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「
再
話
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
民
話
運
動
以
来
、
主
に
、
児
童
文
学

領
域
に
お
い
て
、
口
承
資
料
を
素
材
に
し
た
創
作
を
論
ず
る
際
に
使
わ
れ

て
き
た
概
念
で
あ
っ
た
。
第
五
八
回
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、こ
の
「
再

話
」
を
、広
い
意
味
で
既
存
の
話
を
「
語
り
な
お
す
」
こ
と
と
し
て
と
ら
え
、

児
童
文
学
の
領
域
か
ら
、
よ
り
広
く
「
口
承
」
と
い
う
問
い
の
全
体
に
関

わ
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
く
こ
と
を
提
起
し
、
話
の
伝
承

の
過
程
を
、
ゆ
る
や
か
な
「
再
話
」
の
連
鎖
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
可
能

性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
と
い
う
問
い

　

こ
う
し
て
「
再
話
」
と
い
う
概
念
を
考
え
直
そ
う
と
し
た
背
景
に
は
、

こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
口
承
研
究
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
問
い
が

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
口
承
」
と
い
う
事
象
を
多
様
な
メ
デ
ィ
ア

の
重
層
性
の
な
か
で
と
ら
え
る
視
点
が
具
体
化
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
問
い
に
よ
り
、
口
承
の
場
と
、
他
の
文
字
・
活
字
・

二
次
的
音
声
・
映
像
な
ど
非
口
承
メ
デ
ィ
ア
が
形
成
す
る
場
と
を
峻
別
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
絡
ま
り
そ
の
も
の
を
、
ひ
と
つ
の
過
程
と
し

て
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、「
口
承
」
こ
そ
が
「
真
正
」
な
「
基
層
」
的
民
間
伝

承
で
あ
り
、
非
口
承
に
よ
る
も
の
は
再
利
用
さ
れ
た
「
表
層
」
的
事
象
で

あ
る
、
と
い
う
二
項
対
立
的
イ
メ
ー
ジ
を
問
い
直
し
て
い
く
可
能
性
が
拓

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
そ
れ
自
体
は
、「
口
承
」
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、
決
し
て
新

し
い
問
題
で
は
な
い
。
一
九
一
六
年
に
、
柳
田
國
男
が
書
い
た
と
思
わ
れ

る
「
童
話
の
変
遷
に
就
き
て
」［『
郷
土
研
究
』
四
巻
六
号
］
は
、
あ
る
資

料
集
の
な
か
に
「
イ
ソ
ッ
プ
の
筋
を
引
い
た
巌
谷
小
波
氏
の
手
に
で
も
か

か
っ
た
か
と
思
う
」
話
を
眼
に
し
、「
も
う
「
話
」
が
無
く
な
っ
た
と
云

う
悲
し
み
」
を
記
し
、
昔
話
が
「
不
純
粋
」
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
た
。
一
方
、
同
じ
年
に
高
木
敏
雄
は
『
家
庭
文
庫　

童
話
の
研
究
』
の

な
か
で
、「
明
治
以
後
に
な
っ
て
新
た
に
輸
入
さ
れ
て
民
間
に
採
用
さ
れ

た
も
の
」
を
含
め
て
「
日
本
の
童
話
界
の
豊
蓄
」
を
う
た
っ
て
い
た
。
こ

の
「
不
純
粋
」
と
「
豊
蓄
」
と
い
う
正
反
対
の
評
価
は
、
対
象
の
本
質
の

問
題
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
も
選
ば
れ
た
視
点
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

ド
イ
ツ
の
民
俗
学
者
レ
ジ
ー
ナ
・
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
が
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ

カ
の
民
俗
学
の
歴
史
を
検
証
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
よ
り
古
風
な
も
の

に
「
純
粋
」
を
求
め
、
そ
こ
に
「
真
正
性
（
＝authenticity

）」
を
追

求
し
て
い
く
民
俗
学
や
口
承
文
芸
研
究
の
思
考
自
体
が
、
歴
史
的
産
物
で

あ
っ
た
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uthenticity: T
he Form

ation of 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
再
話
」
論
の
射
程

「
再
話
」
論
の
射
程

重 

信　

幸 

彦　



105

Folklore Studies ,W
isconsin ,1997

］。
古
風
な
も
の
に
「
真
正
性
」
を

求
め
る
視
点
が
、
一
つ
の
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し
え
た
と
す
る
な
ら
、

反
対
に
、
重
層
す
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
の
な
か
で
話
に
接
し
、
そ
れ
を
吸
収
・

換
骨
奪
胎
し
な
が
ら
語
り
直
し
て
い
く
口
承
の
場
の
想
像
力
に
着
目
す
る

こ
と
も
、
一
つ
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

「
伝
え
・
伝
わ
る
」
過
程
と
語
り
手
と
い
う
問
い

　

我
々
は
す
で
に
、
そ
う
し
た
視
点
を
具
体
化
し
た
い
く
つ
か
の
成
果
を
、

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
小
泉
八
雲
の
作
品
や
グ
リ
ム
童
話
が
、

ど
の
よ
う
に
口
承
の
想
像
力
と
滲
み
あ
い
還
流
し
た
か
を
検
討
し
た
大
島

廣
志
に
よ
る
「
伝
承
の
近
代
」
と
い
う
問
い
［
大
島
『
民
話　

伝
承
の
現
実
』

二
〇
〇
七
］
や
、「
和
製
グ
リ
ム
」
と
い
う
考
え
方
を
通
し
て
提
起
さ
れ

た
久
保
華
誉
の
「
受
容
と
変
容
」
と
い
う
問
い
［
久
保
『
日
本
に
お
け
る

外
国
昔
話
の
受
容
と
変
容　

和
製
グ
リ
ム
の
世
界
』
二
〇
〇
九
］
な
ど
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
島
は
、
翻
案
、
口
演
童
話
活
動
、
寺
院
の
説

教
、
学
校
で
の
教
師
の
話
、
旧
制
中
学
の
英
語
教
材
な
ど
、
近
代
に
お
け

る
多
様
な
媒
介
の
存
在
に
注
意
を
促
し
、
久
保
は
、
語
り
手
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
本
来
日
本
に
な
か
っ
た
話
を
知
り
、
そ
れ
を
自
分
達
の
話
し
に
し

て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
主
体
の
あ
り
よ
う
に
焦
点
化
し
て
い
く
必
要
を
提

起
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
口
承
」
と
い
う
場
に
や
ど
る
「
語
り
な
お
す
」

す
な
わ
ち
「
再
話
」
的
想
像
力
の
過
程
を
問
う
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
こ
う
し
た
視
点
は
、「
語
り
手
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
接
合
す
る
。

関
敬
吾
の
「
昔
話
生
物
学
」、
武
田
正
の
「「
作
」
を
入
れ
る
」、
高
木
史

人
の
「
伝
承
動
態
」、
野
村
敬
子
の
「
語
り
手
の
生
活
史
と
語
り
」、
そ
し

て
川
森
博
司
の
観
光
と
い
う
環
境
に
お
け
る
「
語
り
の
形
成
」
な
ど
の
議

論
が
追
求
し
て
き
た
「
語
り
手
」
の
あ
り
よ
う
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、

口
承
の
語
り
手
た
ち
は
、
決
し
て
透
明
な
伝
達
媒
体
で
は
な
く
、
自
ら
選

択
し
工
夫
す
る
主
体
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
。
こ
う
し
た
語
り

手
の
あ
り
よ
う
も
、「
再
話
」
と
い
う
問
い
の
射
程
に
あ
る
。

聞
く
こ
と
・
記
録
す
る
こ
と

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、「
再
話
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
、
私
た
ち
研
究
者

が
聞
き
・
書
く
と
い
う
過
程
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
手

軽
な
録
音
機
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
う
よ
う
に
な
り
、
私
た
ち
の
「
聞

き
書
き
」
は
、
あ
た
か
も
録
音
機
が
再
生
す
る
二
次
的
な
「
声
」
を
文

字
化
し
て
い
く
デ
ィ
ク
テ
イ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
透
明
な
過
程
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
録
音
機
は
、
あ
く
ま
で
も
私
た
ち
の
耳
で
あ
り
記
憶
の
身
体

能
力
を
「
拡
張
」
す
る
メ
デ
ィ
ア
（
＝
道
具
）
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

他
者
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
使
用
す
る
筆
記
用
具
と
紙
も
そ
う
し

た
「
拡
張
」
の
道
具
の
一
つ
で
あ
る
。
私
た
ち
が
「
口
承
」
の
こ
と
ば
を

聞
き
、
書
き
記
し
て
き
た
歴
史
の
な
か
で
、「
聞
く
」
と
い
う
場
に
録
音

機
が
存
在
し
て
い
る
状
況
は
決
し
て
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
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書
き
記
し
記
録
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
過
程
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

宮
本
常
一
の
「
土
佐
源
氏
」
の
検
討
の
な
か
で
、
そ
れ
が
「
話
者
の
語

り
口
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
し
た
」
文
体
を
採
用
し
な
が
ら
、
宮
本
の

創
作
を
含
ん
だ
叙
述
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
批
判
さ
れ
て
い
る

［
井
出
幸
男
「『
土
佐
源
氏
』
の
成
立
」（『
柳
田
國
男
研
究
年
報
３　

柳
田

國
男
・
民
俗
の
記
述
』
二
〇
〇
〇
）］。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
根
ざ
し
た

学
の
あ
り
方
を
問
う
た
め
に
、
そ
う
し
た
検
討
は
極
め
て
重
要
だ
。

　

し
か
し
、
宮
本
の
聞
き
書
き
を
「
語
ら
れ
た
ま
ま
」
の
事
実
と
し
て
賛

美
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
創
作
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
実
は
ど
ち
ら

も
、
聞
き
書
き
が
生
み
出
す
こ
と
ば
を
ゆ
ら
ぎ
の
な
い
客
観
的
な
資
料
に

で
き
る
と
い
う
、
ナ
イ
ー
ブ
な
「
信
仰
」
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
私
た

ち
の
聞
き
書
き
は
基
本
的
に
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
相
互
行
為
の
な
か
で

生
み
出
さ
れ
た
こ
と
ば
を
、
聞
き
そ
し
て
書
く
と
い
う
身
体
的
営
み
を
と

お
し
て
記
憶
／
記
録
す
る
実
践
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
過
程
を
下
支
え

す
る
録
音
機
器
な
ど
の
道
具
の
歴
史
的
展
開
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
紙
と

筆
記
用
具
と
い
う
道
具
を
媒
介
と
す
る
場
合
と
、
録
音
機
器
と
い
う
道
具

を
媒
介
す
る
場
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
私
た
ち
の
記
憶
／
記
録
の
過
程
が
ど

の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
そ
れ
は
、
民
俗
学
や
口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て

問
わ
れ
る
べ
き
認
識
の
生
産
に
関
わ
る
歴
史
の
問
題
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、「
学
問
と
し
て
の
民
俗
学
の
資
料
」
の
あ
り
よ
う
も
そ

う
し
た
歴
史
の
産
物
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と

も
、
小
さ
な
録
音
機
器
が
手
軽
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
私
た
ち
の
時
代

の
聞
き
書
き
と
、
そ
う
し
た
道
具
が
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
時
代
の
聞

き
書
き
と
の
間
に
は
、
測
定
す
べ
き
歴
史
的
な
距
離
が
あ
る
。
録
音
や
メ

モ
な
ど
の
道
具
を
使
わ
ず
身
一
つ
で
相
手
の
こ
と
ば
を
聞
き
、
後
か
ら
そ

れ
を
想
起
し
な
が
ら
記
憶
の
な
か
の
語
り
の
リ
ズ
ム
に
従
い
書
き
記
す
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、
聞
き
書
き
の
一
つ
の
方
法
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
口
承
文
芸
の
資
料
、
さ
ら
に
は

今
も
続
け
ら
れ
て
い
る
「
口
承
」
資
料
の
生
産
に
つ
い
て
も
同
じ
問
題
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
「
聞
く
」
と
い
う
営
み
が
、
決
し
て
録

音
機
器
が
録
音
す
る
よ
う
な
透
明
な
過
程
で
は
な
い
こ
と
を
見
据
え
、
そ

の
限
界
と
と
も
に
、
生
身
の
人
間
が
「
聞
く
」
こ
と
の
積
極
的
な
意
義
を

問
う
こ
と
も
口
承
研
究
の
役
目
の
一
つ
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、

録
音
の
デ
ィ
ク
テ
イ
シ
ョ
ン
す
ら
も
、
声
か
ら
文
字
へ
の
翻
訳
で
あ
り
編

集
、
す
な
わ
ち
「
再
話
」
の
過
程
と
し
て
考
え
直
す
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
「
再
話
」
論
の
可
能
性

が
検
討
さ
れ
た
。
一
つ
は
、伝
承
の
過
程
に
つ
い
て
、従
来
の
よ
う
な
「
口

承
と
書
承
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
視
点
で
は
な
く
、
口
承
を
含
め
た
多

様
な
メ
デ
ィ
ア
の
重
層
性
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
伝
承
の
動
態
を
捕
捉

す
る
視
点
と
し
て
の
「
再
話
」
論
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア

状
況
の
な
か
で
、「
口
承
」
の
こ
と
ば
を
聞
き
、
記
録
を
作
成
し
、
そ
れ

を
も
と
に
学
問
実
践
を
展
開
し
て
い
る
口
承
研
究
の
現
場
を
捉
え
な
お
す
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視
点
と
し
て
の
「
再
話
」
論
で
あ
る
。

　
「
再
話
」
と
い
う
問
い
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
米
屋
陽
一
「「
再
話
」
論

の
射
程　

～
再
話
・
再
話
史
を
考
え
る
～
」
が
、
民
話
運
動
に
お
け
る
再

話
論
を
ふ
ま
え
つ
つ
、録
音
機
器
に
よ
ら
な
い
時
代
の
資
料
と
し
て
の
「
民

俗
学
的
再
話
」、
民
話
・
児
童
文
学
に
お
け
る
「
文
学
的
再
話
」、
そ
し
て

廉
価
本
と
し
て
普
及
し
た
「
廉
価
本
再
話
」
と
い
う
大
衆
文
化
的
メ
デ
ィ

ア
に
お
け
る
再
話
を
と
り
あ
げ
、「
再
話
」
と
い
う
問
い
を
歴
史
的
に
俯

瞰
し
、
そ
の
可
能
性
の
幅
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

そ
し
て
研
究
者
の
聞
き
書
き
と
記
録
化
の
過
程
に
つ
い
て
、
藤
久
真
菜

「
再
話
と
採
話
～
記
述
は
揺
れ
る
～
」
が
、
速
記
と
い
う
手
段
を
使
い
記

録
を
作
成
し
た
岩
倉
一
郎
を
と
り
あ
げ
、
異
な
っ
た
媒
体
の
な
か
で
、
異

な
っ
た
叙
述
が
模
索
さ
れ
る
過
程
を
追
い
、
記
録
と
い
う
営
み
が
は
ら

む
「
ゆ
ら
ぎ
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
文
字
化
さ
れ
る
と
一
見
決

定
稿
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、「
聞
き
」「
書
く
」
と
い
う
営
み
は
、
常

に
「
更
新
の
可
能
性
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
採
話
」
と
「
再

話
」
を
切
り
結
ん
で
と
ら
え
る
可
能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、
岩
倉
が
速
記

と
い
う
手
段
を
使
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ
叙
述
の
試
行
錯
誤
が
可
能

に
な
っ
た
、
と
い
う
指
摘
も
録
音
機
器
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
う
我
々

に
と
っ
て
示
唆
的
な
指
摘
で
あ
っ
た
。

　

フ
ロ
ア
と
の
や
り
取
り
で
は
、
特
に
、
研
究
者
自
身
が
ど
の
よ
う
に
声

を
聞
き
と
り
記
録
化
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
コ
メ

ン
ト
が
あ
っ
た
。
昔
話
の
不
変
部
分
・
可
変
部
分
と
い
う
考
え
方
の
問
い

直
し
の
必
要
性
、
録
音
機
に
依
存
し
た
た
め
、
録
音
さ
れ
た
音
の
み
が
資

料
化
さ
れ
、
か
え
っ
て
語
り
の
空
間
や
場
の
あ
り
よ
う
が
資
料
化
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
野
村
純
一
の
「
見
え
な
い
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
考

え
方
に
言
及
し
な
が
ら
、
語
り
手
は
も
ち
ろ
ん
、
記
録
を
作
成
す
る
研
究

者
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
文
学
的
作
品
を
作
成
す
る
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分

た
ち
が
「
再
話
」
す
る
際
に
規
範
と
し
て
い
る
「
見
え
な
い
テ
キ
ス
ト
」

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
小
堀
光
夫
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
見

え
な
い
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
補
助
線
を
ひ
く
こ
と
で
、「
再
話
」
論
の
射

程
を
い
っ
そ
う
ク
リ
ア
に
し
得
る
考
え
方
と
し
て
印
象
に
残
っ
た
。

　
「
再
話
」
論
を
問
い
直
す
こ
と
に
よ
り
、「
聞
く
」
と
い
う
営
み
、
書
き

と
め
「
記
録
」
を
作
成
す
る
と
い
う
営
み
、
論
文
を
書
い
て
対
象
に
意
味

と
価
値
を
付
与
す
る
営
み
、
作
品
へ
と
再
創
造
す
る
営
み
、
翻
案
・
翻
訳

す
る
営
み
、
そ
し
て
語
り
手
が
語
る
と
い
う
営
み
、
こ
れ
ら
を
全
て
「
再

話
的
想
像
力
の
展
開
」
と
で
も
名
づ
け
う
る
よ
う
な
一
つ
の
地
平
に
置
き
、

そ
の
歴
史
と
構
造
を
眺
め
わ
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
考
え
て
み
た
か
っ
た
可
能
性
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
ま
だ
議
論
の
と
ば
口
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
、
今
後

に
委
ね
ら
れ
た
問
い
と
し
て
あ
り
続
け
て
い
る
。

＊ 

な
お
会
報
『
伝
え
』
第
四
十
六
号
に
、
会
報
編
集
担
当
者
に
よ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
概
要
の
紹
介
と
、
昔
話
の
「
本
文
」
と
は
何
か
と
い
う
刺
激
的
問

い
に
ひ
き
つ
け
た
参
加
記
・
廣
田
収
「
昔
話
の
本
文text

を
ど
こ
に
求
め

る
か
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

 

（
し
げ
の
ぶ
・
ゆ
き
ひ
こ
／
北
九
州
市
立
大
学
）


