
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
も
く
ろ
み

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
乗
客
が
シ
ー
ト
を
濡
ら
し
て

消
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
日
本
で
誰
も
が
知
っ
て
い
る
話
と
、
ほ
ぼ
同

じ
話
が
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
を
め
ぐ
る
話
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
も
語
ら
れ
、

そ
れ
を
同
時
代
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
正
面
か
ら
扱
お
う
と
し
て
い
る

民
俗
学
の
あ
り
方
を
、
私
た
ち
の
足
元
に
接
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
へ

し
か
し
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
自
身
は
、urban

と
い
う
語
に
は
、
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
意
味
を
与
え
て
は
い
な
い
。
彼
が
最
初
にu rban Legend

を

掲
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
［B

runvand 1980

］
で
は
、「
こ
の
よ
う
な
場
合

に
、
民
俗
学
者
が
使
うu rban

（
＝
都
市
）
は
、m

odern

（
＝
現
代
）
を

意
味
し
て
お
り
、city

（
＝
都
会
）
と
、特
に
関
係
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
し
、
あ
く
ま
で
も
同
時
代
を
指
示
す
る
言
葉
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

Vanishing H
itchhiker

（1981

）
で
も
、
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
使
っ
たu rban legend

を
そ
の
ま
ま「
都
市
伝
説
」

と
翻
訳
し
、
お
そ
ら
く
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
以
上
に
、
こ
と
さ
らurban

と
い

う
言
葉
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
学
の
概
念
に
仕
立
て
上
げ

よ
う
と
し
た
の
は
、
四
半
世
紀
前
の
私
た
ち
訳
者
の
責
任
で
あ
っ
た
。

当
時
、
日
本
の
民
俗
学
で
は
、「
都
市
」と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
が
拓
か
れ
つ

つ
あ
り
、
そ
の
新
た
な
領
野
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で

の
民
俗
学
の
あ
り
方
自
体
を
問
い
直
す
兆
し
が
出
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
私
が
一
九
八
四
年
に
大
学
院
に
入
っ
た
際
、
民
俗
学
に
お

け
る
都
市
研
究
を
果
敢
に
す
す
め
て
い
た
一
人
の
先
輩
か
ら
、卒
業
研
究
の

際
に
教
官
の
一
人
か
ら
「
私
の
目
の
黒
い
う
ち
は
都
市
の
研
究
な
ん
て
認
め

な
い
」と
言
わ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、驚
愕
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
単
に
「
都
市
」
と
い
う
問
い
を
民
俗
学
か
ら
排
除
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
大
学
の
専
門
科
目
と
し
て
の
民
俗
学
に
体
系
が
あ
り
、
そ

れ
を
学
ぶ
順
序
が
あ
る
と
い
う
意
味
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
言
葉
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
や
は
り
、
民
俗
学
と
い
う
体
系
か
ら「
都
市
」
が

周
縁
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、古
く
へ
遡
れ
ば
そ
こ
に
真
正
な

（authentic

）「
民
俗
」
が
あ
る
と
い
う
、
日
本
の
民
俗
学
を
規
定
す
る
神

話
と
い
っ
て
い
い
ひ
と
つ
の
信
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

そ
し
て
そ
れ
が
無
前
提
に
「
基
層
文
化
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
と
癒
着

し
、
我
々
の
関
心
が
縛
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
少
な
く
と
も
私
に
は
、
息
苦

し
か
っ
た
の
で
あ
る
（
３
）。

　

一
九
八
〇
年
代
の
「
都
市
」
と
い
う
問
い
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
た
そ

れ
ま
で
の
民
俗
学
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
、
問
い
質
す
射
程
が
あ
っ
た

は
ず
な
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
著
書
の
翻
訳
が
企
て
ら
れ
、urban legend

のurban

＝
都
市
と
い
う
言
葉
に
、
こ
と
さ
ら
に
大
き
な
意
味
が
付
与
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。m

odern

やcontem
porary

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

に
よ
り
、
相
対
的
な
時
間
の
区
分
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、

も
っ
と
具
体
的
な
指
示
対
象
を
喚
起
す
る
「
都
市
」
の
ほ
う
が
、
議
論
が

拡
散
し
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
そ
の
「
都
市
」
は
、
も
ち
ろ
ん
空

間
的
な
実
態
と
し
て
の
手
触
り
を
持
つ
都
市
（city

）
を
含
み
な
が
ら
も
、

む
し
ろ
近
代
化
の
過
程
で
、
私
た
ち
の
日
常
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
〈
仕

組
み
と
し
て
の
都
市
〉
を
射
程
に
お
さ
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
民
俗
学
の
な

か
で
、
に
わ
か
に
問
わ
れ
始
め
た
も
の
で
は
な
く
、
柳
田
国
男
が
、
少
な

く
と
も
明
治
期
の
『
時
代
と
農
政
』（
一
九
一
〇
）
あ
た
り
か
ら
昭
和
初
期

の
『
都
市
と
農
村
』（
一
九
二
九
）、『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』（
一
九
三
一
）

に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
問
い
続
け
て
い
た
問
題
意
識
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
自
ら
消
費
し
得
な
い
も
の
を
過
剰
に
生
産
し
、
自
ら
生
産
し
得
な
い

も
の
を
多
く
現
金
で
購
入
し
消
費
す
る
と
い
う
暮
ら
し
の
か
た
ち
を
農
家

に
選
択
さ
せ
て
い
っ
た
都
市
の
資
本
の
力
、
不
在
地
主
に
拘
束
さ
れ
、
一

個
の
経
営
主
体
と
し
て
独
立
し
得
な
い
農
家
と
い
う
問
題
、
農
村
の
若
者

を
と
ら
え
る
「
都
会
熱
」、
そ
し
て
農
村
か
ら
都
会
へ
流
入
し
た
人
々
の
貧

困
化
な
ど
、
柳
田
は
、
地
方
・
農
村
の
暮
ら
し
を
包
摂
し
次
第
に
追
い
込

ん
で
い
っ
た
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
と
い
う
問
題
を
見
据
え
続
け
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
都
市
を
中
心
と
し
た
仕
組
み
に
農
村
の
日
常
が
組
み

込
ま
れ
て
い
く
時
の
暴
力
と
矛
盾
を
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

意
味
で
、
そ
れ
は
、
都
市
と
農
村
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
を
超
え
る
視

点
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。「
都
市
」
と
い
う
問
い
は
、
決
し
て
奇
を
衒
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
後
の
民
俗
学
の
ほ
う
が
忘
却
し
て
し
ま
っ

た
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　

共
訳
者
の
大
月
隆
寛
は
、『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
の
解
説
の
な
か

で
、「
都
市
と
は
、
そ
の
よ
う
な
（
等
身
大
の
＝
重
信
註
）
身
体
の
大
き
さ

を
超
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
仕
掛
け
が
、
自
身
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い

場
所
の
そ
こ
こ
こ
で
無
数
に
し
か
け
ら
れ
て
ゆ
く
状
態
」
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る［
大
月　

一
九
八
八　

二
九
一
］。
つ
ま
り
、等
身
大
の
私
た
ち
は
、

〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
に
幾
重
に
も
媒
介
さ
れ
、
現
在
の
日
常
を
経
験

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
私
は
、「「
世
間
話
」
再
考
」
の
な
か
で
、
都
市
伝
説
と
い
う
考

え
方
を
「
世
間
話
」
へ
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
と
き
に
、
こ
の
「
都
市
」

と
い
う
問
い
を
、「
世
間
」
と
い
う
考
え
方
に
接
合
し
た
。
共
同
体
／
村
の

外
側
と
い
う
意
味
だ
と
さ
れ
た
「
世
間
」
を
、
近
代
化
の
過
程
で
私
た
ち

の
日
常
が
一
人
ひ
と
り
の
身
の
丈
の
大
き
さ
を
超
え
て
拡
大
し
て
い
く
、

そ
の
内
と
外
の
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
概
念
と
し
て
捉
え
直

そ
う
と
し
た
［
重
信　

一
九
八
九
ｂ
］。
先
の
大
月
の
「
都
市
」
の
と
ら
え

か
た
も
、
私
が
「
世
間
」
に
重
ね
合
わ
せ
た
「
都
市
」
も
、
と
も
に
基
本

的
に
は
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
を
対
象
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

メ
デ
ィ
ア
そ
し
て
身
体

　

こ
の
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
と
い
う
考
え
方
は
、
市
場
の
仕
組
み
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ば
か
り
で
な
く
私
た
ち
の
身
の
丈
の
日
常
を
外
へ
と
仲
立
ち
し
て
い
く
仕

組
み
、
広
い
意
味
で
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
問
い
を
内
包
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
は
、
単
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
の
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
、
こ
の
言
葉
を
戦
略
的
に
使
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
私

た
ち
の
等
身
大
の
能
力
の
「
拡
張
」（extension

）
を
も
た
ら
す
機
能
に

着
目
し
て
「
道
具
」
と
訳
し
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
［
マ
ク
ル
ー
ハ
ン　

一
九
八
七
］。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
は
、
筆
記
用
具
か
ら
自
動
車

そ
し
て
武
器
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
拡
張
」
を
も
た
ら
す

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
道
具
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア

と
い
う
考
え
方
は
、〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

私
た
ち
の
身
の
丈
の
大
き
さ
を
超
え
て
い
く
か
を
可
視
化
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
道
具
す
な
わ
ち
メ
デ
ィ
ア
や
、
そ
れ
を
扱
う
技
術
に
刻

ま
れ
た
時
代
性
を
語
る
こ
と
は
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
考
え
方
を
通
し

て
、
先
の
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
の
歴
史
性
を
射
程
に
お
さ
め
る
こ

と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
主
に
タ
ク
シ
ー
を
舞
台
に
、
乗
せ
た
は
ず
の
乗

客
が
消
え
て
し
ま
う
話
と
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
名
付
け
た
「
消
え
る
ヒ
ッ

チ
ハ
イ
カ
ー
」
と
は
、
同
じ
話
型
の
話
と
い
え
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の

話
も
日
本
の
話
も
、
自
動
車
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
内
燃
機
関
の
力
が
、
私

た
ち
の
移
動
を
め
ぐ
る
身
体
能
力
を
拡
張
し
、
そ
れ
に
よ
り
他
者
と
の
関

係
性
が
変
容
し
て
い
っ
た
歴
史
の
過
程
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
同
じ
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
自
動
車
も
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
お
け

る
使
わ
れ
方
の
歴
史
が
、
同
じ
わ
け
で
は
な
い
。「
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ

カ
ー
」
で
は
、し
ば
し
ば
自
動
車
に
よ
る
中
長
距
離
移
動
の
途
上
で
、ヒ
ッ

チ
ハ
イ
ク
す
る
者
を
乗
せ
、
運
転
者
が
占
有
す
る
密
室
に
、
見
知
ら
ぬ
他

者
を
招
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
日
本
の
「
消
え
た
乗
客
」
の

場
合
は
、
大
抵
、
都
会
の
空
車
タ
ク
シ
ー
が
客
を
乗
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
。
利
用
者
を
求
め
て
街
頭
を
走
り
回
る
ナ
ガ
シ
と
い
う
大
都
会
特
有

の
タ
ク
シ
ー
の
営
業
形
態
に
よ
り
、
自
動
車
と
い
う
密
室
が
不
特
定
の
人

び
と
に
開
か
れ
た
状
況
を
前
提
に
し
た
設
定
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
「
消
え
た
乗
客
」
は
、
昭
和
初
期
の
東
京
で
タ
ク
シ
ー
運
転
手
を

経
験
し
た
者
の
記
憶
の
な
か
で
は
、
運
転
手
達
の
溜
り
場
に
な
っ
た
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
、
新
人
を
脅
か
す
ネ
タ
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
と
い
う

［
重
信　

一
九
九
九　

一
六
六
］。

同
じ
型
を
も
っ
た
話
で
あ
り
な
が
ら
、
自
動
車
を
西
欧
近
代
の
文
明
と

し
て
受
け
入
れ
た
日
本
で
は
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
自
動
車
と
の
関
わ
り
方

が
西
欧
と
は
、
異
な
っ
て
い
た
。
馬
車
に
よ
る
旅
と
い
う
下
書
き
が
あ
っ

た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
自
動
車
を
早
い
時
期
か
ら
中
長
距
離
の
移
動
の
道
具

と
し
て
使
い
始
め
て
い
た
が
、
日
本
で
は
明
治
三
〇
年
代
に
移
入
さ
れ
て

以
降
、
長
き
に
わ
た
っ
て
富
裕
層
の
贅
沢
の
対
象
で
あ
り
続
け
、
生
活
の

な
か
の
道
具
と
な
る
の
は
、
昭
和
初
期
の
モ
ダ
ン
都
市
に
お
け
る
ナ
ガ
シ

営
業
の
均
一
1
円
タ
ク
シ
ー
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
話
の
伝
播
過
程
の
詳
細
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も

一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期
の
大
都
会
の
円
タ
ク

を
舞
台
に
「
消
え
る
乗
客
」
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
は
、

日
本
に
お
け
る
自
動
車
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
と
「
モ
ダ
ン
都
市
」
と

の
関
わ
り
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
「
都
市
」
と
い
う
問
い
の
な
か
で
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
私
た
ち
の

日
常
の
「
拡
張
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
の
身
体
そ
の
も

の
を
、〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
と
い
う
問
い
の
な
か
に
組
み
込
ん
で

い
く
筋
道
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
身
体
が
、
メ
デ
ィ

ア
を
操
り
、
そ
し
て
そ
の
メ
デ
ィ
ア
が
私
た
ち
の
身
体
を
拡
張
し
変
容
さ

せ
て
い
る
。
確
か
に
、
私
た
ち
の
「
身
体
」
意
識
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り

媒
介
さ
れ
た
経
験
の
な
か
で
、
よ
り
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い

く
と
い
う
考
え
方
が
、
今
日
で
は
と
て
も
リ
ア
ル
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
四
半
世
紀
前
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
を
翻
訳
し
た
私
た
ち
は
、
も
う

少
し
愚
直
に
、
生
身
の
身
体
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
身

体
を
手
放
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
、「
身
の
丈
」を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る「
都

市
」
と
い
う
仕
組
み
を
、
批
判
的
に
と
ら
え
る
足
場
を
そ
こ
に
す
え
よ
う

と
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

方
法
と
し
て
の
世
間
話
へ

こ
の
四
半
世
紀
、
結
局
「
都
市
伝
説
」
と
い
う
概
念
を
こ
と
さ
ら
に
使

う
こ
と
な
く
、
口
承
文
芸
学
と
民
俗
学
は
過
ぎ
て
き
た
。

『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
の
翻
訳
に
関
わ
っ
た
直
後
に
書
い
た
「「
世

間
話
」再
考
」（
一
九
八
九
）の
な
か
で
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、私
は「
都
市
」

と
い
う
問
い
を
、「
世
間
」
と
い
う
考
え
方
に
接
合
し
、「
世
間
」
を
私
た
ち

の
日
常
が
一
人
ひ
と
り
の
身
の
丈
の
大
き
さ
を
超
え
て
拡
大
し
て
い
く
仕

組
み
が
も
た
ら
す
、
内
と
外
の
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
コ
ン

セ
プ
ト
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
し
た
［
以
下
は
、重
信
、一
九
八
九
b
］。「
世

間
話
」
と
は
、
そ
う
し
た〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
が
日
常
を
包
摂
し
て

い
く
過
程
を
対
象
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
柳
田
国
男
の

「
世
間
話
の
研
究
」（
一
九
三
一
）
と
い
う
論
文
は
、
地
方
の
日
常
を
変
容

さ
せ
て
い
っ
た
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
の
展
開
を
柳
田
国
男
が
解
き

明
か
そ
う
と
し
た
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』（
一
九
三
一
）
の
作
成
過
程

で
、彼
が
渉
猟
し
た
新
聞
が
、日
常
生
活
の
変
容
を
何
も
語
っ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
、
そ
う
し
た
変
容
を
対
象
化
し
う
る
「
世
間
話
」

の
可
能
性
を
説
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
柳
田
が
提
示
し
た
、「
世

間
話
」
と
い
う
談
話
の
技
術
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
私

自
身
は
、
そ
う
し
た「
世
間
話
」
の
捉
え
方
を
、「
方
法
と
し
て
の
世
間
話
」

と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
民
俗
学
の
方
法
の
根
幹
に
あ
る
「
聞
き
書

き
」
を
、「
方
法
と
し
て
の
世
間
話
」
を
話
者
と
の
相
互
関
係
の
な
か
で
生

み
出
し
て
い
く
現
場
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
、今
に
到
る
ま
で
あ
ま
り
賛
同
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
ち
ょ
う
ど
、『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
の
翻
訳
が
出
た
直

後
、
翻
訳
者
の
一
人
で
あ
る
大
月
隆
寛
が
企
画
に
関
わ
り
『
別
冊
宝

島　

九
二　

噂
の
本
』（
一
九
八
九
）
が
発
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
都
市

に
乱
舞
す
る
異
事
奇
聞
・
怪
談
を
読
み
解
く
試
み
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
が
与
え
ら
れ
、
表
紙
の
リ
ー
ド
は
「
変
な
話
、
怖
い
う
わ
さ
、
信
じ
ら

れ
な
い
出
来
事
…
…
。
都
市
の
想
像
力
の
産
物
で
あ
る
“
語
ら
れ
た
物
語
”

と
そ
れ
を
流
通
さ
せ
る
不
可
視
の
「
語
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
検
証
を

通
し
て
、
都
市
の
も
う
一
つ
の
貌
に
肉
迫
す
る
！
」
と
う
た
っ
て
い
た
。

収
め
ら
れ
た
記
事
の
タ
イ
ト
ル
を
幾
つ
か
列
挙
し
て
み
よ
う
。「
オ
カ
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ル
ト
雑
誌
を
恐
怖
に
震
わ
せ
た
謎
の
投
稿
少
女
た
ち
」「
Ｄ
．Ｐ
．Ｅ
．は
逢

魔
の
時
間　

複
製
技
術
時
代
の
心
霊
写
真
」「
あ
の
「
口
裂
け
女
」
の
棲

み
家
を
岐
阜
山
中
に
見
た
！
」「「
飛
び
降
り
た
ア
イ
ド
ル
」
岡
田
友
希
子

が
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
の
向
こ
う
に
出
た
仕
組
み
」「
ア
イ
ド
ル
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
の
雛
形
「
天
地
真
理
元
ト
ル
コ
嬢
」
伝
説
」
そ
し
て
「
う
わ
さ
の
思
想

史
」
な
ど
十
九
件
の
記
事
が
並
び
、「
囁
か
れ
た
怖
い
話
、
信
じ
ら
れ
な

い
出
来
事
」
と
題
さ
れ
た
コ
ラ
ム
が
、四
件
（「
ホ
テ
ル
篇
」「
墓
地
篇
」「
盛

り
場
篇
」「
病
院
篇
」）
挿
ま
れ
て
い
た
。

一
つ
ひ
と
つ
の
記
事
は
、
論
文
と
言
っ
て
も
い
い
硬
い
内
容
の
も
の
が

多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
編
集
者
が
や
や
読
者
を
あ
お
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル

を
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
は
、
今
日
か
ら
見

る
と
、
後
に
コ
ン
ビ
ニ
の
本
棚
に
並
ぶ
よ
う
な
「
噂
」
や
「
都
市
伝
説
」

と
い
う
言
葉
を
ま
と
っ
た
ム
ッ
ク
本
な
ど
の
さ
き
が
け
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』の
翻
訳
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
こ
の
企
画
の

仕
掛
け
人
で
も
あ
っ
た
大
月
隆
寛
は
、
そ
こ
に
三
本
の
論
考
を
寄
せ
て
い

た
。
そ
の
な
か
の
一
つ
「
語
ら
れ
た「
異
質
な
も
の
」
に
つ
い
て
①　
「
ヤ
ツ

ら
」は
街
に
た
む
ろ
す
る
：「
割
箸
を
鼻
に
つ
っ
込
む
チ
ョ
ン
コ
ー
」
と
い

う
テ
ィ
ー
エ
イ
ジ
ャ
ー
伝
説
を
読
む
」
で
は
、
都
内
の
高
校
生
の
間
に
流

布
し
た
朝
鮮
高
校
の
生
徒
に
対
す
る
差
別
的
な
噂
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

喧
嘩
の
武
器
に
転
用
さ
れ
る
と
語
ら
れ
る
割
箸
の
日
常
性
と
、
話
の
受
け

手
の
痛
み
の
身
体
感
覚
に
う
っ
た
え
る
そ
の
暴
力
性
、
舞
台
と
な
る
ラ
ー

メ
ン
店
を
め
ぐ
る
現
実
感
、「
ツ
ッ
パ
リ
」
を
め
ぐ
る
大
衆
文
化
的
イ
メ
ー

ジ
の
転
用
な
ど
、
高
校
生
の
日
常
の
風
景
を
丁
寧
に
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
、

排
除
の
暴
力
へ
と
転
移
し
て
い
く
想
像
力
の
根
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
た
。

そ
し
て
私
も
、
そ
こ
に
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
が
語
る
噂
を
素
材
化
す

る
よ
う
依
頼
さ
れ
、
原
稿
を
寄
せ
た
［
重
信　

一
九
八
九
a
］。
編
集
サ

イ
ド
か
ら
は
、
明
ら
か
に
「
消
え
た
乗
客
」
の
話
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
私
は
「
今
、タ
ク
シ
ー
は
、シ
ー

ト
を
濡
ら
し
途
中
で
消
え
て
ゆ
く
、
多
少
薄
気
味
悪
く
と
も
お
と
な
し
い

あ
の
よ
く
知
ら
れ
た
幽
霊
よ
り
、
も
っ
と
し
ま
つ
に
お
え
な
い
「
お
客
さ

ま
」
と
い
う
「
幻
の
乗
客
」
を
乗
せ
て
走
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

冒
頭
で
述
べ
て
、
一
切
、
あ
の
馴
染
み
深
い
怪
談
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。

タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
の
話
を
聴
い
て
い
く
な
か
で
、
浮
か
び
あ

が
っ
て
き
た
の
は
、
客
と
の
や
り
取
り
の
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
齟
齬
が
原
因
と

な
っ
て
起
き
る
ト
ラ
ブ
ル
、
場
合
に
よ
っ
て
は
具
体
的
な
原
因
が
運
転
者
に

は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
ま
ま
ト
ラ
ブ
ル
に
い
た
る
よ
う
な
、
客
と
の
ア
ク

シ
デ
ン
ト
の
話
の
数
々
だ
っ
た
。
唐
突
に
消
え
て
幽
霊
で
あ
っ
た
正
体
を

あ
ら
わ
に
す
る
「
消
え
た
乗
客
」
と
、
普
通
の
客
と
し
て
乗
り
込
ん
で
来

な
が
ら
突
然
豹
変
す
る
客
を
め
ぐ
る
話
の
構
造
は
よ
く
似
て
い
た
。

し
か
し
、
豹
変
す
る
客
の
理
不
尽
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
多
く
の
場
合
、

タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
に
は
反
論
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ず
、
現
実
的
な
ペ

ナ
ル
テ
ィ
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
罪
の
な
い
「
消
え

た
乗
客
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

現
在
の
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
仕
事
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
運

輸
交
通
業
と
い
う
よ
り
、
こ
と
さ
ら
接
客
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
客

か
ら
の
苦
情
な
ど
を
受
け
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
運
転
者
の
処
分
に
い
た

る
よ
う
な
制
度
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
客
に
苦
情
と
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し
て
訴
え
ら
れ
た
時
に
は
、
多
く
の
場
合
、
客
の
理
不
尽
な
暴
言
な
ど
よ

り
、
ま
ず
運
転
者
の
接
客
態
度
が
問
題
に
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に

そ
れ
が
具
体
的
な
処
分
の
対
象
に
な
り
、
乗
務
で
き
な
く
な
る
危
険
性
も

あ
っ
た
。
彼
ら
の
仕
事
の
現
場
は
、
そ
う
し
た
接
客
サ
ー
ビ
ス
の
理
屈
が

前
提
と
す
る
「
お
客
さ
ま
」
と
い
う
幻
影
、
あ
る
意
味
で
の
「
幻
の
乗
客
」

に
縛
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
４
）。

そ
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
消
費
と
利
用
の
場
面
で
、
快
適
さ
と
便
利
を
求

め
て
止
ま
な
い
私
た
ち
の
欲
望
が
、
労
働
の
現
場
と
市
場
を
規
定
し
て
い

る
、
今
日
的
な
〈
仕
組
み
と
し
て
の
都
市
〉
の
軋
み
の
現
れ
で
あ
っ
た
。

ド
ラ
イ
バ
ー
達
は
、
大
抵
、
自
ら
が
体
験
し
た
理
不
尽
な
客
を
め
ぐ
る
話

を
持
っ
て
い
た
。
シ
ー
ト
を
濡
ら
し
て
消
え
る
乗
客
の
話
な
ど
鼻
先
で
せ

せ
ら
笑
う
彼
ら
が
熱
心
に
語
っ
た
の
は
、そ
う
い
う
話
だ
っ
た
。そ
れ
ら
は
、

「
方
法
と
し
て
の
世
間
話
」
に
よ
り
析
出
さ
れ
た
話
の
数
々
で
あ
っ
た
。

私
は
そ
の
エ
ッ
セ
イ
に
「
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
神
話
」
と
い
う
題
を
付
け

た
。
し
か
し
、「
異
事
奇
聞
」
で
も
「
怪
談
」
で
も
な
い
、
単
な
る
体
験

談
を
扱
っ
た
よ
う
に
見
え
た
エ
ッ
セ
イ
は
、
編
集
者
に
と
っ
て
イ
ン
パ
ク

ト
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
、「
タ
ク
シ
ー
の
後
部
座
席
に
坐
る
の
は
シ
ー

ト
を
濡
ら
す
幽
霊
か
、
そ
れ
と
も
「
幻
の
乗
客
」
た
ち
な
の
か
？
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
本
文
中
に
何
枚
も
の
扇
情
的
な
イ

ラ
ス
ト
が
挿
入
さ
れ
た
。
そ
の
過
剰
な
演
出
に
や
や
辟
易
と
し
な
が
ら
、

自
分
の
論
考
自
体
が
こ
の
本
の
な
か
で
浮
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
、
居
心

地
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
初
発
に
刻
ま
れ
た
「
都
市
伝
説
」
に
与
え
ら
れ
は

じ
め
た
方
向
性
と
、「
方
法
と
し
て
の
世
間
話
」の
懸
隔
だ
っ
た
。「
方
法
と

し
て
の
世
間
話
」に
と
っ
て
、
対
象
と
な
る
の
は
、
決
し
て
奇
事
異
聞
や
怪

談
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
聞
き
書
き
と
い
う
方
法
を
通
し
て
浮
か
び
上

が
る
、私
た
ち
の
生
活
の
あ
り
よ
う
自
体
を
問
い
質
す
て
が
か
り
と
な
る
話

の
広
が
り
な
の
で
あ
る
（
５
）。

お
わ
り
に　
　

新
た
な
民
俗
語
彙
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」

そ
し
て
今
私
は
、
あ
の
コ
ン
ビ
ニ
に
並
ぶ
「
都
市
伝
説
」
本
や
、
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
の
「
都
市
伝
説
の
女
」
を
お
前
は
ど
う
す
る
の
だ
、
と
詰
問
さ

れ
て
も
、
私
自
身
が
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
興
味
を
失
っ
て
い
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
山
田
厳
子
が
提
示
し
た
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
言

葉
そ
の
も
の
が
、
現
在
ど
の
よ
う
に
使
い
ま
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
語
彙

の
民
俗
誌
的
な
探
求
の
可
能
性
は
、
十
分
に
魅
力
的
な
視
点
だ
と
感
じ
た
。

も
ち
ろ
ん
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
コ
ン
ビ
ニ
本
の
な
か

の
話
を
集
め
て
整
理
し
て
、
分
析
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
に
、
た
と
え
ば
現
代
に
お
け
る
大
衆
文
化
と
し
て
の
奇
事
異
聞
・
怪

談
研
究
と
し
て
の
展
開
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
し
ば

し
ば
あ
っ
た
よ
う
な
、
既
存
の
話
型
の
蓄
積
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
同
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
し
た
分
類
や
解
釈
を
工
夫
す
る

必
要
が
あ
る
。
さ
も
な
い
と
、
真
正
な
民
間
伝
承
の
あ
り
方
を
措
定
し
、

そ
の
大
衆
文
化
的
な
流
用
を
批
判
的
に
検
討
す
る
よ
う
な
議
論
と
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。
そ
う
し
た
陥
穽
を
避
け
た
と
し
て
、
そ

の
奇
事
異
聞
・
怪
談
研
究
は
、
何
を
語
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。「
お
話
」
の
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市
場
を
動
か
し
て
い
る
、
私
た
ち
の
想
像
力
と
欲
望
の
姿
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、「
都
市
伝
説
」
は
、
口

承
文
芸
学
や
民
俗
学
の
研
究
に
と
っ
て
の
積
極
的
な
分
析
概
念
で
は
も
は

や
な
く
、
敢
え
て
い
え
ば
、「
お
話
」
を
指
示
す
る
新
た
な
民
俗
語
彙
の
一

つ
に
成
長
し
た
言
葉
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
１
） ［
飯
島　

一
九
九
七
］
を
参
照
。
飯
島
は
、
欧
米
の
「
現
代
伝
説
」

研
究
の
動
向
と
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
世
間
話
研
究
の

展
開
を
切
り
結
ん
で
検
討
し
て
い
る
。

（
２
） 

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
都
市
伝
説
に
関
す
る
著
作
は
、以
下
の
も
の
が
あ
る
。

Vanishing H
itchhiker  : Am

erican U
rban Legends and 

Their M
eanings  W

.W
. N

orton 1981
The C

hoking D
oberm

an and O
ther “N

ew
” U

rban 
Legends  W

.W
. N

orton 1984
The M

exican Pet  : M
ore “N

ew
” U

rban Legends and 
Som

e O
ld Favorites  W

.W
.  N

orton 1986
C

urses ! Broiled Again!  : The H
ottest U

rban Legends 
G

oing  W
.W

. N
orton 1989

The Baby Train  : And O
ther Lusty U

rban Legends  W
.W

. 
N

orton 1993
The Big Book of U

rban Legends  : 200
True Stories, Too 

G
ood to Be True  Paradox Press (D

C
 C

om
ics) 1994

The Truth N
ever Stands in the W

ay of a G
ood Story  

U
niv. of Illinois Press 2000

Too G
ood to Be True  :the C

olossal Book of U
rban 

Legend  W
.W

. N
orton 2000

Encyclopedia of U
rban Legend  W

.W
. N

orton 2002
Be Afraid, Be Very Afraid  : The Book of Scary U

rban 
Legend  W

.W
. N

orton 2004

（
３
） ［
岩
本　

二
〇
〇
六
］
は
、
ハ
ン
ス
・
ナ
ウ
マ
ン
の
文
化
の
二
層
性

と
い
う
考
え
方
が
日
本
に
受
容
さ
れ
、生
み
出
さ
れ
た
「
基
層
文
化
」

と
い
う
考
え
方
が
、
ナ
ウ
マ
ン
の
そ
れ
と
は
正
反
対
の
意
味
で
構

築
さ
れ
た
誤
謬
的
受
容
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
４
） 

そ
う
し
た「
お
客
さ
ま
」へ
の
あ
る
べ
き
身
振
り
を
規
範
化
し
て
描
き

出
す
の
が
「
親
切
な
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
」
を
語
る
美
談
で
あ
り

［
重
信　

一
九
九
〇
］、
そ
れ
ら
は
、
暴
力
的
で
、
理
不
尽
な
客
を
語

る
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
達
の
世
間
話
と
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

（
５
） 

敢
え
て
民
俗
学
で
は
な
く
口
承
文
芸
学
を
前
提
に
し
て
、「
方
法
と

し
て
の
世
間
話
」
を
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
に
お
け
る
問
題

領
域
に
重
ね
る
な
ら
、urban legend

よ
りpersonal narrative

と
い
う
問
い
［Stahl　

1989

］
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
話
者
の
語
る
経
験
談
そ
の
も
の
を
「
話
」
と
し
て
素
材

化
し
て
い
く
手
つ
き
は
、
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
犯
罪
に

遭
遇
し
た
人
び
と
の
語
り
に
着
目
し
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
民

俗
」
を
標
榜
し
た
［W

achs 1988

］
な
ど
を
生
み
出
し
た
。
ヴ
ァ
ッ



113

ク
ス
の
こ
の
仕
事
は
、
日
本
で
は
民
俗
学
や
口
承
文
芸
学
に
あ
ま

り
同
情
の
な
い
翻
訳
が
な
さ
れ
た
た
め
、
管
見
す
る
と
こ
ろ
民
俗

学
・
口
承
文
芸
学
方
面
で
は
ほ
と
ん
ど
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
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