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本
論
文
は
、
昭
和
三
〇
年
か
ら
四
五
年
に
執
筆
さ
れ
た
松
谷
み
よ
子
の
昔
話
の

再
話
二
作
品
と
民
話
系
創
作
三
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
、
松
谷
の
再
話
観
、
創
作

観
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

松
谷
の
人
生
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
研
究
に
は
、
①
原
話

の
調
査
を
す
る 

②
改
作
さ
れ
た
す
べ
て
の
作
品
を
対
象
と
す
る 

③
作
品
が
書
か

れ
た
当
時
の
松
谷
の
状
況
を
踏
ま
え
研
究
す
る
、と
い
う
三
つ
の
視
点
を
置
い
た
。 

 

序
論
で
は
、
論
中
で
使
用
す
る
「
民
話
」
と
い
う
こ
と
ば
の
定
義
が
、
松
谷
み

よ
子
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
松
谷
が
民

話
と
関
わ
り
を
持
つ
以
前
の
経
歴
を
記
し
た
。
心
の
世
界
を
象
徴
的
に
表
現
し
た

い
と
童
話
を
書
い
て
い
た
彼
女
の
意
識
が
、
民
話
と
出
会
う
こ
と
で
変
化
し
て
い

っ
た
こ
と
を
述
べ
、
松
谷
に
と
っ
て
民
話
が
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を 

明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
一
部
で
は
、
松
谷
が
再
話
し
た
昔
話
か
ら
、
何
度
も
繰
り
返
し
改
作
を
し
た

二
作
品
を
取
り
上
げ
た
。 

第
一
章
「
三
枚
の
お
札
」
で
は
、
第
一
節
で
、
日
本
各
地
に
残
る
「
三
枚
の
お 

札
」
の
調
査
を
行
っ
た
。
書
承
と
し
て
残
る
最
古
の
話
は
「
鬼
一
口
」
型
で
あ
り
、 

松
谷
が
再
話
し
た
秋
田
で
も
こ
の
型
で
数
多
く
語
ら
れ
て
い
た
。 

 

松
谷
は
こ
の
昔
話
を
再
話
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
自
分
の
足
で
昔
話
が
語
ら
れ 

た
地
を
訪
ね
、
数
々
の
原
話
を
収
集
し
、
再
話
に
用
い
る
一
話
を
選
択
し
た
。
再 

話
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。 

一
点
は
、
雨
垂
れ
が
小
僧
に
危
険
を
知
ら
せ
る
「
小
僧
コ 

あ
ぶ
ね
ァ 

テ
ン
テ 

ン
テ
ン
」、
山
姥
が
つ
ぶ
や
く
「
小
僧
ァ 

ね
た
か 

ニ
ッ
カ
ニ
カ
」
と
い
う
こ
と
ば

が
入
っ
た
モ
チ
ー
フ
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
選
択
に
は
、
松
谷
が
民
話
の

世
界
に
魅
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
わ
ら
べ
唄
」
の
影
響
が
見
ら
れ
た
。
わ
ら

べ
唄
に
出
会
い
、
歌
っ
て
遊
ん
だ
経
験
が
心
に
強
く
残
り
、
民
話
に
使
わ
れ
る
わ

ら
べ
唄
や
と
な
え
こ
と
ば
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
反
応
し
た
の
で
あ
る
。 

も
う
一
点
は
、
秋
田
で
語
ら
れ
た
「
三
枚
の
お
札
」
の
な
か
で
も
少
数
派
の
モ

チ
ー
フ
を
二
つ
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
婆
が
小
僧
の
伯
母
だ
と
言
っ
て
小
僧
を
家

に
誘
う
、
寺
に
戻
っ
た
小
僧
を
和
尚
が
す
ぐ
に
寺
に
入
れ
ず
に
ゆ
っ
く
り
身
支
度

を
し
て
じ
ら
す
、
と
い
う
二
つ
で
、
話
数
に
関
係
な
く
自
分
が
心
惹
か
れ
た
モ
チ

ー
フ
で
語
ら
れ
た
原
話
を
選
択
す
る
と
い
う
松
谷
の
姿
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

第
二
節
で
は
、
改
変
さ
れ
た
松
谷
の
再
話
七
作
す
べ
て
を
分
析
し
た
。
そ
の
結

果
、
す
べ
て
の
作
品
に
共
通
す
る
点
が
あ
っ
た
。
機
知
に
富
ん
だ
、
非
常
に
頼
れ

る
和
尚
像
で
あ
る
。
松
谷
が
再
話
に
於
い
て
何
よ
り
も
和
尚
像
を
重
要
視
し
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
結
末
部
分
に
於
い
て
も
、
知
恵
の
あ
る
、
頼
り
に

な
る
和
尚
像
が
も
っ
と
も
印
象
的
に
語
ら
れ
る「
鬼
一
口
」型
を
選
択
し
て
お
り
、

そ
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
。 

た
だ
し
再
話
の
な
か
に
は
、
和
尚
で
は
な
く
「
小
僧
が
、
豆
に
化
け
た
山
姥
を

食
う
」
と
し
た
結
末
が
二
作
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
瀬
川
拓
男
の
影
響
が

見
え
た
。
瀬
川
が
脚
本
化
し
た
太
郎
座
の
人
気
演
目
、「
た
べ
ら
れ
た
山
姥
」
で
あ

る
。
松
谷
も
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
寄
り
添
い
小
僧
に
焦
点
を
当
て
た
結
末

で
の
再
話
を
試
み
た
が
、
再
話
最
後
と
な
る
七
作
目
で
は
元
に
戻
し
て
い
た
。
こ
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の
間
の
変
化
は
、
松
谷
が
納
得
の
い
く
ま
で
一
つ
の
作
品
に
向
き
合
い
、
よ
り
良

い
形
を
模
索
し
試
行
錯
誤
し
た
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
二
章
で
は
、「
山
ん
ば
の
錦
」
を
分
析
し
た
。 

第
一
節
で
は
、
昔
話
に
は
人
を
食
う
恐
ろ
し
い
山
姥
話
が
非
常
に
多
い
こ
と
を

ふ
ま
え
、
原
話
で
あ
る
「
ち
ょ
う
ふ
く
山
の
山
姥
」
と
、
語
り
手
堀
井
徳
五
郎
に

注
目
し
た
。 

現
地
、
秋
田
県
南
外
村
で
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
、「
ち
ょ
う
ふ
く
山
の

山
姥
」、「
座
頭
の
木
」
が
記
さ
れ
た
徳
五
郎
直
筆
の
昔
話
に
関
す
る
調
査
書
を
発

見
で
き
た
。
こ
の
調
査
書
の
発
見
に
よ
り
、「
ち
ょ
う
ふ
く
山
の
山
姥
」
は
徳
五
郎

の
創
作
で
は
な
く
、
語
り
と
し
て
聞
い
た
可
能
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。 

第
二
節
で
は
、
最
初
に
こ
の
作
品
を
再
話
し
た
瀬
川
拓
男
の
二
作
品
を
取
り
上

げ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
松
谷
の
作
品
へ
の
影
響
を
考
察
し
た
。
瀬
川
の
再
話
で

は
ば
ん
ば
の
活
躍
話
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
松
谷
再
話
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
た
。 

第
三
節
で
は
、
松
谷
の
再
話
五
作
品
の
変
遷
を
辿
り
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、

松
谷
の
二
つ
の
再
話
姿
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

一
点
は
、原
話
の
語
り
口
を
ど
の
よ
う
に
文
章
に
活
か
そ
う
か
と
試
行
錯
誤
し
、

よ
り
良
い
形
を
模
索
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
徳
五
郎
の
語
り
は
、「
堀
井
徳
五
郎
調
」

と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
独
特
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
松
谷
も
そ
こ

に
惹
か
れ
、
再
話
の
表
現
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
た
。
再
話
最
終
作
で
は
堀
井
の

語
り
が
重
視
さ
れ
、
語
り
の
優
れ
た
部
分
に
再
話
の
文
章
を
沿
わ
せ
る
と
い
う
松

谷
の
再
話
姿
勢
が
明
確
と
な
っ
た
。 

も
う
一
点
は
、
再
話
に
於
け
る
主
題
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
あ
か
ざ
ば
ん
ば
像
の
描
き
方
に
現
れ
て
い
た
。
原
話
「
ち
ょ
う
ふ
く
山

の
山
姥
」
で
は
、
主
題
は
山
姥
に
置
か
れ
て
い
た
。
松
谷
の
再
話
で
も
同
様
で
あ

る
が
、
再
話
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
ば
ん
ば
像
は
次
第
に
よ
り
積
極
的
な
性
格
へ

と
変
化
し
て
い
た
。
豪
快
で
大
ら
か
な
山
姥
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
村
を
助
け

よ
う
と
行
動
す
る
あ
か
ざ
ば
ん
ば
に
焦
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
な
ら
ば

こ
の
昔
話
を
ど
う
語
り
た
い
か
と
考
え
、
導
き
出
さ
れ
た
主
題
を
明
確
に
再
話
す

る
と
い
う
姿
勢
が
確
立
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
部
で
は
、
民
話
系
創
作
「
太
郎
三
部
作
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

 

民
話
を
素
材
と
し
た
「
太
郎
三
部
作
」
で
も
、
す
ぐ
れ
た
原
話
を
「
選
択
」
す

る
松
谷
の
視
点
が
活
か
さ
れ
て
い
た
。
再
話
と
異
な
る
点
は
、
創
作
で
は
、
選
択

さ
れ
た
民
話
が
「
素
材
」
と
し
て
作
品
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

第
一
章
『
龍
の
子
太
郎
』
の
第
一
節
で
は
、
作
品
の
重
要
な
素
材
と
な
っ
た
信

濃
の
「
小
泉
小
太
郎
伝
説
」
そ
の
も
の
に
着
目
し
た
。
塩
田
平
で
は
大
蛇
の
子
と

し
て
生
ま
れ
た
食
っ
ち
ゃ
あ
寝
で
怪
力
の
男
の
子
、
松
本
・
安
曇
平
で
は
治
水
開

拓
伝
説
の
英
雄
と
し
て
語
ら
れ
た
二
つ
の
伝
説
は
、
元
は
一
つ
の
話
で
あ
る
可
能

性
が
強
く
、
松
谷
も
小
太
郎
伝
説
に
注
目
し
て
い
た
。
な
か
で
も
松
谷
が
も
っ
と

も
強
く
惹
か
れ
た
の
は
、「
食
っ
ち
ゃ
あ
寝
」
と
い
う
部
分
で
あ
っ
た
。 

第
二
節
で
は
、
松
谷
の
理
想
と
す
る
「
太
郎
」
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
侵
略
戦

争
の
先
頭
に
立
つ
桃
太
郎
で
は
本
当
の
「
日
本
の
太
郎
」
に
は
な
れ
な
い
。
優
等

生
の
太
郎
で
は
な
く
、
も
っ
と
土
の
匂
い
の
す
る
太
郎
を
生
み
出
し
た
い
と
い
う

思
い
に
、
食
っ
ち
ゃ
あ
寝
の
小
太
郎
は
最
適
で
あ
っ
た
。
小
太
郎
は
、『
龍
の
子
太

郎
』
を
執
筆
当
時
松
谷
が
接
し
て
い
た
現
実
の
子
ど
も
た
ち
の
姿
に
も
近
く
、
親

し
み
や
す
い
太
郎
と
し
て
映
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
三
節
で
は
、
成
長
し
て
か
ら
の
太
郎
像
に
注
目
し
た
。
太
郎
は
、
あ
や
と
母

を
救
う
旅
を
す
る
な
か
で
、
体
力
的
な
「
強
さ
」
と
内
面
的
な
「
賢
さ
」
を
手
に

入
れ
て
村
を
救
う
英
雄
と
な
る
。「
賢
さ
」
は
、
侵
略
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
使

わ
れ
た
桃
太
郎
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
松
谷
が
理
想
と
し
た
日
本

の
太
郎
の
特
徴
が
表
れ
て
い
た
。 

最
後
に
、『
龍
の
子
太
郎
』
の
「
結
び
目
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
作
品
で
松
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谷
が
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
太
郎
の
母
が
龍
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
。「
三
匹
の
岩
魚

を
一
人
で
食
べ
る
と
龍
に
な
る
」
と
い
う
村
の
掟
を
破
る
ほ
ど
強
い
理
由
を
模
索

し
て
い
た
と
き
、
自
ら
経
験
し
た
「
悪
阻
」
を
活
か
し
た
ら
ど
う
か
と
思
い
つ
き
、

こ
れ
が
作
品
と
松
谷
を
結
ぶ
接
点
、「
結
び
目
」
と
な
っ
た
。
祖
先
と
の
合
作
、
子

ど
も
と
の
合
作
で
あ
る
『
龍
の
子
太
郎
』
は
、
作
品
に
自
分
と
の
接
点
を
反
映
さ

せ
た
こ
と
で
誕
生
し
た
。 

第
二
章
『
ま
え
が
み
太
郎
』
に
は
、
松
谷
が
主
に
和
歌
山
で
出
会
っ
た
数
々
の

民
話
が
素
材
と
し
て
選
ば
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
重
要
な
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ

た
の
は
、
第
二
節
で
分
析
し
た
秋
田
の
「
火
の
鳥
伝
説
」
で
、「
光
る
怪
鳥
」
は
尾

去
沢
鉱
山
の
開
山
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
た
。
松
谷
は
、
怪
鳥
が
死
ん

だ
と
き
に
、腹
内
に
金
銀
銅
鉛
を
貯
め
こ
ん
で
い
た
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
惹
か
れ
、

創
作
の
素
材
と
し
て
い
た
。
火
の
鳥
を
不
死
鳥
と
し
て
書
い
た
こ
と
に
は
、
ロ
シ

ア
民
話
『
せ
む
し
の
こ
う
ま
』
に
登
場
す
る
「
不
死
鳥 

火
の
鳥
」
の
影
響
が
考
え

ら
れ
た
。
松
谷
の
火
の
鳥
が
、
秋
田
の
伝
説
と
ロ
シ
ア
民
話
双
方
か
ら
想
を
得
て

創
作
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

『
ま
え
が
み
太
郎
』
は
三
作
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
考
察
し
た
。
三
作
の
変
遷

に
は
、
太
郎
像
と
作
品
の
主
題
を
模
索
す
る
松
谷
の
姿
が
現
れ
て
い
た
。 

一
作
目
で
は
、
太
郎
は
ご
く
普
通
の
人
間
の
子
と
し
て
書
か
れ
、
広
い
世
の
中

を
見
た
い
と
旅
に
出
る
。
話
は
完
結
せ
ず
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
松
谷
自
身
に

も
明
瞭
な
太
郎
像
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

二
作
目
で
は
、太
郎
は
お
正
月
さ
ん
の
子
と
な
り
、で
き
る
こ
と
が
広
が
っ
た
。

だ
が
自
分
か
ら
考
え
て
行
動
す
る
と
い
う
側
面
は
見
え
ず
、
太
郎
像
の
印
象
も
、

太
郎
が
旅
を
す
る
目
的
も
弱
い
。 

こ
う
し
た
太
郎
像
は
、
三
作
目
で
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
た
。
太
郎
は
お
正
月

さ
ん
の
子
で
あ
る
が
、
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
き
か
ん
ぼ
う
と
い
う
幼
少
期
が
加
わ

っ
た
。
村
の
掟
を
破
っ
て
一
人
で
山
に
行
く
太
郎
に
は
、
火
の
鳥
を
救
い
た
い
と

い
う
強
い
旅
の
目
的
が
で
き
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
。
幼
少
期
は
優
等
生
と
は

い
え
な
い
が
、
自
ら
考
え
行
動
し
大
事
業
を
成
し
遂
げ
る
人
物
と
い
う
点
で
、
龍

の
子
太
郎
と
共
通
項
を
多
く
持
っ
て
い
た
。松
谷
は
ま
え
が
み
太
郎
の
三
作
目
で
、

二
人
目
の
理
想
の
太
郎
を
描
く
こ
と
に
行
き
つ
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

第
三
節
で
は
、
執
筆
当
時
の
松
谷
の
状
況
を
見
る
こ
と
で
、
作
品
の
「
結
び
目
」

を
分
析
し
た
。
こ
の
時
期
の
松
谷
は
、
瀬
川
と
の
関
係
に
悩
み
、
我
が
子
の
よ
う

に
大
事
に
育
て
て
き
た
劇
団
太
郎
座
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
こ
の

松
谷
の
苦
悩
が
、
貯
め
こ
ん
だ
財
宝
を
捨
て
な
い
と
飛
び
立
て
な
い
、
火
の
鳥
の

姿
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
る
。
三
作
目
に
於
い
て
「
捨
て
る
」
こ
と
が
重
要
な
「
結

び
目
」
と
な
る
こ
と
を
見
出
し
、
よ
う
や
く
作
品
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
作
品

と
自
分
を
結
ぶ
「
結
び
目
」
を
見
出
す
こ
と
が
、
非
常
に
重
要
な
創
作
の
視
点
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

第
三
章
『
ち
び
っ
こ
太
郎
』
で
は
、
日
本
各
地
の
民
話
の
モ
チ
ー
フ
が
選
ば
れ
、

創
作
に
活
か
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
重
要
な
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
山
形
県
舟

形
町
に
伝
わ
る
韮
盾
の
城
で
あ
っ
た
。
見
栄
え
は
悪
い
が
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は

大
事
な
も
の
を
し
っ
か
り
と
守
る
韮
盾
の
城
は
、
ち
っ
と
足
り
な
い
が
皆
に
愛
さ

れ
る
ち
び
っ
こ
太
郎
を
象
徴
す
る
素
材
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
。
再
話
の
原
話
選

び
同
様
に
創
作
に
於
い
て
も
、
す
ぐ
れ
た
、
心
惹
か
れ
る
原
話
や
モ
チ
ー
フ
を
選

び
取
る
松
谷
の
選
択
眼
が
い
か
に
秀
で
て
い
た
か
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

太
郎
像
に
つ
い
て
は
、
一
作
目
で
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
ち
び
っ
こ
太
郎

は
、「
ち
っ
と
足
り
な
い
」
ゆ
え
に
皆
に
助
け
ら
れ
愛
さ
れ
る
個
性
を
持
ち
、
や
り

た
い
こ
と
は
や
る
、
や
り
た
く
な
い
こ
と
は
し
な
い
と
明
確
な
行
動
の
基
準
を
持

っ
て
い
る
。
自
ら
考
え
て
行
動
す
る
と
い
う
点
は
、
三
人
の
太
郎
た
ち
に
共
通
す

る
大
事
な
太
郎
像
で
あ
っ
た
。 

 

作
品
が
完
成
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、『
ま
え
が
み
太
郎
』
同
様
に
作
品
の
「
結

び
目
」
が
な
か
な
か
見
出
せ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
二
作
目
で
韮
盾
の
城
が
登
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場
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
城
」
の
捉
え
方
が
一
変
し
た
。
見
栄
え
は
悪
い
が
役
に
立

つ
韮
盾
の
小
さ
な
城
は
、
ち
び
っ
こ
太
郎
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
松
谷
の

当
時
の
状
況
が
反
映
さ
れ
た
「
結
び
目
」
に
も
な
っ
て
い
た
。 

ち
び
っ
こ
太
郎
二
作
目
を
書
い
た
当
時
の
松
谷
は
、
瀬
川
と
の
関
係
を
断
ち
切

り
、
劇
団
太
郎
座
を
離
れ
て
、
自
分
の
意
志
で
手
に
入
れ
た
小
さ
な
家
に
娘
た
ち

と
移
り
住
ん
で
い
た
。
新
し
い
生
活
、
新
し
い
彼
女
だ
け
の
「
城
」
が
作
品
に
反

映
さ
れ
て
、
作
品
の
「
結
び
目
」
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、「
結
び
目
」

を
見
出
す
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
、
作
品
を
完
成
に
導
い
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

結
論
で
は
、
松
谷
は
再
話
に
於
い
て
も
創
作
に
於
い
て
も
、
優
れ
た
原
話
や
モ

チ
ー
フ
を
選
択
す
る
こ
と
を
重
要
視
し
、
作
品
作
り
は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
た
。
加
え
て
再
話
で
は
、
語
り
手
の
優
れ
た
語
り
に
沿
い
な
が
ら
、

自
分
の
再
話
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
。
創
作
で
は
、

「
結
び
目
」
を
見
出
す
こ
と
が
大
事
で
、
そ
れ
は
松
谷
の
人
生
と
密
接
に
結
び
つ

き
、
民
話
を
再
創
造
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
い
た
。 

松
谷
は
、
民
話
を
研
究
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
楽
し

め
る
作
品
と
し
て
残
し
た
。
実
際
に
昔
話
が
語
ら
れ
た
地
を
訪
ね
、
心
惹
か
れ
る

一
話
を
選
択
し
、
再
話
や
創
作
に
活
か
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
、
語
り
手
が
い
な

く
な
る
と
と
も
に
消
え
ゆ
く
存
在
で
あ
っ
た
民
話
を
活
か
し
て
、
自
分
自
身
と
の

結
び
目
を
重
視
し
た
児
童
文
学
作
品
を
創
作
し
た
功
績
は
大
き
い
。
民
話
と
出
会

っ
た
こ
と
で
、
彼
女
は
子
ど
も
の
た
め
に
書
く
と
い
う
視
点
を
得
て
、
民
話
の
再

話
作
家
、
児
童
文
学
作
家
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。 

  


