
序
関
敬
吾
が
著
し
た
﹃
民
話
﹄︵
一
九
五
五
︶
に
対
す
る
井
之

口
章
次
の
批
評
は
︑﹁
こ
の
書
名
を
み
て
ち
ょ
っ
と
首
を
か
し

げ
た
﹂
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
N

︒
こ
の
疑
問
は
︑
既

に
民
俗
学
内
部
で
流
通
し
て
い
た
﹁
昔
話
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
関
が
自
ら
の
書
名
に
﹁
民
話
﹂
を
採
用
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
実
際
は
﹁
昔
話
﹂
を
﹁
採
用
し
な

か
っ
た
﹂
こ
と
へ
の
疑
問
と
い
う
よ
り
も
︑﹁
民
話
﹂
を
﹁
採

用
し
た
﹂
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

井
之
口
は
︑﹁
民
衆
の
話
︑
人
民
の
歌
声
を
以
て
︑
世
の
中

を
明
る
く
し
よ
う
と
す
る
運
動
に
対
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
特
に

故
障
を
申
し
立
て
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ

れ
が
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
︑
歴
史
的
な
学
問
の
資
料
と
し
て

の
昔
話
で
あ
っ
て
︑
学
問
の
中
立
的
な
立
場
を
堅
持
す
る
た
め

に
も
︑
政
治
的
な
運
動
と
は
一
線
を
画
し
て
お
く
べ
き
で
は
な

い
か
﹂
と
述
べ
て
い
る
O

︒
つ
ま
り
︑﹁
民
話
﹂
と
い
う
言
葉

の
持
つ
﹁
政
治
的
な
運
動
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
こ
の
言
葉
を
用

い
る
こ
と
の
問
題
点
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

岩
本
通
弥
は
︑﹁﹃
民
話
﹄
と
い
う
言
葉
に
︑︵
※
筆
者
注
・

民
俗
学
者
が
︶
こ
れ
ほ
ど
異
様
な
拒
絶
的
態
度
を
示
す
こ
と
自

体
︑
今
日
で
は
す
っ
か
り
忘
却
の
彼
方
で
︑
リ
ア
リ
テ
ィ
も
感

じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
P

︑
当
時
︑﹁
民
話
﹂
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日
本
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お
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る
そ
の
受
容



と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
重
信
幸
彦
﹁
運
動
の
時
代
と
﹃
聞
き
書

き
﹄
と
い
う
実
践
︱
一
九
五
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
民
話
運
動

と
サ
ー
ク
ル
運
動
﹂︵
二
〇
〇
九
︶
に
詳
し
い
Q

︒
こ
の
論
考

を
読
む
限
り
︑
劇
作
家
の
木
下
順
二
や
中
世
史
家
の
松
本
新
八

郎
ら
が
中
心
と
な
っ
て
一
九
五
二
年
に
発
足
さ
せ
た
﹁
民
話
の

会
﹂
の
活
動
が
︑
当
時
の
﹁
民
話
﹂
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ

を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
と
思
え

る
︒重

信
は
︑
当
時
の
﹁
左
翼
系
の
知
識
人
が
︑
西
洋
志
向
か

ら
︑﹃
日
本
回
帰
﹄
と
﹃
民
衆
志
向
﹄
を
強
め
て
い
た
﹂
こ
と

が
R

︑
民
話
の
会
や
谷
川
雁
な
ど
を
中
心
に
展
開
し
て
い
っ
た

﹁
サ
ー
ク
ル
運
動
﹂
の
思
想
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
の
点
を
更
に

掘
り
下
げ
︑
ロ
シ
ア
文
学
者
の
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
に
よ

る
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
︑
お
よ
び
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
日

本
国
内
に
お
け
る
受
容
と
い
う
問
題
が
︑
民
話
を
め
ぐ
る
﹁
政

治
的
な
運
動
﹂
の
背
後
に
あ
っ
た
可
能
性
を
検
討
し
て
い
き
た

い
︒ゴ

ー
リ
キ
ー
は
︑
黒
沢
明
の
﹃
ど
ん
底
﹄︵
一
九
五
七
︶
で

作
品
の
映
画
化
が
試
み
ら
れ
る
な
ど
S

︑
日
本
国
内
で
も
広
く

認
知
さ
れ
る
ロ
シ
ア
文
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
U

︒
こ
の
ゴ
ー

リ
キ
ー
の
﹁
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
﹂
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
は
︑
当

時
の
左
翼
系
知
識
人
が
持
っ
て
い
た
そ
れ
と
の
高
い
親
和
性
が

認
め
ら
れ
︑
そ
の
影
響
力
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
︑
民
俗

学
の
学
問
的
実
践
に
対
す
る
当
時
の
﹁
期
待
感
﹂
を
理
解
す
る

上
で
も
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

�

．

民
話
を
め
ぐ
る
運
動
の
場
と
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ

ル
ク
ロ
ー
ル
論

︵
�

︶﹁
民
族
芸
術
を
つ
く
る
会
﹂
と
民
話
を
め
ぐ
る
運
動
の

場

本
節
で
は
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
に
対
す
る

日
本
国
内
の
反
応
を
︑
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
﹁
ロ
シ
ヤ

の
民
話
﹂︵
民
族
芸
術
を
つ
く
る
会
︶
と
い
う
小
文
の
内
容
か

ら
確
認
し
て
お
き
た
い
I

︒

｢民
族
芸
術
を
つ
く
る
会
﹂
と
は
︑
一
九
五
二
年
に
瀬
川
拓

男
が
主
宰
し
た
劇
団
﹁
人
形
座
﹂
を
母
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た

団
体
の
名
称
で
あ
り
︑
児
童
文
学
作
家
の
松
谷
み
よ
子
や
画
家

−59( 2 )−



の
瀬
川
康
男
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
J

︒
そ
の
活
動
目
的
は
文

字
通
り
﹁
民
族
芸
術
の
創
造
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
特
に
﹁
民
話
﹂

は
そ
の
題
材
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
ロ
シ

ヤ
の
民
話
﹂
の
冒
頭
部
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
形
で
会
の
課
題

が
記
さ
れ
て
い
る
︒

会
を
芸
術
家
と
科
学
者
の
﹁
民
族
芸
術
の
創
造
﹂
の
た
め

の
協
働
の
場
と
す
る
た
め
に
︑﹁
ど
れ
が
ほ
ん
と
う
か
﹂︑

﹁
ど
う
つ
く
っ
た
ら
よ
い
の
か
﹂
と
い
う
評
価
の
基
準
を

会
自
体
が
も
ち
︑
ま
た
そ
れ
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
︑
た
と

え
ば
︑
民
話
の
整
理
︑
選
択
の
基
準
の
問
題
︑
表
現
上
の

リ
ア
リ
テ
ィ
と
そ
の
裏
づ
け
に
な
っ
て
い
る
歴
史
的
情
況

の
問
題
︑
ど
の
よ
う
に
古
い
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
が
つ
く
り

か
え
ら
れ
︑
ま
た
︑
新
し
い
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
作
品
が
作

り
出
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
︑
民
話
に
お
け
る
表
現

の
伝
統
的
形
式
の
問
題
な
ど
を
学
び
︑
私
た
ち
の
﹁
理

論
﹂
を
つ
く
り
出
し
︑
ま
た
そ
れ
を
創
作
で
実
践
を
し
て

ゆ
く
と
い
う
課
題
を
立
て
ま
し
た
�

︒

こ
の
よ
う
な
課
題
を
達
成
す
る
上
で
︑
会
で
は
説
話
研
究
者

の
藤
沢
衛
彦
を
講
師
と
し
て
勉
強
会
を
企
画
し
︑﹁
民
俗
学
者

や
地
方
誌
家
の
つ
み
あ
げ
ら
れ
た
業
績
を
も
と
に
し
て
︑
地
方

の
方
々
と
協
力
し
て
さ
ら
に
よ
い
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
の
採
集
整

理
の
工
作
を
す
す
め
て
ゆ
く
﹂
と
し
て
い
る
�

︒
し
か
し
︑
こ

の
よ
う
な
﹁
工
作
﹂
は
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ

の
理
由
を
考
え
て
い
く
う
え
で
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク

ロ
ー
ル
論
︑
お
よ
び
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
受
容
と
い
う
問

題
が
顕
在
化
し
て
く
る
︒

｢ロ
シ
ヤ
の
民
話
﹂
で
は
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
﹁
諸
君
の
フ
ォ

ル
ク
ロ
ー
ル
を
集
め
︑
そ
れ
に
学
べ
﹂︑﹁
口
碑
的
詩
的
想
像
を

知
ら
ず
に
︑
真
の
民
衆
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂︑

﹁
お
と
ぎ
話
は
作
家
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ィ
を
つ
よ
く
発
達
さ
せ
︑

芸
術
の
た
め
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
を
正
し
く
理
解
さ
せ
︑

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
︱
彼
の
荒
れ
た
こ
と
ば
︑
彼
の
貧
し

い
語
を
ゆ
た
か
に
さ
せ
る
﹂
と
い
っ
た
言
葉
を
引
用
し
な
が

ら
�

︑
民
話
収
集
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
民
話

に
は
民
衆
の
精
神
や
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ

れ
を
﹁
民
族
の
芸
術
﹂
に
活
か
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
考
え
は
︑
当
時
の
左
翼
系
知
識
人
が
持
っ
て
い
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た
﹁
民
衆
志
向
﹂
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー

の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
に
対
す
る
考
え
が
︑
日
本
に
お
け
る
民
話

運
動
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
そ
こ

で
以
下
で
は
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
み
な
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
ソ

ビ
エ
ト
民
俗
学
と
の
関
連
も
視
野
に
い
れ
な
が
ら
確
認
し
て
い

き
た
い
︒

︵
�

︶
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
と
ソ
ビ
エ
ト
民
俗

学

｢ロ
シ
ヤ
の
民
話
﹂
に
は
︑﹁
ロ
シ
ア
の
民
衆
の
な
か
に
は
︑

た
く
さ
ん
の
お
と
ぎ
話
の
専
門
家
︱
話
し
て
が
い
る
︒
⁝
ゴ
ー

リ
キ
ィ
は
お
ば
あ
さ
ん
ア
ク
リ
ー
ナ
・
イ
ヴ
ァ
ー
ノ
ヴ
ナ
・
カ

シ
リ
ー
ナ
の
お
と
ぎ
話
を
聞
い
た
﹂
と
い
う
く
だ
り
が
あ

る
�

︒
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
こ
の
個
人
的
な
経
験
は
︑
フ
ォ
ル
ク

ロ
ー
ル
に
対
す
る
彼
の
考
え
が
形
成
さ
れ
る
上
で
も
重
要
な
位

置
を
占
め
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
︑
一
九
三
五
年
に
発
表
さ
れ

た
論
文
﹁
民
話
に
つ
い
て
﹂
で
も
�

︑
自
身
が
幼
少
期
に
ど
の

よ
う
な
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
に
接
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
論
文
は
︑
新
聞
﹃
ピ
オ
ネ
ー
ル
ス
カ

ヤ
・
プ
ラ
ウ
ダ
﹄
紙
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
同
紙
で
は
五

百
以
上
の
民
話
を
蒐
集
し
︑
紙
面
で
そ
の
一
部
を
発
表
し
て
い

た
︒
蒐
集
は
主
に
ソ
連
の
小
学
生
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
と
さ

れ
︑
発
表
さ
れ
た
民
話
は
全
て
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
も
と
に
送
ら
れ

て
い
た
と
い
う
�

︒

ゴ
ー
リ
キ
ー
が
﹁
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
＝
民
話
﹂
の
価
値
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑﹁
ソ

ヴ
ェ
ト
文
学
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
三
四
︶
に
最
も
端
的
に
表
れ

て
い
る
�

︒
こ
れ
は
︑
一
九
三
四
年
八
月
に
開
か
れ
た
ソ
ビ
エ

ト
連
邦
作
家
同
盟
第
一
回
大
会
に
お
け
る
報
告
演
説
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
が
�

︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
こ
の
演
説
中
で
︑
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
文
化
に
対
す
る
過
剰
な
評
価
を
批
判
し
な
が
ら

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

同
志
諸
君
︑
私
は
ふ
た
た
び
︑
も
っ
と
も
深
く
鮮
や
か

な
︑
芸
術
的
に
完
全
な
主
人
公
の
タ
イ
プ
が
フ
ォ
ル
ク

ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
︑
勤
労
人
民
の
口
碑
的
創
作
に
よ
っ
て

創
造
さ
れ
て
い
る
事
実
に
た
い
し
︑
諸
君
の
注
意
を
喚
起

し
た
い
と
思
う
︒︵
中
略
︶
す
べ
て
こ
れ
は
︑
そ
の
創
造

に
お
い
て
︑
ラ
チ
オ
と
イ
ン
チ
ュ
イ
チ
オ
︑
思
想
と
感
情
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が
調
和
的
に
結
合
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
形
象
で
あ
る
︒
か
か

る
結
合
は
︑
創
造
者
が
現
実
の
創
造
へ
︑
生
活
更
新
の
た

め
の
闘
争
へ
直
接
的
に
参
加
す
る
と
き
に
お
い
て
の
み
可

能
で
あ
る
�

︒

こ
の
一
文
か
ら
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
︑
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を
﹁
勤

労
人
民
﹂
の
﹁
思
想
と
感
情
が
調
和
的
に
結
合
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
形
象
﹂
と
み
な
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
﹁
現
実
の
創
造
﹂︑﹁
生

活
更
新
の
た
め
の
闘
争
﹂
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
と
指
摘
し
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
収
集
が
︑﹁
勤
労
人

民
の
真
実
の
歴
史
を
知
る
﹂
こ
と
に
繋
が
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
�

︒
こ
の
よ
う
な
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
考
え
が
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学

の
学
問
的
目
標
に
ま
で
接
合
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
は
︑

ソ
連
体
制
下
の
民
俗
学
の
教
科
書
と
さ
れ
る
﹃
P
y
cc
o
e

к

H
a
p
o

o
e
T

p
e
c

o﹄︵
一
九
六
六
︶

に
収
録
さ
れ
た

дн
в
ч
тв

﹁
文
学
︵
リ
テ
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
︶
と
フ
ォ
リ
ク
ロ
ー
ル
﹂︵
イ
・
エ

ス
・
プ
ラ
ウ
ジ
ナ
著
︶
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら
も
明

ら
か
だ
ろ
う
︒

ロ
シ
ア
に
お
け
る
解
放
運
動
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
時
代
の

フ
ォ
リ
ク
ロ
ー
ル
は
︑
文
学
と
切
り
離
せ
な
い
︒
こ
の
こ

と
は
︑
社
会
主
義
レ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
開
祖
と
い
う
べ
き

ゴ
ー
リ
キ
ー
の
創
造
の
例
で
も
︑
よ
く
わ
か
る
︒
闘
争
に

立
ち
あ
が
る
民
衆
︑
こ
の
闘
争
を
指
導
す
る
階
級
の
立
ち

場
で
︑
生
き
る
道
を
初
め
て
紹
介
し
た
こ
の
作
者
は
︑
単

に
民
間
創
造
と
関
連
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
い
わ

ば
そ
れ
を
卒
業
し
て
い
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
の
だ
︒
ゴ
ー

リ
キ
ー
は
︑
民
間
詩
歌
を
直
接
的
に
保
持
し
︑
あ
る
い
は

創
造
す
る
環
境
に
育
ち
自
己
を
形
成
し
た
︒
才
能
あ
る
作

者
た
ち
と
身
近
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
ゴ
ー
リ
キ
ー
に

と
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
ま
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
︑
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
の
開

祖
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
︒︵
中
略
︶
民
間
創
造
は

ゴ
ー
リ
キ
ー
が
︑
闘
争
に
め
ざ
め
た
民
衆
の
内
面
的
な
生

活
を
︑
深
く
え
ぐ
っ
て
見
せ
る
の
に
役
立
っ
た
�

︒

こ
こ
で
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
創
作
活
動
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と

し
て
︑﹁
民
間
創
造
﹂
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
が
︑
ソ
ビ
エ

ト
民
俗
学
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
は
︑
こ
の
言
葉
と
同
義

で
あ
り
﹁
〝
庶
民
〟
(プ
ロ
ス
ト
ナ
ロ
ー
ジ
ェ
︶
の
第
一
義
に
属

−56( 5 )−



す
る
人
た
ち
の
創
造
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
﹂︑﹁
教
養
あ
る

社
会
層
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
文
学
︵
リ
テ
ラ
ト
ゥ
ー
ラ
・
書

き
記
さ
れ
た
も
の
︶
の
概
念
に
対
置
さ
れ
︑
そ
の
多
く
が
口
承

に
よ
る
も
の
﹂
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
�

︒
そ
し
て
こ
の

﹁
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
＝
民
間
創
造
﹂
の
延
長
線
上
に
﹁
民
族
芸

術
と
し
て
の
文
学
﹂
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
︑
あ
る
い
は

ゴ
ー
リ
キ
ー
の
﹁
民
衆
／
民
族
の
歴
史
﹂
と
﹁
社
会
主
義
リ
ア

リ
ズ
ム
に
よ
る
芸
術
作
品
の
創
造
﹂
に
対
す
る
志
向
は
︑
相
関

性
を
持
つ
か
た
ち
で
日
本
国
内
で
も
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
事
実
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
は
︑
主
に

﹁
歴
史
﹂
と
﹁
創
造
﹂
に
携
わ
る
日
本
の
知
識
人
た
ち
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒﹁
創
造
﹂
に
関
し

て
は
既
に
み
た
民
族
芸
術
を
つ
く
る
会
の
活
動
に
よ
っ
て
︑
そ

の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑
次
章
で
は
︑
歴
史
学

者
の
石
母
田
正
に
よ
る
議
論
を
参
照
し
︑﹁
歴
史
﹂
に
携
わ
る

研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
を

受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
︒

�

．
﹁
民
族
の
歴
史
﹂
と
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム

︵
�

︶
民
俗
学
的
実
践
へ
の
﹁
期
待
﹂

石
母
田
正
は
﹁
歴
史
学
に
お
け
る
民
族
の
問
題
﹂︵
一
九
五

一
︶
の
な
か
で


︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
を
評

価
し
な
が
ら
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

私
ど
も
は
こ
の
よ
う
な
認
識
と
情
熱
を
も
っ
て
︑
神
話

や
民
話
や
民
謡
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︒
わ

れ
わ
れ
に
豊
富
に
整
理
さ
れ
て
の
こ
っ
て
い
る
民
俗
学
の

成
果
に
つ
い
て
︑
私
ど
も
歴
史
家
は
︑
そ
れ
だ
け
学
ん
で

い
る
で
し
ょ
う
か
︑
ま
た
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う

か
︒
も
ち
ろ
ん
私
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
言
葉
を
根
柢
と
し

て
︑
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
や
民
謡
の
研
究
が
︑
現
在
の
日
本

の
歴
史
家
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
日
本
の
現
在
の
事
情
や
学
問

の
課
題
か
ら
考
え
て
︑
わ
れ
わ
れ
が
独
自
に
決
定
す
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
こ
こ
で

い
い
た
い
の
は
︑
態
度
と
方
法
︑
歴
史
に
た
い
す
る
新
し
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い
評
価
の
仕
方
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
�

︒

石
母
田
は
こ
こ
で
﹁
歴
史
に
た
い
す
る
新
し
い
評
価
﹂
を
行

う
上
で
民
俗
学
の
成
果
を
参
照
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
説
い
て

い
る
が
︑
更
に
別
の
箇
所
で
﹁
時
代
々
々
の
文
化
を
花
に
た
と

え
れ
ば
︑︵
※
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
は
︶
土
壌
に
ち
か
い
も
の
と

い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を

生
み
だ
し
て
く
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
名
も
な
い
大
衆
で
あ

り
︑
そ
の
集
団
で
あ
る
︒
こ
の
大
衆
や
人
民
と
い
わ
れ
る
も

の
︑
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
民
衆
の
労
働
こ
そ
が
︑
段
階
と
段

階
︑
時
代
と
時
代
を
一
つ
の
鎖
に
つ
な
い
で
ゆ
く
地
盤
を
形
成

し
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
大
衆
こ
そ
が
民
族
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
﹂
と
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
の
主
体
と
な
る
﹁
民
衆
／
民

族
﹂
を
位
置
づ
け
て
い
る
�

︒

石
母
田
の
議
論
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
の
は
︑
民
族
の

﹁
文
化
の
土
壌
﹂
と
し
て
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を
み
な
す
と
い
う

民
俗
認
識
で
あ
る
︒
石
母
田
は
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を
﹁
支
配
階

級
の
文
化
や
思
想
の
変
化
や
発
展
に
比
べ
て
も
︑
動
か
な
い
と

見
え
る
ほ
ど
ひ
じ
ょ
う
に
転
移
の
の
ろ
い
も
の
﹂
と
し
て
い
る

が
	

︑
こ
の
よ
う
な
不
変
性
︑
普
遍
性
を
民
俗
に
見
出
す
と
い

う
発
想
自
体
は
︑
伝
承
の
変
化
を
認
識
論
的
な
前
提
と
し
て
き

た
戦
前
の
民
俗
学
に
お
け
る
対
象
認
識
と
は
明
ら
か
に
異
な

る



︒
し
か
し
︑
石
母
田
の
議
論
と
同
時
期
に
民
俗
学
・
民
族

学
者
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
民
族

性
︑
基
層
文
化
と
い
っ
た
概
念
の
背
後
に
あ
る
民
俗
認
識
は
︑

石
母
田
の
そ
れ
と
一
致
し
て
お
り
�

︑
相
互
に
影
響
を
与
え
あ

う
か
た
ち
で
学
問
的
な
問
題
意
識
の
形
成
が
な
さ
れ
て
い
っ
た

可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う

に
考
え
た
場
合
︑
石
母
田
が
﹁
民
衆
／
民
族
﹂
の
歴
史
︑
お
よ

び
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
フ
ォ
ル
ク

ロ
ー
ル
に
注
目
し
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
議
論
を
評
価
す
る
理
由

も
︑
自
ず
と
理
解
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

石
母
田
は
民
俗
学
的
な
成
果
を
歴
史
・
民
族
の
問
題
へ
と
接

合
さ
せ
る
方
向
性
を
示
唆
し
た
が
︑
そ
の
実
践
に
お
い
て
人
び

と
の
生
活
を
フ
ィ
ー
ル
ド
で
対
象
化
し
描
き
出
す
民
俗
学
の

﹁
聞
き
書
き
﹂
と
い
う
方
法
が
︑﹁
期
待
感
﹂
を
持
っ
て
迎
え
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
標
榜
し
た
社
会
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
や
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
は
︑
一
九
五
〇
年
代
に

活
発
化
す
る
﹁
国
民
的
歴
史
学
運
動
﹂︑﹁
民
話
運
動
﹂
と
い
う
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か
た
ち
で
現
実
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

︵
�

︶
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響

い
わ
ゆ
る
国
民
的
歴
史
学
運
動
の
契
機
に
な
っ
た
と
さ
れ

る
�

︑
石
母
田
正
﹁
村
の
歴
史
・
工
場
の
歴
史
﹂︵
一
九
四
七
︑

一
九
五
二
︶
で
は
︑
民
衆
が
掘
り
起
こ
し
た
村
の
歴
史
語
り
の

模
範
例
と
し
て
長
野
県
開
田
村
に
伝
わ
る
義
民
・
平
次
郎
を
祀

る
地
蔵
の
伝
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
�

︒
さ
ら
に
︑
工
場
の
歴

史
に
つ
い
て
は
︑
茨
城
県
池
貝
鉄
工
所
に
勤
め
る
労
働
者
が

綴
っ
た
記
録
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
興
味
深
い
こ
と

に
︑
こ
の
記
録
の
結
語
に
も
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
名
が
見
ら
れ
る
︒

人
か
ら
聞
い
た
話
だ
が
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
ソ
連
の
労
働

者
に
工
場
の
歴
史
を
書
く
こ
と
を
す
す
め
た
そ
う
だ
︒

ゴ
ー
リ
キ
ー
の
工
場
の
歴
史
と
い
う
の
は
︑
池
貝
の
こ
の

最
後
の
歴
史
に
ち
が
い
な
い
︒
こ
こ
に
は
共
通
の
法
則
が

つ
ら
ぬ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
こ
と
よ
り

も
︑
遠
い
北
国
の
偉
大
な
作
家
の
頭
に
う
か
ん
だ
構
想

と
︑
私
た
ち
が
小
さ
い
機
械
工
場
の
体
験
か
ら
考
え
た
空

想
が
こ
の
よ
う
に
一
致
す
る
こ
と
の
な
か
に
︑
労
働
者
階

級
と
い
う
も
の
の
も
つ
ひ
ろ
い
展
望
が
ひ
ら
け
て
来
る
気

が
す
る
�

︒

既
に
み
て
き
た
よ
う
に
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
は
人
び
と
に
対
し
て

フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
の
収
集
を
推
奨
し
て
い
た
が
︑
同
様
の
ま
な

ざ
し
で
工
場
に
お
け
る
労
働
者
の
﹁
記
録
﹂
も
重
視
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒﹁
村
の
歴
史
・
工
場
の
歴
史
﹂
に
お
い
て
注
目
す

べ
き
点
は
︑
村
の
﹁
民
話
﹂
と
労
働
者
の
﹁
記
録
﹂
が
併
存
し

て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
が
︑
前
者
の
よ
う
な
フ
ォ

ル
ク
ロ
ー
ル
の
収
集
と
創
作
は
民
話
運
動
と
し
て
︑
後
者
の
よ

う
な
記
録
活
動
は
サ
ー
ク
ル
村
な
ど
の
運
動
と
し
て
展
開
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
︒
両
者
に
共
通
す
る
思
想
は
社
会
主
義
リ
ア

リ
ズ
ム
に
よ
る
民
衆
の
歴
史
と
現
実
の
表
象
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
が
︑
重
信
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
両
者
の

運
動
は
人
的
に
も
思
想
的
に
も
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い

た
�

︒
ゴ
ー
リ
キ
ー
を
中
心
と
し
て
ソ
ビ
エ
ト
で
展
開
し
た
創

作
活
動
に
お
け
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
︑
戦
後
間
も
な
い

日
本
で
こ
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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ま
と
め
と
今
後
の
課
題

本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
︑﹁
民
話
﹂
を
め
ぐ
る
政
治
的
運
動
の

背
後
に
︑
マ
ク
シ
ム
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
論
︑

お
よ
び
こ
れ
と
関
連
す
る
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
受
容
と
い

う
問
題
が
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
て
き
た
︒
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
は
︑
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
を
民
族
の
﹁
真
実
の
歴
史
﹂
を
表

象
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
な
お
し
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の

歴
史
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
た
が
︑
今
回
み
て
き

た
よ
う
に
︑
戦
後
日
本
に
お
け
る
﹁
民
話
﹂
や
﹁
大
衆
﹂
へ
の

ま
な
ざ
し
は
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
思
想
の
影
響
下
に
あ
り
︑
そ
の

後
の
社
会
運
動
に
お
け
る
推
進
力
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
︒

今
回
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
社
会
主

義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
観
や
民
衆
像
は
︑

戦
後
民
俗
学
に
お
け
る
基
層
文
化
論
や
民
族
性
論
︑
常
民
像
の

形
成
と
い
っ
た
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
更
に
資
料
に
あ
た
っ
た
う
え
で
︑
今

後
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
た
い
�

︒

註N

井
之
口
章
次
﹁
書
誌
紹
介

関
敬
吾
著
﹃
民
話
﹄﹂﹃
日
本
民
俗
学
﹄
三
巻

二
号

一
九
五
五

一
一
〇
頁

O

前
掲
注
一

P

岩
本
通
弥
﹁﹃
生
活
﹄
か
ら
﹃
民
俗
﹄
へ
︱
日
本
に
お
け
る
民
衆
運
動
と
民

俗
学
﹂﹃
日
本
學
﹄
第
二
九
輯

二
〇
〇
九

五
一
頁

Q

重
信
幸
彦
﹁
運
動
の
時
代
と
﹃
聞
き
書
き
﹄
と
い
う
実
践
︱
一
九
五
〇
年

代
日
本
に
お
け
る
民
話
運
動
と
サ
ー
ク
ル
運
動
﹂﹃
日
本
學
﹄
第
二
九
輯

R

前
掲
注
四

六
九
頁

S

『ど
ん
底
﹄
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
Ａ
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
す
す
め
で
書
い
た
戯
曲

で
あ
る
が
︑
日
本
国
内
に
お
け
る
そ
の
受
容
は
明
治
四
十
三
年
︵
一
九
一

〇
︶
に
ま
で
遡
り
︑
小
山
内
薫
の
新
劇
運
動
を
介
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

小
山
内
訳
に
よ
る
﹃
ど
ん
底
﹄
は
︑
二
代
目
市
川
左
団
次
を
主
演
と
し
︑

昭
和
十
一
年
︵
一
九
三
六
︶
年
の
段
階
で
十
数
回
に
わ
た
る
上
演
が
な
さ

れ
て
い
る
︒
中
村
白
葉
﹁
日
本
に
お
け
る
﹃
ど
ん
底
﹄
上
演
年
表
﹂
ゴ
ー

リ
キ
イ
﹃
ど
ん
底
﹄
岩
波
書
店

一
九
三
六

一
六
九
︱
一
七
四
頁
参
照
︒

U

日
本
国
内
に
お
け
る
ゴ
ー
リ
キ
ー
作
品
の
翻
訳
は
︑
明
治
三
十
八
年
︵
一

九
〇
五
︶
の
﹁
猶
太
人
の
浮
世
﹂︵
原
題
は
﹁
カ
イ
ン
と
ア
ル
チ
ョ
ム
﹂

︵
一
八
九
八
︶︑﹃
太
陽
﹄
二
︑
三
月
号
掲
載
︶
が
二
葉
亭
四
迷
訳
で
紹
介
さ

れ
た
の
が
最
初
期
の
訳
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
昭
和
期
に
入
っ
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て
も
断
続
的
に
翻
訳
作
業
は
進
め
ら
れ
︑
中
野
重
治
訳
﹃
レ
ー
ニ
ン
の
ゴ

リ
キ
ー
へ
の
手
紙
﹄︵
叢
文
閣
︑
一
九
二
七
︶
な
ど
が
あ
る
︒
ち
な
み
に
こ

の
本
の
装
丁
は
橋
浦
泰
雄
が
担
当
し
た
︒
湯
浅
芳
子
﹁
日
本
に
お
け
る

ゴ
ー
リ
キ
イ
﹂﹃
新
日
本
文
学
﹄
九
月
号

一
九
六
八

一
〇
三
頁
︑
鶴
見

太
郎
﹃
柳
田
国
男
と
そ
の
弟
子
た
ち
︱
民
俗
学
を
学
ぶ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
﹄

人
文
書
院

一
九
九
八

二
三
一
頁
参
照
︒

I

民
族
芸
術
を
つ
く
る
会
﹁
ロ
シ
ヤ
の
民
話
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
六
〇
号

一
九

五
四

J

松
谷
み
よ
子
・
伊
藤
英
治
﹃
松
谷
み
よ
子
の
本
︵
別
巻
︶
︱
松
谷
み
よ
子

研
究
資
料
﹄
講
談
社

一
九
九
七

五
二
九
頁

前
掲
注
八

四
一
頁

10

前
掲
注
八

四
一
頁

11

前
掲
注
八

四
二
・
四
八
頁

12

前
掲
注
八

四
三
頁

13

М
・
Ａ
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
﹁
民
話
に
つ
い
て
﹂﹃
ゴ
ー
リ
キ
ー

児
童
文
学

14

論
﹄
新
評
論

一
九
七
三
︵
一
九
三
五
︶

前
掲
注
一
四

二
二
八
頁

15

М
・
Ａ
・
ゴ
ー
リ
キ
ー
﹁
ソ
ヴ
ェ
ト
文
学
に
つ
い
て
﹂﹃
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
文

16

学
論
﹄
ナ
ウ
カ
社

一
九
五
〇
︵
一
九
三
四
︶

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
作
家
同
盟
は
︑
そ
れ
ま
で
ロ
シ
ア
に
存
在
し
て
い
た
文
学

17

団
体
を
全
て
解
散
し
︑
一
九
三
四
年
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
︒
社
会

主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
文
学
の
樹
立
を
掲
げ
︑
ゴ
ー
リ
キ
ー
が
初
代
議

長
に
就
任
し
た
︒

前
掲
注
一
六

三
一
五
頁

18

前
掲
注
一
六

三
二
五
頁

19

大
木
伸
一
編
﹃
ロ
シ
ア
の
民
俗
学
﹄
岩
崎
美
術
社

一
九
六
七

一
七
四

20

︱
一
七
五
頁
︒
本
書
は
︑
前
述
の
﹃
P
y
cc
o
e
H
a
p
o

o
e
T

p
e
c

o﹄

к
д
н

в
ч
т
в

を
大
木
が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒
大
木
は
︑
一
九
六
八
か
ら
一
九
六
九

年
に
か
け
て
﹁
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
に
お
け
る
二
︑
三
の
問
題
﹂
お
よ
び

﹁
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の
人
生
儀
礼
﹂
と
題
す
る
発
表
を
日
本
民
俗
学
会
談

話
会
︵
第
五
〇
五
・
五
一
三
回
︶
に
お
い
て
行
っ
て
お
り
︑
ソ
ビ
エ
ト
民

俗
学
の
紹
介
を
試
み
て
い
る
が
︑﹁
日
本
の
民
俗
学
関
係
者
が
﹃
素
直
に
つ

い
て
い
け
な
い
⁝
﹄
と
す
る
嘆
息
さ
え
耳
に
聞
き
な
が
ら
︵
※
筆
者
注
・

﹃
ロ
シ
ア
の
民
俗
学
﹄
を
︶
訳
出
し
た
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

︵
二
一
二
頁
︶︑
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
の
理
論
自
体
は
当
時
の
学
会
の
主
流
を

占
め
る
研
究
者
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

前
掲
注
二
〇

一
頁

21

石
母
田
正
﹁
歴
史
学
に
お
け
る
民
族
の
問
題
﹂﹃
歴
史
と
民
族
の
発
見
﹄
平

22

凡
社

二
〇
〇
三
︵
一
九
五
一
︶

前
掲
注
二
二

一
九
二
︱
一
九
三
頁

23

前
掲
注
二
二

一
九
四
頁

24

前
掲
注
二
二

一
九
四
頁

25
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柳
田
国
男
﹁
民
間
伝
承
論
﹂﹁
郷
土
生
活
の
研
究
法
﹂︵﹃
柳
田
国
男
全
集

26

二
八
﹄
筑
摩
書
房

一
九
九
〇
︶
な
ど
参
照
の
こ
と
︒
た
だ
し
︑﹁
大
衆
の

生
活
﹂
に
民
族
的
な
﹁
特
殊
性
﹂
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
自
体
は
︑
戦

前
の
左
翼
活
動
家
の
中
に
も
存
在
し
て
い
た
︒
鶴
見
太
郎
は
︑
戦
前
の
共

産
党
に
お
け
る
﹁
解
党
派
﹂︵
日
本
共
産
党
労
働
者
派
︶
を
主
導
し
た
浅
野

晃
︵
※
後
に
﹁
民
間
伝
承
の
会
﹂
会
員
と
な
る
︶
が
一
九
三
〇
年
代
中
ご

ろ
に
︑﹁
運
動
の
う
え
で
は
た
ら
き
か
け
る
べ
き
労
農
大
衆
﹂
を
﹁﹃
日
本

の
特
殊
性
﹄
に
根
ざ
し
て
も
っ
ぱ
ら
心
情
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
日
本
民

衆
﹂
に
転
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
鶴
見
太
郎
﹃
柳
田

国
男
と
そ
の
弟
子
た
ち
︱
民
俗
学
を
学
ぶ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
﹄
人
文
書
院

一
九
九
八

八
七
︱
八
八
頁

例
え
ば
︑
桜
井
徳
太
郎
﹁
日
本
史
研
究
と
の
関
連
﹂﹃
日
本
民
俗
学
﹄
四
巻

27

二
号

一
九
五
七
︑
和
歌
森
太
郎
﹁
歴
史
学
と
の
関
係
か
ら
﹂﹃
日
本
民
俗

学
研
究
大
系

二
﹄
平
凡
社

一
九
五
八
な
ど
の
民
族
性
︵
エ
ト
ノ
ス
︶

に
関
す
る
議
論
を
参
照
の
こ
と
︒

前
掲
注
四

七
〇
頁

28

石
母
田
正
﹁
村
の
歴
史
・
工
場
の
歴
史
﹂﹃
歴
史
と
民
族
の
発
見
﹄
平
凡
社

29

二
〇
〇
三
︵
一
九
四
七
︑
一
九
五
二
︶
三
五
五
︱
三
五
八
頁

前
掲
注
二
九

三
六
六
頁

30

前
掲
注
四

七
九
︱
八
〇
頁

31

な
お
︑
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
の
政
治
性
や
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
思
想
の
影
響
に
つ

32

い
て
は
︑

O
in
a
s,
fe
lix
J.
F
o
lk
lo
re
a
n
d
P
o
litics
in
th
e
S
o
v
iet
U
n
io
n
.
S
la
v
ic

R
e
v
ie
w

(
1
9
7
3
)
:

-

︑

32
45
58

H
o
w
e
ll,
D
a
n
a
P
re
sco
tt.
T
h
e
D
ev
elo
p
m
en
t
o
f
S
o
v
iet
F
o
lk
lo
ristics.

N
e
w
Y
o
rk
:
G
a
rla
n
d
P
u
b
lish
in
g
,
In
c.,
1
9
9
2

R
a
ch
e
l
G
o
ff.
T
h
e
R
o
le
o
f
T
ra
d
itio
n
a
l
R
u
ssia
n
F
o
lk
lo
re
in
S
o
v
iet

P
ro
p
a
g
a
n
d
a
.
P
e
rsp
e
ctiv
e
s
S
tu
d
e
n
t
Jo
u
rn
a
l

(
2
0
0
4
)

12

な
ど
の
論
文
や
著
作
が
あ
る
︒
特
に
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ゴ
フ
は
︑
ソ
ビ
エ
ト

民
俗
学
に
対
す
る
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
影
響
に
つ
い
て
綿
密
な
検
討
を
行
っ
て

お
り
︑
ソ
ビ
エ
ト
民
俗
学
や
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
ル
観
を
理
解

す
る
上
で
参
考
に
な
る
︒

−50(11)−
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