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比
較
研
究
の
地
平

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
第
六
七
回
研
究
例
会
「
口
承
文
芸
モ
チ
ー
フ
の
分
布
と
伝
播
」

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
昔
話
モ
チ
ー
フ
の
分
布

斧 

原　

孝 

守

は
じ
め
に

日
本
の
昔
話
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
昔
話
モ
チ
ー

フ
の
分
布
を
知
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
具

体
的
に
三
つ
の
昔
話
を
取
り
上
げ
、
モ
チ
ー
フ
の
分
布
と
い
う
、
古
く
て

新
し
い
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
昔
話
の
タ
イ
プ
（
そ
し
て
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る

モ
チ
ー
フ
）
は
、「
稲
羽
の
素
兎
（
水
上
に
並
べ
さ
せ
た
動
物
の
数
を
か
ぞ

え
る
ふ
り
を
し
て
向
こ
う
岸
に
渡
る
）」、「
蛇
聟
入
り
（﹇
苧
環
﹈
夜
来
者

の
衣
に
糸
を
通
し
た
針
を
付
け
、
そ
の
正
体
を
知
る
）」、「
桃
太
郎
（﹇
黍

団
子
﹈
次
々
と
現
れ
る
援
助
者
に
食
物
を
与
え
て
お
供
に
つ
け
る
）」
で

あ
る
。

数
あ
る
昔
話
モ
チ
ー
フ
の
中
で
特
に
こ
の
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上

げ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
が
特
有
の
分
布
を
示
し
、
そ
の
分
布
像

が
そ
れ
ぞ
れ
の
昔
話
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。

一　
「
稲
羽
の
素
兎
」
の
分
布

出
雲
神
話
の
「
稲
羽
の
素
兎
」
は
、
日
本
最
古
の
動
物
昔
話
で
あ
る
。

こ
の
昔
話
は
、
泳
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
動
物
（
兎
）
が
水
棲
動
物
（
ワ
ニ
）

を
水
面
に
並
ば
せ
、
彼
ら
の
数
を
か
ぞ
え
る
ふ
り
を
し
て
対
岸
に
渡
る
と

い
う
も
の
で
、
興
味
の
核
と
な
る
モ
チ
ー
フ
は
「
数
を
か
ぞ
え
る
と
騙
し

て
並
ば
せ
、
水
を
渡
る
」
で
あ
る
。
こ
の
話
の
構
想
は
単
純
で
、
核
と
な

る
モ
チ
ー
フ
が
一
つ
の
タ
イ
プ
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
分
布
は
興
味
深
い
。『
古
事
記
』
の
「
稲
羽
の
素
兎
」
が
最
古

の
事
例
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
す
で
に
こ
の
類
型
は
消
滅
し
、
日
本
列
島
の
南

北
に
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
分
布
圏
が
あ
る
（
１
）。「

稲
羽
の
素
兎
」の
類
話
が
ま
と
ま
っ

た
形
で
東
南
ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
物
語
を
東
南
ア
ジ
ア
系
と
み
な
す
有
力
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
東
北
ア
ジ
ア
に
も
そ
れ
な
り
に
類
話
が
流
布
し
て
い
る
以
上
、
こ
の

話
を
簡
単
に
東
南
ア
ジ
ア
系
の
物
語
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
精
力
的
に
神
話
モ
チ
ー
フ
の
分
布
研
究
を
進
め
て
い
る
ロ
シ

ア
の
ユ
ー
リ
・
ベ
リ
ョ
ー
ス
キ
ン
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
世
界
的
な
分
布

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
齋
藤
君
子
に
よ
れ
ば
、
ベ
リ
ョ
ー
ス
キ
ン
が
類

話
と
認
定
す
る
ア
フ
リ
カ
の
三
話
の
う
ち
二
話
が
、
単
に
鎖
状
に
繋
が
っ

た
動
物
を
伝
っ
て
危
機
を
脱
す
る
だ
け
の
話
だ
と
い
う
（
２
）。

齋
藤
が
批
判
す

る
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
枠
を
広
げ
て
し
ま
え
ば
、
少
な
く
と
も
「
稲
羽
の

素
兎
」
の
分
布
研
究
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。「
稲
羽
の
素
兎
」
で
は
数
を
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か
ぞ
え
る
と
騙
し
て
並
ば
せ
た
水
棲
動
物
の
上
を
渡
る
と
い
う
趣
向
が
決

定
的
に
重
要
で
、
比
較
は
こ
の
水
準
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
語

の
分
布
を
読
む
た
め
に
は
、
モ
チ
ー
フ
の
定
義
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
。

こ
の
昔
話
の
分
布
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
東
北

ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
を
地
理
的
に
つ
な
ぐ
中
国
大
陸
に
も
、
南
北
に
わ

た
っ
て
微
弱
な
が
ら
類
話
が
点
在
す
る
こ
と
で
あ
る
（
３
）。

東
ア
ジ
ア
類
話
群

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
分
布
図
Ⅰ
に
し
た
が
っ
て
、
中
国
大
陸
の

北
か
ら
順
に
類
話
の
流
布
地
と
対
立
す
る
動
物
名
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

⒜ 

黒
竜
江
省
？
（
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
）
狐
と
ナ
マ
ズ
（
４
）。

⒝  

黒
竜
江
省　

大
興
安
嶺
阿
里
河
（
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
）
連
鎖
譚
。
イ
タ
チ

と
ナ
マ
ズ
（
５
）。

⒞  

遼
寧
省
法
庫
県
（
漢
族
）
兎
と
ス
ッ
ポ
ン
。
最
後
の
ス
ッ
ポ
ン
が
兎
の

尾
を
噛
み
切
る（
６
）。

⒟ 

山
西
省
大
寧
県
（
漢
族
）
兎
と
亀
。
最
後
の
亀
が
兎
の
尾
を
か
み
切
る（
７
）。

⒠  

湖
北
省
（
漢
族
）
兎
と
ス
ッ

ポ
ン
。
最
後
の
ス
ッ
ポ
ン
が

兎
の
尾
を
か
み
切
る（
８
）。

⒡  

江
蘇
省
灌
雲
県
（
漢
族
）

兎
と
蟹
。
最
後
の
蟹
が
兎
の

尾
を
挟
み
切
る（
９
）。

⒢  

浙
江
省
舟
山
市
定
海
（
漢

族
）
兎
と
亀
。
最
後
の
亀
が

兎
の
尾
を
か
み
切
る
）
10
（

。

⒣  

広
西
壮
族
自
治
区
寧
明
、

上
思
等
県
（
ヤ
オ
族
）
兎
と

鰐
。
最
後
の
鰐
が
兎
の
尾
を

か
み
切
る
）
11
（

。

こ
の
う
ち
黒
竜
江
省
に
住

む
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
の
類
話
⒜
⒝

分布図Ⅰ
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は
、
狐
（
イ
タ
チ
）
の
物
語
と
な
っ
て
お
り
、
連
鎖
譚
の
形
式
を
と
る
話
⒝

も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
東
北
ア
ジ
ア
類
話
群
に
包
摂
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
広
西
壮
族
自
治
区
の
ヤ
オ
族
の
類
話
⒣
は
、
騙
さ
れ
る
動
物
が

鰐
に
な
っ
て
お
り
東
南
ア
ジ
ア
類
話
群
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
漢
族
の
類
話
は
「
稲
羽
の
素
兎
」
と
同
様
、
す
べ
て
兎
の
物
語

に
な
っ
て
い
る
。
兎
の
相
手
は
蟹
と
い
う
一
例
⒡
を
除
い
て
亀
に
な
っ
て

お
り
、
漢
族
で
は
兎
・
亀
の
組
み
合
わ
せ
が
基
本
で
あ
る
。
東
北
・
東
南

ア
ジ
ア
類
話
群
を
地
理
的
に
つ
な
ぐ
東
ア
ジ
ア
類
話
群
の
存
在
は
、「
稲
羽

の
素
兎
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

近
年
東
ア
ジ
ア
類
話
群
の
一
例
と
し
て
、
韓
国
で
重
要
な
例
が
紹
介
さ

れ
た
。
そ
れ
は
『
古
今
笑
叢
』
に
収
載
さ
れ
た
作
者
未
詳
『
奇
聞
』
中
の

「
狡
兎
脱
禍
」
で
あ
る
。
李
朝
後
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
だ
と
い
う
。

兎
が
小
熊
た
ち
に
向
か
っ
て
母
熊
と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
を

知
っ
た
母
熊
は
兎
を
追
い
か
け
る
が
、
葛
に
絡
ま
っ
て
動
け
な
く
な

る
。
兎
は
母
熊
を
犯
し
て
嘲
る
。
鷲
が
兎
を
攫
う
。
母
熊
が
兎
に
お
前

は
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
と
、
兎
は
上
帝
が
自
分
を
薬
と
し
て
使
う

と
答
え
た
の
で
、
腹
を
立
て
た
鷲
は
兎
を
島
に
投
げ
落
と
す
。
島
に
落

と
さ
れ
た
兎
は
ス
ッ
ポ
ン
の
一
族
を
水
面
に
並
べ
さ
せ
、
数
え
る
ふ
り

を
し
て
対
岸
に
渡
る
。
兎
は
猟
師
の
罠
に
か
か
る
。
蚊
を
騙
し
て
自
分

の
毛
の
一
本
一
本
に
卵
を
産
み
付
け
さ
せ
る
。
体
中
に
蛆
が
生
じ
、
猟

師
は
兎
が
腐
っ
た
と
思
い
罠
を
解
い
て
棄
て
る）

12
（

。

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
「
稲
羽
の
素
兎
」
の
類
話
と
し
て
は
、
麗
水
市
梧
桐

島
に
伝
わ
る
類
話
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
『
古
事
記
』
の
影
響
を

否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
狡
兎
脱
禍
」
は
李
朝
後

期
と
は
い
え
比
較
的
古
い
伝
承
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
的
な
兎
の
物
語
で
あ

り
な
が
ら
、
鳥
に
攫
わ
れ
る
と
い
う
東
北
ア
ジ
ア
型
に
特
徴
的
な
挿
話
を

含
ん
だ
連
鎖
譚
を
構
成
し
て
い
る
。「
稲
羽
の
素
兎
」
の
比
較
研
究
上
、
最

も
注
目
す
べ
き
類
話
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

「
稲
羽
の
素
兎
」
型
の
物
語
の
展
開
を
巨
視
的
に
見
る
と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
東
部
沿
岸
の
南
北
に
分
布
し
、
そ
の
中
間
の
日
本
に
最
古
の
事
例
が
あ

る
。
類
話
の
勢
力
は
東
シ
ベ
リ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
に
は
濃
厚
だ
が
東

ア
ジ
ア
に
は
薄
く
、
最
古
の
事
例
を
も
つ
日
本
列
島
で
は
消
滅
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
物
語
の
歴
史
的
変
遷
を
あ
る
程
度
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
物
語
は
、『
古
事
記
』
の
時
代
に
は
日
本
を
含
む
東
ア
ジ

ア
に
そ
れ
な
り
に
流
布
し
て
い
た
が
、
時
代
と
共
に
流
行
の
中
心
地
が
南
北

に
分
か
れ
て
遷
移
し
、
そ
れ
ま
で
の
中
心
地
で
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
で
は
衰
退

し
て
い
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
中
国
大
陸
に
お
い
て
川
面
に
並
ぶ
大
き
な

水
棲
動
物
（
例
え
ば
揚
子
江
鰐
な
ど
）
が
激
減
し
た
と
い
う
、
動
物
相
の
変

化
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
東
南
ア
ジ
ア
で
は
鹿
と
鰐
、
東
北
ア

ジ
ア
で
は
狐
と
海
獣
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
特
有
の
動
物
相

に
適
合
し
た
形
で
物
語
が
成
熟
し
、
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
「
蛇
婿
入
り
（
苧
環
型
）」

『
古
事
記
』
崇
神
天
皇
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
伝
承
が
見
え
る
。
陶
都
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耳
命
の
娘
、
活
玉
依
毘
売
の
も
と
に
何
者
か
が
通
っ
て
く
る
。
や
が
て
娘

が
身
ご
も
っ
た
の
で
、
両
親
は
糸
を
通
し
た
針
を
わ
た
し
、
男
の
裾
に
つ

け
る
よ
う
に
い
う
。
翌
朝
糸
を
た
ど
っ
て
行
く
と
、
糸
は
三
輪
山
に
至
り
、

三
輪
山
の
神
が
通
っ
て
き
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
有
名
な
三
輪
の
神
婚

伝
承
で
あ
る
。
三
輪
山
の
神
（
大
物
主
）
が
蛇
神
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
蛇
神
が
人
間
の
娘
に
通
じ
た
神
婚
譚
で
あ
る
。

人
間
の
娘
が
神
と
婚
姻
関
係
を
結
び
神
の
子
を
生
ん
だ
と
い
う
神
婚
説

話
は
、
世
界
的
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
の
正
体

を
知
る
た
め
に
「
男
の
裾
に
糸
を
通
し
た
針
を
刺
し
、
糸
を
た
ど
っ
て
神

の
居
場
所
を
知
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
苧
環
」
の
モ
チ
ー
フ
が
結
び

つ
い
て
い
る
物
語
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
を
核
と
し
た
神
婚
譚
は
、
日
本
で
は

『
平
家
物
語
』
に
緒
方
三
郎
維
義
の
遠
祖
の
誕
生
譚
と
し
て
見
え
、
現
代
の

伝
承
と
し
て
は
琉
球
諸
島
の
宮
古
島
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
昔
話
と

し
て
は
「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
を
含
む
「
蛇
婿
入
り
」
が
広
く
流
布
し
て
い
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
蛇
は
神
で
は
な
く
、
忌
む
べ
き
妖
怪
に
な
っ
て
い
る
。

「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
た
異
類
婚
姻
譚
は
、
中
国
に
も
古
く
か
ら
知

ら
れ
て
い
る
。『
宣
室
志
』（
九
世
紀
後
半
）
に
は
、
平
陽
（
山
西
）
の
伝
承

と
し
て
、
根
切
り
虫
が
男
に
化
け
て
娘
に
通
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
怪

物
の
正
体
を
「
苧
環
」
に
よ
っ
て
暴
露
し
退
治
す
る
物
語
は
、
南
宋
か
ら
清

ま
で
の
随
筆
筆
記
類
に
散
見
す
る
が
、
退
治
さ
れ
る
怪
物
は
多
様
で
、
昆
虫

や
植
物
、
廟
の
神
像
や
泥
人
、
死
人
や
石
亀
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る）

13
（

。

こ
の
よ
う
な
類
話
の
な
か
に
異
類
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
有
名
な
人
物
が
生

ま
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
宋
の
太
祖
の
出
生
譚
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の

で
、
娘
に
通
う
異
類
は
獺
や
ス
ッ
ポ
ン
の
精
に
な
っ
て
い
る
。
異
類
は
「
苧

環
」
に
よ
っ
て
正
体
を
看
破
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
が
、
後
に
そ
の
息
子
が
風
水

を
盗
み
取
っ
て
王
朝
の
始
祖
に
な
る）

14
（

。
一
見
、
日
本
の
三
輪
山
伝
説
と
似
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
中
国
の
伝
承
は
い
ず
れ
も
王
朝
の
始
祖
に
異
類
の
血
が
流

れ
て
い
る
と
し
、
王
朝
の
始
祖
を
貶
め
る
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る）

15
（

。
こ
れ

を
そ
の
ま
ま
三
輪
の
神
伝
の
源
流
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

一
方
、朝
鮮
半
島
に
も
こ
れ
と
似
た
伝
え
が
あ
る
。『
三
国
遺
事
』（
一
三

世
紀
）
に
見
え
る
後
百
済
朝
（
九
〇
〇
〜
九
三
六
）
の
始
祖
、
甄
萓
の
伝

承
が
そ
れ
で
、
娘
に
通
う
男
の
正
体
は
蚯
蚓
に
な
っ
て
い
る
。
始
祖
を
貶

め
る
意
識
は
中
国
の
伝
承
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
韓
国
に
は
娘
の
と
こ
ろ

に
通
っ
て
き
た
蛇
に
糸
を
付
け
た
針
を
刺
し
て
退
治
し
た
と
い
う
、
日
本

の
「
苧
環
型
・
蛇
婿
入
り
」
の
よ
う
な
昔
話
も
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
は
、
東
ア
ジ
ア
で
は
古
く
か
ら
異
類

婚
姻
譚
に
結
び
つ
き
な
が
ら
広
く
展
開
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
を
伝
承
心
意
の
上
か
ら
見
る
と
、
中
国
・
韓
国
の
類
話
は
古
典
を
含

め
、
す
べ
て
邪
悪
な
化
け
物
を
退
治
す
る
話
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
の
三

輪
の
神
伝
の
よ
う
な
、
蛇
神
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
聖
な
る
一
族
の
誕
生
を

説
く
神
婚
譚
と
は
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
「
蛇
（
竜
）
神
」
の
神
婚
譚
と
「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
が
結
び

つ
い
た
伝
承
は
、
日
本
を
遥
か
に
離
れ
た
中
国
大
陸
西
南
部
、
雲
南
省
に

居
住
す
る
彝
族
と
そ
の
近
縁
の
民
族
に
集
中
的
に
分
布
し
て
お
り
、
分
布

論
上
の
興
味
深
い
問
題
を
示
し
て
い
る）

16
（

。
以
下
に
そ
の
分
布
図
と
、
中
国
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西
南
少
数
民
族
に
伝
わ
る
若
干
の
類
話
を
あ
げ
て
お
こ
う）

17
（

。

（
１
）
彝
族
①
（
雲
南
省
峨
山
彝
族
自
治
県
）

瑪
呵
尼
（
嫁
に
行
か
な
い
女
）
と
い
う
娘
が
妊
娠
す
る
。
母
は
娘
に
麻

糸
を
通
し
た
針
を
男
の
体
に
刺
さ
せ
る
。
糸
を
た
ど
る
と
大
竜
譚
に
い
た

る
。
娘
は
男
児
を
生
み
、
大
竜
譚
に
名
前
を
付
け
て
も
ら

い
に
行
く
と
、
竜
は
石
二
海
に
せ
よ
と
言
い
、
自
分
は
針

の
傷
で
七
日
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
。
や
が
て
息
子

は
嫁
を
探
し
に
行
く
が
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
気
に
入
ら
ず
、

母
と
結
婚
し
た
い
と
い
う
。
瑪
呵
尼
は
烏
鶏
黒
犬
の
血
を

馬
の
頭
に
塗
り
、
馬
を
息
子
も
ろ
と
も
池
に
沈
め
る
。
瑪

呵
尼
の
死
後
、
身
体
は
山
脈
河
流
に
変
わ
っ
た）

18
（

。

彝
族
②
（
貴
州
省
盤
県
）

あ
る
娘
が
身
ご
も
る
。
天
か
ら
男
が
や
っ
て
来
る
と
い

う
。
父
母
は
男
に
麻
糸
を
付
け
て
お
く
よ
う
娘
に
い
う
。

糸
を
た
ど
る
と
河
に
消
え
て
い
る
。
男
の
正
体
は
竜
で
、

図
ら
ず
も
凡
人
に
正
体
を
看
破
せ
ら
れ
、
河
か
ら
出
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
や
が
て
娘
の
生
ん
だ

子
は
、
竜
天
佑
と
名
付
け
ら
れ
、
幼
少
か
ら
文
武
に
通
じ

る
。
後
に
呉
三
桂
の
乱
に
際
し
、
竜
天
佑
は
戦
功
が
あ
り

総
兵
の
爵
位
を
受
け
、
世
襲
の
土
司
と
な
っ
た）

19
（

。

（
２
）
納
西
族
（
雲
南
省
麗
江
納
西
族
自
治
県
）

酋
長
の
娘
に
竜
の
子
が
通
っ
て
く
る
。
娘
の
妊
娠
に
気
づ
い
た
酋
長
が

娘
に
糸
玉
を
渡
し
、
そ
れ
を
若
者
の
脚
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
い
う
。
糸

を
た
ど
る
と
、
霊
泉
洞
に
入
っ
て
お
り
、
相
手
が
竜
の
子
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
。
や
が
て
娘
は
多
く
の
斑
蛇
や
斑
蛙
を
生
む
。
酋
長
は
東
巴
（
ト

Ⅰ●  文献資料（大林氏資料より）
　○  民間伝承（千野氏資料より）
Ⅱ△ 趙匡胤の神話（　〃　） 

苧環型蛇婿入譚の伝承分布図 黒龍江

吉林

遼寧

北京

山東

河北
山西

河南

安徽

江蘇

浙江
湖北

湖南 江西

福建
貴州（黔）

四川（川）

Ⅲ　三輪山型神話
広西

雲南（滇） 広東

重慶

分布図Ⅱ
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ン
パ
）
を
呼
ん
で
祀
り
、
こ
れ
ら
の
精
霊
を
送
り
出
し
た
。
こ
れ
よ
り
ナ

シ
族
は
立
夏
に
は
家
々
で
竈
の
灰
を
家
の
周
囲
に
「
竈
の
灰
は
火
の
神
の

唾
、
竜
の
子
は
娘
の
と
こ
ろ
へ
は
来
る
な
」
と
唱
え
て
撒
く
）
20
（

。

（
３
）
哈
尼
族
（
雲
南
省
紅
河
哈
尼
族
彝
族
自
治
州
）

あ
る
娘
が
一
人
の
若
者
を
愛
し
て
妊
娠
す
る
が
、
若
者
の
素
性
を
知
ら
な

い
。
兄
嫁
が
糸
玉
を
若
者
の
身
体
に
付
け
、
行
方
を
追
う
よ
う
に
教
え
る
。

糸
は
河
べ
り
の
岩
穴
へ
続
く
。
穴
の
中
に
は
金
銀
で
飾
ら
れ
た
部
屋
が
あ
り
、

大
蛇
が
い
る
。
大
蛇
は
若
者
に
変
じ
る
と
、
娘
の
両
親
は
化
け
物
に
食
べ
ら

れ
、
今
の
両
親
は
化
け
物
が
化
け
て
い
る
と
教
示
す
る
。（
中
略
・
化
け
物

を
退
治
す
る
）
化
け
物
の
死
体
は
毒
虫
に
な
る
。
娘
と
大
蛇
の
間
に
生
ま
れ

た
子
供
達
は
、
化
け
物
の
変
じ
た
虫
、
病
魔
を
祓
う
。
化
け
物
は
大
蛇
と
娘
、

そ
の
子
供
達
を
恐
れ
る
の
で
、
哈
尼
族
は
そ
の
子
孫
の
蛇
の
子
に
な
ら
っ
て

顔
に
色
を
塗
り
、
七
月
の
蛇
の
日
に
病
魔
を
祓
う
儀
式
を
行
う
）
21
（

。

「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
は
東
ア
ジ
ア
で
は
普
遍
的
な
も
の
だ
が
、

そ
れ
が
蛇
（
竜
）
神
と
の
婚
姻
譚
と
結
び
つ
い
た
形
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
日
本
以
外
で
は
中
国
西
南
部
の
彝
語
系
諸
族
に
し
か
伝
わ
っ
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
分
布
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
を
そ
の
民
族
か
ら
の
伝
播
だ
と
見
る
の
は
あ
ま
り
に
も
単
純
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
伝
承
に
も
そ
れ
な
り
の
変
遷
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
年
代
差
を
考
慮

に
入
れ
な
が
ら
、
分
布
と
内
容
の
変
化
を
視
野
に
入
れ
た
詳
細
な
比
較
が

必
要
に
な
る
。

日
本
で
は
古
層
に
神
婚
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
上
に
怪
物
退
治
と
し
て
の

昔
話
（
蛇
聟
入
り
）
が
広
が
っ
て
い
た
。
大
陸
で
も
彝
語
系
諸
族
の
伝
承

は
明
ら
か
に
古
層
的
な
伝
承
で
あ
る
。
恐
ら
く
苧
環
型
の
神
婚
伝
承
は
本

来
的
に
は
東
ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
し
て
い
た
が
、
漢
族
の
あ
い
だ
で
は
早

く
に
廃
れ
て
化
け
物
退
治
と
な
り
、
古
い
形
が
雲
南
少
数
民
族
と
日
本
に

残
存
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
日
本
と
彝
語
系
諸
族
の
間
に
な

ぜ
古
層
伝
承
が
残
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
蛇
神
に
対

す
る
崇
拝
が
盛
ん
で
あ
り
、
蛇
神
を
祖
と
す
る
物
語
を
維
持
す
る
共
通
基

盤
が
存
在
し
て
い
た
。
古
く
漢
代
に
雲
南
の
滇
国
に
授
け
ら
れ
た
金
印
が
、

倭
奴
国
と
同
じ
「
蛇
鈕
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
そ
れ
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
漢
帝
国
に
と
っ
て
、
雲
南
の
滇
国
と
倭
奴
国
は
蛇
を
祀
る
国
と

い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
苧
環
」
モ
チ
ー
フ
の
分
布
論
に
お
い
て
は
、「
苧
環
」
モ

チ
ー
フ
の
分
布
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
性
質
の
伝
承
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
肝
要
で
あ
る
。
蛇

神
崇
拝
を
基
盤
と
し
た
神
婚
伝
承
と
「
苧
環
」
の
モ
チ
ー
フ
が
結
び
つ
い

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
時
空
を
超
え
て
雲
南
少
数
民
族
と
日
本
の
三
輪
の
神

伝
と
の
比
較
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

三　
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
・
英
雄
型
と
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
の
分
布

複
雑
な
構
造
を
も
っ
た
昔
話
を
比
較
す
る
場
合
に
も
、
特
定
の
モ
チ
ー

フ
の
分
布
が
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
場
合
が
あ
る
。「
黍
団
子
」
と
い
え
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ば
、
桃
太
郎
が
お
供
を
獲
得
す
る
際
の
必
須
の
要
素
と
し
て
余
り
に
も
有

名
だ
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
、
つ
ま
り
「
次
々

と
現
れ
る
援
助
者
に
食
物
を
与
え
、
お
供
に
つ
け
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ

の
分
布
も
ま
た
、「
桃
太
郎
」
の
研
究
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
た

だ
こ
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
近
年
の
「
桃
太
郎
」
の
本
質
を
め
ぐ

る
議
論
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
勢
の
仲
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
よ
っ
て
敵
を
退
治
す
る
と
い
う
物

語
が
あ
る
。
国
際
的
に
は
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
（「
雄
鶏
・
雌
鶏
・
ア
ヒ
ル
・
ピ

ン
・
針
な
ど
の
旅
行
」）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
日
本
で
は
「
猿

蟹
合
戦
」
の
後
半
部
分
が
こ
れ
に
当
た
る
。
独
立
し
た
タ
イ
プ
と
し
て
は

「
馬
子
の
仇
討
ち
」
や
「
雀
の
仇
討
ち
」
な
ど
が
あ
る
。
類
話
は
中
国
・
朝

鮮
に
も
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
虎
に
脅
迫
さ
れ
た
老
婆
の
と

こ
ろ
へ
、
様
々
な
助
っ
人
が
次
々
と
や
っ
て
来
て
敵
を
待
ち
受
け
る
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
や
韓
国
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
弱
い
主

人
公
に
助
っ
人
が
次
々
と
加
勢
す
る
タ
イ
プ
が
一
般
的
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
の
類
話
の
よ
う
に
、
敵
討
ち
に
向
か
う
主
人
公
の
前
に
次
々

と
助
っ
人
が
現
れ
て
戦
闘
隊
を
結
成
す
る
「
英
雄
型
」
は
、
日
本
・
韓
国
・

ホ
ジ
ェ
ン
族
・
チ
ベ
ッ
ト
族
・
リ
ス
族
・
ヤ
オ
族
・
ビ
ル
マ
・
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
と
い
う
よ
う
に
漢
民
族
を
取
り
囲
む
よ
う
に
分
布
し
て
い
る）

22
（

。
こ
の
よ

う
な
漢
民
族
を
取
り
巻
く
よ
う
な
分
布
は
、
そ
れ
が
相
対
的
に
古
い
伝
承

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
英
雄
が
戦
闘
隊
を
結
成
す

る
に
あ
た
り
、
こ
こ
に
「
異
常
誕
生
」
と
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
が
結

び
つ
け
ば
「
桃
太
郎
」
に
な
る
。

日
本
昔
話
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
「
桃
太
郎
」
の
比
較
研
究
が
進
ま
な

か
っ
た
の
は
、
こ
れ
を
「
六
人
組
の
世
界
旅
行
」（
Ａ
Ｔ
Ｕ
五
一
三
Ａ
）
と

同
系
統
の
物
語
と
見
な
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
小
島
瓔
禮
は
ビ

ル
マ
と
北
米
北
西
海
岸
原
住
民
の
類
話
と
の
比
較
に
よ
り
、早
く
か
ら
「
桃

太
郎
」
を
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
の
変
化
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た）

23
（

。
近
年

の
類
話
の
集
積
は
、
小
島
説
が
正
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
仮
説
の
傍
証
と
な
る
の
が
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
い

ま
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
の
う
ち
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
類
話
を
見
る

と
、
チ
ベ
ッ
ト
東
部
と
日
本
に
ま
と
ま
っ
た
分
布
が
あ
り
、
そ
れ
を
つ
な

ぐ
形
で
華
北
漢
族
・
蒙
古
族
・
朝
鮮
に
類
話
が
あ
る
。
日
本
の
「
馬
子
の

仇
討
ち
」
や
「
雀
の
仇
討
ち
」
に
は
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
が
、

「
猿
蟹
合
戦
」
に
も
「
黍
団
子
」
を
説
く
も
の
が
あ
る
。「
黍
団
子
」
と
い

え
ば
「
桃
太
郎
」
の
印
象
が
余
り
に
も
強
い
た
め
、こ
の
よ
う
な
話
は
「
桃

太
郎
」
と
の
混
交
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー

フ
は
本
来
的
に
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る）

24
（

。

さ
ら
に
こ
の
う
ち
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
・
日
本
に
は
、
敵
討
ち
に
向
か

う
人
間
的
な
英
雄
譚
に
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
が
備
わ
っ
た
話
が
あ
り
、

ま
た
チ
ベ
ッ
ト
に
は
三
種
類
の
鳥
獣
を
お
供
に
す
る
類
話
さ
え
伝
わ
っ
て

い
る
。「
桃
太
郎
」
が
こ
の
系
統
に
属
す
る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
英
雄
型
の
Ａ
Ｔ
Ｕ
二
一
〇
と
「
黍
団
子
」
の
モ
チ
ー
フ
の
分
布
図

と
い
く
つ
か
の
例
話
を
あ
げ
て
お
こ
う）

25
（

。
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■
英
雄
型
（
黍
団
子
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
）

⒜ 

ビ
ル
マ

女
が
太
陽
を
罵
っ
た
た
め
、
親
指
ば
か
り
の
子
が
生
ま
れ
る
。
子
ど

も
は
や
が
て
太
陽
と
戦
う
た
め
に
、
お
菓
子
を
持
っ
て
出
か
け
る
。

途
中
で
小
舟
、
竹
い
ば
ら
、
苔
、
卵
に
お
菓
子
を
や
っ
て
お
供
に
す

る
。
人
食
い
鬼
の
家
に
入
っ
て
隠
れ
、
帰
っ
て
き
た
鬼
を
そ
れ
ぞ
れ

の
方
法
で
攻
撃
す
る
。
太
陽
と
戦
い
、
気
候
を
回
復
さ
せ
る）

26
（

。

⒝ 

四
川
省
西
部
康
定
県
瓦
澤
郷
魚
子
村
・
蔵
（
チ
ベ
ッ
ト
）
族

息
子
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
母
親
が
肉
饅
頭
を
持
っ
て
探
し
に
行

く
。
カ
ッ
コ
ウ
が
ど
こ
へ
行
く
の
だ
と
い
う
。
母
親
が
息
子
を
探
し

に
と
い
う
と
、
肉
饅
頭
を
く
れ
た
ら
息
子
の
居
場
所
を
教
え
て
や
ろ

う
と
い
う
。
母
親
は
肉
饅
頭
を
や
っ
て
カ
ッ
コ
ウ
を
お
伴
に
す
る
。

次
に
鷹
、
次
い
で
兎
が
現
れ
同
じ
こ
と
を
言
う
。
肉
饅
頭
を
や
っ
て

お
伴
に
す
る
。
息
子
は
魔
物
に
よ
っ
て
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
兎

が
息
子
を
救
い
出
し
て
カ
ッ
コ
ウ
と
鷹
に
運
ば
せ
、
箱
に
は
石
を
詰

め
て
お
く
。
帰
っ
て
き
た
魔
物
は
兎
と
い
っ
し
ょ
に
息
子
を
食
べ
よ

う
と
す
る
。
兎
に
騙
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
魔
物
は
、
兎
を
捕
ま
え

よ
う
と
す
る
。
兎
は
逃
げ
る
が
尻
尾
を
掴
ま
れ
尻
尾
が
切
れ
る
。
兎

の
尻
尾
の
短
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る）

27
（

。

●
一
般
型
（
黍
団
子
の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
）

内
蒙
古
（
モ
ン
ゴ
ル
族
）

【東アジアにおけるＡＴＵ210英雄型と黍団子の趣向の分布】
（ミャンマー・ヴェトナム・ロシアの事例の伝承地は正確には不明であるため、大まかな分布を示す。
日本の事例は代表例に留めた。）

■ 英雄型（黍団子の趣向をもつ）
□ 英雄型（黍団子の趣向をもたない）
● 一般型（黍団子の趣向をもつ）

分布図Ⅲ
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鬼
婆
に
狙
わ
れ
た
娘
た
ち
が
餅
を
灰
の
中
に
埋
め
て
泣
い
て
い
る
と
、
卵

が
転
が
っ
て
き
て
な
ぜ
泣
く
の
か
と
い
う
。
事
情
を
話
す
と
、
餅
を
一
つ

く
れ
た
ら
加
勢
し
よ
う
と
い
う
。
続
い
て
石
臼
や
鋏
、
針
、
豚
の
頭
な
ど

も
餅
を
貰
っ
て
加
勢
す
る）

28
（

。

ま
と
め

か
つ
て
神
話
や
昔
話
の
研
究
論
文
に
、
モ
チ
ー
フ
や
タ
イ
プ
の
国
際
的

な
分
布
図
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
あ
ま
り
見
か
け
な
く

な
っ
た
。
確
か
に
分
布
図
は
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ

こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
個
々
の
事

例
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

し
か
し
昔
話
の
モ
チ
ー
フ
な
り
タ
イ
プ
の
分
布
図
を
見
る
一
つ
の
興
味

は
、
そ
の
昔
話
を
語
り
伝
え
た
人
間
の
活
動
を
空
間
的
に
一
望
で
き
る
と

こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
あ
る
種
の
感
動
を
受
け
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
物
語
が

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
分
布
を
示
す
の
か
。
そ
の
問
い
が
新
た
な
視
角
や
問
題

を
生
み
だ
す
き
っ
か
け
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

近
年
の
モ
チ
ー
フ
の
分
布
研
究
に
お
い
て
は
、
ユ
ー
リ
・
ベ
リ
ョ
ー
ス
キ

ン
の
世
界
全
域
に
わ
た
る
神
話
モ
チ
ー
フ
の
分
布
地
図
の
作
成
が
、
今
後
の

分
布
研
究
の
一
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
人
類
文
化

と
し
て
の
昔
話
の
研
究
に
お
い
て
は
、
タ
イ
プ
・
モ
チ
ー
フ
の
分
布
は
、
限

定
さ
れ
た
地
域
の
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
世
界
的
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
か
ら
壮
大
な
研
究
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
予
感
が
あ
る
。

た
だ
神
話
モ
チ
ー
フ
の
分
布
を
分
子
人
類
学
の
デ
ー
タ
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
出
ア
フ
リ
カ
以
前
に
人
類
が
持
っ
て
い
た
神
話
モ
チ
ー
フ

を
特
定
し
う
る
と
い
う
見
解
）
29
（

に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
球
的
に

見
て
、
同
一
の
モ
チ
ー
フ
が
隔
絶
し
た
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
、
こ

れ
を
出
ア
フ
リ
カ
以
前
か
ら
人
類
が
語
り
伝
え
て
き
た
最
古
の
物
語
と
見
る

こ
と
は
、
確
か
に
胸
躍
る
想
定
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
物
語
は
考
古

学
的
遺
物
の
よ
う
に
層
位
学
と
組
み
合
わ
せ
て
絶
対
的
年
代
を
割
り
出
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
物
語
の
モ
チ
ー
フ
が
そ
れ
ほ
ど
の
持
久
性
を

も
っ
て
い
る
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
面
白
い
物
語
の
拡
散
は
予
想
以

上
に
速
く
、
ま
た
複
雑
に
変
化
を
重
ね
な
が
ら
動
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
は
い
え
人
類
が
語
り
継
い
で
き
た
物
語
の
タ
イ
プ
や
モ
チ
ー
フ
を
世

界
的
に
集
成
し
、
そ
の
分
布
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
計
画
は
壮
挙
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
て
地
理
学
者
の
鈴
木
秀
夫
は
、
レ
イ
ニ
ー
に
よ
る

ア
フ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
イ
ナ
ゴ
の
移
動
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
、「
多

く
の
研
究
は
、
単
純
な
知
識
を
空
間
的
に
拡
大
す
る
と
い
う
努
力
を
避
け

て
し
ま
う
。
そ
の
補
償
と
し
て
対
象
の
複
雑
な
面
を
と
ら
え
て
、
細
か
い

議
論
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
専
門
家
と
し
て
は
魅
力
の
あ
る
議
論

に
な
り
、
理
論
の
精
密
さ
を
誇
る
よ
う
に
は
な
っ
て
も
、
も
早
や
、
人
を

感
動
さ
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た）

30
（

。

口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て
も
ま
た
、
モ
チ
ー
フ
や
タ
イ
プ
の
地
球
的
な

広
が
り
を
展
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
っ
た
く
新
し
い
視
界

が
開
け
て
く
る
に
違
い
な
い
。
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注（
1
） 

小
島
瓔
禮
「『
古
事
記
』
の
『
稲
羽
の
素
菟
』
の
位
相
」、
門
田
眞

知
子
﹇
編
﹈『
世
界
の
神
話
か
ら
見
た
因
幡
の
白
兎
』
鳥
取
大
学　

二
〇
〇
五
年　

三
五
〜
三
七
頁

（
2
） 

齋
藤
君
子
「Yu.

ベ
リ
ョ
ー
ス
キ
ン
の
神
話
モ
チ
ー
フ
分
布
研
究
の

問
題
点
」、『
な
ろ
う
ど
』
六
八
号　

二
〇
一
四
年
二
二
頁

（
3
） 

斧
原
孝
守
「
中
国
の
『
因
幡
の
シ
ロ
ウ
サ
ギ
』」、門
田
眞
知
子
﹇
編
﹈

『
平
成
二
十
二
年
度
鳥
取
大
学
地
域
貢
献
支
援
事
業
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

白
兎
は
ど
こ
か
ら
き
た
の　

シ
ロ
ウ
サ
ギ
の
世
界　

報
告
書
』

二
〇
一
〇
年　

一
〇
頁
。
分
布
図
は
小
島
瓔
禮
「
日
本
神
話
は
南

方
文
化
を
ど
ん
な
か
た
ち
で
表
わ
し
て
い
る
か
」（
高
崎
正
秀
﹇
編
﹈

『
日
本
民
俗
学
の
視
点
3
』
日
本
書
籍　

一
九
七
六
年
）
に
掲
載
さ

れ
た
図
に
中
国
の
類
話
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

中
央
民
族
学
院
漢
語
文
学
系
民
族
文
学
編
選
組
﹇
編
﹈『
中
国
少
数

民
族
寓
言
故
事
選
』
甘
粛
人
民
出
版
社　

一
九
八
二
年　

三
八
六
〜

三
八
七
頁

（
5
） 

中
国
民
間
故
事
集
成
全
国
編
輯
委
員
会
﹇
編
﹈『
中
国
民
間
故
事

集
成　

黒
竜
江
巻
』
中
国
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
中
心
出
版　

二
〇
〇
五
年 

一
一
六
七
〜
一
一
六
九
頁

（
6
） 

中
国
民
間
故
事
集
成
全
国
編
輯
委
員
会
﹇
編
﹈『
中
国
民
間
故
事
集

成　

遼
寧
巻
』
中
国
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
中
心
出
版　

一
九
九
四
年  

三
七
七

〜
三
七
八
頁

（
7
） 

臨
汾
地
区
民
間
文
学
集
成
編
委
会
﹇
編
﹈
一
九
八
九
年
『
堯
都
故
事　

第
一
集
』
一
九
八
九
年　

一
八
三
頁 

（
8
） 『
民
間
文
学
』
一
九
五
六
年
六
月
号　

一
八
〜
一
九
頁

（
9
） 

中
国
民
間
故
事
集
成
全
国
編
輯
委
員
会
﹇
編
﹈『
中
国
民
間
故
事
集

成　

江
蘇
巻
』
中
国
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
中
心
出
版　

一
九
九
八
年  

五
三
一
頁

（
10
） 

舟
山
市
民
間
文
学
集
成
辦
公
室
﹇
編
﹈『
浙
江
省
民
間
文
学
集
成　

舟

山
市
故
事
巻
』
中
国
民
間
文
藝
出
版
社　

一
九
八
九
年　

五
六
二
頁

（
11
） 

凌
永
慶
﹇
編
﹈『
広
西
民
間
動
物
故
事
』
広
西
人
民
出
版
社　

一
九
七
九
年　

九
九
〜
一
〇
一
頁

（
12
） 

魯
成
煥
「
韓
国
に
お
け
る
『
古
事
記
』
因
幡
の
白
兎
型
説
話
」、『
日

本
思
想
文
化
研
究
』
第
五
巻
第
二
号　

日
本
思
想
文
化
研
究
会　

二
〇
一
二
年　

六
〜
七
頁

（
13
） 

大
林
太
良
「
中
国
の
苧
環
型
説
話
」『
大
美
和
』
第
九
四
号　

大
神

神
社　

一
九
九
八
年　

二
〜
八
頁

（
14
） 

斧
原
孝
守
「『
老
獺
稚
伝
説
』
考
」『
比
較
民
俗
学
会
報
』
第
十
九 

巻
第
一・
二・
三・
四
合
併
号　

比
較
民
俗
学
会　

一
九
九
九
年　

二
九
〜
四
一
頁

（
15
） 

千
野
明
日
香
「
三
輪
山
神
婚
譚
と
中
国
の
王
朝
始
祖
譚
」、『
口
承

文
芸
研
究
』
第
二
三
号　

日
本
口
承
文
芸
学
会　

二
〇
〇
〇
年　

一
五
五
〜
一
六
八
頁

（
16
） 
斧
原
孝
守
「
雲
南
彝
族
の
『
三
輪
山
型
説
話
』」、『
比
較
民
俗
学
会

報
』
第
二
四
巻
第
四
号　

比
較
民
俗
学
会　

二
〇
〇
三
年
、
百
田
弥

栄
子
「
中
国
の
苧
環
の
糸　

三
輪
山
説
話
」『
説
話
・
伝
承
の
脱
領

域
』
説
話
・
伝
承
学
会　

二
〇
〇
八
年
、
斧
原
孝
守
「
中
国
西
南
少
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数
民
族
の
『
三
輪
山
型
説
話
』」、『
比
較
民
俗
学
会
報
』
第
二
八
巻

第
四
号　

比
較
民
俗
学
会　

二
〇
〇
八
年
、
百
田
弥
栄
子
「
中
国
の

三
輪
山
神
話　

蛇
婿
入
り
譚
と
交
叉
し
て
」『
説
話
・
伝
承
学
』
第

一
八
号　

説
話
・
伝
承
学
会　

二
〇
一
〇
年

（
17
） 

百
田
、
前
掲
論
文
（
二
〇
一
〇
年　

三
二
頁
）

（
18
） 

謝
国
先
「
竜
種
的
命
運
：
従
《
蛇
入
聟
》
與
《
瑪
呵
尼
》
的
比
較
説

起
」『
中
日
民
俗
文
化
国
際
研
討
会
論
文
集
』
雲
南
大
学
出
版
社　

一
九
九
九
年　

二
六
八
頁

（
19
） 

盤
県
彝
族
研
究
会
﹇
編
﹈『
盤
県
彝
族
民
間
文
学
選
』
貴
州
民
族
出

版
社　

二
〇
〇
二
年　

一
〜
三
頁

（
20
）  

木
麗
春
﹇
収
集
﹈『
麗
江
名
勝
伝
説
』
民
族
出
版
社　

一
九
九
六
年　

一
一
〇
〜
一
一
二
頁

（
21
） 

雲
南
省
民
間
文
学
集
成
辦
公
室
﹇
編
﹈『
哈
尼
族
神
話
伝
説
集
成
』

中
国
民
間
文
芸
出
版
社　

一
九
九
〇
年　

四
四
六
〜
四
五
四
頁

（
22
） 

斧
原
孝
守
「
チ
ベ
ッ
ト
族
の
昔
話
と
『
桃
太
郎
』
の
源
流
」、『
説

話
・
伝
承
学
』
第
十
八
号　

説
話
伝
承
学
会　

二
〇
一
〇
年　

二
一

〜
三
六
頁

（
23
） 

小
島
瓔
禮
「
昔
話
の
変
成
」、
成
耆
説
・
崔
仁
鶴
﹇
編
﹈『
韓
国
・
日

本　

説
話
研
究
』
仁
荷
大
学
校
出
版
部　

一
九
八
七
年　

三
五
四
〜

三
六
一
頁
、『
比
較
民
俗
学
会
報
』
第
三
六
巻
第
一
号　

二
〇
一
五

年　

一
〜
二
二
頁

（
24
） 

斧
原
孝
守
「『
猿
蟹
合
戦
』
と
『
桃
太
郎
』
の
あ
い
だ
」、
外
国
民
話

の
会
﹇
編
﹈『
聴
く 

語
る 

創
る 

20 

猿
蟹
合
戦
と
ブ
レ
ー
メ
ン
の
音

楽
隊
』
日
本
民
話
の
会　

二
〇
一
二
年　

二
一
〜
三
六
頁

（
25
） 

斧
原
、
前
掲
論
文
（
二
〇
一
〇
年
）
一
六
六
頁

（
26
） H
tin A

ung, M
aung:　

B
urm

ese Folk-Tales. 1948 pp.93-97

（
27
） 

西
南
師
範
学
院
中
文
系
康
定
採
風
隊
﹇
編
﹈『
康
定
蔵
族
民
間
故
事

集
』
人
民
文
学
出
版
社　

一
九
五
九
年　

八
二
〜
八
四
頁

（
28
） 

鳥
居
き
み
子
『
土
俗
学
上
よ
り
観
た
る
蒙
古
』
大
鐙
閣　

一
九
二
七

年　

一
一
〇
七
頁

（
29
） 

直
野
洋
子
「
ユ
ー
リ
ー
・
ベ
リ
ョ
ー
ス
キ
ン
の
世
界
神
話
研
究
」、

『
口
承
文
芸
研
究
』
第
三
四
号　

口
承
文
芸
学
会　

二
〇
一
一
年　

一
四
二
頁

（
30
） 

鈴
木
秀
夫
『
風
土
の
構
造
』
大
明
堂　

一
九
八
二
年　

七
八
頁

 

（
お
の
は
ら　

た
か
し
／
奈
良
県
立
奈
良
高
等
学
校
）


