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書 

評
　

及
川
祥
平
著

『
偉
人
崇
拝
の
民
俗
学
』

伊 

藤　

龍 

平　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
て
、
こ
う
い

う
経
験
を
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朗
々
と

確
信
に
満
ち
た
口
調
で
、
誇
り
高
く
、
郷
土
の
歴

史
を
語
り
あ
げ
る
話
者
。
そ
の
語
り
口
は
、
あ
た

か
も
史
書
を
読
む
か
の
よ
う
に
淀
み
な
い
。
話
者

た
ち
の
多
く
は
壮
年
以
上
の
男
性
で
あ
る
。
そ
こ

で
紡
が
れ
る
歴
史
に
は
、
類
ま
れ
な
る
郷
土
の

「
偉
人
」
の
事
績
が
讃
え
ら
れ
る
。
他
者
で
あ
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
、
異
論
を
挟
め
な
い
よ

う
な
空
気
。
一
方
で
、
話
者
は
、
史
実
が
確
認
で

き
な
い
伝
説
上
の
英
雄
の
事
績
は
、
荒
唐
無
稽
だ

と
一
笑
に
付
す
。

こ
の
よ
う
な
、
伝
説
と
は
明
ら
か
に
肌
合
い
が

異
な
る
歴
史
語
り
の
特
徴
は
、
中
央
の
大
き
な
物

語
（
国
史
）
と
結
び
つ
い
て
存
立
し
て
い
る
点
に

あ
る
。
伝
説
も
文
芸
を
通
じ
て
大
き
な
歴
史
と
結

び
つ
く
こ
と
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
閉
鎖
的

な
共
同
体
の
な
か
で
完
結
し
て
い
る
。
地
域
の
誇

り
で
あ
る
「
偉
人
」
と
、
伝
説
上
の
英
雄
の
共
通

点
、
相
違
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

本
書
を
読
み
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
。
以
下
、
口
承
文
芸
研
究
に
引
き
つ
け
つ
つ
、

内
容
を
検
討
す
る
。「　

」
内
は
著
者
の
言
葉
の

引
用
。

そ
も
そ
も
「
偉
人
」
と
は
何
者
だ
ろ
う
か
。
個

人
レ
ベ
ル
で
記
憶
さ
れ
る
死
者
が
い
る
。
個
人
の

レ
ベ
ル
を
超
え
て
記
憶
さ
れ
る
死
者
も
い
る
。
彼

ら
と
「
偉
人
」
と
は
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
。
著
者

は
「
偉
人
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
│
│

「
一
定
の
価
値
基
準
に
基
き
つ
つ
、
そ
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
に
す
ぐ
れ
た
る
何
か
を
読
み
込
み
、
当

該
人
物
が
群
を
抜
い
た
人
物
で
あ
る
と
記
憶
化
／

想
定
さ
れ
た
結
果
発
生
す
る
人
物
表
象
の
形
式
」。

あ
る
人
物
が
、
死
後
、「
偉
人
」
化
す
る
に
は
、

た
ぶ
ん
に
偶
然
の
要
素
は
あ
る
も
の
の
、
い
く
つ

か
の
条
件
が
あ
っ
た
。

著
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
史
上
、

「
偉
人
」
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
柳
田
國

男
の
「
人
を
神
に
祀
る
風
習
」（
一
九
二
六
年
）

だ
っ
た
（
た
だ
し
、「
偉
人
」
を
前
面
に
出
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
柳
田
は
人
神
信
仰
を
二

段
階
に
分
け
て
い
る
。「
ロ
ー
カ
ル
な
人
格
崇
敬
」

と
、そ
れ
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
へ
の
拡
張
」

だ
。
柳
田
が
重
視
し
た
の
は
第
一
の
段
階
で
、
そ

れ
は
御
霊
信
仰
研
究
へ
と
展
開
し
て
い
く
が
、
こ

う
し
た
単
線
的
な
理
解
に
対
し
て
、
著
者
は
疑
問

を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
理
屈
で
は
、
怨
霊
の
段
階

を
経
な
い
で
「
偉
人
」
化
し
た
人
物
の
説
明
が
つ

か
な
い
。

ま
た
、
御
霊
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
、
近

代
戦
争
の
死
者
た
ち
も
研
究
の
射
程
に
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
没
者
祭
祀
と
、
そ
の
な
か

で
も
特
殊
な
位
置
に
あ
る
英
霊
祭
祀
の
問
題
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
民
俗
学
の
方

法
に
加
え
て
、
歴
史
学
で
用
い
ら
れ
る
記
憶
論
の

方
法
が
有
効
で
あ
る
と
説
く
。

先
行
研
究
を
丁
寧
に
参
照
し
た
の
ち
、著
者
は
、
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「
記
憶
過
程
」
に
お
い
て
、「
記
憶
化
」
と
「
想
起
」

の
双
方
が
重
要
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
際
、「
記

憶
化
」
が
静
態
的
な
も
の
を
目
指
す
わ
け
で
は
な

い
こ
と
、「
想
起
」
さ
れ
た
記
憶
が
単
一
的
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
「
事
実
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
注
意
深
く
言
及
さ
れ
る
。

本
書
で
は
、
人
神
研
究
と
記
憶
研
究
を
縦
糸
横

糸
に
し
て
、
論
が
編
ま
れ
て
い
く
。

最
初
に
、
全
体
の
構
成
を
紹
介
す
る
。
序
章
は

「
研
究
史
の
整
理
と
本
書
の
方
法
」。
第
一
部
「
近

代
日
本
の
神
格
化
と
偉
人
化
を
め
ぐ
る
世
相
」
で

は
、
特
定
の
条
件
を
有
し
た
死
者
が
「
偉
人
」
と

し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
く
過
程
が
、
近
代
の
顕

彰
・
贈
位
と
い
う
制
度
を
軸
に
追
わ
れ
る
。
第
二

部
「
神
格
化
と
偉
人
化
の
実
態
」
で
は
、
地
域
と

「
偉
人
」
の
結
び
つ
き
の
様
相
が
発
生
論
的
に
把

握
さ
れ
る
。
第
三
部
「
現
代
社
会
に
お
け
る
神
と

偉
人
」
で
は
、
近
代
に
育
ま
れ
た
「
偉
人
」
た
ち

の
、
現
代
に
お
け
る
展
開
が
紹
介
さ
れ
る
。
終
章

「
本
書
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
│
│
民
俗
学
的

歴
史
認
識
論
に
向
け
て
」
で
は
、「
偉
人
」
を
対

象
化
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
従
来
の
民
俗
学
の

問
題
点
だ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

続
い
て
、各
章
各
節
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
、

検
討
す
る
。

第
一
部
第
一
章
「「
顕
彰
神
」
論
」
で
は
、
近

代
に
「
顕
彰
神
」
化
し
た
楠
正
成
を
例
に
、「
歴

史
の
社
会
資
源
化
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
る
。

「
顕
彰
神
」
は
、
小
松
和
彦
が
提
唱
し
た
概
念
で

あ
る
。
民
俗
学
に
お
け
る
「
人
神
」
を
「
個
性
を

忘
却
さ
れ
な
い
死
者
を
め
ぐ
る
表
象
の
一
形
式
」

と
す
る
著
者
は
、
そ
の
「
個
性
が
忘
却
さ
れ
な

い
」
理
由
に
「
非
業
の
死
」
を
挙
げ
た
う
え
で
、

楠
正
成
が
な
ぜ
怨
霊
化
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
柳
田
の
人
神
信
仰
論

の
盲
点
で
あ
る
。
そ
し
て
「
顕
彰
神
」
が
、
近
代

的
価
値
観
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
以
前
に
、
前
近

代
か
ら
特
別
な
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、「
顕
彰
神
」

は
そ
れ
自
体
は
近
代
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
日

本
と
い
う
「
国
民
国
家
」
の
一
体
性
を
前
提
と
し

て
、
他
国
に
対
峙
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
、
と

い
う
一
点
」
に
近
代
性
が
あ
る
と
い
う
。「
偉
人
」

が
近
代
に
生
じ
や
す
い
理
由
が
理
解
で
き
る
と
と

も
に
、
他
国
・
他
地
域
の
「
偉
人
」
状
況
も
気
に

な
っ
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。

第
一
部
第
二
章
「
偉
人
化
さ
れ
る
死
者
た
ち
」

で
は
、
近
代
に
盛
ん
だ
っ
た
贈
位
と
「
偉
人
」
化

の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
死
者
た

ち
の
序
列
化
」
で
あ
る
贈
位
は
、「
現
実
世
界
に

お
け
る
歴
史
の
空
間
化
や
、
人
物
の
末
裔
お
よ
び

そ
の
他
諸
々
の
人
々
に
よ
る
歴
史
を
め
ぐ
る
取
り

組
み
に
も
作
用
す
る
も
の
」
だ
っ
た
。
同
郷
会
や

職
業
的
関
係
性
を
有
す
る
団
体
が
贈
位
に
関
与

し
て
い
る
の
が
そ
の
証
左
に
な
る
。
そ
し
て
「
特

定
の
死
者
を
そ
の
他
の
無
数
の
死
者
と
は
区
別
し

て
称
揚
す
る
眼
差
し
」
が
、
近
代
に
お
い
て
、
⑴

「
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
」、
⑵
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価

値
観
」、
⑶
「
個
々
の
ロ
ー
カ
ル
な
場
・
集
団
を

越
え
た
レ
ベ
ル
で
共
有
さ
れ
る
価
値
観
」
が
交
錯

し
て
存
在
し
て
い
た
点
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
三
点
目
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
民
俗
学
に

お
い
て
近
代
を
扱
う
場
合
、
ロ
ー
カ
ル
と
ナ
シ
ョ

ナ
ル
の
二
元
論
を
採
り
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
点

の
み
に
拘
泥
す
る
と
謬
見
に
陥
る
。
た
だ
、
贈
位

と
い
う
制
度
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
近
代
天
皇
制

へ
の
言
及
が
少
な
い
の
は
若
干
気
に
か
か
る
。

第
二
部
第
一
章
「
郷
土
の
偉
人
の
変
容
」
で
は
、

「
戦
国
武
将
の
観
光
資
源
化
」
に
つ
い
て
、
山
梨
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県
に
お
け
る
武
田
信
玄
を
例
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
国
民
国
家
が
創
ら
れ
て
い
っ
た
近
代
、
当
局

は
偉
人
崇
拝
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
尊
重
す

る
姿
勢
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
事
実
を
、
著
者
は

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
観
が
、
歴
史
上
の
人
物
を

め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
観
に
作
用
す
る
局
面
の

一
つ
と
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
」
と
す
る
。
ま

た
、
近
世
と
近
代
で
、
武
田
信
玄
の
祭
祀
に
相
違

が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
近
世
に
お
い
て
は
、
信
玄

を
崇
拝
し
た
の
は
、
武
田
家
と
何
ら
か
の
関
係
が

あ
る
人
々
の
集
団
、
つ
ま
り
「
信
玄
と
の
「
関
係

性
」が
権
威
た
り
得
る
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
活
動
が
あ
っ
た
」
わ
け
で
、
い

わ
ば
私
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
近

代
の
信
玄
崇
拝
は
公
的
な
も
の
だ
っ
た
。「
ロ
ー

カ
ル
な
も
の
は
常
に
ロ
ー
カ
ル
外
的
な
も
の
と
の

関
係
に
お
い
て
、
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
」
と
い

う
指
摘
は
、
地
域
を
軸
に
し
た
伝
承
文
学
を
研
究

す
る
者
に
は
得
心
が
い
く
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
第
二
章
「
偉
人
の
発
見
」
で
も
、
地
域

と
「
偉
人
」
の
関
係
性
が
、
神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市

の
大
岡
忠
相
を
例
に
説
か
れ
て
い
る
。
当
該
地
域

の
出
身
で
も
善
政
を
敷
い
た
わ
け
で
も
な
い
大
岡

が
、
墓
所
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
近
代
以
降
、

「
郷
土
の
偉
人
」
と
し
て
「
発
見
」
さ
れ
、「
創
造
」

さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
追
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
、
贈
位
と
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の

際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
勤
皇
」
だ
っ
た
の
は
、
近

代
的
な
特
色
と
い
え
る
。
講
談
な
ど
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
な
か
で
の
名
奉
行
と
し
て
の
大
岡
像
も

「
偉
人
」
化
に
影
響
し
た
。
著
者
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
大
岡
政
談
」
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

の
は
一
般
に
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は

名
奉
行
・
大
岡
忠
相
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
大
岡
の
虚
像
は
、
む
し
ろ
民
政

に
尽
力
し
た
人
物
だ
っ
た
と
い
う
史
実
を
補
完
す

る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
規
範
批
評
的
な
物
言
い
は
控
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
は
、
伝
説
上
の
人
物
と
史

実
の
彼
ら
を
め
ぐ
る
研
究
史
が
参
照
さ
れ
て
も
よ

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
部
第
三
章
「
伝
説
に
み
る
偉
人
の
神
秘
化

と
権
威
」
で
は
、
前
近
代
的
な
偉
人
表
象
の
例
と

し
て
、
武
田
信
玄
と
徳
川
家
康
の
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
柳
田
の
伝
説
研
究
に
お
い
て
、

人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
が
「
地
域
史
的
な
リ
ア
リ

テ
ィ
に
即
し
た
合
理
化
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
伝
説
が
定
型
を
も

た
な
い
過
去
に
つ
い
て
の
説
明
的
な
語
り
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
伝
説
と
縁
起
・
由
緒
と
の
関
係

は
古
典
的
な
主
題
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

た
う
え
で
、
本
章
の
目
的
が
「
伝
説
論
・
由
緒
論

に
は
な
」
く
、「
前
近
代
的
形
式
に
お
け
る
偉
人

想
起
の
一
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
に
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
逸
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
西
洋
的

な
記
念
碑
文
化
に
先
行
し
て
「
樹
木
」
に
よ
る
記

憶
化
の
文
化
が
日
本
に
も
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘

や
、
偉
人
化
と
神
格
化
の
近
縁
性
を
「
世
俗
的
存

在
と
宗
教
的
存
在
を
め
ぐ
る
眼
差
し
の
分
か
ち
難

さ
」
か
ら
説
明
し
て
い
る
個
所
は
、
伝
説
研
究
者

に
と
っ
て
も
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

第
三
部
第
一
章
「
神
・
偉
人
の
観
光
資
源
化
と

祭
礼
・
イ
ベ
ン
ト
」
で
は
、
観
光
と
民
俗
（
学
）

の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
武
田
信
玄
だ
が
、

「
偉
人
」
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
「
記
憶
の

共
同
化
（
共
記
憶
化
）
に
伴
う
集
団
の
統
合
へ
の

関
心
」
や
「
死
者
の
社
会
資
源
化
」「
政
治
資
源
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化
」
な
ど
の
指
摘
は
普
遍
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

著
者
は
、
イ
ベ
ン
ト
が
過
去
の
再
現
で
あ
る
こ

と
、
そ
こ
で
再
現
さ
れ
た
過
去
が
必
ず
し
も
史
実

で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
世
俗
的

な
目
的
の
も
と
で
宗
教
施
設
と
関
連
な
く
行
な
わ

れ
る
よ
う
な
神
不
在
の
「
イ
ベ
ン
ト
」
で
あ
っ
て

も
、
そ
こ
で
表
象
化
さ
れ
る
歴
史
上
の
人
物
に
は

神
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
象
化
、
あ
る
い
は
疑
似

的
、
一
時
的
な
神
格
化
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
が

生
じ
て
い
る
点
」
に
言
及
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か

気
に
な
る
の
は
、「
世
俗
」
と
「
宗
教
」
が
対
置

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
点
で
あ
る
。「
世
俗
」

の
中
に
こ
そ
「
宗
教
」
が
あ
る
と
私
な
ど
は
思
う

の
だ
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

第
三
部
第
二
章
「
教
育
資
源
と
し
て
の
神
・
偉

人
」
で
は
、
近
代
に
お
け
る
「
偉
人
」
の
「
歴
史

資
源
化
の
一
様
態
」
に
「
教
育
資
源
化
」
が
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
赤
穂
義
士
で
あ
る
。
戦
前
と
戦
後
で
義

士
に
対
す
る
評
価
は
一
変
し
た
が
、
奇
妙
な
こ

と
に
、
教
育
資
源
と
し
て
用
い
ら
れ
る
点
は
同
じ

だ
っ
た
。
戦
前
は
軍
国
主
義
教
育
の
も
と
で
、
戦

後
は
郷
土
教
育
の
も
と
で
、
義
士
は
義
士
た
り
え

た
の
で
あ
る
。
著
者
は
「
義
士
祭
を
観
客
や
担
い

手
と
し
て
体
験
す
る
主
体
の
レ
ベ
ル
で
見
た
時
、

対
外
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
た
め
に
提
示
さ
れ

る
表
象
は
、
そ
の
他
の
表
象
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
の
成
員
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
歴
史
を
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
く
た
め
の
手
掛
か
り

と
し
て
も
活
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
祭

礼
・
イ
ベ
ン
ト
の
も
つ
意
味
の
多
層
性
が
わ
か
る

だ
け
で
な
く
、「
偉
人
」
が
何
の
た
め
・
誰
の
た

め
の
存
在
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
ら
れ
る
一
節
で
あ
る
。
た
だ
、
義
士
の
「
義
」

と
は
何
か
と
い
う
点
は
、
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
も

よ
か
っ
た
と
思
う
。

第
三
部
第
三
章
「
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
る
想

起
と
語
り
」
で
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
歴

史
体
験
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
て
い
て
、
個
人
的
に
は
も
っ
と
も
興
味
深
く
読

め
た
。
最
近
、
ブ
ー
ム
と
さ
れ
る
「
歴
女
」
に
つ

い
て
ふ
れ
ら
れ
た
あ
と
、
歴
史
上
の
人
物
の
ほ
と

ん
ど
が
男
性
で
あ
る
こ
と
が
、
男
女
の
歴
史
へ
の

感
情
移
入
の
差
異
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
る
。
つ
ま
り
「
偉
人
」
化
さ
れ
た
歴
史
上
の
人

物
の
多
く
は
、
男
性
に
と
っ
て
は
理
想
的
な
同
性

に
、
女
性
に
と
っ
て
は
理
想
的
な
異
性
に
な
る
。

結
果
、
男
性
は
「
偉
人
」
の
業
績
に
自
己
の
人
生

を
投
影
さ
せ
て
教
訓
を
導
き
出
す
が
、
自
己
の
人

生
を
投
影
で
き
な
い
女
性
は
「
偉
人
」
の
人
と
な

り
や
暮
ら
し
ぶ
り
の
ほ
う
に
共
感
す
る
。「
今
日

の
人
々
が
参
照
可
能
な
歴
史
知
識
が
あ
ら
か
じ
め

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
指

摘
は
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
説

で
も
、
男
性
が
主
人
公
の
場
合
と
女
性
が
主
人
公

の
場
合
、
男
性
が
話
者
の
場
合
と
女
性
が
話
者
の

場
合
な
ど
、
性
差
の
問
題
は
発
生
す
る
。

第
三
部
第
四
章
「
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」

で
は
、
武
田
家
の
家
臣
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
の
、

今
日
的
な
意
味
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
本

書
中
の
白
眉
と
い
え
る
一
編
で
あ
る
。
著
者
が
い

う
よ
う
に
、
一
般
に
「
周
囲
か
ら
期
待
さ
れ
る
人

物
像
を
内
面
化
し
、
そ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と

は
、
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
ろ
う
と

す
る
主
体
に
お
い
て
も
生
じ
得
る
」
も
の
だ
が
、

く
わ
え
て
歴
史
上
の
人
物
の
子
孫
の
場
合
、「
歴

史
を
使
用
し
た
自
己
表
現
」
が
な
さ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
専
門
的
知
識
や
歴
史
を
め
ぐ
る
通
念

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
と
き
、
人
は
ど
の
よ
う
に
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自
己
を
語
る
の
か
。
著
者
は
「
自
己
表
象
に
歴
史

が
使
用
さ
れ
る
様
態
」
を
捉
え
る
の
に
民
俗
学
が

有
効
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
過
去
を

公
共
化
す
る
こ
と
で
為
さ
れ
る
集
団
形
成
」
が
、

「
当
事
者
に
あ
ら
ざ
る
主
体
に
間
接
的
な
当
事
者

性
」
を
生
む
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。
そ
の
う

え
で
、
他
者
が
「
過
去
を
公
共
化
」
し
、「
ド
ミ

ナ
ン
ト
な
物
語
に
回
収
さ
れ
な
い
人
々
の
発
話
や

生
き
方
、
歴
史
的
自
己
像
を
否
定
す
る
行
為
」
の

暴
力
性
に
つ
い
て
も
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

終
章
に
お
い
て
、
著
者
は
、
今
後
の
課
題
を
二

点
挙
げ
て
い
る
。
一
点
目
は
「
人
物
表
象
に
お
け

る
「
偉
人
化
」
へ
の
歴
史
的
・
比
較
文
化
論
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」、
二
点
目
は
「
身
近
で
平
凡
な
死
者

の
想
起
」
で
あ
る
。
前
者
は
学
際
的
な
広
が
り
を

持
つ
テ
ー
マ
で
あ
り
、
海
外
の
研
究
者
と
の
共
同

研
究
に
し
て
も
面
白
い
。
後
者
は
民
俗
学
の
祖
先

祭
祀
研
究
に
一
石
を
投
ず
る
内
容
に
な
る
。
続
稿

が
楽
し
み
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
を
読
ん
で
気
に
な
っ
た
こ
と
を

三
点
挙
げ
る
。

一
点
目
は
、「
偉
人
」
化
の
過
程
で
、
当
該
人

物
の
負
の
面
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
で
あ

る
。
あ
る
人
物
を
「
偉
人
」
化
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
捨
選
択
し
、
事
績
の
評
価

に
バ
イ
ア
ス
を
加
え
、
多
面
的
で
あ
る
は
ず
の
人

格
を
一
面
化
・
一
元
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

過
程
で
、
何
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
。

二
点
目
は
、
歴
史
や
地
域
と
結
び
つ
か
な
い

「
偉
人
」
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書

に
は
、
地
域
の
歴
史
の
な
か
で
、
特
定
の
死
者
が

「
偉
人
」
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
く
過
程
が
鮮

や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

そ
う
で
は
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
。
例
え
ば
、
海

外
の
人
物
の
偉
人
伝
が
日
本
で
流
通
し
て
い
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
の
か
。
地

域
や
歴
史
を
離
れ
た
「
偉
人
」
は
、何
の
た
め
に
、

誰
の
た
め
に
語
ら
れ
る
の
か
。
子
ど
も
向
け
の
偉

人
伝
な
ど
に
顕
著
だ
が
、「
偉
人
」
と
は
、
他
者

が
評
価
し
て
、
す
で
に
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
し

て
現
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

三
点
目
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
を
敷
衍
さ
せ
て
、

著
者
が
提
起
し
た
「
歴
史
の
複
数
性
」
の
問
題
を
、

本
文
冒
頭
で
述
べ
た
、
伝
説
と
国
史
の
関
係
に
ト

レ
ー
ス
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「「
歴
史
」
は
必
ず
「
誰
か
」
あ
る
い
は

「
ど
こ
か
」
や
「
な
に
か
」
の
現
在
を
説
明
づ
け

る
物
語
た
り
得
る
の
で
あ
り
、
誰
に
と
っ
て
も
重

要
性
の
均
質
な
「
歴
史
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
ど

こ
に
も
な
い
」
と
す
る
著
者
の
「
偉
人
」
論
は
、

「
過
去
の
公
共
化
は
、
歴
史
の
一
元
化
／
「
歴
史
」

へ
の
一
元
化
で
は
な
い
。
ま
た
、
個
人
の
歴
史
観

か
ら
切
断
す
る
こ
と
で
公
共
財
化
す
る
こ
と
で
も

な
い
」
の
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
提
言
を
伝
説
上

の
英
雄
に
置
き
換
え
た
と
き
、
新
た
な
地
平
が
見

え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『
口
承
文
芸
研
究
』
と
い
う
雑
誌
の
性

質
を
考
え
、
当
該
分
野
に
引
き
つ
け
て
評
し
た
。

評
者
の
菲
才
に
よ
り
、
見
当
は
ず
れ
な
指
摘
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
き

た
い
。

二
〇
一
七
年
二
月　
勉
誠
出
版　
本
体
六
二
〇
〇
円

（
い
と
う
・
り
ょ
う
へ
い
／
南
台
科
技
大
学
）


