
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、「
民
話
の
再
解
釈
と
多
様
性
」

に
関
す
る
事
例
と
考
察
の
軸
を
整
理
し
、今
後
の

研
究
の
基
盤
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。今
回
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
ル
準
備
号
の
分
量
制
約
に
よ
り
、議
論

は
概
括
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
し
か
し
、次
年
度

の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
執
筆
に
向
け
て
、よ
り
具
体
的
な

事
例
分
析
を
行
い
、応
用
可
能
性
の
検
討
を
深
め

る
予
定
で
あ
る
。

　

本
研
究
で
は
、民
話
を
文
化
遺
産
と
し
て
再

解
釈
し
、多
様
性
と
包
摂
性
の
視
点
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
、新
た
な
民
話
創
造
の
意
義
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、教
育
実
践
の
方
法
を
探
る
。

民
話
は
、時
代
や
文
化
の
価
値
観
を
反
映
す
る
と

同
時
に
、そ
れ
を
超
え
て
新
た
な
価
値
観
を
生
み

化
圏
で
は
異
な
る
評
価
を
受
け
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
、

民
話
の
再
解
釈
に
は
異
文
化
的
視
点
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
有
効
だ
と
考
え
た
。

　

さ
ら
に
、２
０
２
１
年
か
ら
２
０
２
２
年
に
か
け

て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
研
究
員

と
し
て
滞
在
し
て
い
た
際
、A
Ｉ
の
デ
ー
タ
や
ア
ル

ゴ
リ
ズ
ム
に
潜
む
偏
り
が
社
会
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
議
論
す
る
機
会
を
得
た
。A
Ｉ
は
意
思
決

定
の
過
程
で
、過
去
の
学
習
デ
ー
タ
に
基
づ
き
ジ
ェ

ン
ダ
ー
や
人
種
の
偏
見
を
助
長
す
る
こ
と
が
あ
る

（
美
馬
、２
０
２
５
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、民
話
に
も

固
定
観
念
や
偏
見
が
内
包
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
、再
評
価
の
必
要
性
を
認
識
し
た
。

一
方
で
、A
Ｉ
を
活
用
し
て
多
様
性
を
反
映
し
た

新
た
な
民
話
を
創
造
す
る
可
能
性
に
も
着
目
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

民
話
の
再
解
釈
と

多
様
性
の
潮
流

　

民
話
の
解
釈
は
文
化
的
背
景
に
大
き
く
依
存

す
る
。
筆
者
が
留
学
中
に
経
験
し
た『
赤
穂
浪

士
』や『
花
さ
き
山
』に
対
す
る
異
文
化
圏
の
反

応
は
、民
話
が
普
遍
的
な
価
値
観
で
は
な
く
、特

定
の
文
化
や
時
代
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
験
か
ら
、民
話
を
再
解
釈

す
る
際
に
は
、歴
史
的
視
点
を
含
む
、異
文
化
的

視
点
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

社
会
的
変
化
の
中
で
、１
９
６
０
年
代
か
ら
１

９
７
０
年
代
に
か
け
て
人
権
意
識
の
高
ま
り
が

民
話
や
絵
本
の
修
正
を
後
押
し
し
た
事
例
が
あ

る
。
世
界
各
国
で
翻
訳
本
が
出
て
い
る
英
国
の
絵

本『T
he Story of Little Black Sam

bo

（
ち

び
く
ろ
・
さ
ん
ぼ
）』（B

annerm
an

、１
８
９
９
）

は
、ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
描
写
が
批
判
さ
れ
、１

９
７
０
年
代
以
降
、修
正
版
が
複
数
出
版
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、近
年
の
事
例
と
し
て
、２
０
２
３
年

に
公
開
さ
れ
た
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
実
写
版『T

h
e 

L
ittle M

erm
aid

（
リ
ト
ル
・マ
ー
メ
イ
ド
）』

（D
isney

、２
０
２
３
）
で
は
、主
人
公
に
ア
フ
リ

カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歌
手
が
起
用
さ
れ
、多
様
性

を
重
視
す
る
価
値
観
が
強
調
さ
れ
た
。

　

２
０
２
０
年
に
出
版
さ
れ
た
絵
本『B

o the 
Brave

（
勇
敢
な
ボ
ー
）』（W
oollvin

、２
０
２
０
）

は
、日
本
の
民
話『
桃
太
郎
』と
類
似
し
た
構
成

を
持
つ
が
、主
人
公
が
、外
見
で
は
な
く
相
手
の

本
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
物
語
は
、子
ど
も
た
ち
が
他
者
を
受
け
入
れ

る
力
を
育
む
教
材
と
し
て
意
義
を
持
つ
。
こ
れ
ら

の
事
例
は
、民
話
が
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
再
解

釈
さ
れ
、多
様
性
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
新
た
な

意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
民
話
の
変
遷
は
、単
な
る
時
代
適

応
で
は
な
く
、教
育
現
場
で
の
多
様
性
理
解
の
促

進
に
も
つ
な
が
る
。

教
育
的
観
点
か
ら
見
た

民
話
の
再
解
釈
の
意
義

　

１
９
９
０
年
代
以
降
、国
連
が
推
進
す
る「
持

続
可
能
な
開
発
目
標（
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
）」や
多
文
化
共

生
の
潮
流
か
ら
、民
話
に
お
け
る
多
様
性
に
つ
い

て
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
教
育

現
場
で
は
、多
文
化
的
視
点
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
つつ
あ
る
。

　

こ
う
し
た
価
値
観
の
変
化
の
中
で
、学
習
者
自

身
が
民
話
を
再
解
釈
し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ

た
新
た
な
民
話
を
創
造
す
る
こ
と
で
、思
考
力
・

創
造
力
を
育
む
可
能
性
を
考
え
た
い
。
再
解
釈

を
通
じ
て
、学
習
者
は
伝
統
的
な
物
語
に
潜
む
固

定
観
念
を
批
判
的
に
捉
え
、多
様
な
価
値
観
を

取
り
入
れ
る
視
点
を
獲
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、近
年
の
技
術
発
展
に
よ
り
、A
Ｉ
は
学

習
者
の
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
し
、多
様
な
視

点
を
取
り
入
れ
た
民
話
の
生
成
を
可
能
に
す
る

補
助
的
な
手
段
と
な
り
得
る
。A
Ｉ
を
活
用
し

た
具
体
的
な
支
援
例
と
し
て
、以
下
の
も
の
が
考

え
ら
れ
る
。

　
「
A
Ｉ
に
よ
る
民
話
の
多
文
化
翻
訳
」は
、学

習
者
が
創
作
し
た
民
話
を
、異
な
る
文
化
的
背

景
を
持
つ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
自
動
変
換
し
、異
文
化
視

点
を
取
り
入
れ
る
手
助
け
を
す
る
。「
A
Ｉ
を
用

い
た
民
話
の
登
場
人
物
の
視
点
変
更
」で
は
、既

存
の
民
話
の
登
場
人
物
の
視
点
を
変
更
し
、物
語

の
再
解
釈
を
促
進
す
る
こ
と
で
、多
様
な
価
値
観

を
学
習
者
に
提
示
す
る
。「
A
Ｉ
に
よ
る
イ
ン
タ
ラ

ク
テ
ィ
ブ
な
民
話
創
作
」で
は
、学
習
者
と
A
Ｉ
が

対
話
し
な
が
ら
共
同
で
新
た
な
民
話
を
創
造
し
、

プ
ロ
ッ
ト
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
の
提
案
を
通
じ

て
、創
造
的
思
考
を
深
め
る
機
会
を
提
供
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
A
Ｉ
を
活
用
し
た
例
と
し
て
示
し

た
が
、学
習
者
が
同
じ
課
題
を
並
行
し
て
行
い
、

結
果
を
比
較
し
、そ
れ
ら
を
も
と
に
学
習
者
間

で
議
論
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、A
Ｉ
技
術
は
学
習
者
が
主
体
的
に
民
話
を

再
解
釈
し
、新
た
な
物
語
を
創
造
す
る
過
程
を

補
助
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
得
る
。A
Ｉ
を

単
な
る
自
動
生
成
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、学

習
者
の
創
造
的
な
思
考
を
促
進
す
る
支
援
ツ
ー

ル
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

結
論
と
展
望

　

本
論
文
で
は
、民
話
の
再
解
釈
が
現
代
社
会
の

課
題
に
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
を
考
察
し
、

学
習
者
自
身
に
よ
る
新
た
な
民
話
創
造
の
意
義

を
検
討
し
た
。
１
９
６
０
年
代
以
降
に
修
正
さ
れ

た
民
話
や
、２
０
２
０
年
代
の
多
様
性
を
重
視
し

た
作
品
事
例
を
通
じ
、民
話
が
時
代
の
変
化
に

適
応
し
、新
た
な
価
値
を
創
出
す
る
力
を
持
つ
可

能
性
を
示
し
た
。
ま
た
、教
育
的
観
点
か
ら
、多

様
性
理
解
を
促
進
す
る
民
話
の
重
要
性
に
つ
い
て

論
じ
た
。

　

特
に
、学
習
者
が
主
体
的
に
民
話
を
再
解
釈

し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ
た
物
語
を
創
造
す
る

こ
と
は
、思
考
力
・
創
造
力
の
向
上
や
、多
様
性
を

理
解
す
る
力
を
育
む
重
要
な
学
び
と
な
る
。さ
ら

に
、A
Ｉ
技
術
の
活
用
に
よ
り
、異
文
化
視
点
を

取
り
入
れ
た
り
、新
た
な
プ
ロ
ッ
ト
を
生
成
し
た

り
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、学
習
者
の
創
造
プ

ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
が
期

待
さ
れ
る
。
し
か
し
、A
Ｉ
は
あ
く
ま
で
補
助
的

な
支
援
ツ
ー
ル
で
あ
り
、最
終
的
な
物
語
の
再
解

釈
と
創
造
の
主
体
は
学
習
者
自
身
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
稿
は
、本
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
目
指
す「
人
や
社
会

と
海
と
の
か
か
わ
り
」を
踏
ま
え
、民
話
を
捉
え

る
た
め
の
視
座
を
提
示
す
る
予
告
編
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
で
は
、海
に
ま
つ
わ

る
民
話
を
中
心
に
、多
文
化
共
生
や
持
続
可
能
性

に
焦
点
を
当
て
た
具
体
的
な
教
育
実
践
や
A
Ｉ

技
術
の
応
用
方
法
を
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

民
話
は
、過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
文
化
的
遺
産

で
あ
り
、学
習
者
が
主
体
的
に
再
解
釈
し
、新
た

な
民
話
を
創
造
す
る
こ
と
が
、教
育
の
場
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
本
研
究
が
、民
話
を
通

じ
た
多
様
性
と
包
摂
性
の
理
解
を
深
め
る
一
助

と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

本
研
究
の
背
景

　

本
研
究
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、筆
者
自
身
の

異
文
化
体
験
で
あ
る
。１
９
８
０
年
代
半
ば
、ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
大
学
院
に
留
学
中
、邦
画『
赤
穂
浪

士
』の
上
映
会
に
参
加
し
た
際
、多
く
の
観
客
が

感
動
す
る（
と
当
時
ま
で
は
信
じ
て
い
た
）討
ち

入
り
や
切
腹
の
場
面
で
、会
場
に
笑
い
声
が
広

が
っ
た
。こ
の
反
応
は
、民
話
を
含
む
物
語
の
解
釈

が
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
を
示
し
て

い
た
。同
じ
時
期
、『
花
さ
き
山
』（
斎
藤・
滝
平
、１

９
６
９
）を
、日
本
的
な
美
し
い
絵
と
情
感
あ
ふ
れ

る
物
語
が
魅
力
の
、私
の
好
き
な
絵
本
と
し
て
友

人
に
紹
介
し
た
。
す
る
と
、「
自
己
犠
牲
を
美
徳

と
し
て
、子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
刷
り
込
ん
で
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
、日
本
で
称
賛
さ
れ
る
民
話
が
他
文

美
馬
の
ゆ
り
（
公
立
は
こ
だ
て
未
来
大
学
）

民
話
再
解
釈
、物
語
創
造
、文
化
的
表
象
、包
摂
的
物
語
、物
語
教
育
学
、A
I
生
成
物
語

民
話
の
再
解
釈
と
多
様
性

：

文
化
的
視
点
を
取
り
入
れ
た

物
語
創
造
の
意
義

新
た
な
価
値
の
創
造
❻

キ
ー
ワ
ー
ド

出
す
力
を
持
つ
。
特
に
、学
習
者
が
民
話
を
再
解

釈
し
、現
代
の
価
値
観
に
沿
っ
た
新
た
な
民
話
を

創
造
す
る
こ
と
は
、思
考
力・
創
造
力
を
育
み
、社

会
の
多
様
性
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
教
育

的
実
践
と
な
る
。
本
研
究
で
は
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
固

定
観
念
、多
様
性
の
欠
如
と
い
っ
た
現
代
社
会
の

課
題
に
、民
話
が
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
を

考
察
し
、そ
の
教
育
的
・
社
会
的
意
義
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

筆
者
は
、学
習
科
学（Learning Sciences

）

を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
あ
り
、認
知
科
学
・
教

育
学
・
心
理
学
の
学
際
的
視
点
を
基
盤
と
し
て
い

る
。
学
習
科
学
は
、学
び
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、

教
育
や
社
会
的
実
践
へ
応
用
す
る
学
問
で
あ
り
、

本
研
究
で
は
、民
話
が
多
様
性
と
包
摂
性
を
推

進
す
る
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か

を
探
る
。
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