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書 

評
　

立
石
展
大
著

『
日
中
民
間
説
話
の
比
較
研
究
』

繁　

原　
　

央

一
、
本
書
の
構
成

日
本
の
民
間
説
話
を
東
ア
ジ
ア
、
ひ
い
て
は

世
界
の
説
話
と
の
比
較
研
究
が
で
き
る
条
件
が

整
い
つ
つ
あ
る
今
日
、
日
中
の
四
篇
の
説
話
を
民

間
説
話
に
焦
点
を
据
え
て
比
較
考
察
し
た
労
作

が
刊
行
さ
れ
た
。

二
〇
〇
五
年
に
國
學
院
大
學
に
提
出
さ
れ
た

学
位
論
文
に
、
実
際
に
中
国
貴
州
省
の
少
数
民
族

ト
ン
族
の
昔
話
調
査
を
も
と
に
考
察
し
た
二
本

の
論
考
を
あ
わ
せ
て
一
冊
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
に
関
係
し
、
ト
ン
族
の
昔
話
調
査
に
も

同
行
し
た
者
と
し
て
、
紹
介
を
兼
ね
た
評
を
記
す

こ
と
と
す
る
。

本
書
の
中
心
と
な
る
論
考
は
第
一
章
「
猿
の
生

き
肝
」、
第
二
章
「
鼠
の
嫁
入
り
」、
第
三
章
「
古

屋
の
漏
り
」、
第
四
章
「
小
鳥
前
生
譚
」
で
あ
る
。

学
位
論
文
で
も
あ
る
こ
れ
ら
四
篇
の
動
物
昔
話

の
研
究
は
個
々
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
周
辺
諸
国

へ
の
目
配
り
も
し
つ
つ
、
精
緻
な
資
料
収
集
の
も

と
、
比
較
考
察
を
し
て
い
る
。
し
か
も
、
巻
末
に

資
料
編
を
付
し
、
中
国
の
民
間
故
事
を
日
本
語
に

訳
し
て
示
し
て
い
て
（「
猿
の
生
き
肝
」
二
七
話
、

「
鼠
の
嫁
入
り
」
二
八
話
、「
古
屋
の
漏
り
」
五

話
、「
小
鳥
前
生
譚
」
一
五
話
）、
近
年
に
お
け
る

中
国
で
出
版
さ
れ
た
資
料
が
見
事
な
訳
に
よ
っ

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
論
文
に
引
用
し
た
資
料

を
こ
の
よ
う
に
わ
か
り
や
す
い
訳
文
に
し
て
く

れ
た
の
は
、
あ
り
が
た
い
。

論
考
の
「
第
五
章　

中
国
貴
州
省
で
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
」
と
、「
第
六
章　

日
本
の
山
姥
と

中
国
の
変
婆
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
ト
ン
族
や

苗
族
の
民
間
故
事
調
査
に
付
随
し
た
も
の
で
あ

る
。
現
地
の
鄧
敏
文
、
呉
定
国
両
氏
と
通
訳
の
曹

咏
梅
氏
の
協
力
に
よ
る
百
話
ほ
ど
の
採
集
調
査

の
中
か
ら
、
民
間
説
話
の
背
景
と
な
っ
た
民
俗
に

注
目
し
た
論
文
で
、
先
の
四
篇
の
論
文
と
同
じ

く
、
立
石
氏
の
民
間
説
話
に
対
す
る
研
究
方
法
が

よ
く
わ
か
る
す
ぐ
れ
た
論
考
で
あ
る
。

こ
れ
ら
六
章
の
前
に
「
序
章　

本
書
の
目
的
」

と
し
て
、
簡
単
な
が
ら
著
者
の
立
論
の
立
場
を
明

確
な
も
の
に
し
て
お
り
、
後
に
「
終
章
」
を
配
し

て
、
今
後
の
展
望
と
民
間
説
話
の
「
生
命
力
」
と

伝
承
者
の
想
い
を
記
し
、
ま
と
め
と
し
て
い
る
。

生
命
力
と
は
「
猿
の
生
き
肝
」
で
は
騙
す
場
面
で

あ
り
、「
鼠
の
嫁
入
り
」
は
循
環
形
式
の
話
で
あ

り
、「
古
屋
の
漏
り
」
で
は
勘
違
い
か
ら
お
き
る

騒
動
が
不
変
で
、
こ
こ
に
生
命
力
の
根
幹
が
あ
る

と
す
る
。
以
下
、
こ
の
結
論
に
至
る
道
筋
を
読
み

解
い
て
ゆ
く
。

二
、
文
献
資
料
へ
の
目
配
り

前
半
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
「
猿
の
生

き
肝
」「
鼠
の
嫁
入
り
」「
古
屋
の
漏
り
」
は
、
イ

ン
ド
を
源
と
し
た
昔
話
で
あ
り
、
中
国
を
経
由
し
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て
、
文
献
だ
け
で
な
く
口
承
で
日
本
に
伝
播
し
た

側
面
を
持
ち
、
伝
播
の
方
向
性
が
見
え
や
す
い
話

だ
と
す
る
。
イ
ン
ド
を
源
流
と
す
る
こ
と
は
文
献

資
料
が
あ
る
か
ら
で
、
ま
ず
は
そ
の
確
認
を
し

て
い
る
。「
猿
の
生
き
肝
」
で
は
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』

『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
か
ら
中
国
の
仏
典
、
日
本

の
『
今
昔
物
語
集
』『
沙
石
集
』
を
あ
げ
、「
鼠
の

嫁
入
り
」
で
も
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
か
ら
中

国
の
『
応
諧
録
』
な
ど
を
あ
げ
る
。「
古
屋
の
漏

り
」
に
つ
い
て
は
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
に
も

触
れ
る
が
、
大
島
建
彦
氏
の
「
昔
話
と
こ
と
わ
ざ

─
古
屋
の
漏
り
を
中
心
に
─
」
と
小
林
恭
子
氏

の
「
中
国
民
話
『
漏
（
古
屋
の
漏
り
）』
を
め
ぐ
っ

て
」
と
い
う
二
論
文
を
踏
ま
え
て
論
じ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
九
日
に

白
百
合
女
子
大
学
に
お
い
て
、「
枠
物
語
」
を

め
ぐ
っ
て
と
い
う
題
で
本
会
の
第
六
五
回
研
究

例
会
が
開
か
れ
た
が
、
そ
こ
で
西
村
正
身
氏
が

「『
シ
ン
ド
バ
ー
ド
物
語
』
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

発
表
さ
れ
、「
猿
の
生
き
肝
」（
一
一
五　

猿
と

兎
）
と
「
古
屋
の
漏
り
」（
一
一
四　

猿
）
の
類

話
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
説
話

が
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
以
外
の
文
献
に
も
記

載
さ
れ
て
い
て
、
幅
広
い
人
気
の
あ
る
話
だ
と
い

う
こ
と
を
教
わ
り
興
味
深
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と

は
文
献
の
精
査
が
、
民
間
説
話
の
歴
史
的
考
察
に

不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
立

石
氏
は
そ
の
こ
と
を
心
得
て
い
て
、
文
献
資
料
へ

の
目
配
り
も
怠
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
立
論
の
基

礎
に
し
て
い
る
こ
と
は
全
論
考
で
研
究
史
に
触

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
え
る
。

次
の
第
四
章
の
「
小
鳥
前
生
譚
」
は
一
つ
の
話

型
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、
文
献
を
た
ど
り
に
く
い

が
、
人
が
死
ん
で
小
鳥
に
な
っ
た
と
い
う
モ
チ
ー

フ
で
く
く
れ
ば
、
中
国
の
『
華
陽
国
志
』「
杜
宇
」

の
話
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
の
文

献
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
て
、
研
究
史
を
踏

ま
え
て
考
察
し
て
お
り
、
配
慮
が
う
か
が
え
る
。

第
五
章
と
第
六
章
は
貴
州
省
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
と
さ
ら

文
献
資
料
を
使
っ
て
は
い
な
い
。

三
、
口
承
に
よ
る
伝
播

本
書
は
文
献
資
料
に
よ
る
説
話
の
比
較
を
中

心
に
し
た
も
の
で
は
な
い
。
書
承
に
よ
る
説
話
の

伝
播
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
と
中
国

の
民
間
に
口
承
さ
れ
て
い
る
説
話
を
丹
念
に
収
集

し
、
精
緻
な
比
較
を
通
し
て
、
民
間
説
話
が
人
と

人
と
の
交
流
の
な
か
で
は
ぐ
く
ま
せ
て
き
た
と
い

う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
昔
話
は
『
日
本
昔
話
大
成
』『
日
本
昔

話
通
観
』
な
ど
に
よ
り
、
分
類
整
理
さ
れ
て
い
る

が
、
立
石
氏
は
さ
ら
に
直
接
そ
の
元
と
な
っ
た
各

報
告
書
に
ま
で
あ
た
っ
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
民

間
故
事
は
戦
前
の
林
蘭
や
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
な
ど

の
資
料
は
あ
え
て
使
わ
ず
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

の
『
中
国
民
間
故
事
集
成
』
を
主
に
使
っ
て
い

る
。
そ
の
理
由
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
が
氏
の
見
解

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

第
一
章
の
「
猿
の
生
き
肝
」
は
、
日
本
に
お
け

る
口
承
説
話
を
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
一
四
五

話
集
め
、
一
覧
表
に
し
、
今
昔
や
沙
石
集
な
ど
の

文
献
と
一
致
す
る
の
は
二
話
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
指
摘
し
、
口
承
の
説
話
が
文
献
か
ら
離
れ
独
自

の
展
開
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
方
、
中
国
の
口
承
説
話
の
二
七
話
を
内
容
か

ら
「
内
陸
部
の
山
地
型
」（
一
一
話
）「
沿
海
部
の

山
地
型
」（
一
話
）「
内
陸
部
の
海
洋
型
」（
九
話
）
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「
沿
海
部
の
海
洋
型
」（
六
話
）
の
四
種
類
に
分
け

て
比
較
し
、
そ
の
う
ち
の
「
沿
海
部
の
海
洋
型
」

が
日
本
で
口
承
さ
れ
る
「
猿
の
生
き
肝
」
と
一
致

す
る
と
い
う
。「
沿
海
部
の
海
洋
型
」
の
六
話
は

広
東
、
浙
江
、
上
海
、
吉
林
な
ど
の
省
の
も
の

で
、
資
料
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
す
る
ど
い

指
摘
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
の
「
鼠
の
嫁
入
り
」
の
日
本
の
口
承

は
青
森
か
ら
沖
縄
ま
で
の
五
二
例
を
示
し
、
循
環

形
式
の
も
の
を
一
一
例
あ
げ
る
。
中
国
の
も
の
は

二
二
例
あ
げ
、
他
に
「
県
官
画
虎
」
と
い
う
笑
話

が
関
連
す
る
話
と
し
て
六
例
あ
げ
て
あ
る
。
こ
れ

ら
を
表
に
し
て
比
較
し
、
日
本
の
も
の
に
イ
ン
ド

の
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
と
類
似
す
る
話
が
一

例
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
中
国
の
海
南
省

な
ど
に
二
例
の
類
話
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
類
話

が
少
な
い
と
し
て
慎
重
に
結
論
を
保
留
し
て
い

る
。
確
か
に
「
鼠
の
嫁
入
り
」
が
中
国
の
年
画
な

ど
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
民

間
故
事
の
報
告
が
少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
、
こ
の
判
断
は
正
し
く
、
さ
ら
な
る
調
査

収
集
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
三
章
の
「
古
屋
の
漏
り
」
は
大
島
建
彦
氏
の

論
文
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
、
日
本
の
類
話

に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
。
そ
の
代
り
イ
ン
ド

の
類
話
を
三
例
紹
介
し
、「
そ
の
分
布
状
況
や
詳

細
は
依
然
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
」「
イ
ン
ド

に
お
け
る
昔
話
採
集
が
進
ん
で
い
な
い
点
に
原

因
が
あ
る
」（
一
一
七
頁
）
と
い
う
が
、
イ
ン
ド

の
昔
話
採
集
が
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
は
資

料
と
し
て
使
え
る
だ
け
の
口
頭
伝
承
の
採
集
が

な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
の
モ
チ
ー

フ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
、Stith Thom

pson 
and　

Jonas Balys 

のthe Oral Tales of India 

が
一
九
五
八
年
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
か
ら
出

て
い
る
ほ
ど
で
、
そ
の
出
典
と
し
て
相
当
な
量
の

書
物
を
記
す
。
お
そ
ら
く
そ
れ
な
り
の
採
集
資
料

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
古
屋
の
漏
り
」
の
中
国
の
口
承
例
に
つ
い
て

は
四
四
例
あ
げ
て
い
る
が
、
小
林
恭
子
氏
の
論
文

を
紹
介
し
つ
つ
、
小
林
氏
と
は
別
の
視
点
で
整

理
、
分
析
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
古
屋
の
漏

り
」
を
前
半
と
後
半
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と

で
、
前
半
部
で
終
わ
れ
ば
「
逃
走
型
」、
後
半
部

ま
で
語
れ
ば
「
騒
動
型
」
と
な
り
、
前
半
部
は
日

本
と
同
じ
で
、
後
半
部
の
話
の
展
開
に
違
い
が
あ

る
と
い
う
。
さ
ら
に
日
本
に
よ
く
あ
る
猿
の
尻
尾

の
由
来
を
語
る
話
が
中
国
に
な
い
と
指
摘
す
る
。

第
四
章
の
「
小
鳥
前
生
譚
」
は
日
本
に
お
け

る
研
究
論
文
が
多
い
た
め
か
、
論
点
の
絞
り
方
が

こ
れ
ま
で
の
三
章
と
異
な
る
。
中
国
の
小
鳥
前

生
譚
に
つ
い
て
は
一
五
五
の
類
話
を
「
兄
弟
葛

藤
」（
一
四
）「
親
子
の
葛
藤
」（
六
）「
継
母
と
の

葛
藤
」（
一
七
）「
嫁
ぎ
先
（
夫
・
姑
・
小
姑
）
と

の
葛
藤
」（
五
五
）「
地
主
・
金
持
ち
・
権
力
者
と

の
葛
藤
」（
三
九
）「
農
作
業
も
し
く
は
仕
事
の
失

敗
」（
二
〇
）「
そ
の
他
」（
四
）
に
分
け
て
整
理

し
て
い
る
。「
小
鳥
前
生
譚
」
は
人
が
死
ん
で
小

鳥
に
な
っ
た
話
が
束
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
、
話

型
と
し
て
の
比
較
は
し
に
く
い
。
そ
こ
で
こ
の
よ

う
な
分
類
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
氏
の
分
類
で
「
兄
弟
葛
藤
」
と

さ
れ
る
中
に
、
日
本
全
国
で
語
ら
れ
て
い
る
「
時

鳥
と
兄
弟
」
の
類
話
が
あ
り
、
中
国
で
は
少
数
民

族
地
区
に
の
み
一
〇
話
ほ
ど
伝
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
評
者
も
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
話

型
に
よ
る
比
較
考
察
だ
け
で
い
え
ば
、
こ
の
点
が

も
っ
と
も
興
味
深
い
と
思
う
の
だ
が
、
氏
の
論
点
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と
は
異
な
る
の
で
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
。

四
、
民
俗
か
ら
の
視
点

立
石
氏
は
「
終
章
」
で
「
昔
話
を
収
集
・
整

理
・
分
析
し
、
そ
の
話
を
支
え
て
い
る
民
俗
に
目

を
配
り
つ
つ
、
話
や
伝
承
の
特
徴
を
探
る
の
が
昔

話
の
比
較
研
究
の
方
法
」
だ
と
し
て
お
り
、
そ
の

通
り
各
話
に
民
俗
の
視
点
を
入
れ
て
い
て
、
そ
れ

が
氏
の
論
を
興
味
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　
「
猿
の
生
き
肝
」
で
は
「
第
四
節　

肝
を
食
す

習
俗
に
つ
い
て
」
で
、
日
本
に
お
け
る
肝
の
受
容

を
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
な
ど
を
紹
介
し
て
、
話
の

伝
播
の
背
景
と
な
っ
た
人
々
の
意
識
に
配
慮
し

て
い
る
。「
鼠
の
嫁
入
り
」
で
も
「
第
四
節
」
で

背
景
と
し
て
の
民
俗
に
注
目
し
て
お
り
、
永
尾

龍
造
『
支
那
民
俗
誌
』
な
ど
か
ら
年
中
行
事
の

「
鼠
の
嫁
入
り
」
を
紹
介
し
、
昔
話
と
年
中
行
事
、

「
鼠
の
嫁
入
り
」
の
年
画
、
さ
ら
に
は
「
逼
鼠
蚕

猫
」
と
い
う
養
蚕
農
家
の
鼠
よ
け
の
絵
を
問
題
と

し
て
、
前
述
の
「
県
官
画
虎
」
の
話
を
六
話
確
認

し
つ
つ
、
考
察
を
進
め
て
い
る
。
昔
話
や
民
間
故

事
に
伝
承
さ
れ
た
土
地
の
民
俗
が
大
な
り
小
な

り
反
映
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
説
話
の
型
の

分
析
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
民
俗
に
注
目
す
る

こ
と
で
説
話
の
伝
承
の
有
り
方
が
み
え
て
く
る

と
い
う
も
の
だ
。

　
「
古
屋
の
漏
り
」
に
対
す
る
民
俗
は
、
中
国
で

は
「
雨
漏
り
が
怖
い
」
と
い
う
以
外
に
「
鍋
が
漏

る
の
が
怖
い
」
と
語
る
も
の
が
あ
り
、
雨
の
降
ら

な
い
地
区
で
は
雨
漏
り
は
実
感
に
乏
し
い
わ
け

で
、
鍋
が
漏
る
話
に
変
化
し
た
と
す
る
。
そ
れ
だ

け
で
な
く
、「
古
屋
の
漏
り
」
に
関
連
す
る
諺
・

格
言
に
ま
で
調
査
の
手
を
伸
ば
す
。
そ
れ
は
大
島

建
彦
氏
の
論
文
で
、
日
本
で
は
「
古
屋
の
漏
り
」

の
話
が
「
虎
狼
よ
り
漏
る
ぞ
恐
ろ
し
」
と
い
う
諺

に
支
え
ら
れ
て
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
中
国

で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
か
と
い
う
検
証
を
し

た
わ
け
で
、
中
国
の
「
古
屋
の
漏
り
」
の
四
一
例

と
、『
中
国
諺
語
集
成
』（
三
套
集
成
の
一
）
の
上

海
、
江
蘇
、
湖
南
の
も
の
か
ら
三
〇
例
抜
き
出
し

て
、
中
国
に
は
「
虎
は
怖
く
な
い
、
雨
漏
り
が
怖

い
」
と
い
う
諺
は
一
例
し
か
な
く
、「
○
○
は
怖

く
な
い
が
、
○
○
は
怖
い
」
と
い
う
表
現
形
式
の

諺
を
借
り
て
い
る
だ
け
だ
と
跡
付
け
る
。
し
た

が
っ
て
、
中
国
の
「
古
屋
の
漏
り
」
は
「
雨
漏

り
、
鍋
の
漏
り
」
は
と
て
も
厄
介
だ
と
い
う
意
識

に
支
え
ら
れ
て
伝
播
し
た
と
結
論
す
る
。

　
「
小
鳥
前
生
譚
」
の
比
較
研
究
は
そ
の
諺
と
の

関
係
を
中
心
と
し
て
論
を
展
開
す
る
。『
中
国
諺

語
集
成
』『
中
華
諺
語
誌
』
な
ど
か
ら
中
国
各
地

の
諺
を
一
五
三
例
抜
き
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
諺
と
民
間
故
事
が
具
体
的
に
結
び
つ
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
鳥
に
対
す
る
関
心
が
共

通
し
て
い
る
と
い
う
確
認
に
終
わ
っ
て
い
る
。
た

だ
、
こ
れ
も
民
間
説
話
を
話
の
分
析
だ
け
に
終
わ

る
の
で
な
く
、
民
俗
意
識
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
視

点
を
持
っ
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
り
、
今
後
の
展

開
が
期
待
さ
れ
る
。

第
五
章
の
貴
州
省
ト
ン
族
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
は
「
第
三
節　

民
間
説
話
に
影
響
を
与

え
た
民
俗
の
一
考
察
」
が
あ
る
。『
中
国
民
話
の

旅
』（
三
弥
井
書
店
）
に
収
録
し
た
竜
宮
女
房
型

の
話
に
、「
蛇
の
精
霊
」「
ラ
ン
ホ
ウ
」「
ス
ー
メ

イ
」
と
題
さ
れ
た
話
が
あ
り
、
そ
の
中
に
竜
宮
か

ら
竜
王
の
娘
を
も
ら
う
部
分
が
あ
る
。
そ
の
際
、

竜
王
か
ら
傘
を
も
ら
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
を
立
石
氏
は
貴
州
省
に
お
け
る
傘
に

ま
つ
わ
る
民
俗
で
解
い
て
い
る
。
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ト
ン
族
の
集
落
に
は
鼓
楼
と
祖
母
堂
と
い
う

建
物
が
必
ず
あ
る
。
評
者
も
こ
れ
に
注
目
し
た
こ

と
が
あ
る
（『
日
中
説
話
の
比
較
研
究
』「
第
十
二

章　

侗
族
の
祖
霊
観
と
鼓
楼
」）
が
、
そ
の
祖
母

堂
（
薩
歳
と
い
う
）
の
土
饅
頭
形
の
も
の
に
必
ず

傘
が
さ
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
ト
ン
族
で
は
結
婚
式

で
花
嫁
を
迎
え
る
際
に
、
花
か
ご
の
か
わ
り
に
傘

を
持
つ
民
俗
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
傘
は
道
中
、

何
が
あ
っ
て
も
開
い
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
こ

れ
が
ト
ン
族
の
昔
話
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
。

傘
に
関
す
る
民
俗
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て

は
解
け
な
い
わ
け
で
、
貴
重
な
視
点
で
あ
る
。

第
六
章
の
日
本
の
山
姥
と
中
国
の
変
婆
の
比

較
も
、
貴
州
省
岩
洞
の
民
間
故
事
調
査
で
の
成
果

を
も
と
と
す
る
。
そ
こ
で
採
集
さ
れ
た
「
変
婆

の
話
」「
ノ
ミ
と
シ
ラ
ミ
の
話
」
と
、
他
書
か
ら

の
変
婆
の
話
を
示
し
、
変
婆
の
俗
信
（
こ
れ
も

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
調
査
し
た
も
の
）
や
世
間

話
に
注
目
し
つ
つ
、
日
本
の
山
姥
と
比
較
し
て
い

る
。
変
婆
の
話
は
中
国
に
広
く
分
布
す
る
虎
婆

（
狼
外
婆
型
故
事
）
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
話
型

に
注
目
し
て
類
話
を
集
め
る
の
で
な
く
、
そ
の
民

俗
的
背
景
に
注
目
し
て
日
本
の
山
姥
と
比
較
し

た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
モ
チ
ー
フ
研
究
の
方
向
を

示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

立
石
展
大
氏
は
、
故
野
村
純
一
氏
の
昔
話
・
民

間
説
話
を
民
俗
の
中
の
伝
承
さ
れ
る
場
に
お
い
て

考
え
よ
う
と
す
る
方
法
を
、
中
国
の
民
間
故
事
と

の
比
較
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本

書
で
論
じ
た
い
く
つ
か
の
民
間
故
事
の
分
析
は
興

味
深
い
も
の
が
あ
り
、
日
中
の
比
較
説
話
学
に
新

し
い
足
跡
を
刻
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
特
に
中

国
で
民
間
故
事
収
集
が
三
套
集
成
と
い
う
形
で
完

結
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
全
土
の
説
話
伝
承
の

姿
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
そ
れ
を
駆
使
し
た
こ

の
よ
う
な
著
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い

か
ぎ
り
で
あ
り
、
そ
の
分
析
が
書
承
に
よ
る
文
献

比
較
だ
け
で
は
み
え
て
こ
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
と
人
の
交
流
は

い
つ
の
時
代
で
も
絶
え
ず
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
意

識
し
て
説
話
を
考
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
好
著
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
三
月　

汲
古
書
院
刊

一
〇
、〇
〇
〇
円
＋
税

（
し
げ
は
ら
・
ひ
ろ
し
／
常
葉
大
学
短
期
大
学
部
）


