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べ
き
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。「
民
話
」
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
に
冷
淡
で
あ
っ
た
民
俗
学
は
、
当
時
既
に
自
ら
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の

な
か
に
閉
じ
始
め
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
川
村
は
最
後
に
、
改
め
て
「
口
承
」
と
い
う
問
い
の
位
置
に
つ

い
て
、
民
俗
芸
能
と
併
置
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

民
俗
学
が
今
後
、
も
し
解
体
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

口
承
は
、
単
な
る
会
話
や
談
話
に
還
元
さ
れ
得
な
い
、
話
し
手
と
聞
き
手

と
の
交
渉
の
場
、
す
な
わ
ち
能
動
的
で
包
括
的
な
関
係
性
が
形
成
さ
れ
つ

つ
そ
の
関
係
性
自
体
が
常
に
上
書
き
さ
れ
て
い
く
場
の
可
能
性
と
し
て
存

在
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
現
在
命
脈
を
保
つ
民
俗
芸
能
が
、
文
化

財
と
し
て
の
経
済
的
庇
護
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
そ
の
芸
能
に
根
源
的
な
誇
り
と
喜
び
を
感
じ
る
演
者
と
見
る
者
の
存

在
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
と
か
さ
な
り
あ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
民
話
運
動
の
象
徴
的
な
成
果
で
あ
る
木
下
順

二
の
『
夕
鶴
』
が
、
鈴
木
棠
三
の
資
料
集
に
収
め
ら
れ
た
鶴
女
房
を
素
材
に

既
に
戦
中
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
民
俗
学
と

「
民
話
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
戦
前
・
戦
中
を
含
め
た
長
い
時
間
の
幅

で
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
「
民
話
」
を
一
九
五
〇
年

代
な
か
で
の
み
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
な
ど
が
出
さ
れ
た
。

「
民
話
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
今
後
、
文
学
、
思
想
史
、
歴
史
学
な
ど

各
分
野
で
進
む
と
考
え
ら
れ
る
一
九
五
〇
年
代
研
究
と
も
連
動
し
な
が

ら
、
幅
広
い
視
野
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
し
げ
の
ぶ
・
ゆ
き
ひ
こ
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
）

第
六
四
回
研
究
例
会

二
年
目
の
「
３
・１
１
」
か
ら

─
「
聴
く
」「
語
る
」
そ
し
て
「
記
す
」
：

「
伝
え
る
／
伝
わ
る
」
を
め
ぐ
っ
て
─

根 

岸　

英 

之

二
〇
一
三
年
三
月
二
三
日
に
立
正
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
第
六
四
回
研

究
例
会
」
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
行
わ
れ
た
第
六
二
回
研
究
例
会
「
三
・

一
一　

一
年
後
か
ら
」

（
１
）

を
継
承
し
つ
つ
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
後
、

本
会
が
ど
の
よ
う
に
震
災
を
主
題
化
で
き
る
か
を
考
え
る
例
会
と
し
て
、

日
本
民
話
の
会
と
共
催
の
形
で
実
施
さ
れ
た
。
企
画
は
、
例
会
委
員
の
重

信
幸
彦
氏
と
、
本
会
会
員
で
あ
る
と
と
も
に
日
本
民
話
の
会
会
員
で
も
あ

る
米
屋
陽
一
氏
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。

重
信
氏
に
よ
る
例
会
の
お
知
ら
せ
の
趣
旨
文
は
、
以
下
の
と
お
り
。

〈
今
回
の
例
会
は
、
日
本
民
話
の
会
と
共
催
で
実
施
し
ま
す
。
日
本
民

話
の
会
で
は
、「
３
・
１
１
」
の
震
災
で
被
災
し
た
方
々
へ
の
聞
き
書
き
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
過
去
の
災
害
の
伝
承
を
再
発
見
・
再
評
価
し
、
そ

れ
ら
を
〈
声
〉
と
身
体
を
使
っ
た
「
語
り
」
を
と
お
し
て
「
伝
え
る
」
と

い
う
実
践
を
具
体
化
し
始
め
て
い
ま
す
。

「
３
・
１
１
」
の
よ
う
な
出
来
事
を
、
後
世
に
い
か
に
「
伝
え
る
か
」
と
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当
日
は
重
信
氏
が
、
残
念
な
が
ら
体
調
の
関
係
で
欠
席
さ
れ
た
。
本

報
告
が
重
信
氏
に
よ
り
ま
と
め
ら
れ
れ
ば
、
当
初
目
指
し
た
意
図
ま
で
深

ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
例
会
委
員
の
一
人
と
し
て
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
と
し
て
関
わ
っ
た
立
場
か
ら
、
報
告
の
責
を
追
う
も
の
で
あ
る
。

当
日
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
。

【
基
調
報
告
】

米
屋
陽
一
「
何
の
た
め
の
学
だ
っ
た
の
か
」

【
談
話
と
上
演
】

大
平
悦
子
「
被
災
者
の
体
験
を
語
る
こ
と
＋
上
演
」（
日
本
民
話
の
会
）

矢
部
敦
子
「「
稲
む
ら
の
火
」を
語
り
な
お
す
＋
上
演
」（
日
本
民
話
の
会
）

【
上
演
】

荒
石
か
つ
え
「
紙
芝
居　

稲
む
ら
の
火
」（
日
本
民
話
の
会
）

【
コ
メ
ン
ト
】
根
岸
英
之

【
司
会
】
中
村
と
も
子
、
繁
原
央　

米
屋
氏
は
、
震
災
以
降
、
太
平
洋
沿
岸
の
被
災
地
を
巡
っ
て
「
歩
く
・

見
る
・
聴
く
・
考
え
る
」
こ
と
を
実
践
し
て
お
り
、
今
回
は
と
く
に
、
宮

城
県
石
巻
市
立
大
川
小
学
校
の
悲
劇
の
具
体
例
な
ど
を
紹
介
。
そ
し
て
、

「
地
震
・
津
波
の
「
伝
承
」
活
動
は
、「
学
習
」
活
動
そ
の
も
の
。
ど
の
よ

う
に
、「
伝
承
」「
学
習
」
を
繰
り
返
し
て
い
く
の
か
。
ど
の
よ
う
に
、「
個

人
」「
家
庭
」「
学
校
」「
地
域
」
が
生
き
る
知
恵
を
共
有
し
て
い
く
の
か
」

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
学
も
実
践
も
、
と
も
に
同
じ
土
俵
に
立
つ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

聞
き
書
き
を
通
し
て
触
れ
た
当
事
者
の
こ
と
ば
、
そ
し
て
改
め
て
再
発

見
し
た
過
去
の
災
害
の
伝
承
、
そ
れ
ら
を
〈
声
〉
と
身
体
を
使
っ
た
「
語

り
」
を
と
お
し
て
「
伝
え
る
」
と
い
う
実
践
を
始
め
た
日
本
民
話
の
会
の

メ
ン
バ
ー
に
ご
登
壇
い
た
だ
き
、
語
り
を
上
演
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
が
「
３
・
１
１
」
以
後
に
感
じ
、
考
え
続
け
て
い
る
こ
と
、
経
験
し
た

こ
と
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
し
て
改
め
て
、「
伝
え
る
／
伝
わ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

る
場
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
と
ば
を
絶
す
る
他
者
の
体
験
を
第
三
者
が
い
か
に
語
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
過
去
の
「
美
談
」
を
今
改
め
て
リ
ア
ル
な
知
恵
と
教
訓
と
し
て

ど
の
よ
う
に
語
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
や
さ

し
い
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
先
の
戦
争
の
例
を
持
ち
出
す
ま

で
も
な
く
、
出
来
事
は
確
実
に
時
間
の
か
な
た
に
遠
の
き
、
そ
の
身
体
に

記
憶
を
宿
し
た
当
事
者
た
ち
は
、
確
実
に
居
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「
伝
え
る
／
伝
わ
る
」
は
、
そ
う
し
た
長
い
時
間
の
幅
の
な
か
で
、
考

え
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
「
伝
え
る
／
伝
わ
る
」
た
め
の
道
具
＝
メ
デ
ィ
ア
は
、
文
字
や

映
像
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
身
の
〈
声
〉
と
身
体
と
い
う
道
具
＝
メ
デ
ィ

ア
も
大
き
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
し
た
。
そ
の
可
能
性
を
深
く

問
う
て
い
く
こ
と
は
、「
話
」
そ
し
て
「
口
承
」
と
い
う
問
題
を
考
え
続

け
て
き
た
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。〉
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を
「
と
り
あ
え
ず
の
ま
と
め
」
と
提
起
。
さ
ら
に
、
学
問
研
究
が
本
に

な
っ
て
も
活
か
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
学
問
研
究
と
は
、
人
々
の

幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
た
だ
資
料
集
を
作
る
と
い
う
こ

と
で
な
く
、
未
来
に
向
か
っ
て
の
発
信
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要

だ
と
総
括
し
た
。
氏
を
中
心
に
編
ま
れ
た
『
聴
く
語
る
創
る
第
二
十
一
号　

特

集　

東
日
本
大
震
災
を
語
り
継
ぐ
』（
二
〇
一
三　

日
本
民
話
の
会
）
は
、

そ
の
一
つ
の
実
践
の
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。

大
平
氏
は
、
岩
手
県
遠
野
市
で
生
ま
れ
育
ち
、
川
崎
市
で
教
職
を
務
め

る
傍
ら
、
日
本
民
家
園
な
ど
で
「
遠
野
の
語
り
」
を
実
践
し
て
い
る
現
代

の
語
り
手
。
氏
は
、
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』
第
九
九
話
の
津
波
の
話
を
、

自
身
で
も
遺
族
か
ら
聴
き
継
い
だ
話
な
ど
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
語
り
と

し
て
実
演
。
氏
は
、
語
り
を
繰
り
返
し
て
い
く
中
で
、
こ
の
話
の
主
人
公

の
男
は
、
妻
の
幻
を
見
る
こ
と
で
妻
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
話
に
対
す
る
解
釈
が
深
ま
っ
て
き
た

と
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
、『
遠
野
物
語
』
と
い
う
「
書
か
れ
た
」
伝
承
が
、

再
び
「
語
り
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
再
生
す
る
過
程
や
、
繰
り
返

し
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
語
り
手
の
解
釈
の
変
容
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
意
義
深
か
っ
た
。
氏
は
ま
た
、
大
船
渡
市
の
女
性
の
東
日
本
大
震
災
で

の
体
験
談
を
、
伝
聞
談
と
し
て
も
語
っ
た
。
こ
れ
は
、
他
者
の
体
験
を
ど

う
語
り
継
ぐ
か
、
近
年
の
語
り
の
動
向
に
見
ら
れ
る
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ス

ト
ー
リ
ー
」

（
２
）

と
も
重
な
る
語
り
の
有
り
よ
う
と
し
て
も
興
味
深
か
っ
た

（
３
）。

矢
部
氏
は
、
和
歌
山
市
生
ま
れ
で
、
主
に
祖
母
か
ら
聞
い
た
語
り
を
、

東
京
で
語
り
継
い
で
い
る
現
代
の
語
り
手
。「
稲
む
ら
の
火
」
と
し
て
知

ら
れ
る
津
波
伝
承
が
、
矢
部
家
で
は
、「
地
震
が
あ
っ
た
と
き
の
教
訓
話
」

的
に
聴
か
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
津
波
の
後
、
主
人
公
が
自
ら
の
資
財
を
提

供
し
て
地
元
民
と
堤
防
を
築
い
た
と
い
う
「
偉
人
伝
」
的
に
聴
か
さ
れ
た

こ
と
を
、
和
歌
山
弁
で
の
語
り
と
と
も
に
実
演
し
た
。
氏
の
語
り
は
、
災

害
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
の
具
体
例
で
あ
る
と
と
も

に
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
語
り
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
、
新
た
に
再

認
識
さ
れ
た
点
な
ど
に
も
触
れ
ら
れ
、
米
屋
氏
の
提
起
し
た
「
伝
承
」
の

語
り
継
ぎ
の
例
と
し
て
も
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
だ
っ
た

（
４
）。

荒
石
氏
の
紙
芝
居
は
、
市
販
の
紙
芝
居
を
使
っ
た
上
演
で
あ
っ
た
が
、

幼
少
期
の
釧
路
で
実
体
験
し
た
地
震
と
津
波
の
様
子
を
枕
に
演
じ
ら
れ
た

た
め
、
市
販
の
紙
芝
居
で
あ
っ
て
も
、
語
り
手
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
伝

え
ら
れ
る
こ
と
を
実
感
で
き
た
。
一
般
に
知
ら
れ
た
内
容
に
基
づ
く
紙
芝

居
は
、
矢
部
氏
の
語
り
と
の
相
違
も
比
較
す
る
も
の
と
も
な
っ
た

（
５
）。

そ
の
後
、
根
岸
か
ら
、
震
災
体
験
を
語
り
継
ぐ
こ
と
は
、「
生
活
譚
」

と
い
う
概
念
や
、
柳
田
國
男
編
『
山
村
生
活
の
研
究
』（
一
九
三
七　

民

間
伝
承
の
会
）
で
の
質
問
項
目
「
村
の
大
事
件
」
な
ど
へ
と
、
学
史
的

に
も
展
開
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
な
ど
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し

た（
６
）。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
へ
の
質
問
の
中
で
、
今
回
上
演
さ
れ
た

話
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、
新
た
に
「
語
り
」
の
対
象
と
し
て
意
識
化

さ
れ
て
い
っ
た
点
や
、
繰
り
返
し
語
る
こ
と
で
語
り
に
も
変
化
が
あ
る
こ

と
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、「
語
り
」
の
動
態
を
共
有
す
る
こ
と
も
で

き
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
鷲
田
清
一
氏
の
指
摘
す
る
東
西
の
語
り

文
化
の
相
違
と
い
う
点
が
、
震
災
を
語
る
側
面
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
と



177

思
わ
れ

（
７
）、

そ
う
し
た
点
を
、
学
会
と
し
て
も
研
究
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
た

（
８
）。

フ
ロ
ア
を
交
え
た
討
議
の
場
で
は
、
福
島
県
い
わ
き
市
に
住
み
な
が
ら

民
俗
学
に
関
わ
る
方
か
ら
、
原
発
特
需
で
変
貌
し
て
い
く
人
々
の
暮
ら
し

ぶ
り
や
心
性
の
あ
り
方
を
、
ど
う
捉
え
対
象
化
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
苦

悩
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
発
言
な
ど
も
出
さ
れ
、
改
め
て
今
回
の
「
問
い
」

が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
実
践
と
真
正
面
か
ら
切
り
結
ん
で
い
く
必
要

性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
顕
在
化
さ
れ
た
例
会
と
な
っ
た
。

注（
１
） 「
例
会
記
録
／
第
六
二
回
研
究
例
会　

三
・
一
一　

一
年
後
か
ら
」

『
口
承
文
芸
研
究
』
三
六　

二
〇
一
三

（
２
） 

櫻
井
美
紀
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
？
～
家
族
の
こ
と
、

知
人
の
こ
と
、
自
分
の
こ
と
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
」『
語

り
の
世
界
三
六　

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
』
二
〇
〇
三　

語

り
手
た
ち
の
会

（
３
） 

大
平
氏
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
日
本
民
話
の
会
編
『
新
し
い
日
本

の
語
り
６　

大
平
悦
子
の
遠
野
も
の
が
た
り
』
二
〇
一
三　

悠
書

館
、
大
平
悦
子
編
「
岩
手
県
三
陸
沿
岸
の
被
災
地
を
歩
く
」『
聞

く
語
る
創
る
第
二
十
一
号　

特
集
東
日
本
大
震
災
を
語
り
継
ぐ
』

二
〇
一
三　

日
本
民
話
の
会
を
参
照

（
４
） 

矢
部
氏
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
日
本
民
話
の
会
編
『
新
し
い
日
本

の
語
り
１　

矢
部
敦
子
の
語
り
』
二
〇
一
二　

悠
書
館
、
矢
部
敦

子
「
家
族
に
聞
い
た
「
稲
む
ら
の
火
」
石
井
正
己
編
『
震
災
と
語

り
』
二
〇
一
二　

三
弥
井
書
店
を
参
照

（
５
） 

荒
石
氏
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
日
本
民
話
の
会
編
『
新
し
い
日
本

の
語
り
３　

お
か
つ
新
三
郎
ふ
た
り
語
り
』
二
〇
一
三　

悠
書
館

を
参
照

（
６
） 

拙
稿
「
地
域
お
こ
し
・
民
話
運
動
・
生
活
譚
─
地
域
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
ま
な
ざ
す
〈
口
承
〉
の
営
み
」『
世
間
話
研
究
』
二
一　

二
〇
一
三

（
７
） 

鷲
田
清
一
・
赤
坂
憲
雄
『
東
北
の
震
災
と
想
像
力
』
二
〇
一
二　

講
談
社

 

（
鷲
田
）「
関
西
に
は
独
特
な
語
り
の
く
せ
が
あ
る
。
い
か
に
悲
惨

な
こ
と
で
も
「
泣
き
笑
い
」
で
語
り
、
相
手
を
面
白
が
ら
せ
る
と

い
う
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。（
略
）
東
北
に
も
別
の
語
り
の
伝
統
が
あ

る
。
遠
野
の
民
話
、
宮
沢
賢
治
の
童
話
、「
難
し
い
こ
と
を
易
し
く
、

深
い
こ
と
を
面
白
く
」
と
い
う
井
上
ひ
さ
し
の
語
り
（
略
）。
そ
の

語
り
の
伝
統
が
、
こ
の
た
び
の
苦
難
の
語
り
の
な
か
で
活
き
る
こ

と
を
祈
っ
て
い
る
。」

（
８
） 

会
員
向
け
の
報
告
と
し
て
、
繁
原
央
「
第
64
回
日
本
口
承
文
芸
学

会　

例
会
報
告
」『
伝
え
』
五
三
が
あ
る
。

 

（
ね
ぎ
し
・
ひ
で
ゆ
き
／
市
川
市
文
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）


