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書 

評

　
飯
倉
照
平
著

『
中
国
民
話
と
日
本 

―
ア
ジ
ア
の
物
語
の
原
郷
を
求
め
て
』立 

石　

展 

大　

日
本
に
お
け
る
中
国
口
承
文
芸
研
究
を
長
く
支

え
て
き
た
飯
倉
氏
の
研
究
書
で
あ
る
。
南
方
熊
楠

研
究
で
多
く
の
著
作
と
成
果
を
残
し
た
飯
倉
氏

は
、
一
方
で
中
国
口
承
文
芸
の
研
究
者
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
研
究
の
道
筋
を
、
本
書
に

お
い
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
学
会
で
会
長

を
務
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
飯
倉
氏
は
、
本
書
出

版
の
翌
月
に
逝
去
さ
れ
た
。
飯
倉
氏
の
最
後
の
仕

事
に
な
っ
た
本
書
に
は
、
中
国
昔
話
・
伝
説
・
こ

と
わ
ざ
に
関
す
る
考
察
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
こ

れ
ま
で
の
中
国
口
承
文
芸
研
究
の
歩
み
と
、
今
後

の
課
題
も
示
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
次
の
五
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
Ⅰ　

孟
姜
女
民
話
の
生
成
」

「
Ⅱ　

中
国
民
話
と
日
本
」

「
Ⅲ　

中
国
民
話
の
世
界
」

「
Ⅳ　

中
国
の
『
現
代
民
話
』」

「
Ⅴ　

研
究
回
想
」

本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
ま
ず
、
中
国
で
広
く

伝
え
ら
れ
て
い
る
昔
話
や
伝
説
を
分
析
し
て
い
る

点
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
Ⅰ　

孟
姜
女
民
話
の
生
成
」

は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
と
お
り
「
孟
姜
女
伝
説
」

に
つ
い
て
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
、
い
わ

ゆ
る
「
四
大
伝
説
」
の
一
つ
で
「
七
夕
伝
説
」

「
白
蛇
伝
」「
梁
山
伯
と
祝
英
台
」
と
並
ん
で
有
名

で
あ
る
。
ど
の
伝
説
も
男
女
の
仲
を
テ
ー
マ
に
し

て
お
り
、
愛
し
合
う
二
人
が
社
会
や
家
族
に
よ
っ

て
引
き
裂
か
れ
る
悲
恋
の
色
彩
が
強
い
。
漢
籍
に

も
確
認
で
き
、
長
い
時
代
に
わ
た
り
民
衆
の
中
で

語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
伝
説
で
あ
る
。

「
Ⅰ　

孟
姜
女
民
話
の
生
成
」
は
、「
孟
姜
女
に

つ
い
て
―
あ
る
中
国
民
話
の
変
遷
」
と
「
孟
姜
女

民
話
の
原
型
」
の
二
編
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

初
出
は
前
者
が
一
九
五
八
年
、
後
者
が
一
九
六
一

年
で
あ
る
。
本
書
巻
末
の
初
出
一
覧
を
見
れ
ば
分

か
る
が
、
他
の
三
〇
編
の
初
出
は
一
九
八
〇
年
代

の
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
初
頭
で
あ
る
。
特
に

一
九
九
〇
年
代
に
中
国
関
係
の
論
文
が
集
中
し
て

い
る
。
他
と
比
べ
て
孟
姜
女
関
係
の
論
文
が
突
出

し
て
早
い
の
は
、
飯
倉
氏
の
卒
業
論
文
が
基
に

な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
一
月
に

提
出
さ
れ
た
卒
業
論
文
の
要
約
が
、
岩
波
書
店
の

『
文
学
』（
一
九
五
八
年
八
月
号
）
に
載
せ
ら
れ
た
。

「
孟
姜
女
伝
説
」
は
い
わ
ば
、
飯
倉
氏
の
研
究
の

出
発
点
と
も
い
え
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
も
っ
と

も
飯
倉
氏
に
と
っ
て
は
「
大
学
に
は
働
き
な
が
ら

通
っ
て
い
た
の
で
、
卒
業
さ
え
で
き
れ
ば
い
い
と

思
っ
て
い
た
。
卒
論
を
書
き
あ
げ
て
、
そ
れ
で
中

国
文
学
と
の
別
れ
の
記
念
に
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
で
あ
っ
た
」（
三
一
九
頁
）
と
い
う
こ
と
で
、
ま

さ
に
学
業
の
ま
と
め
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
卒
論
が
中
国
文
学
者
の
竹
内
好
氏
の
目

に
留
ま
り
、
竹
内
氏
の
推
薦
で
『
文
学
』
に
載
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
論
文
の
水
準

の
高
さ
が
推
し
量
ら
れ
る
。
竹
内
氏
の
当
時
の
日

記
に
は
「
稀
有
の
力
作
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
い
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う
。（
三
一
九
頁
）

「
孟
姜
女
伝
説
」
の
骨
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
孟
姜
女
の
夫
が
、
万
里
の
長
城
築
城
の
た
め
に

徴
集
さ
れ
、
孟
姜
女
が
夫
に
冬
着
を
作
っ
て
届
け

に
行
く
。
し
か
し
、
夫
は
亡
く
な
っ
て
い
て
、
万

里
の
長
城
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
孟
姜
女
の
慟
哭

で
万
里
の
長
城
の
一
角
が
崩
れ
る
」

飯
倉
氏
は
、
慟
哭
で
長
城
を
崩
し
た
記
載
が
現

れ
る
六
朝
末
期
か
ら
唐
代
に
か
け
て
を
、
こ
の
伝

説
が
成
立
し
た
時
期
と
考
え
、
そ
れ
以
前
を
基
と

な
る
伝
説
が
流
布
し
た
時
期
と
し
て
、
話
の
変
遷

を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
は
、
日
中
国
交

正
常
化
以
前
で
あ
る
。
ま
し
て
、
中
国
の
口
承
文

芸
資
料
も
ま
だ
少
な
か
っ
た
時
代
に
「
孟
姜
女
伝

説
」
に
取
り
組
む
の
だ
か
ら
、
現
代
中
国
で
収
集

さ
れ
た
資
料
を
使
う
こ
と
は
難
し
い
。
検
証
さ
れ

て
い
る
資
料
は
漢
籍
が
中
心
で
あ
り
、
漢
籍
を
た

ど
っ
て
、
孟
姜
女
伝
説
の
成
立
過
程
を
探
る
手
法

が
と
ら
れ
て
い
る
。
始
め
は
、
夫
が
戦
死
し
て
も

礼
を
知
る
妻
と
し
て
登
場
す
る
女
性
（『
春
秋
左

氏
伝
』『
礼
記
』）
に
、
痛
哭
す
る
こ
と
で
城
を
崩

す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
加
わ
り
（『
列
女
伝
』）、
そ
し

て
そ
の
城
が
長
城
と
し
て
語
ら
れ
る（『
同
賢
記
』）

と
話
が
変
遷
し
た
。
こ
れ
に
冬
着
を
届
け
る
（
敦

煌
変
文
）
話
が
付
け
加
わ
る
と
い
う
よ
う
に
丁
寧

に
孟
姜
女
伝
説
の
形
成
を
示
し
て
い
る
。

「
Ⅱ　

中
国
民
話
と
日
本
」
は
「『
竜
の
子
太
郎
』

の
ふ
る
さ
と
」「
中
国
の
狐
と
日
本
の
狐
」「
中
国

の
『
三
大
童
話
』
と
日
本
」「
董
永
型
天
女
説
話

の
伝
承
と
沖
縄
の
昔
話
」
の
四
編
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
う
ち
最
初
の
二
編
は
、
研
究
ノ
ー
ト
的
な

色
彩
が
強
い
。
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の
竜
と
狐
が
日
本

の
伝
承
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
を

見
通
す
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
へ
の

ヒ
ン
ト
を
提
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
治
水
伝
承

に
か
か
わ
る
竜
は
、
山
を
切
り
開
き
、
川
を
掘
り

す
す
め
る
雄
々
し
さ
を
備
え
て
い
る
と
同
時
に
、

な
ぜ
か
悲
し
い
運
命
を
背
負
っ
た
も
の
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
何
に
由
来
す
る
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
そ
れ
は
日
本
に
も
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
ら

し
い
」（
八
九
頁
）
と
日
中
の
竜
の
共
通
性
を
挙

げ
る
。
ま
た
、
狐
に
ま
つ
わ
る
日
本
の
伝
統
的
な

文
芸
や
慣
用
句
、
こ
と
わ
ざ
を
踏
ま
え
て
「
日
本

の
狐
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
的
な
も
の
は
、
ほ
と
ん

ど
中
国
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
す
れ
ば

日
本
人
は
、
狐
を
目
前
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
非

現
実
的
な
架
空
の
動
物
に
近
い
も
の
と
し
て
し
か

理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

そ
れ
だ
け
中
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
烈
で
あ
っ
た
の

か
。」（
九
八
頁
）
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。
両
編

と
も
九
〜
十
頁
ほ
ど
で
注
も
な
い
。
そ
の
分
、
竜

や
狐
の
伝
承
を
大
掴
み
に
把
握
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
示
さ
れ
た
課
題
は
、
後
進
が
引
き

継
い
で
考
察
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

「
中
国
の
『
三
大
童
話
』
と
日
本
」
の
「
三
大

童
話
」
は
飯
倉
氏
が
名
付
け
た
も
の
で
、「
虎
の

お
ば
あ
さ
ん
」「
虎
の
精
」「
蛇
の
婿
」
の
話
を
指

す
。
い
ず
れ
も
中
国
で
広
く
語
ら
れ
る
昔
話
で
あ

り
「
虎
の
お
ば
あ
さ
ん
」
は
日
本
の
「
天
道
さ
ん

金
の
鎖
」
と
の
繋
が
り
を
持
ち
、「
虎
の
精
」
は

後
半
に
日
本
の
「
猿
蟹
合
戦
」
の
仇
討
モ
チ
ー
フ

（ATU
210

）
を
語
る
。
そ
し
て
、「
蛇
の
精
」
は
、

蛇
の
精
と
幸
せ
な
結
婚
を
し
た
妹
が
嫉
妬
し
た
姉

に
殺
さ
れ
る
も
、
転
生
し
て
よ
み
が
え
る
話
で
あ

る
。
前
半
部
分
は
、「
娘
の
親
が
蛇
と
約
束
を
交

わ
す
こ
と
に
よ
り
、
妹
が
嫁
入
り
を
す
る
」
日
本
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の
「
蛇
婿
入
り
」
に
通
じ
、後
半
は
「
鬼
婿
入
り
」

や
「
三
つ
の
オ
レ
ン
ジ
」
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を

語
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
三
話
が
ど
の
よ
う
に
日

本
と
繋
が
っ
て
い
る
か
の
見
通
し
を
示
し
て
い

る
。
実
は
、「
虎
の
お
ば
あ
さ
ん
」
と
「
虎
の
精
」

に
つ
い
て
、
飯
倉
氏
は
本
学
会
誌
『
口
承
文
芸
研

究
』
一
六
号
に
「
中
国
の
人
を
食
う
妖
怪
と
日
本

の
山
姥
―
逃
走
譚
に
み
る
両
者
の
対
応
」
を
寄
せ

て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
、
本
書
に
は
内
容
が
重
複

す
る
た
め
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
個
人
的
に
は

残
念
な
こ
と
で
、
本
学
会
誌
に
載
せ
ら
れ
た
論
文

で
は
両
話
の
話
型
分
析
が
丹
念
に
行
わ
れ
、
日
本

の
「
天
道
さ
ん
金
の
鎖
」
や
「
猿
蟹
合
戦
」
と
の

共
通
性
を
考
察
す
る
う
え
で
も
欠
か
せ
な
い
論
文

と
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
「
虎
の
お
ば
あ
さ
ん
」

で
は
五
一
話
を
分
析
し
、「
虎
の
精
」
で
は
三
一

話
を
分
析
し
て
い
る
。
執
筆
は
一
九
九
三
年
。
中

国
の
昔
話
資
料
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
も
十

分
で
な
い
時
期
に
、こ
れ
ほ
ど
の
話
を
収
集
し
た
。

さ
ら
に
構
成
要
素
表
の
作
成
で
整
理
し
て
お
り
、

飯
倉
氏
の
緻
密
な
仕
事
ぶ
り
が
わ
か
る
。
よ
り
詳

細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
の
論
文
の
ほ
う
を
収
録

し
な
か
っ
た
の
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
か
。本
書
全
体
の
印
象
か
ら
す
る
と
、

日
本
と
中
国
の
口
承
文
芸
の
繋
が
り
の
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
を
描
く
た
め
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

「
董
永
型
天
女
説
話
の
伝
承
と
沖
縄
の
昔
話
」

は
、
本
書
の
中
核
を
な
す
考
察
で
あ
る
。
本
書
に

お
け
る
本
格
的
な
論
文
は
前
述
の
孟
姜
女
に
つ
い

て
と
、
こ
の
董
永
に
つ
い
て
で
あ
る
。
董
永
の
話

は
、
親
に
孝
を
尽
く
す
董
永
の
も
と
に
天
か
ら
神

女
が
降
り
て
く
る
こ
と
が
骨
子
と
な
っ
て
い
る
。

漢
代
に
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
の
話

は
、
唐
代
く
ら
い
ま
で
に
「
父
の
葬
儀
の
た
め
に

董
永
が
奴
隷
と
な
る
約
束
で
借
金
を
す
る
。
そ
の

後
、織
女
が
現
れ
て
董
永
を
助
け
て
借
金
を
返
し
、

天
へ
戻
る
」
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し

て
、
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
語
り
物
や
演
劇
な
ど

の
民
間
芸
能
の
題
材
と
も
な
る
。
口
承
で
も
広
く

語
り
継
が
れ
て
お
り
、
本
論
に
お
い
て
特
に
華
南

の
少
数
民
族
を
中
心
に
飯
倉
氏
が
分
析
を
し
て
い

る
。
そ
の
分
析
を
も
と
に
「
も
と
も
と
華
北
を
中

心
と
し
て
い
た
漢
族
が
織
女
の
伝
承
を
取
り
入
れ

て
作
り
出
し
た
董
永
の
説
話
は
、
華
南
の
少
数
民

族
や
漢
族
の
語
る
天
人
女
房
の
説
話
と
結
び
つ
く

こ
と
で
、
董
永
型
説
話
の
よ
り
豊
か
な
説
話
群
の

一
つ
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。」

「
少
数
民
族
の
側
か
ら
見
る
と
、
自
分
た
ち
の
親

し
ん
で
き
た
『
天
人
女
房
』
の
説
話
が
、
董
永
と

い
う
固
有
名
詞
と
そ
れ
に
と
も
な
う
脚
色
を
受
け

て
里
帰
り
を
し
た
こ
と
に
な
る
」（
一
四
四
〜

一
四
五
頁
）
と
見
通
し
を
立
て
た
。
漢
族
と
少
数

民
族
の
交
流
が
一
方
的
で
な
く
双
方
向
で
あ
り
、

互
い
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
口
承
の
世
界
を
作
り

上
げ
て
き
た
一
例
と
し
て
、
こ
の
話
が
位
置
付
け

ら
れ
た
。
一
方
、
沖
縄
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
天
人
女
房
（
七
つ
星
由
来
）」
は
、
お
よ
そ
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。「
親
の
葬
式
の
た
め
に
、
金

持
ち
に
借
金
を
し
て
奉
公
し
て
い
る
男
の
も
と
に

女
が
来
る
。
女
の
姉
妹
も
手
伝
っ
て
機
織
り
を
す

る
こ
と
で
借
金
を
返
し
、
二
人
の
間
に
三
、四
人

の
子
供
も
で
き
る
。
庭
で
遊
ぶ
時
に
は
北
斗
七
星

の
中
の
星
が
な
い
こ
と
を
話
す
な
と
、
女
が
男
に

言
っ
て
い
た
が
、
男
が
そ
の
約
束
を
破
っ
た
の
で

女
は
天
に
帰
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
羽
衣
が
見
つ

か
ら
な
い
。
末
の
子
の
唄
で
、
倉
の
中
に
羽
衣
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
女
は
、
末
の
子
を
抱
い
て
天

に
帰
る
。
そ
れ
で
北
斗
七
星
の
二
番
目
の
星
の
横

に
小
さ
な
星
が
あ
る
」
こ
の
冒
頭
は
、
董
永
の
話
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で
あ
り
、
星
の
由
来
へ
と
展
開
す
る
。
中
国
に
お

い
て
「
星
の
由
来
に
結
び
付
く
董
永
の
話
」
は
、

飯
倉
氏
の
調
べ
で
は
海
南
島
の
リ
ー
族
の
み
だ

が
、こ
の
話
は
女
が
天
に
帰
ら
な
い
結
末
で
あ
る
。

沖
縄
の
話
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
、
飯
倉

氏
は
今
後
の
調
査
で
近
い
構
造
の
話
が
出
て
く
る

可
能
性
は
大
き
い
と
し
た
。
実
際
、
四
川
省
の
イ

族
の
伝
承
に
「
天
女
が
天
に
帰
り
、
子
ど
も
も
北

斗
七
星
の
横
の
小
さ
な
星
に
な
る
董
永
型
の
話
」

（
陳
慶
浩
・
王
秋
桂
編
『
中
国
民
間
故
事
全
集

一
六　

四
川
民
間
故
事
集
二
』「
北
斗
七
星
的
故

事
」
一
九
八
九
年　

遠
流
出
版
）
が
あ
る
こ
と
を

評
者
も
確
認
し
て
い
る
の
で
、
飯
倉
氏
の
説
は
的

を
射
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
Ⅲ　

中
国
民
話
の
世
界
」
は
「
あ
る
悲
恋
心

中
譚
の
系
譜
」「
中
国
民
話
掌
編
」「
こ
と
わ
ざ
の

本
」「
周
作
人
と
柳
田
国
男
」
の
四
編
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。「
あ
る
悲
恋
心
中
譚
の
系
譜
」
は
「
梁

山
伯
と
祝
英
台
」
を
軸
に
、
華
南
の
悲
恋
話
を
横

断
的
に
見
て
い
く
内
容
で
あ
る
。「
梁
山
伯
と
祝

英
台
」
は
、
亡
く
な
っ
た
梁
山
伯
の
墓
に
祝
英
台

が
入
っ
て
「
後
追
い
心
中
」
す
る
結
末
だ
が
、
こ

の
「
後
追
い
心
中
」
モ
チ
ー
フ
は
漢
族
に
お
い
て

あ
ま
り
一
般
的
で
な
い
。
む
し
ろ
華
南
の
少
数
民

族
に
お
い
て
濃
厚
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
私
の
仮
説
は
、
こ
れ
は
漢
族
が
長
江
の
沿
岸
一

帯
に
南
下
し
て
き
た
時
期
に
、
そ
こ
に
居
住
し
て

い
た
少
数
民
族
の
伝
承
を
、
漢
族
が
受
け
入
れ
て

自
分
た
ち
の
流
儀
で
作
り
か
え
た
も
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
一
六
三
頁
）
と
し

て
い
る
。
漢
族
と
少
数
民
族
の
交
流
に
よ
っ
て
話

が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
前
述
の
董
永
と
同
様
で

あ
り
、
本
書
に
お
い
て
飯
倉
氏
が
中
国
口
承
文
芸

を
分
析
す
る
と
き
の
一
つ
の
切
り
口
に
な
っ
て
い

る
。
多
民
族
国
家
の
中
国
を
理
解
す
る
際
に
欠
か

せ
な
い
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
中
国
民
話
掌
編
」
は
、「
鬼
」
や
「
牛
の
皮
一

枚
の
土
地
」
の
話
、「
こ
ん
な
晩
」
の
話
、
土
地

陥
没
説
話
、「
夢
」、「
ウ
サ
ギ
と
亀
の
競
争
」
な

ど
が
、
日
本
と
の
繋
が
り
を
軸
に
解
説
さ
れ
て
い

る
。「
掌
編
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
簡
潔
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
て
読
み
や
す
い
。

「
こ
と
わ
ざ
の
本
」
は
、
一
九
〇
〇
年
代
初
頭

を
中
心
と
し
て
主
に
日
本
人
が
編
集
し
た
中
国
の

こ
と
わ
ざ
の
本
の
紹
介
で
あ
る
。
日
本
が
台
湾
を

統
治
し
て
い
た
時
代
に
出
版
さ
れ
た
台
湾
の
俚
諺

集
や
、
満
州
事
変
へ
向
か
う
時
勢
に
お
い
て
出
版

さ
れ
た
北
京
官
話
の
俚
諺
集
な
ど
の
解
題
と
な
っ

て
い
る
。
緊
張
し
た
時
代
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
の

中
で
、
飯
倉
氏
は
特
に
人
々
の
生
活
に
根
差
し
た

こ
と
わ
ざ
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
て
い

る
。本

書
は
、
こ
れ
以
後
、
近
代
中
国
の
研
究
者
や

近
代
日
中
関
係
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
世
間
話
が
中

心
と
な
る
。「
周
作
人
と
柳
田
国
男
」
は
、
近
代

中
国
の
口
承
文
芸
研
究
史
で
あ
る
。

「
Ⅳ　

中
国
の
『
現
代
民
話
』」
は
、「
中
国
の

現
代
民
話
に
見
る
日
本
」「
台
湾
の
民
話
・
民
謡

集
に
見
え
る
『
日
本
』」「
中
国
『
東
北
』
を
め
ぐ

る
民
間
伝
承
」
の
三
編
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
三
編
の
共
通
テ
ー
マ
は
、
中
国
に
お
い
て
日
本

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
徐
福

や
仏
教
、
倭
寇
討
伐
に
関
わ
る
伝
説
も
あ
る
が
、

近
代
以
降
の
抗
日
運
動
に
関
す
る
話
に
か
な
り
の

紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
台
湾
と
満
州
国
に
お
け

る
伝
承
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
か
ら
も
、
近
代
以

降
の
日
中
関
係
に
飯
倉
氏
が
関
心
を
寄
せ
て
研
究

テ
ー
マ
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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「
Ⅴ　

研
究
回
想
」
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国

口
承
文
芸
研
究
史
を
見
て
い
く
際
に
、
欠
か
せ
な

い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
李
福
清
氏
・
鍾
敬
文

氏
・
大
林
太
良
氏
・
伊
藤
清
司
氏
と
の
交
流
が
語

ら
れ
、『
中
国
民
話
集
』
出
版
の
裏
話
や
「
中
国

民
話
の
会
」
の
歴
史
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
日
本

に
お
け
る
中
国
口
承
文
芸
研
究
を
牽
引
し
た
の

は
、「
中
国
民
話
の
会
」
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一

年
に
解
散
を
し
た
こ
の
会
は
、
四
五
年
に
わ
た
っ

て
活
動
を
行
い
、
そ
の
活
動
の
中
心
に
飯
倉
氏
が

い
た
。「
中
国
民
話
の
会
」
の
活
動
史
は
、
ま
さ

に
日
本
の
中
国
口
承
文
芸
研
究
史
と
な
る
。

そ
し
て
、
飯
倉
氏
の
一
般
向
け
の
大
き
な
仕
事

と
い
え
ば
、『
中
国
民
話
集
』（
一
九
九
三
年　

岩

波
文
庫
）
の
出
版
だ
ろ
う
。
中
国
の
漢
族
が
伝
え

る
昔
話
を
紹
介
し
、
巻
末
で
各
話
ご
と
に
解
説
を

つ
け
て
い
る
。
中
国
の
昔
話
に
興
味
を
持
っ
た
一

般
の
人
が
ま
ず
手
に
取
る
だ
ろ
う
こ
の
文
庫
本

が
、
飯
倉
氏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
幸
い

だ
っ
た
と
思
う
。
日
本
語
訳
さ
れ
た
中
国
昔
話
事

典
が
な
い
現
状
、
こ
の
本
か
ら
中
国
昔
話
を
理
解

す
る
人
が
多
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、

一
般
の
日
本
人
が
中
国
昔
話
を
知
る
と
き
の
入
り

口
の
役
割
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
四
四
話
に

な
さ
れ
た
各
解
説
は
、
実
質
的
に
事
典
の
役
割
も

果
た
し
て
い
る
。
話
型
分
析
は
も
ち
ろ
ん
、
先
行

研
究
や
伝
承
状
況
も
盛
り
込
ま
れ
た
解
説
で
あ
る

の
で
、
私
も
中
国
昔
話
に
興
味
を
持
つ
学
生
に
対

し
て
、
最
初
に
読
む
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
本
編

に
は
、
こ
の
『
中
国
民
話
集
』
編
纂
経
緯
が
載
せ

ら
れ
、
飯
倉
氏
の
口
承
文
芸
理
解
を
う
か
が
う
う

え
で
も
面
白
い
。
書
名
も
当
初
は『
漢
族
昔
話
集
』

が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、
岩
波
文
庫
の

ほ
か
の
民
話
集
と
の
兼
ね
合
い
で
か
な
わ
な
か
っ

た
こ
と
や
『
漢
族
笑
話
集
』
と
『
漢
族
伝
説
集
』

も
編
ん
で
全
三
冊
に
し
た
い
と
い
う
構
想
も
あ
っ

た
と
の
こ
と
（
三
四
〇
〜
三
四
一
頁
）
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
民
話
集
の
仕
事
で
、
い

ち
ば
ん
面
倒
で
あ
っ
た
の
は
訳
す
話
を
選
ぶ
こ
と

と
、
注
釈
を
書
く
た
め
の
調
査
で
あ
っ
た
。
一
つ

の
話
の
翻
訳
と
注
釈
を
や
る
た
め
に
は
、
一
つ
の

論
文
を
書
く
よ
う
な
手
順
が
必
要
で
あ
っ
た
」

（
三
四
〇
頁
）
と
あ
り
、
各
話
の
解
説
が
非
常
に

丁
寧
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
納
得
す
る
。

中
国
の
口
承
文
芸
の
世
界
は
豊
か
す
ぎ
て
、
そ

の
総
体
を
理
解
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
中
国
で

出
版
さ
れ
た
昔
話
や
伝
説
の
事
典
も
数
冊
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
内
容
に
物
足
り
な
さ
が
残
る
。
ま

し
て
や
、
日
本
と
の
繋
が
り
で
い
え
ば
研
究
途
上

で
あ
り
、
課
題
も
山
積
み
で
あ
る
。
本
書
は
、
時

に
一
つ
の
話
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
て
、
時
代

ご
と
の
話
の
変
遷
を
解
き
明
か
し
、
現
代
の
話
の

伝
播
状
況
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
い
く
。
ま
た
、

日
中
両
国
の
話
の
繋
が
り
の
大
枠
を
提
示
し
て
、

課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
国
口
承
文
芸
を

広
く
見
渡
し
て
き
た
飯
倉
氏
の
見
識
の
深
さ
が
な

せ
る
業
で
あ
ろ
う
。

 

二
〇
一
九
年
六
月　

勉
誠
出
版
刊

 

本
体
八
〇
〇
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（
た
て
い
し
・
の
ぶ
あ
つ
／
高
千
穂
大
学
）


