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❶
近
代
日
本
民
俗
学
史
構
築
の
意
義

❷
日
本
民
俗
学
史
の
再
点
検
と
地
方
民
俗
学
史

❸「
年
表
」と
い
う
技
法
の
功
罪

❹
郷
土
で
の
民
俗
学
史
の
た
め
に
：
主
体
と
場
の
交
錯
を
た
ど
る

❺
再
び
、民
俗
学
に
お
け
る「
歴
史
」と
は
何
か

　

本
稿
は
近
代
日
本
に
お
け
る
「
民
俗
学
史
」
を
構
築
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
る
。
学
史
の
構
築

は
、
そ
れ
自
体
が
「
比
較
」
の
実
践
で
あ
り
、
そ
の
学
問
の
現
在
の
あ
り
よ
う
を
相
対
化
し
て
再
考
し
、

い
わ
ば
「
総
体
化
」
と
も
い
う
べ
き
立
場
を
模
索
す
る
契
機
と
な
る
。
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
学
史
記
述

の
歴
史
認
識
を
対
象
に
、
雑
誌
を
含
む
「
刊
行
物
・
著
作
物
」
や
、
研
究
団
体
への
注
目
が
、
理
念
的
・

実
証
的
に
ど
の
よ
う
に
押
さ
え
ら
れ
て
き
た
か
を
批
判
的
に
検
討
し
、「
柳
田
国
男
中
心
主
義
」
か
ら
の

脱
却
を
掲
げ
る
試
み
に
お
い
て
も
ま
た
、
地
方
雑
誌
の
果
た
し
た
固
有
の
役
割
が
じ
つ
は
軽
視
さ
れ
、
抽

象
的
な
「
日
本
民
俗
学
史
」
に
止
め
ら
れ
て
き
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
近
代
日
本
の

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
民
俗
学
」「
郷
土
研
究
」「
郷
土
教
育
」
の
受
容
や
成
長
の

し
か
た
の
違
い
と
い
う
主
題
を
取
り
出
す
。
糸
魚
川
の
郷
土
研
究
の
歴
史
は
、
相
馬
御
風
の
よ
う
な
文

学
者
の
関
与
を
改
め
て
考
察
す
べ
き
論
点
と
し
て
加
え
、
ま
た
『
青
木
重
孝
著
作
集
』（
現
在
一五
冊
刊

行
）
の
よ
う
な
、
地
方
で
活
躍
し
た
民
俗
学
者
の
テ
ク
ス
ト
共
有
の
地
道
で
貴
重
な
試
み
が
も
つ
可
能
性

を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
ま
た
、澤
田
四
郎
作
を
中
心
と
し
た
「
大
阪
民
俗
談
話
会
」
の
活
動
記
録
は
、

「
場
と
し
て
の
民
俗
学
」
の
分
析
が
、
近
代
日
本
の
民
俗
学
史
の
研
究
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
す
る
。
民
俗
学
に
対
す
る
複
数
の
興
味
関
心
が
交
錯
し
、
多
様
な
特
質
を
も
つ
研
究
主
体
が
交
流
し

た
「
場
」
の
分
析
は
ま
た
、
理
論
史
と
し
て
の
学
史
と
は
異
な
る
、
方
法
史
・
実
践
史
と
し
て
の
学
史

認
識
の
重
要
性
と
い
う
理
論
的
課
題
を
も
開
く
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
歴
史
記
述
の一般
的
な
技
術
と
し
て

の
「
年
表
」
の
功
罪
の
自
覚
か
ら
、
柳
田
と
同
時
代
の
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
マ
ル
ク
・
ブ
ロッ
ク
の
「
起
源

の
問
題
」
を
と
り
あ
げ
て
、
安
易
な
「
比
較
民
俗
学
」
への
同
調
の
も
つ
危
う
さ
と
と
も
に
、
探
索
・
博

捜
・
蓄
積
に
つ
と
め
る
「
博
物
学
」
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
相
補
い
あ
う
、
変
数
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構

成
を
追
究
す
る
「
代
数
学
」
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
民
俗
学
史
の
研
究
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
現
状
認
識
を
掲
げ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
地
方
民
俗
学
史
、
総
体
化
、
場
と
し
て
の
民
俗
学
、
理
論
史
と
実
践
史
、
歴
史
認
識
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
現
代
に
お
い
て
「
民
俗
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
学
問
の
歴
史

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
再
構
築
す
べ
き
か
を
め
ぐ
る
覚
書
で
あ
る
。

　

共
同
研
究
の
期
間
を
通
じ
て
、
近
代
日
本
民
俗
学
史
の
構
築
に
向
け
て
多
少
の
準

備
は
し
て
き
た
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
な
お
掘
り
下
げ
や
広
げ
か
た
が
不
十
分
で
、
民

俗
学
史
を
名
乗
れ
る
よ
う
な
も
の
を
編
め
る
ほ
ど
の
水
準
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
日
本
近
代
の
「
民
俗
学

）
1
（

」
に
は
、
ま
だ
測
量
さ
れ
て
い
な
い
源
流
が
あ
る

一
方
で
、
す
で
に
し
て
忘
れ
ら
れ
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
研
究
実
践
の
領
域
も
広
く
、

一
人
だ
け
の
探
究
や
精
進
で
簡
単
に
達
成
で
き
る
課
題
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
民
間
に
お
け
る
「
伝
承
」
の
発
見
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
問
題
意
識

を
共
有
し
て
、
そ
こ
で
見
い
だ
さ
れ
る
作
業
を
分
担
す
る
こ
と
も
有
効
で
は
な
い
か

と
思
う
。

　

こ
の
覚
書
は
、「
民
俗
学
史
」
研
究
に
お
い
て
共
有
す
べ
き
課
題
や
資
料
の
存
在

形
態
を
意
識
し
つ
つ
論
じ
て
み
た
、
実
験
的
な
発
想
の
寄
せ
集
め
で
あ
る
。

❶
近
代
日
本
民
俗
学
史
構
築
の
意
義

　

な
ぜ
「
日
本
民
俗
学
史
」
が
必
要
な
の
か
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
そ

れ
自
体
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
民
俗
学
の
実
践
に
い
か

な
る
意
味
を
も
つ
の
か
。

　
「
学
史
」
の
探
究
は
、
そ
の
学
問
の
現
在
の
あ
り
よ
う
を
相
対
化
す
る
力
を
も
つ
。

こ
こ
で
「
相
対
化
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
知
識
や
情
報
の
「
絶
対
化
」
あ
る

い
は
「
神
話
化
」
に
対
抗
す
る
認
識
の
形
成
で
あ
り
、
さ
し
あ
た
り
は
認
識
の
あ
り

か
た
の
複
数
性
の
承
認
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
対
化
は
常
に
研
究
の
入
り
口
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
用
意
の
上
に
、「
総
体
化

）
2
（

」
と
も
い
う
べ
き
全
体
の
再
構
成
、
す
な

わ
ち
、
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
り
忘
れ
ら
れ
た
り
し
て
い
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
全

体
の
立
ち
上
げ
と
い
う
作
業
が
続
く
。
つ
ま
り
、
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
単

な
る
相
対
化
に
終
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
総
体
化
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
全

体
を
見
わ
た
す
視
野
を
立
ち
上
げ
る
と
こ
ろ
を
目
指
す
。

　
「
歴
史
」
は
、
現
在
の
価
値
関
心
と
は
無
縁
に
実
在
す
る
、
過
去
完
了
の
完
結
し

た
知
識
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
「
歴
史
」
と
呼
ん
で
い
る
知
識
は
、
む
し
ろ
わ
れ

わ
れ
が
生
き
て
い
る
現
在
か
ら
意
味
づ
け
る
こ
と
で
、
資
料
と
い
う
痕
跡
か
ら
浮
か

び
あ
が
ら
せ
た
過
去
の
表
象
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
核
に
あ
る
現
在
か
ら

の
意
味
づ
け
の
あ
り
か
た
が
、
常
に
問
わ
れ
る
。
歴
史
社
会
学
は
、
ま
さ
に
そ
う
し

た
知
識
の
現
象
学
的
で
構
築
主
義
的
な
あ
り
よ
う
を
痛
切
に
意
識
し
て
き
た
。
た
と

え
ば
、
か
つ
て
の
王
朝
は
自
ら
の
権
力
を
正
当
化
す
る
た
め
に
滅
亡
し
た
前
王
朝
の

正
史
を
編
み
、
あ
る
い
は
社
寺
の
縁
起
や
諸
職
の
由
来
書
は
、
今
を
根
拠
づ
け
る
も

く
ろ
み
に
お
い
て
名
高
く
価
値
の
あ
り
そ
う
な
事
績
を
連
ね
た
。
し
か
し
、
歴
史
の

参
照
や
そ
の
発
掘
が
、
現
在
を
正
統
化
す
る
た
め
だ
け
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
記
念
碑
の
碑
文
が
そ
の
役
割
を
担
っ
た
よ
う
に
、
過

去
の
事
績
そ
の
も
の
を
顕
彰
し
、
あ
る
い
は
取
り
戻
せ
な
い
も
の
と
し
て
嘆
き
つ
つ

記
す
こ
と
が
目
的
で
も
な
い
。歴
史
の
探
究
は
、た
と
え
単
純
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
過
去
へ
の
好
奇
心
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
差
異

の
発
見
が
は
ら
む
「
比
較
」
の
力
に
よ
っ
て
、
現
状
に
潜
む
問
題
点
を
明
ら
か
に
で

き
る
。
今
漠
然
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
「
相
対
化
」
は
、そ
の
た
め
に
役
立
つ
。

比
較
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
気
づ
き
の
力
は
、
学
問
の
原
点
で
あ
る
。
そ
の
原
点

を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

日
本
民
俗
学
史
の
構
築
が
立
ち
向
か
う
べ
き
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

う
の
も
、
現
代
民
俗
学
の
現
状
に
疑
問
を
感
じ
、
眼
前
の
問
題
と
取
り
組
む
方
法
に

危
う
さ
と
困
難
を
感
じ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
「
日
本
民
俗
学
史
」
の
名

に
お
い
て
、
何
を
明
ら
か
に
す
べ
き
な
の
か
。
ま
ず
は
問
い
が
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
明
確
に
す
べ
き
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分
担
し
う
る
な
ら
ば
、
新
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た
な
水
準
で
の
「
ユ
イ
」
や
「
モ
ヤ
イ
」
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
じ
志
を
も
つ

研
究
者
が
掘
り
起
こ
し
見
通
し
よ
く
整
理
し
て
く
れ
た
知
識
や
、
知
り
た
い
と
思
い

な
が
ら
も
便
宜
が
整
わ
ず
に
遠
く
に
見
て
い
た
民
俗
研
究
の
蓄
積
に
、
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
柳
田
国
男
が
「
一
国
民
俗

学
）
3
（

」
と
い
う
誤
解
さ
れ
や
す
い
用
語
で
、
切
に
望
ん
で
い
た
環
境
と
は
、
あ
る
い
は

そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

❷
日
本
民
俗
学
史
の
再
点
検
と
地
方
民
俗
学
史

　

昨
年
た
ま
た
ま
あ
る
書
評
誌
か
ら
、
最
新
の
「
日
本
民
俗
学
史
」
で
あ
る
福
田
ア

ジ
オ
『
日
本
の
民
俗
学
│
│
「
野
」
の
学
問
の
二
○
○
年
』〔
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
〕

を
書
評
す
る
機
会
を
も
ら
っ
た
〔『
週
刊
読
書
人
』
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
八
日
号
〕。

福
田
氏
の
労
作
は
、
あ
る
意
味
で
手
際
よ
く
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
研
究
の
展
開
を
整

理
し
て
い
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
基
本
の
と
こ
ろ
で
「
民
俗
学
」
と
い
う
学
問
そ
れ
自

体
に
お
い
て
自
覚
す
べ
き
歴
史

）
4
（

の
構
築
と
描
き
出
し
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
、
最
初
の
読
後
の
印
象
だ
っ
た
。
失
礼
を
覚
悟
の
う
え
で
あ
え
て
断

定
す
る
な
ら
ば
、
な
に
か
「
研
究
史
年
表
」
の
項
目
を
、
文
章
と
し
て
つ
な
げ
て
読

み
上
げ
ら
れ
て
い
る
感
じ
で
、
時
期
区
分
に
ひ
ど
く
こ
だ
わ
っ
て
い
る
割
に
は
「
学

史
」を
貫
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
、研
究
主
体
の
実
践
の
全
体
の
特
質
が
見
通
せ
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
何
が
、
こ
の
民
俗
学
の
学
問
と
し
て
の
成
長
や
発
展
や
衰
退
を
生
み
出

し
た
の
か
。
そ
の
筋
道
と
い
う
の
か
、
諸
契
機
の
配
置
と
い
う
の
か
、
い
わ
ば
構
造

の
よ
う
な
も
の
が
私
な
ど
に
は
想
像
し
に
く
く
、
何
か
福
田
氏
自
身
が
「
民
俗
学
」

と
い
う
名
乗
り
に
お
い
て
と
て
も
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
中
核
が
、
説
か
れ

な
い
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
残
っ
た
。
時
期
区
分
は
、
結
果
と
し
て
の

著
作
を
整
理
し
て
述
べ
る
枠
組
み
で
あ
る
以
上
に
、
歴
史
の
推
進
力
や
抑
制
力
の
理

解
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
構
造
の
設
定
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
福
田
氏
自
身
も
不
満
足
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、学
史
記
述
の
「
難
し
さ
」

〔
福
田 

二
〇
〇
九
：
三
〇
三
〕
を
痛
感
し
、
自
ら
が
試
み
た
そ
の
「
大
冒
険
」〔
同
前
：

三
〇
三
〕
に
つ
い
て
、「
成
功
し
た
と
言
う
自
信
は
な
い
」〔
同
前
：
三
〇
四
〕、「
不

完
全
・
不
十
分
な
」「
一
つ
の
習
作
」〔
同
前
：
三
〇
五
〕
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ど
こ
か
柳
田
の
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
の
「
自
序
」
で
の
措
辞
を
思
わ
せ
る
謙
虚

な
自
己
評
価
だ
と
思
う
が
、
福
田
氏
の
「
あ
と
が
き
」
が
、
い
さ
さ
か
不
親
切
で
弱

く
響
く
の
も
否
め
な
い
。
柳
田
の
「
自
序
」
は
、理
想
を
説
く
た
め
に
あ
え
て
「
フ
ォ

ク
ロ
ア
と
し
て
は
失
敗
で
あ
る
」〔
全
集
五
：
三
三
九

）
5
（

〕
と
宣
言
し
、「
但
し
こ
の
経

験
は
少
な
く
と
も
嗣
い
で
試
み
る
人
に
は
参
考
に
な
る
と
信
じ
る
が
故
に
」〔
同
前
：

三
三
七
〕
と
、
な
ぜ
失
敗
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
に
分
析
を
進
め
て
い
く
。
そ

し
て
民
俗
学
が
目
標
と
す
べ
き
歴
史
認
識
の
あ
り
か
た
や
、
資
料
収
集
・
標
本
調
製

と
い
う
世
相
研
究
の
方
法
の
問
題
、
さ
ら
に
は
伝
記
式
歴
史
へ
の
不
満
と
い
う
記
述

も
し
く
は
文
体
の
方
針
へ
の
解
説
へ
と
踏
み
こ
ん
で
い
っ
た
。福
田
氏
の
労
作
で
は
、

今
わ
れ
わ
れ
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
ど
こ
に
潜
ん
で
い
る
の
か
。

私
の
短
い
書
評
で
は
、
あ
る
い
は
う
ま
く
展
開
で
き
な
か
っ
た
論
点
を
含
め
、
あ
ら

た
め
て
も
う
す
こ
し
補
足
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
議
論
を
始
め
よ
う
。

研
究
史
と
刊
行
物
史

　

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
史
に
対
す
る
福
田
氏
の
第
一
の
批
判
は
、「
刊
行
物
・
著
作

物
の
歴
史
」〔
：
二
〕
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、

柳
田
国
男
以
外
の
研
究
者
に
よ
る
学
史
と
し
て
は
も
っ
と
も
早
い
も
の
の
一
つ
で
あ

る
大
藤
時
彦
の
「
日
本
民
俗
研
究
小
史
」〔
一
九
三
八
〕
は
、
雑
誌
『
郷
土
研
究
』

の
発
刊
を
重
視
し
、
そ
こ
に
運
動
と
し
て
の
民
俗
学
の
一
つ
の
原
点
を
見
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
『
民
族
』
や
『
民
間
伝
承
』
と
い
う
雑
誌
に
も
、
学
史

を
構
成
す
る
上
で
、
大
き
な
役
割
を
与
え
た
。
ま
た
関
敬
吾
の
「
日
本
民
俗
学
の
歴

史
」〔
一
九
五
八
〕
は
、
大
藤
や
宮
本
常
一
や
和
歌
森
太
郎
の
学
史
を
参
考
に
し
な

が
ら
、『
人
類
学
会
報
告
』『
民
俗
』
か
ら
『
旅
と
伝
説
』『
嶋
』
に
い
た
る
ま
で
の

雑
誌
の
表
紙
を
図
版
と
し
て
掲
載
し
、
研
究
団
体
と
雑
誌
と
を
前
半
の
歴
史
的
記
述
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の
枠
組
み
と
し
た
。
福
田
氏
は
こ
の
よ
う
な
先
達
た
ち
の
歴
史
語
り
の
手
法
に
対
抗

し
て
、あ
え
て
高
く
「
学
史
は
団
体
組
織
史
や
雑
誌
刊
行
史
で
は
な
い
」〔
二
〇
〇
九
：

三
〇
四
〕
と
い
う
鮮
明
な
批
判
の
旗
を
掲
げ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
団
体
結
成
や
雑
誌
発
刊
を
年
表
に
ま
と
め
た
だ
け
で
民
俗
学
史
が
終

わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
圧
倒
的
に
正
し
い
。
し
か
し
も
し
こ
れ
が
「
雑

誌
」
の
も
つ
意
味
や
「
研
究
団
体
」
が
果
た
す
役
割
は
相
対
的
に
小
さ
く
、
民
俗
学

の
調
査
研
究
の
内
容
と
は
別
物
な
の
で
あ
ま
り
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
誤
解
を

生
み
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
危
う
い
。
そ
の
軽
視
は
誤
っ
た
歴
史
認
識
で
あ
り
、
不
用

意
な
方
法
論
で
あ
る
と
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
関
敬
吾
の
民
俗
学
史
の
後

半
が
、
主
題
別
問
題
別
の
概
説
に
分
解
し
て
、
学
史
と
し
て
の
統
一
性
を
欠
い
た
も

の
と
な
っ
た
結
果
と
も
呼
応
す
る
も
の
だ
。
す
で
に
別
稿
〔
佐
藤
健
二 

二
〇
〇
九
ａ
〕

で
も
論
じ
て
い
る
通
り
、
謄
写
版
刷
の
も
の
を
含
め
た
「
雑
誌
」
は
、
運
動
と
し
て

の
民
俗
学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
「
広
場
」
で
あ
っ
た
と
私
は

考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
印
刷
物
が
組
織
し
た
力
を
捉
え
な

い
ま
ま
、
い
か
に
も
民
俗
学
的
な
研
究
主
題
を
め
ぐ
る
論
考
や
研
究
成
果
だ
け
を
、

学
史
と
し
て
論
ず
る
。
そ
う
し
た
視
野
の
限
定
こ
そ
が
、
学
史
の
記
述
を
こ
と
さ
ら

に
中
央
集
権
的
で
、
理
念
的
な
も
の
に
止
め
て
き
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る

）
6
（

。

　

こ
の
論
点
は
、
福
田
氏
が
提
出
し
た
こ
れ
ま
で
の
学
史
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
批
判

と
も
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
福
田
氏
の
批
判
の
第
二
は
、
こ
れ
ま
で

の
学
史
研
究
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
柳
田
國
男
中
心
の
民
俗
学
史
」
で
あ
っ
て
、「
柳

田
國
男
か
ら
自
立
し
た
民
俗
学
史
は
見
ら
れ
な
い
」
と
い
う
点
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
「
柳
田
國
男
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
努
力
」
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
つ
も
り
は
な

い
も
の
の
、「
柳
田
國
男
以
外
の
動
向
や
活
動
、
あ
る
い
は
民
俗
へ
の
認
識
を
も
十

分
に
組
み
込
ん
だ
民
俗
学
史
」〔
福
田 

二
〇
〇
九
：
一
〕
を
目
指
す
べ
き
だ
、
と
い

う
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
。
私
も
、
こ
の
主
張
に
基
本
的
に
は
賛
成
で
あ
る
。
民
俗

学
を
複
数
の
主
体
が
織
り
な
す
ひ
と
つ
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
、
柳
田
国
男
が
果
た

し
た
組
織
者
あ
る
い
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
大
き
な
役
割
を
踏
ま
え
つ
つ

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
が
展
開
し
た
多
様
な
形
態
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
発
願
し
た
は
ず
の
福
田
氏
自
身
が
「
通
し
て
読
み
返
し
て

み
る
と
、
結
局
柳
田
國
男
中
心
の
記
述
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
」〔
同
前
：

三
〇
五
〕
の
だ
か
ら
、
そ
の
乗
り
越
え
は
た
だ
目
指
す
だ
け
、
願
う
だ
け
で
は
足
り

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
意
図
と
は
異
な
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
ど
ん
な
方
法
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

地
方
雑
誌
の
固
有
性

　

正
反
対
の
提
言
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
「
雑
誌
刊
行
史
」

や
「
団
体
組
織
史
」、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
に
生
成
し
消
滅
し
た
雑
誌
や
研

究
団
体
の
資
料
に
、
も
っ
と
学
史
研
究
は
深
く
踏
み
こ
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　

表
1
は
、
そ
の
基
礎
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。
学
史
と
い
う
と
常
に
言
及
さ
れ
る
大

藤
時
彦
〔
一
九
三
八
、
一
九
四
二
〕、
関
敬
吾
〔
一
九
五
三
〕
の
論
考
の
「
雑
誌
」
の

取
り
あ
げ
か
た
の
偏
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
作
成
し
た
。
そ
の
欠
落
を
明
確
に

す
る
た
め
、
関
敬
吾
の
学
史
が
発
表
さ
れ
た
と
同
じ
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
の
一
一

巻
『
地
方
別
調
査
研
究
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
つ
い
て
知
る
研
究
者
が

「
各
地
方
の
調
査
研
究
史
」〔
大
間
知
篤
三 

一
九
五
八
：
二
〕
を
執
筆
し
て
い
る
、
そ

の
解
説
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
雑
誌
」
を
挙
げ
て
み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
研
究

状
況
の
書
き
方
は
異
な
っ
て
い
て
、
学
史
と
し
て
の
視
座
は
一
貫
し
た
も
の
と
は
い

い
が
た
い
け
れ
ど
も
、
表
2
の
よ
う
に
執
筆
者
を
一
覧
に
し
て
み
る
と
、
戦
後
日
本

民
俗
学
を
支
え
て
き
た
採
訪
者
・
研
究
者
が
並
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
表
1
と
表
2
と
を
眺
め
渡
し
て
み
る
と
、大
藤
時
彦
と
関
敬
吾
の
「
学
史
」

の
言
及
と
記
述
が
、
地
方
の
研
究
者
た
ち
が
支
え
、
ま
た
地
方
で
の
郷
土
研
究
を
支

え
て
き
た
小
さ
な
広
場
で
あ
っ
た
雑
誌
に
ま
で
届
い
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
に
な

る
。特
異
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
赤
松
啓
介
の『
民
俗
学
』〔
一
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表１　民俗学雑誌年表

雑誌名 創刊 復刻 発行主体 赤松
［1938］

大藤
［1938］

大藤
［1942］

宮本
［1944］

関
［1958］

地方別
［1958］

人類学会報告（→東京人類学会雑誌） 明治19年2月 有 ◎ ◎ ◎
風俗画報 明治22年2月 有 山下重民・野口勝一 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
北陸人類学会志 明治29年5月 有 北陸人類学会 ◎
人類学雑誌 明治44年4月 有 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
郷土研究 大正02年3月 有 柳田国男 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
民俗 大正02年5月 × 石橋臥波 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
上毛及上毛人 大正03年4月 有 上毛郷土史研究会 ◎
土佐史壇（→土佐史談） 大正06年9月 × 土佐史談会（武市佐市郎・寺石正路） ◎
郷土趣味 大正07年1月 有 郷土趣味社（田中緑紅・明石染人） ◎ ◎ ◎ ◎
土俗と伝説 大正07年8月 有 文武堂（折口信夫） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
民族と歴史 大正08年1月 有 日本学術普及会（喜田貞吉） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
下野史談 大正08年2月 有 下野史談会 ◎
土の鈴 大正09年6月 有 本山桂川 ◎ ◎ ◎ ◎
なら 大正09年8月 有 高田十郎 ◎ ◎
土のいろ 大正13年1月 有 土のいろ社（飯尾哲爾） ◎ ◎ ◎ ◎
遠野 大正13年9月 × 遠野郷土館（鈴木重男） ◎
民族 大正14年11月 有 金田一・折口・柳田 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
紀伊郷土研究 大正15年4月 × 紀伊郷土研究社（堂場式三郎） ◎
郷土 昭和02年5月 × 伊那富村郷土研究会（矢島鱗太郎） ◎
文献 昭和02-03年頃 × 岡山文献研究会（桂又三郎） ◎
旅と伝説 昭和03年1月 有 三元社（萩原正徳） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
民俗芸術 昭和03年1月 有 民俗芸術の会（小寺融吉・北野博美） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
あく趣味 昭和03年1月 × 岡山文献研究会（桂又三郎） ◎
民俗研究（史談と民俗） 昭和03年2月 × 日本民俗研究会（本山桂川） ◎ ◎ ◎
南島研究 昭和03年2月 × 南島研究会（島袋全発・島袋盛?） ◎
長崎談叢 昭和03年5月 有 長崎史談会 ◎
東北文化研究 昭和03年9月 有 東北帝大奥羽史料調査部（喜田貞吉） ◎ ◎ ◎ ◎
グロテスク 昭和03年11月 × グロテスク社 ◎
岡山文化資料 昭和03年12月 有 岡山文献研究会（桂又三郎・島村知章） ◎ ◎ ◎
土の香 昭和03年? × 土俗趣味社（加賀紫水） ◎ ◎ ◎
史考 昭和03年 × 角館史考会（吉成直太郎） ◎
民俗学 昭和04年7月 有 折口信夫ほか ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
猟奇画報 昭和04年12月 × 日本風俗研究会 ◎
芳賀郡土俗研究会会報 昭和04年? × 芳賀郡土俗研究会 ◎
九州民俗学 昭和05年1月 × 九州民俗学会（三松荘一） ◎ ◎ ◎
佐渡郷土趣味研究 昭和05年1月 × 青柳秀夫 ◎ ◎ ◎
犯罪科学 昭和05年6月 有 武侠社 ◎
方言と土俗 昭和05年8月 × 橘正一 ◎ ◎ ◎
防長史学 昭和05年8月 有 防長史談会 ◎
郷土 昭和05年10月 有 郷土発行所（有賀・池上・中村） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
北方郷土 昭和05年 × 函館郷土研究会 ◎
愛媛県周桑郡郷土研究彙報 昭和05年 × 郷土研究会（杉山正世） ◎ ◎
安藝國 昭和05年 × 安芸郷土研究会（磯貝勇・結城次郎） ◎ ◎
上方：郷土研究 昭和06年1月 有 上方郷土研究会（南木萍水） ◎ ◎ ◎
仙台郷土研究 昭和06年1月 有 仙台郷土研究会（藤原相之助） ◎
郷土誌むつ 昭和06年3月 有 陸奥郷土会（神良治郎） ◎ ◎
南方土俗（→南方民族） 昭和06年3月 有 南方土俗学会 ◎
郷土和泉*1 昭和06年6月 × 郷土和泉刊行会 ◎ ◎
越中方言研究彙報 昭和06年7月 × 越中方言研究会 ◎
設楽 昭和06年7月 有 設楽民俗研究会 ◎ ◎ ◎
方言 昭和06年9月 有 春陽堂（沢野武馬） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
中国民俗研究 昭和06年10月 × 中国民俗学会（桂又三郎） ◎ ◎ ◎ ◎
社会経済史学 昭和06年 有 社会経済史学会 ◎
土の色（→福岡県郷土研究） 昭和06年 × 福岡土俗玩具研究会（梅林新市） ◎ ◎
日向郷土志資料*2 昭和06年 × 日向郷土会 ◎ ◎
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雑誌名 創刊 復刻 発行主体 赤松
［1938］

大藤
［1938］

大藤
［1942］

宮本
［1944］

関
［1958］

地方別
［1958］

信濃 昭和07年1月 有 信濃郷土研究会 ◎
俚俗と民譚 昭和07年1月 × 中道等 ◎ ◎ ◎ ◎
旅と郷土と 昭和07年1月 × 北斗社 ◎ ◎
満州土俗資料 昭和07年2月 × 武田鋭二 ◎
郷土風景（郷土芸術） 昭和07年3月 × 郷土風景社（郷土芸術社） ◎ ◎ ◎
民間伝承 昭和07年3月 × 民間伝承学会（佐々木喜善） ◎ ○ ◎ ◎
怒佐布玖呂 昭和07年4月 × 土俗同好会 ◎
ドルメン 昭和07年4月 有 岡書院（岡村千秋） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
兵庫県民俗資料 昭和07年5月 有 兵庫県民俗研究会（河本正義） ◎ ◎ ◎
播磨 昭和07年11月 × 播磨郷土研究同攷会（玉岡松一郎） ◎ ◎ ◎
京都 昭和07年12月 × 郷土趣味社 ◎
筑後 昭和07年12月 有 筑後郷土研究会（浅野陽吉） ◎ ◎
土俗研究 昭和07年 × 佐渡民俗研究会（青柳秀雄） ◎
むさしの 昭和07年 × 武蔵野郷土会 ◎ ◎
讃岐郷土研究会会報 昭和07年 × 讃岐郷土研究会
蕗原 昭和07年 × 伊那富小学校郷土研究会 ◎ ◎ ◎ ◎
歴史と郷土（→相武研究） 昭和07年 × 神奈川県郷土研究会連盟 ◎
うとう：郷土誌 昭和08年1月 有 青森郷土会（貝森格正） ◎
人情地理 昭和08年1月 × 武侠社 ◎
嶋 昭和08年5月 有 比嘉春潮 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
年中行事 昭和08年5月 有 年中行事刊行会（北野博美） ◎ ◎
口承文学 昭和08年9月 × 口承文学の会（宮本常一） ◎ ◎ ◎
山彦 昭和08年 × 飛騨土俗研究会 ◎
郷土玩具 昭和08年 × 建設社 ◎
いなか 昭和09年1月 × 住吉土俗研究会 ◎ ◎
尾参郷土研究 昭和09年2月 × 郷土研究同好会
加賀文化 昭和09年4月 有 加越能史談会 ◎
古典風俗（民俗の風景） 昭和09年8月 × 朝日書房 ◎
山邨：伊那郷土研究 昭和09年9月 × 信濃郷土出版社 ◎ ◎
フォークロア 昭和09年11月 × 広島民俗同好会（丸山学） ◎
志豆波多*3 昭和09年 × 志豆波多会 ◎
祭礼と民俗 昭和09年 × 伊藤一郎 ◎
大阪民俗談話会だより 昭和09年 × 大阪民俗談話会 ◎
ひだびと 昭和10年1月 有 江馬修（飛騨考古土俗学会） ◎ ◎ ◎ ◎
高志路 昭和10年1月 有 高志路会（小林存） ◎ ◎ ◎ ◎
季刊民族学研究 昭和10年1月 有 日本民族学会 ◎ ◎ ◎ ◎
とほつびと 昭和10年4月 × 下総郷土談話会（水野葉舟） ◎
昔話研究 昭和10年5月 有 三元社ほか（関敬吾） ◎ ◎ ◎
日本民俗 昭和10年8月 × 日本民俗協会（折口信夫） ◎ ◎ ◎ ◎
豊前 昭和10年9月 × 小倉郷土会 ◎ ◎ ◎
岩磐史談 昭和10年11月 × 岩磐郷土研究会（宮内富貴夫） ◎
民間伝承 昭和10年 有 民間伝承の会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
灰 昭和10年? × 灰発行所（太田雄治） ◎ ◎
因伯民談 昭和11年1月 有 鳥取郷土会 ◎ ◎ ◎
趣味と学問 昭和11年1月 × 文献書房（桂又三郎） ◎
近畿民俗 昭和11年2月 有 近畿民俗刊行会（澤田四郎作） ◎ ◎ ◎
郷土文化 昭和11年2月 × 郷土文化学会（浅田芳朗） ◎
上毛文化 昭和11年4月 有 上毛文化会 ◎
高志人 昭和11年9月 × 高志人社（翁久允） ◎ ◎
民謡研究 昭和11年11月 × 藤田徳太郎→白帝社 ◎ ◎ ◎
アチックミューゼアム彙報 昭和11年4月 × アチックミューゼアム ◎ ◎ ◎ ◎
ミネルヴア 昭和11年 × 翰林書房（甲野勇） ◎
防長文化 昭和12年1月 × 防長文化研究会 ◎
紀州文化研究 昭和12年1月 有 紀州文化研究所（花田大五郎） ◎
越中郷土研究 昭和12年3月 有 越中郷土研究会（佐々木竜作） ◎
はやと 昭和12年4月 × 鹿児島民俗研究会 ◎ ◎
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雑誌名 創刊 復刻 発行主体 赤松
［1938］

大藤
［1938］

大藤
［1942］

宮本
［1944］

関
［1958］

地方別
［1958］

金沢民俗談話会報 昭和12年5月 有 金沢民俗談話会（長岡博男） ◎ ◎
アチックミューゼアムノート 昭和12年5月 × アチックミューゼアム ◎
南越民俗 昭和12年7月 有 福井郷土研究会（江戸喜久治） ◎ ◎ ◎
南予民俗 昭和12年 × 南予民俗研究会（山口常助） ◎
民家研究 昭和12年 × 民家研究会（今和次郎） ◎
はたのとも（→伊那） 昭和12年 × はたのとも社→伊那文化研究社 ◎
日本談義 昭和13年5月 × 日本談義社（荒木精之） ◎
島根民俗 昭和13年9月 × 島根民俗学会（牛尾三千夫） ◎ ◎ ◎
海南風 昭和13年9月 × 長崎民間習俗の会（林郁彦） ◎
磯城 昭和13年10月 × 磯城郡郷土文化研究会（辻本好孝） ◎
讃岐民俗 昭和13年12月 有 讃岐民俗研究会（武田明） ◎
あしなか 昭和14年2月 有 山村民俗の会 ◎
大阪民俗談話会会報 昭和15年1月 × 大阪民俗談話会 ◎ ◎ ◎
瑞木 昭和15年4月 × 北方文化連盟（富木友治） ◎
南島 昭和15年8月 有 南島発行所（須藤利一・金関丈夫） ◎
五湖文化 昭和15年8月 × 富士五湖地方文化協会（中村星湖） ◎
民族文化 昭和15年 × 山岡吉松 ◎
民俗台湾 昭和16年7月 有 金関丈夫・池田敏雄
郷土神奈川 昭和17年1月 × 神奈川県郷土研究会 ◎
九州民俗 昭和18年2月 × 九州民俗の会 ◎
満州民族学会会報 昭和18年 × 満州民族学会
郷土文化 昭和21年6月 有 名古屋郷土文化会 ◎
いたどり 昭和21年 × 八戸郷土研究会（小井川潤次郎・静夫） ◎
上毛民俗 昭和21年 × 上毛民俗の会（上野勇・今井善一郎） ◎
豊橋文化 昭和21年 × 豊橋文化協会 ◎
うぶすな 昭和21年 × うぶすな研究会（伊那森太郎） ◎
仙台郷土研究［復刊］ 昭和21年 有 仙台郷土研究会 ◎
三重郷土会誌 昭和22年8月 × 三重郷土会（鈴木敏雄） ◎
島根民俗通信 昭和22年9月 × 島根民俗通信部（石塚尊俊） ◎
しらまゆみ：郷土文化誌 昭和22年9月 × 三井神岡鉱業所労働組合文化部 ◎
讃岐民俗［復刊］ 昭和22年11月 × 讃岐民俗研究会 ◎
民間伝承 兵庫篇 昭和22年 × 民間伝承の会兵庫支部（田岡香逸） ◎
郷土志 昭和23年5月 × 的形村郷土志社 ◎
郷土研究 昭和23年6月 × 山梨郷土研究会 ◎
あかり（→新郷土） 昭和23年8月 × 佐賀県中央公民館→県文化館 ◎
岩手史学研究 昭和23年9月 有 岩手史学会（森嘉兵衛） ◎
瑞垣 昭和23年12月 × 神宮司庁教導部（宇仁一彦） ◎
阿波民俗 昭和24年2月 × 阿波民俗学会（多田伝三） ◎
津軽民俗 昭和24年3月 × 津軽民俗の会（松木明・森山泰太郎） ◎
岡山民俗 昭和24年4月 有 岡山民俗学会（土井卓治） ◎
若越民俗 昭和24年8月 有 福井県民俗学会（中谷文作） ◎
近畿民俗［復刊］ 昭和24年10月 有 近畿民俗学会（沢田四郎作） ◎
出雲民俗（→山陰民俗） 昭和24年 × 出雲民俗の会（岡義重・石塚尊俊） ◎
伊賀郷土史研究 昭和24年 × 伊賀郷土研究会（沖森直三郎） ◎
信濃［復刊］ 昭和24年 有 信濃郷土研究会 ◎
鹿児島民俗 昭和25年1月 × 鹿児島民俗学会 ◎
奥羽史談 昭和25年1月 有 奥羽史談会（金子定一） ◎
みんぞく 昭和25年2月 × 熊本民俗民族学会 ◎
近畿方言 昭和25年3月 × 近畿方言学会（楳垣実） ◎
加能民俗 昭和25年4月 有 金沢民俗談話会（長岡博男） ◎
東北民俗研究 昭和25年 × 東北民俗学会（岩崎敏夫） ◎
因伯民俗 昭和25年 × 因伯民俗学会（田中新次郎） ◎
郷土研究 昭和25年 × 佐賀県郷土研究会（市場直次郎） ◎
ふく笛 昭和25年 × 関門民芸会（佐藤治） ◎
三河郷土学会報 昭和25年 × 三河郷土学会 ◎
島根民俗［復刊］ 昭和25年 × 島根民俗学会（牛尾三千夫） ◎
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雑誌名 創刊 復刻 発行主体 赤松
［1938］

大藤
［1938］

大藤
［1942］

宮本
［1944］

関
［1958］

地方別
［1958］

飛騨民俗 昭和25年 × 飛騨民俗社 ◎
芸備民俗 昭和25-26年頃 × 郷田洋文 ◎
広島民俗談話会報 昭和25-26年頃 × 広島文理大民俗談話会（河岡武春） ◎
郷土豊前 昭和26年1月 × 豊前郷土文化研究会（今永正樹） ◎
阿波方言 昭和26年1月 × 阿波方言学会→徳島県方言学会 ◎
久波奈 昭和26年8月 × 三重県立桑名高校郷土研究部 ◎
庄内民俗 昭和26 × 庄内民俗学会（酒井忠純） ◎
辰野町資料 昭和26 × 辰野中学校 ◎
郷土志摩 昭和27年4月 × 志摩郷土会（鈴木敏雄） ◎
伊勢民俗 昭和27年4月 有 伊勢民俗学会（堀田吉雄） ◎
越佐研究 昭和27年5月 有 新潟県人文研究会 ◎
大島文化研究 昭和27年6月 × 大島文化研究連盟（宮本常一・原安雄） ◎
兵庫民俗 昭和27年6月 × 兵庫民俗学会 ◎
西郊文化 昭和27年9月 × 杉並区史編纂委員会→西郊文化研究会 ◎
芸能復興（→民俗芸能） 昭和27年 × 民俗芸能の会（本田安次） ◎
薩南民俗 昭和27年 × 指宿高等学校郷土研究部（重久重郎） ◎
仏教民俗 昭和27年 × 高野山大学歴史研究会（五来重） ◎
熊野文化 昭和27年 × 熊野文化社（山下幹夫） ◎
鈴鹿 昭和27年 × 三重県立亀山高校郷土研究部 ◎
釜石郷土文化資料 昭和27年 × 土曜会（板橋武雄） ◎
日本民俗学 昭和28年5月 有 日本民俗学会 ◎ ◎
はなし（大野町文化財研究会） 昭和28年5月 × 大野町公民館（十時英司） ◎
防長民俗 昭和28年6月 × 防長民俗学会 ◎
記録 昭和28年7月 × 小倉郷土会（曾田共助） ◎
山陰民俗 昭和29年2月 × 山陰民俗学会 ◎
民俗 昭和29年5月 有 相模民俗学会 ◎
郷土田川 昭和29年6月 × 田川郷土研究会 ◎
越飛文化 昭和29年6月 × 越飛文化研究会（米沢康） ◎
兵庫史学 昭和29年8月 × 兵庫史学会（神戸大学文学部） ◎
会報 昭和29年 × 高原郷土学会 ◎
紀州の民俗 昭和30年5月 × 紀州民俗学研究所 ◎
日向民俗 昭和30年 × 日向民俗学会（田中熊雄） ◎
民俗手帖 昭和30年 × 山梨民俗の会 ◎
杵築史談 昭和31年1月 × 杵築史談会 ◎
飛騨春秋 昭和31年3月 有 飛騨郷土学会（桑谷正道） ◎
女性と経験 昭和31年4月 × 女性民俗学研究会（瀬川清子） ◎
社会と伝承 昭和31年6月 × 社会と伝承の会（原田敏明） ◎
釈迢空研究 昭和31年6月 × 大和迢空会（水木直箭・笹谷良造） ◎
若越郷土研究 昭和31年11月 × 福井県郷土誌懇談会 ◎
ひでばち 昭和31年 × ひでばち民俗談話会 ◎
伊那路 昭和32年1月 有 上伊那郷土研究会 ◎
西郊民俗 昭和32年6月 有 西郊民俗談話会 ◎
仏教と民俗 昭和32年10月 × 仏教民俗学会（星野俊英） ◎
人吉文化 昭和32年 × 人吉文化研究会（高田素次） ◎
越後佐渡 ？ ◎
麻尼亜 ？ ◎
大阪土俗資料 ？ ◎
土の香*4 ？ ◎
民間信仰 ？ ◎

◇赤松啓介『民俗学』（三笠全書、1938）、大藤時彦「日本民俗学小史」（ひだびと、1938）、大藤時彦執筆の柳田国男「日本民俗学」『日本の
学術』（1942）、宮本常一「民俗研究史」『社会経済史学の発達』（1944）、関敬吾「日本民俗学の歴史」『日本民俗学大系2』（1953）、『日本民
俗学大系11 地方別調査研究』（1953）所収の各県別の記述より構成した。書誌情報に関しては、Webcatや『増補改訂 柳田文庫蔵書目
録』などを参照したが、創刊の年月等に関しては現物未確認のものも多い。復刻はWebcatなどで気づいたもののみで、雑誌の全体と
は限らず、一部時期のみの復刻も「有」に含まれている。

*1赤松［1938］は「和泉郷土資料」   *2赤松［1938］は「日向郷土資料」
*3赤松［1938］は「志多波多」   *4赤松［1938］には「土の香（横浜）」とあるが不明
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も
な
く
、
方
法
論
と
し
て
の
民
俗
学
が
、
デ
ー
タ
処
理
の
視
覚
的
技
術
と
し
て
の

「
年
表
」
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
歴
史
」
と
「
年
表
」

と
を
無
意
識
の
う
ち
に
重
ね
て
し
ま
う
歴
史
理
解
と
、
民
俗
学
の
歴
史
意
識
は
鋭
く

対
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
俗
学
が
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き
た
「
歴
史
」
そ

の
も
の
に
つ
い
て
、
解
説
す
る
こ
と
と
も
な
る
に
違
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
『
郷
土
誌
論
』〔
一
九
二
二
〕
に
収
め
ら
れ
た
「
菅
沼
可
児
彦

）
9
（

」
の
論

考
が
挙
げ
た
、
①
年
号
に
と
ら
わ
れ
ず
、
②
固
有
名
詞
に
重
き
を
置
か
ず
、
③
文
字

以
外
の
材
料
を
も
観
察
に
繰
り
入
れ
て
、
④
比
較
に
お
い
て
探
っ
て
い
く
も
の
〔
全

集
三
：
一
二
二
〕
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
歴
史
」
は
、
い
わ
ば
社
会
学
的
な
方
法
と

も
い
っ
て
よ
い
、
新
し
い
特
質
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
「
優
れ
た
る
人
格

の
自
ら
意
識
し
て
為
し
遂
げ
た
る
主
要
事
績
だ
け
を
、
跡
付
け
て
居
れ
ば
そ
れ
で
よ

表２　『地方別調査研究』の執筆者

地方別調査研究 執筆者

九
州
・
沖
縄

沖縄 比嘉春潮
奄美群島 山下文武
鹿児島県 村田煕
宮崎県 田中熊雄
大分県 半田康夫
熊本県 丸山学
長崎県（長崎市付近） 伊藤一郎
長崎県（壹岐・対馬・五
島列島ほか） 井之口章次

佐賀県 野間吉夫
福岡県 野間吉夫

四　

国

高知県 桂井和雄
愛媛県 森正史
香川県 武田明
徳島県 多田伝三
山口県 松岡利夫
広島県 藤原与一
岡山県 土井卓治
島根県 石塚尊俊

鳥取県 田中新次郎
蓮仏重寿

近　

畿

和歌山県 五来重
奈良県 笹谷良造
兵庫県 西谷勝也
大阪府 沢田四郎作
京都府 柴田実
滋賀県 橋本鉄男
三重県 堀田吉雄

中　

部

愛知県 倉光設人
静岡県 郷田洋文
岐阜県（飛騨） 江馬三枝子
岐阜県（美濃） 佐野一彦
長野県（北信） 箱山貴太郎
長野県（南信） 向山雅重
山梨県 大森義憲
福井県 斎藤槻堂
石川県 長岡博男
富山県 小寺廉吉
新潟県 磯貝勇
佐渡 山本修之助

関　

東

神奈川県 丸山久子
伊豆七島 坂口一雄

東京都 能田多代子
井之口章次

千葉県 川端豊彦
埼玉県 倉林正次
群馬県 今井善一郎
栃木県 青木直記

茨城県 井之口章次
荒川潤

東
北
・
北
海
道

福島県 岩崎敏夫
山形県 戸川安章
秋田県 富木友治
宮城県 竹内利美
岩手県 森口多里
青森県 森山泰太郎
北海道 高倉新一郎
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い
」〔
全
集
一
七
：
六
二
七
〕
か
の
よ
う
な
当
時
の
国
史
の
英
雄
史
観
へ
の
居
直
り
を

激
し
く
批
判
し
た
「
聟
入
考
」〔
一
九
二
九
〕
に
お
け
る
、
生
活
制
度
の
長
期
に
わ

た
る
変
遷
へ
の
注
目
も
、
ま
さ
し
く
民
俗
学
が
と
ら
え
よ
う
と
す
る
「
歴
史
」
の
固

有
の
質
を
表
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

現
代
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
探
究
す
る

「
歴
史
」
と
は
、「
昔
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
断
片
的
な
知
識
に
止
ま
る
も
の
で
も
、

「
彼
の
人
は
か
く
語
り
、
か
く
振
る
舞
っ
た
」
と
い
う
事
実
の
蘊
蓄
だ
け
を
並
べ
た

物
語
で
も
な
い
。
む
し
ろ
民
俗
学
や
人
類
学
や
社
会
学
が
と
ら
え
よ
う
と
す
る
歴
史

は
、
現
在
の
心
意
や
行
動
の
あ
り
よ
う
に
、
無
意
識
な
ま
ま
に
作
用
し
て
い
る
過
去

の
構
造
で
あ
る
。

　

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
あ
ま
り
意
識
し
た
こ
と
の
な
い
拘
束
が
ど
こ
に
由
来
す
る

の
か
が
自
覚
的
に
問
わ
れ
、「
相
対
化
」
や
「
認
識
論
的
な
切
断
」
を
通
じ
て
問
題

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て

明
確
化
す
る
よ
う
な
、
過
去
と
の
つ
な
が
り
や
断
絶
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た

関
係
と
し
て
の
「
歴
史
」
は
、
本
質
に
お
い
て
「
眼
前
の
事
実
」
の
な
か
に
あ
ら
わ

れ
る
。

「
年
表
」「
年
号
」の
拘
束
力

　

こ
の
発
見
の
力
を
深
く
受
け
止
め
る
た
め
に
こ
そ
、
漠
然
と
「
学
史
」
と
い
う
概

念
の
な
か
で
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
歴
史
」
の
意
味
を
も
う
い
ち
ど
確
か
め
、
設

定
し
直
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
私
自
身
は
、
民
俗
学
と
は
も
う
ひ

と
つ
の
歴
史
学
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
「
も
う

ひ
と
つ
の
」「
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
」
す
な
わ
ち
「
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
別
の
形
態

に
お
け
る
」
実
現
を
主
張
し
う
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
民
俗
学
の
ま
な
ざ
し
が
「
年
表
」「
年
号
」
が
持
っ
て
し
ま
う
拘

束
力
を
批
判
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
有
効
性
を
正
確
に
指
摘
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、日
本
近
代
の
通
俗
的
な
歴
史
意
識
に
お
い
て
、

天
皇
の
元
号
を
軸
に
区
切
ら
れ
た
時
代
区
分
は
一
定
の
強
い
力
を
も
つ
尺
度
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
柳
田
国
男
の
批
判
的
な
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
ま
ず

相
対
化
さ
れ
る
べ
き
は
「
例
え
ば
社
頭
の
腰
掛
石
に
日
本
武
尊
の
御
遺
蹟
を
伝
へ
た

と
す
れ
ば
、
社
の
神
も
其
頃
の
物
と
し
て
「
人
皇
十
二
代
景
行
天
皇
の
御
時
」
と
や

り
」「
本
尊
は
八
幡
太
郎
の
護
持
仏
な
ど
と
の
噂
が
あ
れ
ば
、直
に
「
天
喜
四
年
の
春
」

と
来
る
」〔「
郷
土
誌
論
」
全
集
三
：
一
二
七
〕
と
い
う
よ
う
な
、
断
片
的
な
伝
説
の
情

報
を
す
ぐ
に
「
時
代
」
と
結
び
つ
け
る
年
表
還
元
的
で
年
号
依
存
的
な
時
間
意
識
で

あ
る
。
そ
れ
は
、「
歴
史
」
を
語
ろ
う
と
す
る
人
び
と
の
も
の
の
見
方
に
、
枠
組
み

と
し
て
根
強
く
、
ま
た
古
さ
や
尊
さ
の
内
容
に
お
い
て
根
深
く
侵
入
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
さ
き
に
引
用
し
た
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』〔
一
九
三
一
〕
は
、

柳
田
自
身
の
歴
史
記
述
の
方
法
と
文
体
と
に
お
い
て
、
冒
険
を
試
み
よ
う
と
し
た
。

第
一
に
「
打
明
け
て
自
分
の
遂
げ
ざ
り
し
野
望
を
言
ふ
な
ら
ば
、
実
は
自
分
は
現
代

生
活
の
横
断
面
、
即
ち
毎
日
我
々
の
眼
前
に
出
て
は
消
え
る
事
実
の
み
に
拠
っ
て
、

立
派
に
歴
史
は
書
け
る
も
の
だ
と
思
つ
て
居
る
」〔
全
集
五
：
三
三
七
〕
と
歴
史
の
〈
現

在
性
〉
あ
る
い
は
〈
現
前
性
〉
を
強
調
し

）
10
（

、
第
二
に
「
在
来
の
伝
記
式
歴
史
に
不
満

で
あ
る
結
果
、
故
意
に
固
有
名
詞
を
一
つ
で
も
掲
げ
ま
い
と
し
た
」〔
同
上
：
三
三
九
〕

と
い
い
切
る
こ
と
で
、「
一
回
性
」
に
還
元
さ
れ
な
い
〈
構
造
〉
に
焦
点
を
あ
て
た

特
異
な
文
体
の
意
義
を
宣
揚
し
た
。
そ
れ
は
、
南
方
熊
楠
の
批
判
に
対
す
る
反
批
判

で
も
あ
っ
た
『
郷
土
誌
論
』
や
、
当
時
の
歴
史
学
へ
の
対
抗
を
強
く
意
識
し
た
「
聟

入
考
」
の
方
法
意
識
の
延
長
上
で
の
、
当
然
の
主
張
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ず
も
が
な
の
注
釈
で
は
あ
る
が
、
こ
の
柳
田
の
「
歴
史
」

の
と
ら
え
方
は
、
固
有
名
詞
で
組
み
立
て
ら
れ
た
過
去
の
物
語
と
し
て
の
従
来
の
歴

史
と
、必
ず
し
も
二
律
背
反
的
で
排
他
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

柳
田
の
「
伝
記
式
歴
史
」
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
固
有
名
詞
の
羅
列
と
連
接
と
に
惑
わ

さ
れ
て
、因
果
の
〈
構
造
〉
の
認
識
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
忠
告
で
あ
っ
て
、

固
有
名
詞
の
力
を
ま
っ
た
く
禁
じ
る
極
端
な
一
般
化
志
向
の
宣
言
と
受
け
止
め
る
べ
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き
で
は
な
い

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
民
俗
学
史
に
お
け
る
「
歴
史
」
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
す
こ
し
拡
げ
た
考
え
か
た
を
用
意
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
こ
の
よ
う
な
研
究
が
あ
り
、
固
有
名
詞
で
語
ら
れ
る
偉

大
な
あ
る
い
は
特
異
な
研
究
者
に
よ
っ
て
、
か
く
も
先
駆
的
に
な
さ
れ
た
と
い
う
蘊

蓄
の
物
語
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
今
日
に
お
い
て
当
然
と
さ
れ
る
、
民
俗
の
と
ら
え

方
や
語
り
方
が
、
ど
の
よ
う
な
時
期
と
場
に
お
い
て
芽
吹
き
、
人
び
と
の
ど
の
よ
う

な
実
践
に
媒
介
さ
れ
て
生
ま
れ
た
の
か
を
、説
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
覧
の
技
術
と
し
て
の
可
能
性

　

も
ち
ろ
ん
年
表
が
も
ち
う
る
力
も
大
き
い
。
そ
こ
も
正
当
に
評
価
し
て
お
か
な
け

れ
ば
、
公
平
で
は
な
い
。
い
わ
ず
も
が
な
の
蛇
足
に
な
る
が
、
す
こ
し
お
つ
き
あ
い

頂
き
た
い
。

　
「
年
表
」
も
そ
の
本
質
は
、統
計
的
処
理
に
お
け
る
「
単
純
集
計
表
」「
ク
ロ
ス
表
」

と
同
じ
、
デ
ー
タ
処
理
の
空
間
的
な
技
術
で
あ
る
。
ま
ず
は
断
片
と
し
て
現
れ
、
と

き
に
相
互
に
矛
盾
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
「
記
録
」
や
「
記
憶
」
の
情
報
を
整
理
し
、

空
間
に
配
置
し
て
一
覧
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
と
同
時
に
、
そ
こ
に
お
い
て
見

え
て
く
る
関
係
を
発
見
し
、
不
整
合
や
矛
盾
を
批
判
す
る
、
方
法
で
あ
り
技
術
で
あ

る
。
私
自
身
が
、
年
表
の
方
法
の
恩
恵
を
意
識
し
、
そ
の
力
を
存
分
に
利
用
さ
せ
て

も
ら
っ
て
き
た
。
表
1
の
基
本
も
、
雑
誌
を
創
刊
年
で
並
べ
て
み
た
年
表
で
あ
る
。

技
法
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
年
表
を
含
む
「
表
」
の
作
成
は
、
も
の
ご
と
、
で
き
ご

と
の
整
理
に
お
い
て
、
初
歩
的
だ
が
基
本
的
で
不
可
欠
の
作
業
で
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
と
も
関
わ
る
、
私
自
身
の
別
な
経
験
を
例

に
と
っ
て
、
そ
の
効
力
を
実
感
し
た
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　

二
〇
〇
六
年
の
一
一
月
に
、
ま
っ
た
く
思
い
が
け
な
い
縁
が
重
な
っ
て
、「
糸
魚

川
郷
土
研
究
会
」
と
い
う
人
た
ち
を
中
心
と
し
た
聴
衆
を
相
手
に
、
話
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
羽
目
に
な
っ
た

）
12
（

。
急
遽
「
郷
土
研
究
の
誕
生
」
と
い
う
題
名
で
、
柳
田

国
男
の
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
の
方
法
論
的
解
釈
と
、
せ
っ
か
く
な
の
で
糸
魚
川

の
郷
土
研
究
の
展
開
を
か
ら
め
て
話
題
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
柳
田
国
男
の

方
法
論
は
と
も
か
く
、
糸
魚
川
や
新
潟
県
で
の
民
俗
学
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
ず
、

手
も
と
に
あ
っ
た
松
本
三
喜
夫
『
野
の
手
帖
』〔
一
九
九
六
〕
の
青
木
重
孝
論
と
、

矢
野
敬
一
〔
二
〇
〇
四
〕
論
文
が
扱
っ
て
い
る
『
高
志
路
』
周
辺
の
民
俗
研
究
の
情

報
と
を
手
が
か
り
に
、
伊
藤
純
郎
の
郷
土
教
育
運
動
の
調
査
な
ど
を
補
っ
て
、
ビ
ジ

ネ
ス
ホ
テ
ル
で
夜
な
べ
し
て
簡
単
な
「
年
表
」
を
作
成
し
て
、
と
り
あ
え
ず
の
配
布

資
料
と
し
た
。
そ
の
て
い
ど
の
準
備
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
は
ま
っ
た
く
申
し
訳
な

か
っ
た
が
、
に
わ
か
勉
強
な
が
ら
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
年
表
の
形
に
配
置
す
る
こ

と
で
私
自
身
に
は
見
え
て
き
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
表
3
は
、
そ
の
当
日
の
資
料
に

す
こ
し
手
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
固
有
性
と
普
遍
性

　

こ
の
年
表
を
つ
く
る
な
か
で
、
す
こ
し
考
え
た
「
日
本
民
俗
学
史
」
の
論
点
に
つ

い
て
、
二
点
だ
け
メ
モ
し
て
お
こ
う
。

　

第
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
「
民
俗
学
」
の
、
い
わ
ば
着
床
の
仕
方
が

異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
民
俗
学
史
の
特
質
を
、
日
本
民
俗
学
史
が
い

か
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
は
、
や
は
り
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
昭
和
初
年
の
「
郷
土
教
育
」
の
運
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
「
郷

土
研
究
」
の
追
い
風
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
地
方
地
方
で
作
成
さ
れ
た
各

種
の
「
郷
土
読
本
」
に
関
わ
っ
た
民
俗
の
学
究
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
時
期
の

盛
り
上
が
り
が
、
昭
和
一
〇
年
の
柳
田
国
男
の
還
暦
記
念
民
俗
学
講
習
会
と
も
重
な

り
、
雑
誌
『
民
間
伝
承
』
の
発
行
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
に
、
こ
こ
が
ひ
と
つ

の
画
期
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
無
理
も
な
い
状
況
で
あ
る
。
実
際
に
、
越
後

の
民
俗
学
あ
る
い
は
郷
土
研
究
を
考
え
て
み
て
も
、
小
林
存
と
青
木
重
孝
と
が
民
俗

学
講
習
会
に
出
席
し
て
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
こ
と
は
意
義
深
く
、『
高
志
路
』
の
発

刊
も
重
な
っ
て
、
あ
る
活
性
化
の
様
相
が
観
察
で
き
る
。
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表３　糸魚川での郷土研究

糸魚川を中心に 新潟県の他の地域の動き
明治13（1880） 温故談話会の結成　「越の国に於ける神社仏閣古城跡

古俚歌物産及び土地の沿革を探究するの目的を以て」
『温故乃栞』第36号

明治23～26
(1890～93）

『温故乃栞』の発行、1-36号［長岡］

明治39（1906） 北魚沼郡教育会編『北魚沼郡志』巻之1、2刊行。
明治43（1910） 郷土研究会（後の「西頸城郡郷土研究会」）の結成。糸

魚川尋常小学校校長だった花井平蔵の呼びかけ。「近
隣の十の小学校と糸魚川中学校、糸魚川女子職業学校、
さらには町の有力者をも加えて発会した。組織的には、
地理歴史部と理科部の二部から構成されていた」〔松本
三喜夫 1996:176〕

大正2（1913） 　○柳田国男・高木敏雄の雑誌『郷土研究』が発刊される。
大正4（1915） 西蒲原郡教育会編『西蒲原郡誌』中編、下編刊行。
大正5（1916） 相馬御風、糸魚川に帰郷。大正9年頃から考古学に関心

を示し、遺跡の発掘や寺社の考証のために地域の各地
を歩き、郷土資料の収集も行った。雑誌『野を歩む者』
の発行。

大正7（1918） 西蒲原郡教育会編『西蒲原郡誌』上編刊行。
大正8（1919） 西頸城郡郷土研究会において、会則が作られる。郡長

と相馬御風が名誉会長、郡視学を副会長とする。地域
資料「西頸城郡郷土史料」等の発行。『明治天皇北陸巡
幸記』もその一つ。

中魚沼郡教育会編『中魚沼郡誌』刊行。
大正9（1920） 南魚沼郡教育会編『南魚沼郡誌』刊行。
大正10（1921） 西頸城郡史料展覧会。相馬御風が発起人となって所蔵

史料を糸魚川高等女学校で展観。
青木重孝、糸魚川中学校を出て代用教員となる。

大正11（1922） 　○柳田国男『郷土誌論』刊行。
大正14（1925） ○文部省予算に「教育改善及農村振興基金」を財源とする「師範教育費補助」が計上される。郷土教育運動

の財源となる。
高橋義彦（中蒲原郡大形村）が『越佐史料』の刊行を
始める。

昭和3（1928） 青木重孝、正教員の免許を得て、青海小学校に戻る。
　○柳田国男『青年と学問』刊行（再版1931で『郷土研究十講』と改題）。

昭和5（1930） 5月、信濃教育会による『北安曇郡郷土誌稿 第一冊 口
碑伝説篇』が刊行される。「西頸城郡郷土誌稿」の一つ
の手本となる。
　○11月、郷土教育聯盟から雑誌『郷土』（後に『郷土科学』『郷土教育』となる）が発行される。
　○12月、文部省が師範学校への「郷土研究施設費」の交付。
西頸城郡郷土研究会会員の山崎甚一郎が、青海小学校
の校長として赴任する。
『西頸城郡誌』の刊行。西頸城郡郷土研究会が、郡教
育会と協力して作成。

昭和6（1931） ○1月、文部省が師範学校規程に「地方研究」を導入。「地方研究を課して地方の風土に関する沿革及び情勢
を理解せしめ且つ教授法を授くべし」。

青木重孝、青海小学校で『学校時報』を担当、「埋草み
たいなかっこう」で郷土資料を取りあげ、郷土雑話を
連載する。
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糸魚川を中心に 新潟県の他の地域の動き
昭和9（1934） 9月、高志路会の結成。

　○柳田国男著『民間伝承論』刊行。
昭和10（1935） 1月、雑誌『高志路』発刊。

青木重孝はこの頃、山崎甚一郎から郷土研究会の事業
として、郡の口碑伝説集を作れと言われ、相馬御風に
指示を仰ぐと柳田の民俗学講習会を紹介される。

○7月31日～8月6日、柳田国男の還暦を記念した民俗学講習会が開催される。新潟県からは、小林存と青木重
孝が出席。「民間伝承の会」が結成される。

　○柳田国男著『郷土生活の研究法』刊行。
10月、青木重孝が佐渡の河原田高等女学校へ異動。佐
渡で民俗学を研究。

昭和11（1936） 7月5日、糸魚川小学校で柳田国男の講演「一人前と十
人並」。西頸城郡郷土研究会の主催で、同郡の教員多数
が参加。

7月6日、新潟で高志路会の会員と座談会。市内の学校
関係者など約45名が参加。この後、柳田は佐渡にわた
り、中山徳太郎ら佐渡の研究者と座談会を行ったり、
青木の河原田高等女学校で「妹の力」と題する講演を
行っている。
10月、『高志路』に柳田国男が「越佐偶記」を寄せる。

10月、『西頸城郡郷土誌稿（一）』（西頸城郡教育会）刊行。
昭和12（1937） 5月、長谷川正が参加して小国郷教員協議会編『小国郷

土誌』（中里尋常高等小学校）が刊行される。
11月、『西頸城郡郷土誌稿（二）』（西頸城郡教育会）刊行。
この年に、郷土研究会の会員によって年中行事の調査
が行われる。

昭和13（1938） 7月、小林存が中心になって編集した『郷土研究入門手
帳』が刊行される。
8月、小国郷教員協議会編『小国郷土史』（小国教員協
議会）が刊行される。

9月、中山徳太郎・青木重孝『佐渡年中行事』刊行。柳
田国男の序文。佐渡の小学校教師を中心とした国語研
究会。「中山徳太郎が主として資金を提供し、青木重
孝が資料採集と編集にあたった中心的に実務的な労を
とった」〔松本 1966:196〕

10月16日・17日　高志社主催、県教育会協賛「郷土研
究講習会」を新潟師範学校郷土教室において、金田一
京助と最上孝敬を講師に開催。渋沢敬三、岩倉市郎も
参加。

昭和14（1939） 『高志路』創刊五周年記念「郷土研究講習会」の開催、
橋浦泰雄を講師に迎える。

昭和16（1941） 11月、『西頸城郡年中行事　西頸城郡郷土誌稿（三）』（郷
土研究会）刊行。

松本三喜夫『野の手帳』（青弓社、1996）伊藤純郎『郷土教育運動の研究』（思文閣出版、1998）、矢野敬一「郷土誌・
史編纂と「民間伝承」へのまなざし」『柳田国男研究』（第 3 号、柳田国男の会、2004）、青木菁児編『青木重孝遺作集』

（私刊、1995）等から構成。
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し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
糸
魚
川
に
お
い
て
相
馬
御
風
が
果
た
し
て
き
た
役
割

が
、
固
有
の
土
台
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
、
表
か
ら
読
み
と
れ
る
事
実
で
あ
る
。
明

治
一
三
年
に
結
成
さ
れ
た
と
い
う「
温
古
談
話
会
」が
三
年
ば
か
り
続
け
た
雑
誌『
温

古
乃
栞
』
を
復
刻
し
、「
西
頸
城
郡
郷
土
史
料
」
の
発
行
や
展
覧
会
な
ど
を
行
っ
た

こ
と
や
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
校
歌
を
作
詞
す
る
こ
と
を
通
じ
て
郷
土
意
識
の
涵
養

に
貢
献
し
た
こ
と
な
ど
、
相
馬
御
風
の
注
目
す
べ
き
活
動
は
多
い
が
、
そ
の
郷
土
研

究
に
対
す
る
考
え
か
た
は
柳
田
国
男
の
そ
れ
と
は
す
こ
し
理
路
と
位
相
と
を
異
に
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
資
料
一
の
相
馬
御
風
「
郷
土
生
活
の
話
」
は
、
柳

田
も
ま
た
講
師
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
が
あ
る
日
本
青
年
館
の
「
青
年
カ
ー
ド

）
13
（

」
と

い
う
通
信
教
育
教
材
で
あ
る
。
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
郷
土
」
は
、
観
察
の
対

象
と
い
う
よ
り
も
、
価
値
の
源
泉
で
あ
り
観
念
的
な
理
想
で
あ
る
点
で
、
柳
田
が
掲

げ
た
民
俗
学
の
郷
土
研
究
と
は
異
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
相
馬
御
風

の
よ
う
な
存
在
や
、
そ
れ
が
占
め
た
位
置
も
ま
た
、
こ
の
地
の
郷
土
研
究
の
展
開
の

な
か
で
描
き
直
さ
れ
る
べ
き
主
題
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
山
村
や
海
村
の
調
査
の
た
め
に
作
ら
れ
た
『
郷
土
生
活
採
集
手
帖
』
を
明

ら
か
に
踏
襲
し
た
と
矢
野
敬
一
が
論
ず
る〔
矢
野 

二
〇
〇
四
：
二
六
〕高
志
路
会
の『
郷

土
研
究
入
門
手
帳
』〔
一
九
三
八
〕
も
、
実
際
に
探
し
出
し
て
手
に
と
っ
て
み
る
と
、

ま
だ
論
ず
る
べ
き
多
く
の
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
書
冊
の
大
き
さ
な
ど
の
機
能
の
違

い
は
、
印
象
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
か
ら
あ
え
て
立
ち
止
ま
ら
な
い
と
し
て
も
、
資
料

二
に
あ
げ
た
「
百
項
目
」
の
内
容
を
構
成
す
る
主
題
の
設
定
や
概
念
の
並
べ
方
は
、

す
で
に
資
料
三
の
『
採
集
手
帖
』〔
一
九
三
七
〕
の
目
次
が
そ
の
用
語
の
並
び
で
表

現
し
て
い
る
生
活
の
見
方
と
は
相
当
に
異
な
っ
て
い
る

）
14
（

。
た
と
え
ば
、
高
志
路
会
の

手
帳
で
は
「
年
中
行
事
」
や
「
民
間
信
仰
」
と
い
っ
た
概
念
が
複
数
の
項
目
を
ま
と

め
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
き
て
目
立
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
郷
土
研
究
社
の
手
帖
は

「
笑
ひ
」
や
「
慎
し
み
」、「
仲
良
い
村
・
悪
い
村
」「
仕
合
わ
せ
な
家
」
と
主
観
や
感

覚
の
内
側
ま
で
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
村
の
「
大
事
件
」
へ
の
注
目
の
順
番
の
大
き

な
違
い
な
ど
も
、
た
ぶ
ん
偶
然
で
は
な
い
。
果
た
し
て
民
俗
の
と
ら
え
方
そ
の
も
の

に
お
い
て
「
踏
襲
」
と
論
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
改
め
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

小
さ
な「
全
集
」の
意
義

　

第
二
に
、
年
表
を
つ
く
り
な
が
ら
不
自
由
に
感
じ
た
の
は
、
項
目
化
し
う
る
よ
う

な
情
報
の
不
足
で
あ
り
、
年
代
の
配
置
が
難
し
い
よ
う
な
情
報
の
扱
い
で
あ
る
。
そ

の
地
で
の
研
究
を
実
際
に
担
っ
て
き
た
人
た
ち
か
ら
の
「
聞
き
書
き
」
も
含
め
て
、

年
表
の
内
と
外
と
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
な
し
に
、
お
そ
ら
く
民
俗
学
史
の
基
礎

資
料
を
収
集
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
進
ま
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
報
が
増
え
資
料
の

範
囲
が
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
の
知
識
は
年
表
と
い
う
形
式
に
は
収
ま
り
き

ら
な
い
部
分
が
増
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
形
式
を
踏
み
越
え
て
い
か
ざ
る
を
え
な

く
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、書
か
れ
た
も
の
の
世
界
は
漠
然
と
考
え
て
い
る
以
上
に
広
大
で
あ
る
。

情
け
な
い
こ
と
に
、
糸
魚
川
で
話
を
す
る
前
に
は
青
木
重
孝
の
名
前
く
ら
い
は
『
退

読
書
歴
』
に
再
録
さ
れ
た
『
佐
渡
年
中
行
事
』
の
序
文
を
通
じ
て
知
っ
て
は
い
た
も

の
の
、
た
と
え
ば
そ
の
数
多
い
論
考
を
組
織
的
に
追
っ
て
み
た
こ
と
が
な
い
。
ご
自

身
の
研
究
回
顧
の
文
章
を
含
む
『
青
木
重
孝
遺
作
集
』
も
講
演
準
備
の
段
階
で
は
手

に
取
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
現
地
で
の
研
究
者
と
の
交
流
の
な
か
で
、
中
心
人
物
で

あ
っ
た
青
木
の
重
要
性
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
気
づ
い
て
、
す
こ
し
注
意
し
て
見
て
み

る
と
、
新
潟
県
公
文
書
館
に
は
、
柳
田
国
男
の
還
暦
記
念
講
習
会
に
新
潟
県
か
ら
参

加
し
た
も
う
一
人
の
郷
土
研
究
者
で
あ
る
小
林
存

な
が
ろ
うの

蔵
書
や
、
新
潟
県
で
活
躍
し
た

別
の
郷
土
研
究
家
の
蔵
書
類
も
入
っ
て
い
た
り
し
た
。
そ
の
な
か
に
青
木
重
孝
の
ご

子
息
（
青
木
菁
児
氏
）
が
ま
と
め
た
著
作
の
私
家
版
が
か
な
り
寄
贈
さ
れ
て
い
て
、

た
ま
た
ま
瞥
見
で
き
た
遺
作
集
の
一
冊
だ
け
で
す
こ
し
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
恥
じ
た
。

　

地
方
で
活
躍
し
た
民
俗
学
者
の
著
作
を
、
ま
ず
は
目
録
と
し
て
、
で
き
る
な
ら
ば

著
作
そ
れ
自
体
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
。
そ
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資料1-1　相馬御風「郷土生活の話」『青年カード』
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資料1-2　相馬御風「郷土生活の話」『青年カード』
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資料2-2　高志路版『郷土研究入門手帳』目次

資料2-1　高志路版『郷土研究入門手帳』
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資料3　郷土研究社版『採集手帖（沿海地方用）』目次

表４　青木菁児編「青木重孝著作集」リスト

1『青木重孝遺作集』 1995年3月31日発行 240頁
2『青木重孝郷愁「佐渡」Ⅰ』 1996年3月1日発行 296頁
3『青木重孝郷愁「佐渡」Ⅱ』 1996年7月20日発行 298頁
4『青木重孝郷愁「佐渡」Ⅲ』 1996年11月30日発行 298頁
5『青木重孝郷愁「佐渡」Ⅳ』 1997年3月30日発行 294頁
6『青木重孝懐古「越後糸西」Ⅰ』 1997年11月20日発行 298頁
7『青木重孝懐古「越後糸西」Ⅱ』 1998年6月1日発行 299頁
8『青木重孝懐古「越後糸西」Ⅲ』 1999年3月1日発行 298頁
9『青木重孝古里「文化財訪問」上』 2000年2月20日発行 298頁

10『青木重孝古里「文化財訪問」下』 2001年4月10日発行 300頁
11『青木重孝「講座テクスト」など』 2003年10月1日発行 304頁
12『青木重孝懐想「学校時報」など』 2005年3月15日発行 300頁
13『青木重孝越後「市振の関」など』 2009年7月1日発行 300頁
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れ
は
簡
単
な
伝
記
や
生
涯
の
紹
介
と
か
、
主
要
な
業
績
に
限
定
し
て
評
価
す
る
以
上

に
、基
礎
的
で
重
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
た
。
青
木
菁
児
氏
が
こ
の
十
数
年
を
か
け
て
、

い
わ
ば
私
家
版
の
「
青
木
重
孝
著
作
集
」（
現
在
、
一
五
冊
ま
で
刊
行
し
て
い
る
。

表
4
参
照
）
を
積
み
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
も
っ
て
価
値
の
あ
る
仕
事

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
地
方
の
工
場
の
社
内
印
刷
物
（
電
気
化
学
工
業
株
式
会
社
の

『
工
場
報
知
』
や
『
工
場
ニ
ュ
ー
ス
』
な
ど
）
や
、
学
校
や
町
の
配
布
物
（『
学
校
時

報
』『
広
報
お
う
み
』『
広
報
い
と
い
が
わ
』
な
ど
）
に
連
載
し
た
論
考
を
収
録
し
て

い
る
の
は
、
遠
く
離
れ
て
い
て
閲
覧
の
手
立
て
に
乏
し
い
読
者
と
し
て
じ
つ
に
あ
り

が
た
い
。
そ
の
失
わ
れ
や
す
い
掲
載
雑
誌
の
収
集
は
、
郷
土
に
お
い
て
も
発
掘
に
大

変
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
こ
に
住
み
暮
ら
し
て
き
た
編
者
で
あ
れ
ば
こ

そ
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

学
史
の
ま
な
ざ
し
と
し
て
考
え
る
と
き
、
さ
ら
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
地

方
の
民
俗
学
者
に
採
集
成
果
や
論
考
の
発
表
の
場
を
持
続
的
に
提
供
し
て
き
た
の

は
、
地
方
新
聞
の
文
化
欄
な
ど
を
も
含
め
た
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
、
い
わ
ば
「
小

さ
な
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
地
方
に
い

か
な
る
発
表
や
交
流
の
場
が
用
意
さ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
民
俗
学
史

が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

❹
郷
土
で
の
民
俗
学
史
の
た
め
に
：
主
体
と
場
の
交
錯
を
た
ど
る

　

糸
魚
川
で
得
た
小
さ
な
示
唆
は
、
ひ
と
り
そ
の
郷
土
で
の
必
要
や
課
題
だ
け
に
止

ま
ら
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

　

一
般
に
、
地
方
の
現
地
で
は
民
俗
学
の
歴
史
も
ま
た
忘
れ
ら
れ
、
ご
遺
族
の
代
替

わ
り
に
よ
っ
て
資
料
も
ま
た
散
逸
す
る
危
険
性
に
直
面
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
そ

う
し
た
実
態
は
、
柳
田
国
男
全
集
の
編
集
作
業
と
の
関
連
で
鳥
取
を
訪
ね
て
郷
土
の

研
究
者
と
交
流
し
た
と
き
に
も
、
ま
た
「
岡
山
民
俗
」
の
周
辺
を
取
材
し
た
時
に
も

思
っ
た
し
、重
信
幸
彦
と
一
緒
に
小
倉
郷
土
会
の
末
裔
を
訪
ね
た
と
き
に
も
感
じ
た
。

あ
る
意
味
で
、
全
国
に
遍
在
し
て
い
る
現
実
で
あ
る
。
郷
土
研
究
は
中
央
か
ら
見
え

な
い
だ
け
で
な
く
、
地
方
に
お
い
て
も
埋
も
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民
俗
学
史

の
構
築
と
い
う
の
は
、
発
掘
者
の
構
え
が
問
わ
れ
る
、
相
当
な
力
業
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
」
だ
と
思
う
。

　

そ
し
て
ま
ず
は
、
小
さ
な
便
利
が
必
要
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
色
々
だ
ろ
う
が
、

興
味
を
感
じ
て
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
人
に
、
先
人
の
研
究
実
践
の
手
が

か
り
を
提
供
す
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
あ
る
い
は
い
ま
だ
正
確
な
測
量

図
の
な
い
迷
宮
か
も
し
れ
な
い
「
民
俗
学
」
の
文
庫
に
誘
う
仕
組
み
の
共
有
に
お
い

て
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
よ
う
な
機
構
が
果
た
す
役
割
も
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

著
作
目
録
は
、
そ
の
本
当
に
最
初
の
第
一
歩
で
あ
る
。
私
刊
本
作
り
に
熱
心
で
比

較
的
資
料
が
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
沢
田
四
郎
作
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
追
悼
出

版
の
『
澤
田
四
郎
作
博
士
記
念
文
集
』（
一
九
七
二
）
は
、
そ
の
頁
の
三
分
の
二
以

上
が
「
論
叢
」
と
い
う
論
文
集
で
、
肝
心
の
沢
田
の
著
作
活
動
に
つ
い
て
は
、
編
著

書
が
「
他
十
数
篇
」、論
文
が
「
他
四
百
数
十
篇
」
と
い
う
不
明
確
な
記
述
に
止
ま
っ

て
い
る
。
む
し
ろ
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
）
年
に
澤
田
自
身
が
自
ら
の
記
念
と
し
て

ま
と
め
た
『
五
倍
子
執
筆
目
録
』
を
、自
伝
的
な
メ
モ
を
含
め
そ
の
ま
ま
収
録
し
て
、

広
く
残
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
う
。
民
俗
学
の
な
か
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
が
、
本
山
桂
川
の
特
徴
あ
る
活
動
に
つ
い
て
、『
市
川
市
歴
史
博
物

館
年
報
』
に
小
泉
み
ち
子
が
遺
族
の
協
力
の
も
と
で
詳
細
な
文
献
目
録
を
ま
と
め
て

い
る

）
15
（

が
、
こ
れ
は
そ
の
後
ど
う
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
島
勝
治
に
つ
い
て
は
、

友
人
の
努
力
も
あ
っ
て
単
な
る
著
作
目
録
を
越
え
て
、
主
要
な
著
作
を
取
り
込
ん
だ

著
作
集
と
も
い
う
べ
き
集
成
が
ま
と
ま
っ
た

）
16
（

も
の
の
、
同
じ
く
戦
死
し
た
太
田
陸
郎

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
埋
も
れ
て
い
る

）
17
（

。
あ
の
民
俗
学
講

習
会
に
参
加
し
た
人
た
ち
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ま
で
の
活
動
と
そ
の
後

の
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、『
日
本
民
俗

学
研
究
』〔
一
九
三
五
〕
の
記
述
を
手
が
か
り
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
位
置
づ
け
て
み
る
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必
要
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
編
ま
れ
た
も
の
を
集
め
る
だ
け
で
も
、
だ
い

ぶ
見
え
方
が
変
わ
る
。
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
や
南
方
熊
楠
な
ど
の
「
巨
人
」
に
限

ら
れ
、宮
本
常
一
や
桜
田
勝
徳
や
瀬
川
清
子
等
々
の
次
世
代
の
何
人
か
の
「
ス
タ
ー
」

を
中
心
に
語
ら
れ
て
し
ま
う
歴
史
は
、
そ
う
し
た
無
数
の
研
究
グ
ル
ー
プ
や
絡
み
合

う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
相
対
化
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
な
ら
ず
」
で
あ
り
な
が
ら
、
た
ど
り

方
を
間
違
え
さ
え
し
な
け
れ
ば
、「
す
べ
て
の
道
は
ロ
ー
マ
に
通
じ
る
」
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
柳
田
国
男
と
い
う
卓
越
し
た
思
想
家
の
影
響
は
、「
日
本
民
俗
学
史
」

に
と
っ
て
本
質
的
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
に
大
き
い
が
、
む
や
み
に
す
べ
て
を
そ
こ
に

還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
し
あ
た
り
「
い
く
つ
も
の
民
俗
学
史
」
と
い
っ
て
お

い
た
方
が
よ
い
固
有
性
と
複
数
性
と
が
あ
り
そ
う
に
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
総
体
化
」

と
い
う
理
想
の
た
め
に
は
、
研
究
主
体
の
実
践
を
丹
念
に
た
ど
る
と
と
も
に
、
場
と

し
て
作
用
し
た
も
の
の
構
造
を
想
像
力
豊
か
に
描
き
だ
す
必
要
が
あ
る
。

「
場
」と
し
て
の
民
俗
学

　

た
と
え
ば
、
昭
和
初
年
の
「
郷
土
教
育
」
の
展
開
は
、
柳
田
国
男
が
選
ん
だ
批
判

的
な
関
与
の
微
妙
な
位
置
を
含
め
て
、「
民
俗
学
」
の
形
成
に
大
き
な
意
味
を
も
っ

た
と
思
う
が
、
こ
こ
で
「
学
校
」
と
い
う
装
置
が
果
た
し
た
役
割
は
、
日
本
民
俗
学

史
で
ど
れ
だ
け
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

な
る
ほ
ど
、
一
般
的
な
意
味
で
基
盤
と
な
っ
た
の
は
小
学
校
、
中
学
校
の
教
師
た

ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
郷
土
教
育
」
運
動
の
全
体

に
つ
い
て
は
、
伊
藤
純
郎
や
小
国
喜
弘
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
側
面

も
大
き
い
が
、
た
と
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
編
纂
さ
れ
た
『
郷
土
読
本
』
に
し
て

も
、
内
容
の
比
較
に
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
民
俗
学

史
が
ほ
ん
と
う
に
現
代
に
お
い
て
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
こ
の

よ
う
な
研
究
の
「
場
」
の
個
性
に
ど
れ
だ
け
迫
り
う
る
か
に
も
か
か
っ
て
い
る
。
地

方
で
活
躍
し
た
一
人
の
ユ
ニ
ー
ク
で
個
性
的
な
民
俗
学
者
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
研

究
上
の
生
涯
を
発
掘
す
る
没
入
も
面
白
く
、
忘
れ
ら
れ
た
も
の
を
掘
り
起
こ
す
う
え

で
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
お
け
る
民
俗
研
究
を
あ
る
「
運
動
」
と
し
て
把

握
す
る
た
め
に
は
、「
日
本
民
俗
学
」
の
展
開
を
見
わ
た
す
マ
ク
ロ
な
民
俗
学
史
と
、

視
野
を
「
郷
土
」
に
限
っ
た
ミ
ク
ロ
な
民
俗
学
史
と
を
つ
な
ぐ
、「
場
」
の
把
握
と

分
析
と
が
不
可
欠
だ
と
思
う
。

　

研
究
会
や
談
話
会
へ
の
注
目
も
、
日
本
民
俗
学
史
研
究
の
重
要
な
現
場
と
な
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
歩
み
始
め
の
一
歩
に
す
ぎ
な
い
が
、
柳
田
国
男
の
会
で
の
報
告

の
た
め
に
準
備
し
た
大
阪
民
俗
談
話
会
の
記
録
（
表
5
）
は
、
そ
の
つ
も
り
も
あ
っ

て
作
成
し
た

）
18
（

。
い
ま
だ
「
年
表
」
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
場
の
把
握
と

分
析
を
始
め
る
た
め
の
実
験
的
な
基
礎
作
業
で
あ
る
。
大
阪
民
俗
談
話
会
は
、
手
が

か
り
と
な
る
記
録
の
多
い
事
例
だ
と
思
う
。
記
録
者
と
し
て
飛
び
抜
け
た
能
力
と
情

熱
を
も
つ
宮
本
常
一
の
個
性
も
深
く
関
わ
り
、
澤
田
四
郎
作
の
本
づ
く
り
の
熱
心
さ

と
の
共
鳴
も
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
し
て
も
宮
本
常
一
の
「
大

阪
民
俗
談
話
会
だ
よ
り
」
や
「
大
阪
民
俗
談
話
会
記
録
」「
大
阪
支
部
報
」
な
ど
の

謄
写
版
で
の
記
録
は
、
そ
の
成
立
プ
ロ
セ
ス
が
必
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
た
め
、
も

う
す
こ
し
丹
念
な
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

　

固
有
の
生
活
史
を
有
す
る
郷
土
の
研
究
者
た
ち
の
、
個
性
に
迫
る
よ
う
な
研
究
が

一
方
で
は
必
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、「
民
俗
学
」の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
可
能
性
が
、「
自
分
の
調
査
地
（
フ
ィ
ー
ル
ド
）」
や
「
我
が
村
」
の

事
例
の
羅
列
に
閉
じ
て
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
過
ち
を
、も
う
い
ち
ど
「
個
人
」「
個
性
」

へ
の
没
入
と
い
う
行
き
止
ま
り
と
し
て
、
繰
り
返
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
個
性
的

な
民
俗
学
研
究
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
、
現
代
へ
の
問
い
と
し
て
の
「
民
俗
学
史
」
に

結
び
つ
け
、
私
の
こ
と
ば
で
表
現
す
る
な
ら
ば
「
運
動
と
し
て
の
民
俗
学
」
や
「
方

法
と
し
て
の
民
俗
学
」の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
活
か
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

そ
の
よ
う
な
複
数
の
民
俗
学
へ
の
興
味
が
交
差
す
る
「
場
」
の
分
析
が
不
可
欠
と
な

る
。
研
究
会
や
雑
誌
を
ひ
と
つ
の
「
広
場
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
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表５　大阪民俗談話会の記録

年 月日 談話会同人関連の記事
大正15 4月 澤田四郎作: 柳田国男から葉書をもらう。個人雑誌を送ったのに対する返事。講演会に参加する。
大正12 笹谷良造: 國學院の学生として、郷土研究会に所属し、柳田の帰朝報告を聴く。
昭和2 11月20日 澤田四郎作: 柳田国男を砧村の書斎に訪問する。
昭和5 9月 宮本常一: 祖父や母から聞いていた昔話をまとめて『旅と伝説』に送る。柳田から手紙。
昭和6 1月 澤田四郎作: 柳田をたずね『ふるさと』の序文をお願いする。「母子草」を書いてくれる。

6月 澤田四郎作: 大阪に帰り、小児科医を開業する。
岸田定雄: 広島高等師範の学生のときに、広島方言学会に来た柳田国男の講演を聴く。

昭和7 高谷重夫: 姫路高等学校二年生の時で、柳田が講演。のち京都大学でも集中講義を聴く。
昭和8 宮本常一: 小谷方明らと和泉郷土会談話会を始める。9月 謄写版の『口承文学』を出す。
昭和9 1月 横井照秀: 住吉土俗研究会より、『いなか』（のち『田舎』）という土俗雑誌を刊行する。

9月27日 澤田四郎作: 柳田国男から電話。講演会。そのあとに民俗学の同志を紹介する。
9月28日 宮本常一: 京都大学の講義に来た柳田から連絡、宿を訪ね話を聞く。大阪の同志がいることを知る。

年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
11月11日 1回 大阪民俗談話会 8名 浜寺公園海の家 昔話、石垣、一夜妻、陰茎習俗、洗い髪と山

の神、草履、菓子、雇人制度、サンカ、旅、
喜界島、性習俗など

旅と伝説85

12月16日 2回 大阪民俗談話会 16名 澤田宅 和泉石津の火渡神事、焚き火の習俗、漁業権、
凶事予報、住まいと信仰、覗き眼鏡、サンカ、
数に関する言い習わし、つきものなど

五倍子雑筆3、
旅と伝説86

昭和10 1月27日 3回 大阪民俗談話会 17名 澤田宅 桜田勝徳「大隅の正月行事」、門松、食べ物、
歳徳神、エイコノ節、オネッコ、正月の挨拶、
カンダテ祝、民俗雑事、南方先生のことなど

五倍子雑筆3、
旅と伝説87

2月24日 4回 大阪民俗談話会 13名 澤田宅 喜界島、狐つき、巫女寄せ、播磨小河（オー
ゴ）、死の予報、火の玉、狐火、唐土の火事
を消す、奇怪な話、寒天小屋、山の神など

五倍子雑筆3、
旅と伝説89

3月31日 5回 大阪民俗談話会 10名 澤田宅 泉州に於ける紀州出稼人（小谷）、お多賀さん、
座の制度、米つき部屋（杉浦）、ワタクシ、
手拭いの民俗、新参者いじめ、制裁、ノージ、
奉公人分家

五倍子雑筆3、
大阪民俗談話会
記録

4月14日 6回 大阪民俗談話会 15名 澤田宅 渋沢敬三出席。和泉の頼母子（小谷）、徳川
時代の幣制（藪）、喜界島の葬制（岩倉）、河
内丹比の相互扶助（杉浦）、よそ者に対する
待遇、和泉葛畑の相互扶助（山口）、番太、
頼母子の計算、貧困者の救済・乞食、子供の
相互扶助

五倍子雑筆3、
大阪民俗談話会
記録

5月26日 7回 大阪民俗談話会 17名 澤田宅 （「一定せず、歓談をすごした。尚宮本遅参
のため筆録せず」大阪民俗談話会記録）

五倍子雑筆3、
大阪民俗談話会
記録

6月16日 8回 大阪民俗談話会 14名 澤田宅 亥の子行事（宮本）、倉橋島の娘宿（横井）、
ほめられる青少年、制裁、青年の気風若者宿、
盆と亥の子、山上参 若者入 子供組など、女
講のいろいろ、倉橋島の娘宿細説（横井）娘
仲間、恋愛、職人の風俗（雑賀）

五倍子雑筆3、
大阪民俗談話会
記録

7月14日 9回 大阪民俗談話会 13名 澤田宅 玉岡松一郎・杉浦瓢「婚姻について」、宮本
常一「婚姻と村との関係」

民間伝承1-1、
大阪民俗談話会
記録

7月31日‒
8月6日

日本民俗学講習会が開かれる。澤田は講習会には不参加。大阪からは西谷勝也、岩倉市郎、岸
田定雄、宮本常一などが参加。

9月15日 10回 大阪民俗談話会 19名 澤田宅 小谷方明「小さな祠とその祭祀法」、杉浦瓢・
鈴木東一「カゴ屋の話」、宮本常一「民間伝
承の会の設立」

民間伝承1-2

9月22日 　見学・座談会 15名 北区駕友 葬儀人足の着物の着方、行列の型 民間伝承1-2
10月13日 11回 大阪民俗談話会 19名 澤田宅 竈の信仰、便所の信仰、祭礼行事 民間伝承1-3、

大阪民俗談話会
記録

10月28日 大阪民俗学講演会 300名 朝日新聞三階講
堂

澤田四郎作・大間知篤三・折口信夫・シュミッ
ト・西田直二郎・柳田国男・宮本常一

民間伝承1-3

11月2日 12回 大阪民俗談話会 32名 染料会館 柳田国男・橋浦泰雄・守随一「都市民俗採集
について、民謡など」

民間伝承1-3
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年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
12月8日 13回 大阪民俗談話会 25名 染料会館 横井照秀「民俗学上より見たる遊郭」、食物

の座談会
民間伝承1-5

　近畿民俗刊行会会規抄 民間伝承1-5
昭和11 1月 『近畿民俗』が創刊される。

1月5日 　口承文学の会 堺市鈴木東一宅 近畿民俗支持のために口承文学休刊を決議。 民間伝承1-5
　柳田国男執筆記事 『近畿民俗』は 民間伝承1-6

1月12日 14回* 大阪民俗談話会 澤田宅 渋沢敬三「足半、塩、出産習俗など」 民間伝承1-6
1月12日 　民俗映画会 40名 染料会館 渋沢「アチック・ミューゼアムの沿革と採集

事業について」 アチック撮影のフィルム映写
（十島、三面、越後、桑取谷など）

民間伝承1-6、
大阪民俗談話会
記録

1月18日 15回* 大阪民俗談話会 澤田宅 柳田国男・橋浦泰雄・大間知篤三「宮座の話、
長期講習、近畿民俗、採集計画など」

民間伝承1-6

1月19日 　町家見学 橋浦・大間知を堺に案内 民間伝承1-6
　民間伝承の会大阪支部と改称 民間伝承1-6

2月23日 16回* 大阪民俗談話会 染料会館 小島勝治「河内の職人調査」 民間伝承1-7
3月8日 17回* 大阪民俗談話会 11名 染料会館 宮本常一「村の互助制と方法」、織戸健造「西

葛城村採訪談」、小島勝治「まりのくけ方」
民間伝承1-8

4月12日 18回 大阪支部例会 16名 染料会館 岸田定雄「鳥取県東伯郡三朝の石工」、鈴木
東一「天草御所浦島與一浦の見聞談」

民間伝承1-9

4月16日 19回 大阪支部例会 不明 澤田宅 桜田勝徳「土佐の採訪談、死人の島、四万十
川の鮎漁」

民間伝承1-9

5月5日 澤田宅 柳田国男・柳田為正・平山敏治郎・藪重孝・
宮本常一

五倍子雑筆4・5

5月10日 20回 （第20回談話会） 9名 染料会館 太田陸郎「市について」、市をめぐりて 大阪民俗談話会
記録

6月14日 21回 大阪支部例会 14名 染料会館 横井照秀「奈良県吉野郡野迫川村の若者につ
いて」、共同話題「氏子総代について」

民間伝承1-10、
大阪民俗談話会
記録

7月12日 22回 大阪支部談話会 16名 染料会館 小島勝治「綿作の話」、杉浦瓢「農耕の田水
について」、宮本常一「南河千代田村の水、
滝畑の話」

民間伝承1-12

8月30日 23回 大阪支部例会 13名 澤田宅 渋沢敬三ほか「南鮮地方土産話」、杉浦瓢「天
川村広瀬のサンカの漁法」

民間伝承2-1

9月12日 宮本常一『周防大島を中心とせる海の生活誌』の出版記念会を民俗談話会で行う。
9月19日‒
3月20日

　日本民俗学連続講習会 懐徳堂 民間伝承2-2

9月19日 24回 （第24回談話会） 11名他 染料会館 柳田国男出席。 大阪民俗談話会
記録

11月28日 25回 （第25回談話会） 不明 染料会館 柳田国男が講習会講義のために来阪したのを
機に有志が集まって座談会。日本民俗学講習
会報 第5号に要領を載せたという。

大阪民俗談話会
記録

昭和12 5月30日 26回 近畿民俗学会談話
会例会

11名 染料会館 宮本常一「瀬戸内海東部見聞談」、井野邊「岡
山県牛窓の盆踊り歌」

民間伝承2-10

6月27日 27回 近畿民俗学会談話
会例会

11名 染料会館 宮本常一「若狭採集旅行、年齢階級制」、岸
田定雄「大和の烏勧請」、田植え行事の座談

民間伝承2-11

7月25日 28回 近畿民俗学会談話
会例会

10名 染料会館 山田隆夫「兵庫県氷上郡鴨庄町の七夕および
盆行事」

民間伝承3-1

9月19日 29回* 近畿民俗学会民俗
談話会

4名 染料会館 宮本常一「周防平郡島の地割制度、舸子制度、
頭屋および安下庄町の若者宿など」

民間伝承3-2、
大阪民俗談話会
記録

10月24日 30回* 近畿民俗学会民俗
談話会

9名 澤田宅 岸田定雄「イヌビワの方言、カンジョウ掛の
習俗」ほか

民間伝承3-3、
大阪民俗談話会
記録

11月28日 31回* 近畿民俗学会民俗
談話会

10名 染料会館 神の問題、頭仲間の行事、戦争の習俗 民間伝承3-5

昭和13 1月29日 　近畿民俗学会講
演会

65名 神戸市医師会館 民間伝承3-6

1月30日 32回* 近畿民俗学会民俗
談話会

5名 染料会館 物の単位および労働量、一人前 民間伝承3-7

2月27日 33回* 近畿民俗学会民俗
談話会

10名 染料会館 家族の連合、分家の仕方 民間伝承3-7
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年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
3月13日 34回* 近畿民俗学会例会 7名 染料会館 山田隆夫「わん木地について」、橘文策「会

津木地屋の現状」
民間伝承3-10

4月17日 35回 近畿民俗学会例会 8名 染料会館 岸田定雄「茅の言語学的考察、信仰と行事」、
平山敏治郎「丹後久美浜の民俗調査」

民間伝承3-10

4月23日 　近畿民俗学会講
演会

和歌山高等商業
学校

民間伝承3-9

5月22日 36回 近畿民俗学会例会 9名 染料会館 岸田定雄提出「七度及び七度半」「リレー式
行事」、山田隆夫「木地屋について」

民間伝承3-10

6月26日 37回 近畿民俗学会例会 8名 染料会館 岸田定雄提出の質問「血の問題」 民間伝承3-11
7月1日 太田陸郎: 応召、陸軍少尉として、中国大陸へ。戦地から『民間伝承』に多くの報告を送る。

昭和17年10月29日内地勤務へ帰任の途上で戦死。
7月31日 38回 近畿民俗学会例会 10名 染料会館 「一人前以下」の問題、身体異常とその信仰、

砂糖以前、灌漑の慣習。
民間伝承3-12

8月28日 39回 近畿民俗学会例会 9名 染料会館 杉浦瓢「香川県男木島の見聞」、宮本常一「大
和越智岡村寺崎の宮座など」、小谷方明「和
泉久世村の講」

民間伝承4-1

9月18日 40回 大阪民俗談話会 11名 染料会館 山田隆夫「ボルネオのシーダイヤク族の習
俗」、岸田定雄「南牟婁郡誌の方言学的紹介」
牧田茂「海村調査から」

民間伝承4-2

10月1日 近畿民俗学会公開
講演会

100名 信濃橋岡島会館 倉田一郎「神意の示顕」、山根徳太郎「住吉
神社祭神考」、牧野信之助「村落結合の過程」

民間伝承4-2

10月23日 41回 大阪民俗談話会 10名 橘文策宅 木形子研究家の橘の業績見学。 民間伝承4-3
11月27日 42回 大阪民俗談話会 8名 染料会館 感情を表す動詞、『郷土生活の研究法』分類

篇住居、鈴木の植物標本と語彙、山田の因幡
木地屋採訪談。

民間伝承4-4

12月18日 43回 （民俗談話会） 8名 染料会館 感情を表す形容詞、郷土生活の研究法輪読、
植物の民俗、年中行事採集整理など

大阪民俗談話会
記録

昭和14 1月22日 44回 大阪民俗談話会 9名 染料会館 『郷土生活の研究法』食物篇を中心に晴の食
物について報告。

民間伝承4-6

2月12日 2月臨
時会

　古鏡見学 13名 高石町山川氏邸 古鏡見学 民間伝承4-7

2月26日 45回 大阪民俗談話会 7名 染料会館 各氏採集苦心談、水の問題、しつけの問題。『郷
土生活の研究法』食物篇。

民間伝承4-7

3月19日 大阪民俗談話会 8名 染料会館 橘文策「宮城遠刈田の木地屋習俗について」 民間伝承4-8
4月23日 4月例

会
大阪民俗談話会 6名 奈良県橿原神宮聖域拡張事務所で発掘遺物見

学、および郡山町東郊稗田の環濠垣内や広大
寺池の灌漑制度の見学

民間伝承4-9

6月20日 澤田四郎作: 軍医予備見習士官として応召 民間伝承4-10
6月24日 近畿民俗講演会 64名 奈良図書館 岸田定雄「てぐり持の話」、笹谷良造「民俗

学の現在及び将来」、野村伝四「野神さんの話」
民間伝承4-11

　山城当尾村採訪・無足人 近88:p32
7月16日 49回 大阪民俗談話会 10名 染料会館 高谷重夫「兵庫県の頭行事について」、山田

隆夫「美濃揖斐郡坂内村の出作小屋について」
民間伝承5-1

10月17日 大阪民俗談話会 18名 記載ナシ 宮本常一「十津川採訪談」。宮本氏の送別会
を兼ねて開催。

民間伝承5-4

10月25日 宮本常一: 上京、アチックミューゼアムに入る。妻子は大阪におく。
11月23日 大阪民俗談話会 7名 記載ナシ 『郷土生活の研究法』の労働の項の研討 民間伝承5-4
12月10日 53回 大阪民俗談話会 12名 染料会館 『郷土生活の研究法』労働篇の輪講。高谷重

夫「越前西谷村温見の採訪談」、宮本常一「島
根県広島地方採訪談」

民間伝承5-5

昭和15 1月21日 54回 大阪民俗談話会 13名 染料会館 鈴木東一「和歌山県下津川の採訪談」、平山?
治郎氏「下総高岡村の採訪談」。『郷土生活の
研究法』輪講（後藤貞夫）

民間伝承5-6

2月18日 55回 大阪民俗談話会 5名 染料会館 水木直箭発掘の「山の神とオコゼ」懇談 民間伝承5-7
3月17日 56回 大阪民俗談話会 5名 染料会館 鈴木東一「南河内郡高向村の民間療法」、　『郷

土生活の研究法』輪講（平山敏治郎）
民間伝承5-8

4月21日 57回 大阪民俗談話会 6名 染料会館 西谷勝也「東播地方の頭組織の講話」 民間伝承5-9
5月19日 58回 大阪民俗談話会 6名 染料会館 山田隆夫「北摂地方山村の民俗採集談」、 『郷

土生活の研究法』輪講
民間伝承5-10

6月16日 59回 大阪民俗談話会 8名 染料会館 杉浦瓢「河内における灌漑用水について」 民間伝承5-11
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年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
7月21日 60回 大阪民俗談話会 11名 染料会館 小谷方明「和泉における池水文化」、郷土生

活の研究法輪講（年中行事）
大阪民俗談話会
会報8

8月18日 61回 大阪民俗談話会 7名 染料会館 小島勝治「あんこうとなかま」、輪講続き 大阪民俗談話会
会報9

9月15日 62回 大阪民俗談話会 20名 染料会館 渋沢敬三出席。山田隆夫「神戸市山村の民俗」、
郷土生活の研究法輪講（占法 呪法）

大阪民俗談話会
会報10

10月20日 63回 大阪民俗談話会 11名 染料会館 高谷重夫「阿波東祖谷村深淵村を中心とする
採訪談」

民間伝承6-3、
大阪民俗談話会
会報11

11月17日 64回 大阪民俗談話会 7名 染料会館 鳥越憲三郎「聖林を中心とする古代琉球の村
落の発生」

民間伝承6-4、
大阪民俗談話会
会報12

12月15日 65回 大阪民俗談話会 染料会館 鈴木東一「和泉の父鬼の紹介」 民間伝承6-4
昭和16 1月19日 66回 大阪民俗談話会 13名 染料会館 岡見正雄「花まつり」 民間伝承6-5、

大阪民俗談話会
会報14

2月16日 67回* 大阪民俗談話会 14名 染料会館 岩田準一「志摩国崎の年中行事」 民間伝承6-7、
大阪民俗談話会
会報15

3月16日 68回* 大阪民俗談話会 13名 奈良図書館 水木直箭 民間伝承6-8、
大阪民俗談話会
会報16

4月13日 臨時談話会 12名 澤田宅 渋沢敬三、宮本常一来る 大阪民俗談話会
会報17

4月20日 69回 大阪民俗談話会 7名 染料会館 松本員枝「紀伊加茂村大窪の民俗」　座談 
一人前とその表示方法

民間伝承6-9、
大阪民俗談話会
会報18

5月18日 70回 大阪民俗談話会 12名 染料会館 高谷重夫『産屋資料の展望」　座談 出産・
ててなし児・へそくり

民間伝承6-10、
大阪民俗談話会
会報19

　今次の会より大阪民俗学会と改称 民間伝承6-10
6月15日 71回 大阪民俗学会例会 13名 染料会館 杉浦瓢「野暮のやりくり」　座談 へそくり

に関連して
民間伝承6-11、
大阪民俗学会会
報19

7月14日 澤田四郎作: 召集令により満光6004部隊に入隊。即日見習士官として満州に駐屯、黒河省山神
府陸軍病院に勤務。
小島勝治: 澤田四郎作応召のあとをうけ、民俗学会の世話人の一人となる。

7月20日 72回 大阪民俗学会例会 染料会館 小島勝治「町方の奉公人」　座談 お化粧を
した神仏（辰井隆氏提出）

民間伝承6-11

（未詳） 73回 記録なし
9月21日 74回 大阪民俗学会例会 明石水産試験場 松井佳一「民俗学的に見た水産」 民間伝承7-2
10月 小島勝治: 教育召集。昭和17年1月 召集解除。4月に再召集され、中国大陸に赴任。昭和19年7

月28日 戦病死と伝えられる。
10月19日 75回* 大阪民俗学会例会 澤田宅 高谷重夫「和泉宮座についての中間報告」 民間伝承7-3
（未詳） 76回 記録なし
12月21日 77回 大阪民俗学会例会 澤田宅 宮本常一「四国寺川の民俗（続報）」 民間伝承7-5

昭和19 7月19日 大阪民俗談話会再
開第1回

4名 多井宅 （宮本常一が帰ってきたことで、動き出した
ものか。謄写版、民俗学研究所蔵）

大阪民俗談話会
再開記録

7月29日 大阪民俗談話会再
開第2回

2名 多井宅 大阪民俗談話会
再開記録

8月13日 大阪民俗談話会再
開第3回

3名 多井宅 大阪民俗談話会
再開記録

昭和22 11月29日 　澤田博士歓迎会 奈良女高師 大和民俗学会主催 民間伝承12-5・
6

昭和23 2月8日 近畿民俗学会 復
活総会

約20名 澤田宅 渋沢敬三。近畿民俗学会再出発の計画など。 民間伝承12-5・
6

4月18日 復活第一回例会
（この間、まず隔月開催の予定が毎月に変わったとのことだが、具体的な日付が不明。毎月第三日曜日）
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年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
9月26日 家庭薬品組合事

務所
岸田定雄「大和に残る星の古名について」 民間伝承13-1

10月17日? 平山敏治郎「史料としての伝説」 民間伝承13-2
11月21日? 笹谷・澤田 民間伝承13-2

昭和24 1月16日 近畿民俗学会例会 26名 家庭薬品組合事
務所

宮本常一「兵庫県氷上郡鴨庄村の村落組織に
ついて」、錦耕三「若狭のダイジョウ講」

民間伝承13-3、
岩井宏実大福帳

2月20日 近畿民俗学会例会 25名 家庭薬品組合事
務所

岩井宏実大福帳

3月27日 近畿民俗学会例会 18名 家庭薬品組合事
務所

宮本常一「村の構成」、津田秀夫「能勢山王村」 民間伝承13-5、
岩井宏実大福帳

4月24日 近畿民俗学会例会 22名 家庭薬品組合事
務所

岩井宏実大福帳

5月22日 近畿民俗学会 22名 家庭薬品組合事
務所

平山敏治郎「史料と民俗学」（第3回民俗学講
座）

民間伝承13-6

5月29日 朝日新聞社古典講
座講演

奈良女子大学講
堂

柳田国男「大和と民俗学」 近畿民俗1

6月19日 （近畿民俗学会例
会）

12名 岩井宏実大福帳

7月17日 （近畿民俗学会例
会）

14-5名 今橋の家庭薬品
組合

岸田日出男「吉野の修験道」 宮本常一の日記

（この間、おそらく月例で会があったと思われるが、日付等の情報を確かめる記録未確認）
10月16日 （近畿民俗学会例

会）
10名ほど 今橋の家庭薬品

組合
柴田「上代の埋葬の話」 宮本常一の日記

12月18日 近畿民俗学会例会 大阪家庭薬品組
合事務所

松井佳一「水産と民俗」、酒井忠雄「平野郷
のクリ綿の話」

民間伝承14-3、
宮本常一の日記

昭和25 2月26日 近畿民俗学会 錦耕三「ダイジョウコウの話」 宮本常一の日記
3月19日 近畿民俗学会例会 家庭薬組合 保仙純剛「最近の採集帖より」 民間伝承14-6
4月26日? 4月例会 澤田宅 錦耕三「若狭のダイジョウコウの話」、宮本

常一
近畿民俗3、
民間伝承14-7

5月28日 近畿民俗学会研究
会

大阪営林局官舎 楳垣実「方言採集」、その他座談会 民間伝承14-8

8月19日? 　近畿民俗学会第
1回共同調査

北江川の採訪、滋賀県高島郡今津町梅ヶ原 民間伝承14-10、
五倍子雑筆12

8月27日 近畿民俗学会例会 大阪営林局官舎 竹田聴洲「同族結合の紐帯」、『郷土生活の研
究法』輪読

民間伝承14-10

9月24日 　近畿民俗学会第
2回共同調査

兵庫県宍栗郡奥谷村富栖村および原、音水 五倍子雑筆12

10月29日 近畿民俗例会 大阪営林局 柳田、折口両先生を中心とする座談会 民間伝承14-12
12月10日 近畿民俗学会例会 大阪営林局宿舎 錦耕三ほか5名「兵庫県宍栗郡奥谷村」 民間伝承15-1

昭和26 1月20日 118回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 乾健治「丹波市の伝説」、高谷重夫「志摩国
南海村の民俗」

近畿民俗5、
民間伝承15-3

2月25日 119回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 岩井宏実「大安寺の頭屋行事」、林宏「大和
の民間療法」、野村豊「三島のり」

近畿民俗5、
民間伝承15-5

3月18日 120回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 岸田定雄「肩車考（大阪町聞書）」、楳垣実「隠
語と符牒」

近畿民俗5、
民間伝承15-7

4月22日 121回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 鷲尾三郎「灘酒造歌に就いて」、西本珠夫「丹
波篠山沢田の鱧祭」

近畿民俗5、
民間伝承15-6

5月28日 122回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 池田源太「ケルト人の口誦伝承の習俗」、錦
耕三・岩井宏実「若狭採訪談」

近畿民俗5

7月1日 123回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 平山敏治郎「越前岡本村採訪談」、樋口孝太
郎「ヤク除箸の話」、岸田定雄「大和民俗採
訪談」

近畿民俗5

7月8日 124回 近畿民俗学会例会 澤田宅 渋沢敬三先生を囲む座談会 近畿民俗5
7月29日 125回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 錦耕三「マナ神事の一考察（マナバシとヤク

ヨケバシ）」、鳥越憲三郎「桜井谷の民俗」、
岸田定雄「信州東京旅行雑談」

近畿民俗5、
民間伝承15-9

8月19日 126回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 岸田定雄・鳥越憲三郎「北山峡調査報告」 近畿民俗5
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年 月日 名称 参加者 場所 内容 典拠
9月23日 127回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 橋本鉄男「荘厳と大荘厳」、平山敏治郎「対

馬調査報告」
近畿民俗5

10月23日 128回 近畿民俗学会例会 54名 澤田宅 柳田国男先生を迎えて座談会。民俗学の名称、
社会科の目的、エビス神、米の話、弥勒信仰
など。

近畿民俗5、
岸田定雄論文
『柳田國男先
生』所収

11月25日 129回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 高谷重夫「度会郡漁村民俗採訪談」、保仙純
剛「大和民俗採訪談」

近畿民俗5、
民間伝承16-1

12月9日 130回 近畿民俗学会例会 営林局深山寮 鳥越憲三郎「西能勢の民俗」、平山敏治郎・
竹田聴洲「平戸調査報告」

近畿民俗5、
民間伝承16-2

昭和27 2月17日 近畿民俗学会例会 大阪営林局宿舎 菅沼晃次郎「但馬の牛」、津田秀夫「近木の櫛」 民間伝承16-4
3月16日 近畿民俗学会例会 大阪営林局宿舎 保仙純剛「ちゃんちゃん祭」、土田英雄「六

島漁村採訪」
民間伝承16-5

4月22日 　大藤時彦西下、近畿民俗学会の諸氏と秋の民俗学会年会の件を打ち合わせる 民間伝承16-6
5月18日 近畿民俗学会例会 澤田宅 鈴木東一「岸和田山村の町中行事」、平山敏

治郎「近江山前のオコナヒ行事」
民間伝承16-7

6月15日 近畿民俗学会例会 大阪営林局官舎 岸田定雄「大和聞書」、岩井宏実「有馬採訪談」、
錦耕三「若狭の祭」

民間伝承16-8

7月13日 近畿民俗学会例会 大阪営林局宿舎 錦耕三「若狭の祭（第二講）」、楳垣実「フモ
ゼ考（蚕）」

民間伝承16-9

8月24日 近畿民俗学会例会 大阪営林局宿舎 鳥越憲三郎「大台ヶ原民俗採訪」、錦耕三「若
狭の祭（二）」

民間伝承16-10

（この間、おそらく月例で会があったと思われるが、日付等の情報を確かめる記録未確認）

昭和28 6月28日 140回 大阪営林局 平山敏治郎「能登採訪談」 近畿民俗12
7月19日 141回 大阪営林局 保仙純剛「熊本県五箇山採訪談」 近畿民俗12
8月23日 142回 大阪営林局 水木直箭・岸田定雄「大和吉野郡民俗調査」 近畿民俗12
9月20日 143回 大阪営林局 高谷重夫「滋賀県湖北採訪談」、水木直箭「折

口先生追憶談」
近畿民俗12

10月18日 144回 大阪営林局 辻野セツ子「高知県土佐郡地蔵寺村採訪談」、
竹田聴洲「羽黒山及び陸中採訪談」

近畿民俗12

11月28日 145回 あやめ池大劇場 近畿地区民俗芸能大会見学 近畿民俗12
12月20日 146回 大阪営林局 小林茂「部落の話」、鳥越憲三郎「トカラ十

島調査」
近畿民俗12

昭和29 2月11日 147回 8名 岩井宏美「奈良県山辺郡東里村笠間の年中行
事と結婚葬送」

近畿民俗13

1）この記録が昭和29年の2月の第147回で終わっているのは、単純に時間がなかったからで、特別な意味はない。
2）短時間で作成したので、多くの点で不十分である。あるいは、すでに近畿民俗学会などでの網羅的な整理があるかもしれない

けれども、参照できなかった。今後、充実させていきたい。
3）主として、『民間伝承』『近畿民俗』を使った。足りないところを、『五倍子雑筆』等で補っている。回数の表記で、肩にマー

ク（＊）があるものは、推定。回数に関しては、他の事業との関係でやや解釈のゆれがあるのではないかと思われる。
4）成城大学民俗学研究所所蔵の『大阪民俗談話会会報』は、宮本常一が去ったあと、昭和15年から活版で作られた会報である。

それ以前の『大阪民俗談話会だより』として出されたものについては、おそらく同人のあいだとりわけ、小谷方明や後藤捷一
の所蔵のなかに残っていようかと思うが、調べていない。成城にある『大阪民俗談話会記録』という謄写版本文を和綴じにし
たものは、おそらく成立経緯がそれとは異なる。宮本常一が、昭和11年のあたりになってから、自分のノートをもとに再構成
した記録と思われるからである。

5）「岩井宏実大福帳」とあるのは、大谷大学で行われた柳田国男の会の席上にて、岩井氏がお持ちになられた昭和24年の1月から
6月までの例会の開催日と出席者の署名がある資料。もともと大福帳形式であったものを、宮本常一生誕100周年の記念展覧会
に貸し出すために、表装し巻物にしたとのこと。ここに記載されている人名に、出席者でありながら署名していない、岩井の
分を加えて、出席者数にした。
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る
関
係
は
、

空
間
的
な
並
置
で
あ
り
、
た
だ
並
べ
ら
れ
た
な
か
で
の
距
離
や
順
序
や
隣
接
の
関
係

に
止
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
論
述
の
文
体
で
あ
る
「
散
文
」
の
よ
う
に
は
、
説
明

や
因
果
的
な
関
連
づ
け
に
は
踏
み
こ
ま
な
い
ま
ま
、
年
表
は
わ
ず
か
に
時
間
的
な
前

後
関
係
を
表
象
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
逆
転
し
が
た
く
絶
対
的
な
も
の
の

よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
、
そ
の
前
後
関
係
を
支
え
て
い
る
の
は
、
超
越
的
で
外
在
的
で

普
遍
的
な
「
時
間
」
の
流
れ
と
い
う
、
抽
象
的
で
形
式
的
な
枠
組
み

）
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（

で
し
か
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
と
っ
て
「
歴
史
」
を
意
味
の
あ
る
物
語
、
別
な
言
い
方

を
す
れ
ば
説
明
力
を
も
つ
物
語
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
し
た
形
式
的
で
外

在
的
な
時
間
の
推
移
、
す
な
わ
ち
機
械
時
計
に
よ
っ
て
測
ら
れ
標
準
化
さ
れ
た
時
の

連
続
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、い
ま
生
き
て
い
る
主
体
で
あ
る
人
間
の
「
意
味
づ
け
」

で
あ
り
、
人
間
に
よ
っ
て
「
生
き
ら
れ
た
」
関
連
づ
け
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

そ
れ
を
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
と
「
生
き
ら
れ
た
時
間
」
と
の
対
照
に
お
い
て
と

ら
え
、
私
は
そ
れ
を
「
足
し
算
と
し
て
の
歴
史
」
と
「
か
け
算
と
し
て
の
歴
史
」
と

い
う
対
比
に
言
い
換
え
て
説
明
し
た
〔
佐
藤
健
二　

二
〇
〇
六
：
二
九
一
│
二
九
四
〕。

年
表
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
足
し
算
に
支
え
ら
れ
た
技
法
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

足
し
算
に
お
い
て
間
違
え
な
い
よ
う
に
す
る
、
そ
の
基
本
的
な
技
法
の
習
得
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
必
要
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
か
け
算
と

い
う
相
互
性
の
融
合
の
理
解
に
踏
み
こ
ん
で
「
関
数
」
や
「
微
積
分
」
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
「
関
係
」
あ
る
い
は
「
関
係
分
析
」
の
論
理
を
歴
史
認
識
に
お
い
て
拓
く
こ

と
で
あ
る
。

　

民
俗
学
が
な
ぜ
、
身
ぶ
り
や
声
の
「
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
」、
す
な
わ
ち
慣
習
的
実
践
の

領
域
に
資
料
の
採
集
を
拡
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
年
表
に
加
え
ら
れ
て

空
白
を
埋
め
て
き
た
「
書
か
れ
た
記
録
」
の
「
部
分
性
」
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
文
書
記
録
」
と
「
採
集
記
録
」
と
い
う
、
古
く
て
新
し
い
対
立
が
こ
こ
で
も
顔
を

出
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
を
固
定
的
に
考
え
、
対
立
を
そ
の
ま
ま
歴
史
学
と
民

俗
学
と
に
投
射
し
て
し
ま
う
類
の
方
法
論
は
、
不
自
由
な
自
己
呪
縛
で
あ
っ
て
、
議

論
の
組
み
立
て
方
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
面
接
や
観
察

を
通
じ
て
の
採
集
記
録
、
す
な
わ
ち
身
ぶ
り
や
声
と
し
て
の
記
録
も
ま
た
、
書
か
れ

た
も
の
と
同
じ
く
「
部
分
性
」
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
書
か
れ
た
資

料
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
も
つ
物
質
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と

を
手
が
か
り
に
、
書
い
た
主
体
や
書
か
れ
た
場
や
伝
え
ら
れ
た
経
緯
な
ど
を
探
り
出

し
、
そ
の
時
代
性
を
考
察
し
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
口

承
資
料
は
、
そ
う
し
た
生
成
の
場
と
の
つ
な
が
り
を
周
辺
資
料
の
収
集
と
総
合
の
な

か
で
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
困
難
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の
苦
労
と
柳

田
が
直
面
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
『
史
料
と
し
て
の
伝
説
』〔
一
九
四
四
〕
や
『
口

承
文
芸
史
考
』〔
一
九
四
七
〕
な
ど
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
身
ぶ
り
や
声
の
観
察
と
採
集
と
が
戦
略
的
で
あ
る
の
は
、
書

か
れ
る
こ
と
で
す
で
に
切
り
離
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
こ
と
で
、
現
在
の
生
活
か
ら
忘

れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
文
書
記
録
と
は
異
な
り
、
遂
行
と
い
う
行
為
に
よ
っ

て
あ
る
い
は
発
話
と
い
う
実
践
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
眼
前
の
事
実
」
と
い
う

意
味
で
の
「
現
在
性
」
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
現
在
性
」
は
、
説
明
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さ
れ
る
べ
き
現
象
で
あ
り
、
歴
史
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
拘
束
性
や
、
そ
こ
か
ら

の
切
断
と
し
て
の
自
由
を
表
象
し
て
い
る
。
現
在
の
現
象
に
、
構
造
的
に
作
用
し
て

い
る
力
の
あ
り
よ
う
を
、
変
遷
と
し
て
、
あ
る
い
は
変
容
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き

た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
「
歴
史
」
を
構
築
し
え
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

起
源
の
探
究
と
い
う
二
つ
の
知
的
操
作

　

わ
れ
わ
れ
が
年
表
的
な
知
識
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
歴
史
の
認
識
が
過

去
の
前
身
、
す
な
わ
ち
以
前
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
形
態
の
発
見
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
確
に
主
題
化
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社

会
史
家
の
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

　

ブ
ロ
ッ
ク
の
『
比
較
史
の
方
法
』〔
一
九
二
八
＝
一
九
七
八
〕
は
、
ち
ょ
う
ど
柳
田

国
男
が
や
が
て
「
聟
入
考
」
と
な
る
婚
姻
制
の
考
察
を
史
学
会
で
講
演
し
た
頃
に
書

か
れ
た
も
の
だ
が
、
後
に
社
会
史
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
立
場
の
方
法
意
識
を
鋭

く
提
起
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
歴
史
家
ル
ナ
ン
の
「
歴
史
に
お
け
る
類
似
は
、

必
ず
し
も
つ
ね
に
関
連
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を

引
用
し
つ
つ
、
類
似
性
の
認
識
が
無
自
覚
に
模
倣
や
伝
播
と
い
っ
た
説
明
を
立
ち
上

げ
て
し
ま
う
危
う
さ
を
切
断
し
て
い
る
。
民
俗
学
が
い
か
に
外
形
の
類
似
か
ら
、
安

易
に
伝
承
を
仮
定
し
呼
び
よ
せ
て
し
ま
う
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
警
告
は
他
人

ご
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
比
較
の
方
法
こ
そ
が
、
原
因
の
探
究
に
お
け
る
前
進
を
可

能
に
す
る
と
し
て
、「
起
源
の
問
題
」
す
な
わ
ち
「
起
源
と
い
う
表
現
の
も
と
で
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
異
な
り
、
か
つ
、
そ
の
射
程
に
お
い
て
も
等
し
く
な
い
二
つ
の

知
的
操
作
が
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
」
問
題
に
踏
み
こ
ん
で
い
る
点
は
、
比
較
の
意

義
を
強
調
し
た
『
郷
土
誌
論
』
の
歴
史
認
識
の
方
法
と
深
く
呼
応
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
い
う
「
起
源
の
問
題
」
す
な
わ
ち
「
二
つ
の
知
的
操
作
の
混
同
」
と
は
な

に
か
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
注
目
さ
れ

る
「
三
部
会
」、
僧
侶
・
貴
族
・
平
民
か
ら
な
る
身
分
制
議
会
を
例
に
、
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

　

第
一
の
知
的
操
作
は
、「
三
部
会
が
し
ば
し
ば
そ
れ
ら
の
発
展
形
態
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
よ
り
古
い
諸
制
度
（
た
と
え
ば
、
公
や
伯
の
会
議
）」
の
探
究
で
、
前
身

と
な
る
も
の
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
必
要
な
も
の
で
、
正
し
く
押
さ
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
識
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
付
随
し
て
、
し
ば

し
ば
混
同
さ
れ
が
ち
な
第
二
の
知
的
操
作
が
あ
る
。
そ
れ
は
変
容
の
契
機
で
あ
り
、

変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
把
握
で
あ
る
、
と
い
う
。

「
こ
の
伝
統
的
組
織
が
、
何
故
、
所
与
の
時
期
に
拡
大
し
、
か
つ
新
た
な
意
味

を
獲
得
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
何
故
、
三
部
会
す
な
わ
ち
政
治
的
な
、

そ
し
て
特
に
財
政
的
な
役
割
を
与
え
ら
れ
、
君
主
な
い
し
そ
の
顧
問
会
議
に
対

し
て
お
そ
ら
く
従
属
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
力
│
│
こ

れ
は
、
無
限
に
多
様
な
仕
方
で
当
該
地
方
の
社
会
的
諸
力
を
究
極
的
に
は
表
現

す
る
の
だ
が
│
│
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
会
議
体
に
変
容
し
た

の
か
を
説
明
し
う
る
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
胚
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
、
そ
れ
は
発
芽
の
原
因
を
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
い
。」〔M

arc Bloch 1928

＝
一
九
七
八
：
二
三
〕

　

ブ
ロ
ッ
ク
は
、「
多
数
の
瑣
細
な
地
方
的
事
実
の
迷
路
に
迷
い
込
む
」
だ
け
の
探

究
は
「
不
可
避
的
に
、
基
本
的
な
も
の
を
看
過
す
る
」
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
、「
一

般
的
現
象
の
原
因
は
、同
様
に
一
般
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
し
て
、「
全

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
規
模
の
」
類
似
の
比
較
の
重
要
性
を
強
調
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
忠

告
も
忘
れ
ず
に
加
え
て
い
る
。

「
私
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
誤
解
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
私
が
、
今

示
唆
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
か
か
わ
る
大
問
題
の
解
決
の
た
め
の
探
究
に
と

り
か
か
る
た
め
に
、
そ
の
著
者
た
ち
が
、
彼
ら
の
固
有
の
研
究
領
域
を
放
棄
す

る
こ
と
な
ど
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
全
く
反
対
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
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相
互
に
孤
立
し
て
、
各
自
勝
手
に
や
っ
て
い
た
の
で
は
、
そ
の
問
題
を
解
決
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

彼
ら
が
わ
れ
わ
れ
に
提
供
で
き
る
重
要
な
貢
献
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、彼
ら
は
、

彼
ら
が
対
象
と
す
る
地
域
に
お
い
て
、
三
部
会
あ
る
い
は
身
分
制
議
会
の
出
現

に
先
行
し
あ
る
い
は
随
伴
し
、
か
つ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
暫
定
的
に
せ
よ
そ

れ
ら
の
生
成
の
可
能
的
諸
原
因
の
中
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る

様
々
な
政
治
的
・
社
会
的
諸
現
象
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
研
究
に
際
し
て
、
他
の
地
域
に
つ
い
て
す
で
に
得
ら
れ
た
諸
結
果
を

吟
味
し
て
み
る
こ
と
│
│
一
言
で
い
え
ば
、
小
範
囲
の
比
較
史
│
│
は
、
彼
ら

の
注
意
を
ど
こ
に
向
け
れ
ば
い
い
か
を
定
め
る
の
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
全
体
的

比
較
は
、
そ
の
あ
と
で
な
け
れ
ば
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
。
前
提
と
な
る
地
方
的

研
究
が
な
け
れ
ば
、
全
体
的
比
較
を
お
こ
な
っ
て
も
、
実
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
全
体
的
比
較
の
み
が
、
考
え
ら
れ
る
諸
原
因
の
密
林
の
中
か
ら
、
一

般
的
影
響
力
を
も
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
、
真
の
原
因
だ
け
を
見
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。」〔
同
前
：
二
四
│
二
五
〕

　

こ
う
し
た
視
点
は
、
た
と
え
ば
柳
田
国
男
の
「
一
国
民
俗
学
」
と
い
う
特
殊
な
表

現
を
め
ぐ
っ
て
九
〇
年
代
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
閉
鎖
性
や
国
民
国
家
的
性
格
を
め
ぐ

る
議
論
の
不
毛
さ
や
、
そ
の
反
動
と
い
う
要
素
も
あ
っ
た
「
比
較
民
俗
学
」
へ
の
安

易
な
同
調
や
流
行
の
批
判
す
べ
き
軽
薄
さ
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
あ
る
い
は
地
方
民
俗

学
史
の
発
掘
へ
と
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
導
く
だ
ろ
う
。

変
数
の
構
成
、
あ
る
い
は
博
物
学
と
代
数
学

　

ブ
ロ
ッ
ク
が
論
じ
た
第
二
の
知
的
操
作
の
重
要
性
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
か
け
算

と
し
て
の
歴
史
」
の
比
喩
を
延
長
す
る
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と

も
単
純
化
し
て
い
え
ば
、ち
ょ
う
ど
関
数
や
変
数
を
含
ん
で
成
立
す
る「
方
程
式
」と
、

あ
る
時
点
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
「
値
」
の
関
係
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
個
々
の
現
象

形
態
は
、
す
べ
て
「
値
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
「
変
数
」
に
属
す
る
も
の
な

の
か
も
探
り
出
す
べ
き
問
題
だ
が
、
変
数
間
の
関
係
を
記
述
す
る
「
方
程
式
」
の
レ

ベ
ル
で
と
ら
え
ら
れ
る
構
造
も
ま
た
、
知
的
探
究
が
と
り
く
む
べ
き
重
要
な
課
題
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
比
喩
で
は
あ
る
が
、「
博
物
学
」
と
「
代
数
学
」
と
い
う
対
比
を
提
示
し

て
お
き
た
い
。
日
本
民
俗
学
史
の
構
築
に
お
い
て
は
、
地
方
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
埋

も
れ
て
し
ま
っ
た
研
究
や
研
究
者
た
ち
の
発
掘
や
、
場
と
し
て
の
研
究
誌
の
探
索
や

残
さ
れ
た
論
考
の
収
集
な
ど
、
い
わ
ば
「
博
物
学
」
的
な
作
業
も
ま
だ
ま
だ
必
要
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
観
察
さ
れ
た
も
の
を

「
値
」
と
し
て
捉
え
直
し
、
背
後
に
潜
む
「
変
数
」
を
あ
ぶ
り
出
す
「
代
数
学
」
的

な
作
業
も
ま
た
、
同
時
に
立
ち
上
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
国
語
教
育
を
含
め
た
近

代
の
学
校
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
作
用
を
深
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
変

数
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
意
外
な
こ
と
に
郵
便
や
鉄
道
な
ど
の
交
通
手
段
の

発
達
も
、
ガ
リ
版
か
ら
写
真
に
い
た
る
記
録
複
製
技
術
の
展
開
も
、
日
本
民
俗
学
史

の
構
築
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
変
数
と
し
て
関
与
し
て
い
る
。
学
校
や
交
通
や
印

刷
を
含
む
メ
デ
ィ
ア
の
介
在
を
、
重
要
な
変
数
と
し
て
考
え
る
よ
う
な
民
俗
学
史
の

書
き
換
え
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
課
題
で
あ
る
。

　

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
だ
準
備
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
構
え
に

お
い
て
「
近
代
日
本
民
俗
学
史
」
を
構
想
し
て
み
る
こ
と
は
、「
民
俗
学
」
と
い
う

概
念
の
縛
り
を
、
あ
る
意
味
で
解
放
し
、
別
な
意
味
で
は
積
極
的
に
選
択
す
る
た
め

に
、
必
要
で
あ
る
。
現
状
を
告
発
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
か
つ
て
あ
っ
た
か
の
よ

う
に
信
じ
ら
れ
た
可
能
性
の
中
心
を
捉
え
直
し
た
い
。

　

こ
の
覚
書
は
、
そ
う
し
た
基
礎
作
業
の
た
め
に
書
か
れ
た
。

註（
1) 
「
民
俗
学
」
の
範
囲
設
定
そ
れ
自
体
が
、今
日
で
は
揺
れ
て
い
る
。
柳
田
国
男
の
用
語
に
戻
っ

て
考
え
る
な
ら
、『
青
年
と
学
問
』
が
論
じ
た
「
フ
ォ
ク
ロ
ア
」
や
「
日
本
の
民
俗
学
」
だ
け
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で
な
く
、「
郷
土
研
究
」「
郷
土
誌
」「
郷
土
生
活
の
研
究
」「
民
間
伝
承
」
や
、「
土
俗
学
」「
地

方
学
」「
南
島
研
究
」「
農
村
生
活
誌
」「
ル
ー
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」「
ル
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」「
神

道
史
」「
農
民
文
芸
」「
口
承
文
芸
史
」「
世
相
研
究
」
等
々
の
多
様
で
幅
広
い
表
現
を
す
べ
て

含
め
て
、
こ
こ
で
は
「
民
俗
学
」
と
考
え
る
。

（
2) 
「
総
体
化
」
は
社
会
学
者
の
見
田
宗
介
の
こ
と
ば
で
、「
管
理
化
」
と
い
う
い
わ
ば
上
か
ら
の

全
体
の
透
明
化
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
意
味
の
多
次
元
性
の
粛
清
」
で
し
か
な
い
こ
と
に
対
抗

す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
透
明
化
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
見
田
の
表
現
を
借
り
れ

ば
「
管
理
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
論
理
に
よ
っ
て
、
存
在
的
・
存
在
論
的
に
二
重
に
抑
圧
さ
れ

圧
殺
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
自
己
回
復
」〔
見
田
宗
介 

一
九
七
六
：
二
二
〕
で
あ
り
、「
諸
個
体

の
も
つ
意
味
の
諸
次
元
の
総
体
性
の
奪
回
」
と
「
全
体
の
具
体
的
な
連
関
の
総
体
性
の
獲
得
」

と
い
う
二
重
の
全
体
性
を
志
向
す
る
と
い
う
意
味
で
、
対
抗
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
透
明
化
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、佐
藤
健
二
〔
二
〇
〇
〇
〕
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
3) 
「
一
国
民
俗
学
」
と
い
う
名
乗
り
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
村
井
紀
が
言
挙
げ
し
、
子
安
宣
邦

が
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
、
川
村
湊
や
赤
坂
憲
雄
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
論
者
が
追
随
し
た

図
式
で
の
役
割
ほ
ど
に
は
意
味
を
も
た
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
万
国
民
俗
学
」「
比
較
民
俗

学
」
と
対
比
し
た
、二
つ
の
「
ミ
ン
ゾ
ク
ガ
ク
」
あ
る
い
は
「
フ
ォ
ル
ク
ス
ク
ン
デ
」
と
「
フ
ェ

ル
ケ
ル
ク
ン
デ
」
の
訳
し
分
け
の
便
宜
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
〔
佐
藤
健

二　

二
〇
〇
二
：
六
〇
│
六
四
〕
で
論
じ
て
い
る
。

（
4) 
「
日
本
の
民
俗
学
史
に
つ
い
て
の
記
述
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
専
門
的
に
日
本
民
俗

学
史
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
も
い
な
い
」〔
福
田
ア
ジ
オ 

二
〇
〇
九
：
一
〕、と
福
田
は
言
う
。

結
果
と
し
て
は
、
正
し
い
指
摘
な
の
だ
と
思
う
。
自
ら
の
学
問
そ
れ
自
体
の
歴
史
を
語
る
こ
と

が
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
説
明
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
柳
田
国
男
の
生
前
に
は
、
歴

史
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
本
格
的
な
柳
田
国
男
論
を
避
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
重
圧

が
の
し
か
か
り
、
戦
後
日
本
民
俗
学
に
お
い
て
は
、
学
史
を
評
す
る
よ
り
も
、
野
に
出
て
採
訪

に
勤
し
む
の
が
研
究
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
抑
圧
が
研
究
者
を
縛
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

ま
だ
歴
史
を
語
る
に
は
若
い
学
問
だ
と
い
う
自
意
識
も
、
ど
こ
か
で
作
用
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、そ
の
分
だ
け
「
民
俗
」「
伝
承
」「
常
民
」
と
い
っ
た
、基
本
に
置
か
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

へ
の
考
察
が
現
状
に
寄
り
か
か
っ
て
、
概
念
的
な
彫
琢
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
と
い
う
弱
点
を

抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。

（
5) 

本
稿
で
は
柳
田
国
男
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
、
現
在
刊
行
中
の
筑
摩
書
房
版
『
柳
田
國

男
全
集
』
か
ら
と
し
、〔
巻
数
：
頁
表
示
〕
を
基
本
に
簡
略
に
表
示
し
、
書
物
名
や
論
考
の
題

名
な
ど
が
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
場
合
な
ど
は
そ
の
つ
ど
補
う
こ
と
と
し
た
い
。

（
6) 

福
田
氏
の
説
明
を
文
字
通
り
に
た
ど
る
と
、「
時
期
区
分
」
を
刊
行
物
と
り
わ
け
雑
誌
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
に
、
批
判
の
実
質
が
あ
る
。
赤
松
啓
介
の
認
識
を
「
日
本
の
民
俗
学
は
『
郷
土
研

究
』
の
発
刊
か
ら
と
し
、
明
治
期
の
人
類
学
の
研
究
を
前
史
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
期
区
分
も

雑
誌
の
刊
行
年
に
よ
っ
て
い
る
」
と
批
判
し
、
関
敬
吾
の
民
俗
学
史
を
「
時
期
区
分
が
相
変
わ

ら
ず
刊
行
物
の
年
次
に
た
よ
っ
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
」〔
福
田 

二
〇
〇
九
：
三
〕
と
書
く
。

た
し
か
に
「
時
期
区
分
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
設
定
は
、
歴
史
認
識
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
が
、「
民
俗
学
が
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
研
究
し
、
そ
の
研

究
は
社
会
の
動
向
と
如
何
に
関
係
し
て
い
た
か
を
と
ら
え
て
段
階
区
分
す
る
」〔
同
前
：
三
〇
四
〕

必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
と
、
雑
誌
や
刊
行
物
の
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
私
は
な
ん
ら
矛

盾
し
な
い
と
思
う
。

（
7) 

逆
に
宮
本
と
赤
松
の
二
人
に
、
地
方
の
雑
誌
へ
の
目
配
り
が
明
確
に
あ
る
こ
と
も
説
明
さ
れ

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
大
阪
を
中
心
と
し
て
の
活
動
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
か
ら
か
、
あ
る

い
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
活
動
に
よ
る
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
。

（
8) 

謄
写
版
な
ど
で
出
さ
れ
る
場
合
も
多
く
、
少
部
数
印
刷
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
は
失
わ
れ

や
す
い
が
、
な
お
そ
の
地
に
住
ん
で
活
動
し
た
研
究
家
た
ち
の
蔵
書
に
は
残
っ
て
い
る
こ
と
も

多
い
。
そ
れ
ら
の
発
掘
も
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
駆
使
す
る
民
俗
学
が
得
意
と
す
る
活

躍
の
領
域
で
あ
る
。

（
9) 

こ
れ
は
柳
田
国
男
の
筆
名
の
一
つ
で
、
論
考
の
初
出
の
『
郷
土
研
究
』
誌
上
で
使
わ
れ
た
。

す
で
に
私
は
、〔
佐
藤
健
二　

二
〇
〇
二
〕
に
お
い
て
、
こ
の
筆
名
で
発
表
さ
れ
た
方
法
論
の

一
連
の
論
考
が
、南
方
熊
楠
の
郷
土
研
究
批
判
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
10) 

同
様
の
考
え
を
、
柳
田
国
男
は
後
に
『
国
史
と
民
俗
学
』
に
収
め
る
こ
と
に
な
る
一
九
三
二

（
昭
和
七
）
年
の
講
演
「
郷
土
研
究
と
郷
土
教
育
」
で
も
、明
確
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
私

な
ど
の
企
ゝ
て
居
る
研
究
で
は
、
歴
史
は
竪
に
長
い
細
引
の
や
う
な
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
て
居

な
い
。
寧
ろ
是
を
考
察
す
る
者
の
属
す
る
時
代
が
、
切
っ
て
与
へ
た
る
一
つ
の
横
断
面
と
見
る

の
で
あ
る
。
此
横
断
面
に
頭
を
出
し
て
居
る
史
実
、
即
ち
過
去
に
あ
つ
た
ら
し
き
事
実
の
痕
跡

は
、
実
際
は
そ
の
過
程
の
色
々
の
段
階
に
於
て
自
分
を
示
し
て
居
る
。
我
々
の
社
会
生
活
は
決

し
て
均
等
に
は
発
達
し
展
開
し
て
居
な
い
。」〔
全
集
一
四
：
一
五
八
〕

（
11) 

ま
た
歴
史
の
〈
現
前
性
〉
に
つ
い
て
は
、
忘
却
ま
で
含
め
て
論
じ
た
方
が
よ
い
。
す
な
わ
ち

現
在
は
す
で
に
忘
れ
ら
れ
て
い
て
、
記
録
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
「
不
在
の

現
前
」
ま
で
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
12) 

発
端
は
糸
魚
川
出
身
で
い
ま「
百
霊
廟
」を
調
べ
て
い
る
慶
應
大
学
の
渡
辺
秀
樹
教
授
に
、「
細

野
雲
外
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
何
か
知
ら
な
い
か
、と
聞
か
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

郷
里
の
糸
魚
川
で
話
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
確
か
め
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
の
名
前
は
聞
い
た

こ
と
が
あ
っ
て
、
た
し
か
『
不
滅
の
墳
墓
』（
厳
松
堂
書
店
、
一
九
三
二
）
と
い
う
、
伊
藤
彦

造
描
く
と
こ
ろ
の
未
来
の
墓
地
の
風
景
を
口
絵
に
し
た
奇
妙
な
本
を
書
い
た
人
物
で
あ
る
こ

と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
つ
い
で
に
調
べ
て
み
る

と
、
世
を
慨
嘆
す
る
書
物
を
い
く
つ
か
自
費
出
版
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
ら
の
本
の
情
報

源
は
と
い
う
と
、
新
聞
そ
の
他
の
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
ら
し
か
っ
た
。
そ
し
て
『
不
滅
の
墳
墓
』

と
い
う
本
の
百
霊
廟
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
相
馬
御
風
が
『
キ
ン
グ
』
に
載
せ
た
記
事

の
範
囲
を
出
る
も
の
が
な
い
こ
と
な
ど
を
伝
え
た
。
糸
魚
川
で
の
講
演
に
つ
い
て
時
間
が
合
え
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ば
聞
き
に
行
き
た
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
話
は
思
わ
ぬ
方
向
に
転
回
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
私
自

身
が
一
緒
に
講
演
を
す
る
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
13) 
「
青
年
カ
ー
ド
」
は
大
日
本
聯
合
青
年
団
が
発
行
し
て
い
た
、
通
信
教
育
の
小
冊
子
で
、
一

枚
の
表
裏
刷
を
折
り
た
た
ん
で
八
頁
構
成
の
も
の
に
し
て
い
る
。
何
次
か
に
わ
た
っ
て
発
行
さ

れ
た
も
の
ら
し
く
、
柳
田
は
第
一
次
の
カ
ー
ド
に
「
都
会
と
農
村
」〔
全
集
二
八
所
収
〕、
第
三

次
の
カ
ー
ド
に
「
郷
土
研
究
の
方
法
」〔
全
集
二
九
所
収
〕
を
寄
せ
て
い
る
。

（
14) 

本
論
に
お
い
て
展
開
す
べ
き
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
そ
の
準
備
が
十
分
で
な
い
の
で
、

欄
外
で
注
意
喚
起
し
て
お
く
が
、
民
俗
学
に
お
い
て
「
項
目
」
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
功
罪

と
は
、
民
俗
学
史
の
重
要
な
課
題
だ
と
思
う
。
そ
の
こ
と
に
早
く
に
気
づ
き
、「
項
目
」
に
注

目
し
た
形
で
の
調
査
史
の
必
要
を
論
じ
た
の
は
、坪
井
（
郷
田
）
洋
文
「
民
俗
調
査
の
歴
史
」〔
一

九
六
〇
〕
で
あ
る
。
折
口
信
夫
の
「
民
間
伝
承
蒐
集
事
項
目
安
」
以
前
の
、
人
類
学
の
婚
礼
風

俗
の
研
究
項
目
な
ど
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
郷
村
の
調
査
で
検
討
さ
れ
た
項

目
〔
小
野
武
夫 

一
九
二
五
〕
や
有
賀
喜
左
衛
門
が
「
民
俗
」
の
項
目
を
工
夫
し
た
信
濃
教
育

会
の
『
郷
土
調
査
要
目
』〔
一
九
三
三
〕
な
ど
は
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
民
間
伝
承
』
誌

上
で
展
開
し
た
各
種
の
「
要
項
」
の
検
討
も
不
十
分
な
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
山
村
生
活
調

査
や
沿
海
諸
村
の
生
活
調
査
に
使
わ
れ
た
『
郷
土
生
活
採
集
手
帖
』
や
『
採
集
手
帖
（
沿
海
地

方
用
）』
の
戦
後
の
再
検
討
を
含
め
、
さ
ら
に
民
俗
学
史
の
問
題
と
し
て
深
め
て
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
15) 

小
泉
み
ち
子
の
「
研
究
ノ
ー
ト 

本
山
桂
川
そ
の
生
涯
と
書
誌
」
は
『
市
立
市
川
歴
史
博
物

館
年
報
』
第
一
五
号
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
〇
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
が
、
現
物
は

未
確
認
。
た
だ
し
、
市
川
歴
史
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.city.ichikaw

a.
chiba.jp/net/kyouiku/rekisi/rekihaku/ronbun/koizum

i/koizum
i96.htm

）
よ
り
論

文
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

（
16) 

小
島
勝
治
に
つ
い
て
は
、
故
人
の
友
人
で
あ
っ
た
松
野
竹
雄
・
丸
山
博
が
中
心
に
な
っ
て
出

版
し
た
『
日
本
統
計
文
化
史
序
説
』（
一
九
七
二
）
に
お
い
て
、
そ
の
主
著
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
未
来
社
の
助
力
で
『
統
計
文
化
論
集
』（
一
九
八
一
│
八
五
）
の
四
巻
が
著
作
論
考

の
集
成
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。
再
評
価
は
い
ず
れ
も
統
計
学
の
側
か
ら
が
中
心
で
、
民
俗
学
か

ら
の
評
価
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
〔
小
池
淳
一 

二
〇
〇
九
〕
が
論
じ

始
め
て
い
る
。
丸
山
博
が
経
済
統
計
研
究
会
の
発
表
に
際
し
て
の
付
属
資
料
と
し
て
公
刊
し
た

『
資
料 

小
島
勝
治
と
『
浪
華
の
鏡
』』（
一
九
八
一
年
七
月
一
六
日
発
行
）
な
ど
も
、
彼
が
活
動

し
た
場
に
接
近
す
る
た
め
に
は
有
効
な
資
料
で
あ
る
。

（
17) 

太
田
陸
郎
に
つ
い
て
は
、
遺
著
の
『
支
那
習
俗
』
以
外
の
集
成
は
あ
ま
り
目
に
つ
か
な
い
。

管
見
の
な
か
に
『
考
古
民
俗
雑
纂
』
と
い
う
一
冊
が
あ
る
が
、
刊
記
も
何
も
な
く
、
多
様
な
紙

質
や
活
字
の
不
揃
い
な
ど
を
見
る
と
抜
刷
を
合
本
に
す
る
方
法
で
作
っ
た
と
し
か
思
え
な
い

一
冊
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
太
田
の
残
し
た
「
著
書
」
と
位
置
づ
け
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
表
紙
の
ヒ
ラ
の
部
分
に
は
ま
る
で
目
次
の
よ
う
に
収
録
の
論
文
の
題
名
を
並
べ
て
お
り
、

背
に
も「
考
古
民
俗
雑
纂　

太
田
陸
郎
」と
印
刷
し
て
あ
る
。
一
六
本
の
所
収
論
文
の
う
ち
も
っ

と
も
新
し
い
の
が
昭
和
一
一
年
な
の
で
、
そ
れ
以
降
の
あ
る
時
期
に
太
田
自
身
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
た
私
刊
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
没
後
で
あ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
な
ん
ら
か
の
序
跋

等
々
を
付
け
て
記
念
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
昭
和
一
七
年
一
〇
月
の

飛
行
機
事
故
以
前
の
も
の
、
さ
ら
に
出
征
し
て
か
ら
こ
の
よ
う
な
本
を
出
版
す
る
の
は
難
し
い

と
考
え
る
な
ら
ば
、
昭
和
一
一
年
か
ら
昭
和
一
三
年
七
月
ま
で
の
間
に
作
ら
れ
た
と
も
推
定
で

き
る
。
太
田
に
つ
い
て
は
、
安
田
辰
馬
が
財
団
法
人
日
本
職
業
協
会
の
機
関
誌
『
清
流
』
の
第

二
三
号
に
載
せ
た
「
異
色
の
民
俗
学
者 

太
田
陸
郎
先
生
：
あ
る
職
業
行
政
人
の
人
間
像
」
と

い
う
論
考
を
中
心
に
資
料
を
添
え
て
別
刷
の
小
冊
子
（
一
九
七
四
年
七
月
刊
行
）
を
残
し
、
加

茂
幸
男
の
『
太
田
陸
郎
伝　

民
俗
学
者
太
田
陸
郎
を
語
る
玄
圃
梨
の
記
』（
一
九
九
二
年
七
月

一
日
発
行
）
と
題
す
る
私
刊
本
は
、
遺
族
関
係
者
が
所
有
し
て
い
た
資
料
な
ど
を
利
用
し
な
が

ら
、
年
譜
に
即
し
て
記
述
を
進
め
て
い
る
。

（
18) 

こ
の
表
は
二
〇
〇
七
年
の
「
柳
田
国
男
の
会
」
で
報
告
の
た
め
に
準
備
し
、『
柳
田
国
男
研
究
』

第
六
号
（
二
〇
〇
六
）
に
掲
載
し
た
も
の
の
再
録
で
あ
る
。

（
19) 

そ
う
し
た
枠
組
み
の
有
効
性
の
感
覚
そ
れ
自
体
が
、
機
械
時
計
の
普
及
や
鉄
道
運
行
が
織
り

上
げ
て
い
っ
た
均
質
な
標
準
時
間
の
社
会
的
受
容
な
ど
、
歴
史
的
社
会
的
な
環
境
を
充
た
す
時

間
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い
。
こ
の
論
点
は
じ
つ
は
歴
史
意
識
を
考
え

る
う
え
で
は
大
き
な
問
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
で
き
な
い
。
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This essay represents a preliminary attempt at constructing a “history of folklore studies” in the context of 

modern Japan. Because of the overwhelming number and range of studies documenting aspects of the Japanese 

folklore movement, it is necessary to engage in a process of “comparison,” as Émile Durkheim advocated. By 

reconsidering the current state of the field, we can investigate alternative ways of studying the subject from a 

“relativistic” or “holistic” perspective. This essay takes into account how previous historical studies took into 

account publications issued in local areas or by local research groups, and attempts to rectify the scholarly neglect 

of such contributions. Historical studies to date as a rule do not fully take into account concrete evidence provided 

by local folklore studies, even if they try to avoid so-called “Yanagita Kunio centricity.” By shifting our stance, we 

can take up issues concerning approaches taken up by researchers involving minzokugaku (folklore studies) on a 

localized level, kyōdo kenkyū (research on local history and culture), or kyōdo kyōiku (methods of teaching local 

history and culture).

For instance, through the investigation of the local history of folklore studies in Itoigawa, I have stressed the 

importance studying the work of a literary figure such as Sôma Gyofû. I have also taken into account the 

painstaking efforts involved in the publication of the discoveries of local researchers such as The Collected Works 

of Aoki Shigetaka (15 volumes published to date). Similarly, the research and compilation of proceedings of the 

Ōsaka Minzoku Danwa Kai (Osaka Folklore Discussion Society), led by Sawada Shirosaku, suggests that 

consideration of the “place,” where the local folklore studies were born plays an crucial role in the subsequent 

construction of a history of folklore in modern times. The investigation of the “place,” where multiple interests 

were exchanged and diverse persons interacted with each other can open the way to a revised history of “practice” 

and “method,” which differs greatly from a history according to “paradigm” and “theory.” In this essay, I evaluate 

the advantages and disadvantages of the use of “chronological tables.” The “problem of origin,” as proposed by 

Marc Bloch, who was a close contemporary of Yanagita, is also raised. Furthermore, I propose that an “algebraic” 

approach, which treats the composition of categories as variables or values and analyses the relation of variables. 

Such a methodology, while contributing the construction of a revised history of modern Japanese folklore studies, 

also incorporates what might be called “ecological” or “natural historical” approaches, which focus on searching 

for research material on a widespread basis and acquiring material objects that are required for study.

Key words : History of local folklore studies, holistic research, place where the folklore studies arose, history of 

practice and history of paradigm, historical perception
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