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雑
誌
と
民
俗
学
史
の
視
角
　
石
橋
臥
波
の『
民
俗
』と
佐
々
木
喜
善
の『
民
間
伝
承
』

小
池
淳
一

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶『
民
俗
』の
視
界

❷『
民
間
伝
承
』の
夢

お
わ
り
に
│
雑
誌
と
い
う
問
題
系

　

本
稿
は
雑
誌
を
通
し
て
日
本
の
民
俗
研
究
の
形
成
過
程
の
特
徴
を
と
ら
え
る
視
角
を
追
求
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
雑
誌
は
、
長
く
大
学
に
講
座
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
の
民
俗
研
究
に
と
って
重
要
な

メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
研
究
の
対
象
を
登
録
し
、
資
料
を
蒐
集
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
課
題
を
共
有
し
、

議
論
を
深
め
て
い
く
た
め
に
も
活
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
具
体
的
に一九一三
年
に
石
橋
臥
波
を
中
心
に
発
刊
さ
れ
た
『
民
俗
』
と
い
う
雑
誌
が
大
正

の
は
じ
め
に
「
民
俗
」
研
究
の
重
要
性
を
主
張
し
、
国
文
学
や
歴
史
学
、
人
類
学
の
研
究
者
を
軸
に
運

営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
同
時
期
の
高
木
敏
雄・柳
田
国
男
に
よ
る
『
郷
土
研
究
』

と
の
差
異
が
「
民
俗
」
を
把
握
す
る
方
法
意
識
の
差
に
あ
る
点
に
つい
て
考
察
し
た
。

　

さ
ら
に一九
三
二
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
民
間
伝
承
』
と
い
う
雑
誌
を
取
り
上
げ
、
編
集
発
行
に
あ
た
っ

た
佐
々
木
喜
善
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
や
研
究
上
の
課
題
、
雑
誌
刊
行
を
支
え
た
人
脈
に
つい
て
考
察
し

た
。
こ
こ
か
ら
は
掲
載
さ
れ
た
論
考
ば
か
り
で
は
な
く
、
問
答
や
資
料
報
告
を
含
む
誌
面
の
構
成
か
ら
、

口
承
文
芸
を
軸
に
東
北
を
基
盤
と
し
つつ
事
例
の
集
積
と
論
考
と
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

雑
誌
に
は
そ
の
編
集
発
行
に
携
わ
っ
た
人
々
の
研
究
への
構
想
力
が
結
晶
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
二

つ
の
雑
誌
も
例
外
で
は
な
い
。そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、民
俗
研
究
の
史
的
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
長
期
的
に
成
功
を
遂
げ
た
雑
誌
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
の
雑
誌
も
短
命
に

終
わ
っ
た
も
の
の
こ
れ
ら
か
ら
も
汲
み
あ
げ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
は
雑
誌
を
支

え
た
読
者
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
の
近
代
的
な
特
色
や
謄
写
版
と
いっ
た
メ
デ
ィ
ア
を
生
み
出
す
技
術
と

の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
て
、
雑
誌
を
民
俗
学
史
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
郷
土
研
究
、
高
木
敏
雄
、
芳
賀
矢
一、
謄
写
版
、
メ
デ
ィ
ア
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は
じ
め
に

　

二
一
世
紀
の
今
日
、
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

が
付
与
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
創
刊
と
休
刊
（
廃
刊
）
と
が
相
次
ぐ
め
ま
ぐ
る
し

い
状
況
や
、
活
字
離
れ
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
急
激
な
浸
透
の

影
響
も
小
さ
く
は
な
い
。
大
ま
か
に
情
報
の
器
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
も
雑
誌
の
機

能
と
意
味
は
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
。

　

本
稿
は
日
本
の
民
俗
研
究
の
歴
史
を
遡
っ
て
、「
民
俗
」、「
民
間
伝
承
」
と
い
う

名
を
冠
し
て
発
刊
さ
れ
た
も
の
の
短
命
に
終
わ
っ
た
二
つ
の
雑
誌
の
分
析
を
通
し

て
、
民
俗
学
の
形
成
過
程
に
お
け
る
雑
誌
が
果
た
し
た
役
割
と
そ
の
可
能
性
と
を
分

析
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
民
俗
学
史
研
究
の
一
端
で
あ
る
が
、
単
な
る

絶
対
年
代
に
沿
っ
た
揺
籃
期
に
お
け
る
試
行
錯
誤
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
は
な

く
、
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
規
定
さ
れ
て
い
く
民
俗
研
究
の
枠
組
み
や
特

徴
の
淵
源
を
探
っ
て
い
く
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

る
。

　

日
本
の
民
俗
学
史
に
お
け
る
雑
誌
が
果
た
し
た
重
要
性
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

井
之
口
章
次
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
民
俗
学
の
成
果
は
、
ま
ず
雑
誌
活
動
の
上

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
中
心
的
な
雑
誌
の
消
長
を
通
し
て
、

そ
の
足
ど
り
を
見
る
の
が
、
い
ち
ば
ん
便
利
で
あ
り
、
ま
た
普
通
の
と
ら
え
か
た
で

あ
る
。
…
（
中
略
）
…
ま
た
中
心
的
な
雑
誌
に
あ
ら
わ
れ
た
論
文
や
資
料
報
告
を
通

じ
て
、
そ
の
時
期
に
傾
向
や
関
心
の
所
在
、
ま
た
活
躍
し
た
研
究
者
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
」〔
井
之
口
一
九
七
七
（
一
九
六
〇
）：
一
四
九
〕。
こ
れ
は
常
識
的
な
見
解
の

よ
う
で
い
て
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
帝
国
大
学
等
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
な
か
に
講
座
、
教
室
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
の
民
俗
学
は
雑
誌
と
い
う
シ
ス
テ

ム
を
軸
に
問
題
提
起
や
テ
ー
マ
の
発
信
、
さ
ら
に
は
資
料
の
存
在
を
周
知
し
た
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
が
民
俗
学
の
性
格
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

　

雑
誌
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
研
究
団
体
、
組
織
の
顔
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
さ
ま

ざ
ま
な
か
た
ち
で
登
録
し
て
い
く
手
段
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、

個
々
の
問
題
提
起
や
資
料
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雑
誌
の
な
か
に
文
字
化
さ
れ
た
研
究
者

と
そ
の
集
団
の
意
識
で
あ
る

）
1
（

。

　

従
来
の
学
史
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
止
め
、
取
り
上
げ
ら
れ

る
雑
誌
は
、
比
較
的
長
期
間
の
刊
行
に
成
功
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が

民
俗
学
の
歴
史
に
お
い
て
考
察
を
重
ね
る
べ
き
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
一
方
で
短
命

に
終
わ
っ
た
雑
誌
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
影
響
力
の
点
で
評
価

が
低
く
、
試
行
錯
誤
の
過
程
と
し
て
簡
略
に
扱
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
。
し
か
し
、
短
期
間
で
刊
行
を
終
え
た
雑
誌
に
も
注
目
す
べ
き
提
言
や
視
点
は
見

い
だ
せ
る
し
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
は
創
刊
時
に
お
い
て
は
長
期
に
わ
た
っ
て
の
刊

行
に
成
功
し
た
も
の
と
変
わ
ら
な
い
展
望
と
熱
意
の
も
と
に
準
備
が
進
め
ら
れ
た
の

で
あ
る

）
2
（

。
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
、
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
た

時
代
に
お
い
て
「
民
俗
」「
民
間
伝
承
」
と
い
う
語
に
含
意
さ
れ
て
い
た
認
識
を
も

取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
史
と
そ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
課
題
を
意
識
し
つ

つ
、
ま
ず
、
一
九
一
三
年
に
日
本
民
俗
学
会
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
『
民
俗
』

を
取
り
上
げ
る
。
続
け
て
一
九
三
二
年
に
佐
々
木
喜
善
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
雑
誌

『
民
間
伝
承
』
を
取
り
上
げ
た
い
。
ど
ち
ら
も
短
命
の
終
わ
っ
た
雑
誌
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
民
俗
学
史
に
お
け
る
雑
誌
の
特
徴
を
よ
く
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
両
誌
の
分
析
を
通
し
て
改
め
て
雑
誌
研
究
の
視

角
に
つ
い
て
最
後
に
整
理
、
提
言
を
試
み
た
い
。

❶『
民
俗
』の
視
界
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［雑誌と民俗学史の視角］……小池淳一

（
一
）日
本
民
俗
学
会
の
設
立
と『
民
俗
』の
発
刊

　

大
正
二
年
（
一
九
一
二
）
五
月
五
日
の
夕
方
五
時
、
東
京
帝
国
大
学
の
山
上
集
会

所
に
お
い
て
、
あ
る
会
合
が
開
か
れ
た
。
日
本
民
俗
学
会
の
発
会
式
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
日
本
民
俗
学
会
は
現
在
の
日
本
民
俗
学
会
、
す
な
わ
ち
、

民
間
伝
承
の
会
を
母
体
と
し
て
、
民
俗
学
者
の
全
国
組
織
と
し
て
続
い
て
き
て
い
る

も
の
と
は
全
く
別
の
組
織
で
あ
る
。
翌
年
刊
行
さ
れ
、
本
稿
の
分
析
対
象
で
も
あ
る

雑
誌
『
民
俗
』
も
こ
の
一
九
一
二
年
の
日
本
民
俗
学
会
を
基
盤
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
日
本
民
俗
学
会
の
発
会
式
の
様
子
は
『
民
俗
』
の
第
一
年
第
一
報
の
「
会
報
」

欄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
先
づ
、
首
唱
者
の
一
人
石
橋
臥
波
氏
学

会
設
立
の
次
第
と
希
望
と
を
述
べ
、
次
ぎ
て
、
文
学
博
士
芳
賀
矢
一
氏
民
俗
学
の
研

究
の
必
要
性
と
趣
味
と
の
関
係
を
述
べ
、
次
に
理
学
博
士
坪
井
正
五
郎
氏
の
「
ふ
ん

ど
し
」
に
就
き
て
の
趣
味
多
き
講
演
あ
り
、
最
後
に
文
学
博
士
白
鳥
庫
吉
氏
の
「
韓

族
のA

Sylam

に
就
き
て
有
益
な
る
講
演
あ
り
、
終
は
り
て
晩
餐
会
を
開
き
ぬ
。

同
趣
味
者
の
賛
同
と
て
、
彼
の
方
よ
り
も
此
の
方
よ
り
も
、
珍
談
湧
き
出
て
て
中
々

の
盛
況
を
呈
し
ぬ

）
3
（

。」
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。

　

芳
賀
矢
一
、
坪
井
正
五
郎
、
白
鳥
庫
吉
と
い
っ
た
博
士
た
ち
が
次
々
と
登
壇
し
、

彼
ら
の
専
門
が
国
文
学
、
人
類
学
、
東
洋
史
学
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
日
本
民
俗
学
会
が
帝
国
大
学
の
知
の
権
威
に
も
支
え
ら
れ
た
学
際
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
け
て
「
会
報
」
欄
に
は
当
日
の
参
会
者
の
氏
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

芳
賀
矢
一
、
白
鳥
庫
吉
、
坪
井
正
五
郎
、
関
根
正
直
、
加
藤
玄
智
、
三
宅
米
吉
、

高
橋
健
自
、
和
田
千
吉
、
柴
田
常
恵
、
森
洽
蔵
、
冨
士
川
游
、
白
井
光
太
郎
、

関
保
之
助
、
村
川
堅
固
、
加
藤
咄
堂
、
大
鳥
居
弁
三
、
喜
田
貞
吉
、
高
木
武
、

古
谷
清
、
太
田
謹
、
笹
川
種
郎
、
篠
田
周
之
、
栄
田
猛
猪
、
中
村
久
四
郎
、
補

永
茂
助
、
白
石
正
邦
、
沼
田
頼
輔
、
前
田
儀
作
、
野
村
八
良
、
高
野
辰
之
、
山

中
笑
、
岩
瀬
良
尾
、
永
井
如
雲
、
高
木
敏
雄
、
石
橋
臥
波
、
三
井
定
治
、
水
谷

幻
花
、
佐
々
政
徳
、
赤
川
菊
村
、
井
上
勝
好

の
四
〇
名
に
及
ん
で
い
る
。
当
時
ま
で
、
そ
し
て
そ
の
後
の
参
会
者
た
ち
の
活
動
を

一
人
一
人
、
取
り
上
げ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
登
壇
し
た
帝
国
大
学
の
博
士
た
ち
以

外
に
も
、
明
治
大
正
期
の
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
集
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
民
俗
学

の
形
成
過
程
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
『
郷
土
研
究
』
を
柳
田
と
と
も
に
編
集
し

て
い
た
神
話
学
の
高
木
敏
雄
や
甲
寅
叢
書
で
『
植
物
妖
異
考
』
を
刊
行
す
る
植
物
学

の
白
井
光
太
郎
の
名
が
目
を
ひ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
有
職
故
実
研
究
の
関
根
正
直
、
宗

教
学
の
加
藤
玄
智
、
歴
史
学
の
三
宅
米
吉
、
喜
田
貞
吉
、
沼
田
頼
輔
、
国
文
学
の
野

村
八
良
と
い
っ
た
名
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
か
ら
は
逆
に
、
柳
田
國
男
の
名
が
な
い
こ
と
の
方
が
不
自
然
な
程
の
顔
ぶ
れ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た

動
き
に
対
し
て
柳
田
の
心
中
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
推
測
す
る
材
料

が
な
い
の
で
何
も
確
固
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
全
く
、
没
交
渉
で
蚊
帳
の
外

に
置
か
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
『
民
俗
』
第
一
年
第
一
報
に
は
「
日
本
民
俗
学
会
設
立
趣
旨
」
と
い
う
文
章
も
掲

げ
ら
れ
て
い
る
。
会
の
「
概
則
」
な
る
も
の
も
含
み
、
こ
こ
に
集
っ
た
人
々
の
問
題

意
識
や
関
心
の
所
在
を
伺
う
に
は
絶
好
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
長
く

な
る
が
掲
出
し
て
お
き
た
い
。

　

我
が
日
本
民
族
に
関
す
る
各
種
方
面
の
研
究
は
近
時
漸
く
そ
の
歩
を
進
め
つ
つ

あ
る
も
、
そ
の
精
神
生
活
及
び
物
質
的
生
活
の
全
方
面
に
亙
り
て
、
之
を
民
俗
学

的
及
び
人
文
史
的
に
研
究
す
る
即
ち
所
謂
最
広
義
に
於
け
る
民
俗
学
的
研
究
に
至

り
て
は
、
尚
未
だ
そ
の
緒
に
就
か
す
、
我
が
学
界
の
為
に
一
大
恨
事
と
す
る
所
な
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り
。
惟
ふ
に
我
が
民
族
は
単
一
な
る
も
の
に
非
ざ
る
が
如
く
、
従
つ
て
民
俗
文
化

の
基
く
所
甚
だ
複
雑
な
る
も
の
あ
り
、
加
之
、
古
来
の
習
俗
、
伝
承
等
年
に
湮
滅

し
月
に
変
化
し
つ
ゝ
あ
り
、
今
の
時
に
於
て
之
を
蒐
集
し
攻
究
せ
ず
ん
ば
、
将
に

そ
の
旧
態
を
止
め
ざ
る
に
至
ら
ん
と
す
。
此
に
於
て
同
志
相
謀
り
、『
日
本
民
俗

学
会
』
を
設
立
し
、
以
て
我
が
民
族
の
由
つ
て
来
る
所
、
文
化
の
基
く
所
を
究
め
、

国
民
の
性
情
を
明
か
に
し
，
聊
か
日
本
民
俗
の
研
究
に
貢
献
す
る
所
あ
ら
ん
こ
と

を
期
す
。

　
　
　
　
　
　
　

日
本
民
俗
学
会
概
則

一
、
本
会
は
日
本
民
俗
学
会
と
名
づ
く
。
一
、
本
会
の
目
的
は
、
日
本
民
族
の
精
神

的
生
活
及
び
物
質
的
生
活
の
全
方
面
に
亙
り
て
、
古
来
民
間
に
行
は
る
る
信
仰
、
思

想
、
風
俗
習
慣
、
伝
説
、
童
話
、
俚
謡
、
俗
諺
、
美
術
、
工
芸
及
び
経
済
的
方
面
に

就
き
て
、
之
を
民
俗
学
的
に
研
究
す
る
に
在
り
。
一
、
前
項
の
目
的
を
達
せ
ん
が
為

に
本
会
は
左
記
各
種
方
面
に
亙
り
て
漸
次
研
究
の
歩
を
進
め
ん
こ
と
を
欲
す
。（
一
）

民
間
宗
教
及
び
信
仰
（
二
）
民
間
風
習
及
び
生
活
（
三
）
民
間
文
学
及
び
工
芸
。
一
、

前
記
各
種
の
攻
究
に
従
事
し
、
若
く
は
之
に
興
味
を
有
す
る
人
に
し
て
本
会
の
目
的

に
賛
同
す
る
人
は
本
会
々
員
た
る
こ
と
を
得
。
一
、
前
記
各
種
の
攻
究
に
従
事
す
る

人
、
若
く
は
之
に
興
味
を
有
す
る
人
に
し
て
特
に
本
会
の
事
業
を
翼
賛
す
る
人
を
賛

助
員
と
す
。
一
、
本
会
に
左
の
役
員
を
置
く
。
評
議
員
若
干
名
、
幹
事
若
干
名
（
内

一
名
を
主
幹
と
す
）
一
、
評
議
員
は
本
会
重
要
の
事
項
を
審
議
す
。
一
、
幹
事
は
本

会
の
庶
務
を
処
理
す
。
一
、
本
会
は
左
の
事
業
を
な
す
べ
し
。（
一
）
定
期
に
研
究

会
を
開
く
。（
二
）臨
時
に
講
演
会
を
開
く
。（
三
）定
期
に
機
関
雑
誌
を
刊
行
す
。
一
、

各
地
に
出
張
し
て
材
料
の
蒐
集
取
調
を
な
す
。
一
、
本
会
は
雑
誌
『
民
俗
』
を
准
機

関
と
し
て
会
員
に
無
代
配
布
す
。
一
、
本
会
々
員
は
本
会
の
集
会
に
出
席
し
て
研
究

の
報
告
を
な
し
、
且
意
見
を
述
ぶ
こ
と
を
得
。
一
、
本
会
々
員
は
、
会
費
と
し
て
当

分
一
ヶ
年
金
六
十
銭
を
納
む
も
の
と
す
。
一
、
本
会
事
務
所
は
当
分
東
京
市
小
石
川

区
原
町
二
十
三
番
地
に
置
く

）
4
（

。

雑
誌『
民
俗
』は
こ
う
し
た
組
織
の「
准
機
関（
誌
）」と
し
て
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。『
民
俗
』
は
あ
く
ま
で
「
准
機
関
誌
」
で
あ
り
「
機
関
雑
誌
」
は
別
に
刊
行
す

る
計
画
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
刊
行
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
、「
准

機
関
誌
」
と
「
機
関
誌
」
の
差
は
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
憶
測
を
す
れ
ば
、『
民
俗
』

が
広
告
等
が
多
く
、
商
業
的
成
功
も
意
識
し
て
い
る
編
集
方
針
が
う
か
が
え
る
だ
け

に
「
機
関
誌
」
は
よ
り
学
術
的
な
色
彩
を
強
め
る
計
画
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
設
立
趣
旨
か
ら
は
、
調
査
が
急
を
要
す
る
こ
と
が
叫
ば
れ
、
概
則
か
ら
は
、

『
民
俗
』
誌
に
集
っ
た
人
々
の
民
俗
の
領
域
の
具
体
的
な
内
容
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
、
信
仰
、
生
活
、
文
学
・
芸
能
の
三
つ
か
ら
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、

研
究
の
組
織
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。実
質
的
に
こ
の
組
織
を
牽
引
し
た
の
は
、

事
務
所
が
置
か
れ
て
い
る
住
所
に
住
む
石
橋
臥
波
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易

に
理
解
で
き
る
。

（
二
）『
民
俗
』の
創
刊
と『
郷
土
研
究
』の
対
応

　

こ
の
よ
う
な
『
民
俗
』
に
込
め
ら
れ
た
研
究
方
針
は
先
行
す
る
試
み
が
あ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
今
日
、
民
俗
研
究
を
雑
誌
と
い
う
シ
ス
テ
ム

で
推
進
し
た
と
さ
れ
る
柳
田
国
男
、
高
木
敏
雄
に
よ
る
『
郷
土
研
究
』
で
、
そ
れ
は

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
三
月
一
〇
日
の
創
刊
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
目
次
は
【
写
真
1
】
の
よ
う
な
も
の
で
、
巻
頭
に
高
木
敏
雄
の
「
郷
土
研
究

の
本
領
」
が
載
り
、
柳
田
国
男
が
川
村
杳
樹
、
久
米
長
目
と
い
っ
た
筆
名
を
用
い
て

巫
女
や
山
人
に
関
す
る
論
考
を
執
筆
し
て
い
る
。
頁
数
も
六
四
頁
に
及
び
、
高
木
と

柳
田
の
周
到
な
準
備
に
よ
っ
て
『
郷
土
研
究
』
が
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

一
方
、『
民
俗
』
の
創
刊
は
『
郷
土
研
究
』
よ
り
、
遅
れ
る
こ
と
二
ヶ
月
、
先
に

確
認
し
た
日
本
民
俗
学
会
の
設
立
か
ら
、
約
一
年
を
経
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
表
紙
お
よ
び
目
次
は
【
写
真
2
、
3
】
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
横
長
の
和
本
を

模
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
縦
十
四
・
八
セ
ン
チ
、
横
二
十
一
・
八
セ
ン
チ
ほ
ど
の
独
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写真1　『郷土研究』創刊号目次

写真2　『民俗』創刊号の表紙

特
の
か
た
ち
で
世
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
表
紙
に
は
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
を
描

い
て
い
る
点
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た

）
5
（

。

　

巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
芳
賀
矢
一
の
「
民
俗
に
就
い
て
」
で
あ
り
、
以
下
、
九

本
の
論
説
が
載
っ
て
い
る
。
総
頁
数
は
六
十
六
頁
で
、『
郷
土
研
究
』
よ
り
は
大
き

さ
も
頁
数
も
か
な
り
劣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
雑
誌
の
内
容
を
取
り
上
げ
ず
に
こ
う
し
た
外
見
や
目
次
を
云
々
す
る

こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
表
面
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
得
な
い
。
そ
の
点
に
つ

い
て
は
次
項
で
、『
郷
土
研
究
』
の
巻
頭
論
文
で
あ
っ
た
高
木
敏
雄
の
「
郷
土
研
究

の
本
領
」
と
芳
賀
矢
一
の
「
民
俗
に
就
い
て
」
を
比
較
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

先
行
し
て
い
た
『
郷
土
研
究
』
誌
が
、『
民
俗
』
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
、
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
四
号
に
は
「
雑
報
」
欄
に
「
紹
介
」
と
し
て
『
民
俗
』
の

発
刊
が
記
事
と
な
っ
て
い
る

）
6
（

。
文
末
の
署
名
は
「
門
太
」
と
あ
る
だ
け
で
、
誰
の
執

筆
か
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
こ
こ
で
は
『
民
俗
』
が
日
本
民
俗
学
会
の
会
報
と
し

て
現
れ
た
こ
と
を
「
余
程
の
難
産
で
あ
る
が
、
生
き
て
産
ま
れ
た
の
は
何
よ
り
も
幸

い
だ
。」
と
し
、「
年
四
回
は
少
し
物
足
り
な
く
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
「
郷
土
研
究
」

と
或
程
度
ま
で
性
質
と
目
的
と
の
共
通
も
あ
り
、
云
は
ゞ
兄
弟
分
の
雑
誌
で
あ
る
以

上
は
、
吾
々
は
諸
手
を
挙
げ
て
其
創
刊
を
祝
し
、
兼
て
将
来
の
健
全
な
る
発
展
を
祈

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
と
す
る
。
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し
か
し
、
そ
の
後
の
筆
致
は
い
さ
さ
か
辛
口
で
あ
る
。「
兎
に
角
、
下
ら
ぬ
議
論

や
歯
の
浮
く
や
う
な
説
法
に
貴
重
な
紙
面
を
費
や
す
の
は
、
如
何
な
る
場
合
で
も
得

策
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
特
に
こ
の
種
の
雑
誌
に
於
て
真
理
で
あ
る
。」
と
い
い
、

伊
能
嘉
矩
、
志
田
義
秀
、
伊
波
普
猷
、
南
方
熊
楠
ら
の
名
を
挙
げ
「
何
れ
も
真
面
目

な
読
物
で
あ
る
」
と
評
す
る
一
方
で
、
芳
賀
矢
一
の
巻
頭
論
文
「
民
俗
に
就
い
て
」

に
は
全
く
言
及
せ
ず
、
黙
殺
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

芳
賀
の
総
論
的
な
論
説
を
敢
え
て
無
視
す
る
と
こ
ろ
に
『
郷
土
研
究
』
誌
の
主
張
を

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
両
誌
を
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
一
方
は
会
員
組
織
の

団
体
の
機
関
誌
と
し
て
、
一
方
は
同
趣
味
者
の
精
神
的
自
由
結
合
の
独
立
雑
誌
と
し

て
、
そ
の
色
彩
と
傾
向
と
に
於
て
、
大
に
趣
を
異
に
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、
互
に
奨
励

裨
益
す
る
所
も
多
く
、
従
つ
て
目
的
の
事
業
に
貢
献
す
る
こ
と
も
少
な
く
は
あ
る
ま

い
と
思
ふ
。」
と
結
ん
で
い
る
。

　
『
郷
土
研
究
』
が
同
じ
趣
味
の
者
た
ち
が
集
う
自
由
結
合
の
独
立
雑
誌
で
あ
る
の

に
対
し
て
、『
民
俗
』
を
会
員
組
織
の
団
体
の
機
関
誌
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で『
郷
土
研
究
』を
あ
く
ま
で
も
独
立
雑
誌
で
あ
る
と
い
い
、『
民
俗
』は
団
体
あ
っ

て
の
雑
誌
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
そ
の
後
の
民
俗
研
究
の
展
開
を
知
る
者
に

と
っ
て
は
深
読
み
が
可
能
で
あ
る
。『
郷
土
研
究
』
は
基
盤
と
な
る
組
織
や
団
体
な

し
に
、
高
木
敏
雄
と
柳
田
国
男
の
編
集
、
一
年
後
に
は
柳
田
の
個
人
編
集
と
な
り
、

雑
誌
の
傾
向
が
統
一
さ
れ
て
い
く
│
そ
の
間
に
著
名
な
南
方
熊
楠
と
の
ル
ー
ラ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
論
争

）
7
（

が
織
り
込
ま
れ
る
が
│
の
に
対
し
て
、『
民
俗
』
は
僅
か
五
冊
で

消
え
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
賛
同
者
、
そ
れ
も
帝
国
大
学
に
関
係
す
る
学
者

た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
団
体
の
機
関
誌
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
い
は
そ
れ
故
に
短
命
に
終
わ
っ
た
『
民
俗
』
に
対
し
て
、『
郷
土
研
究
』
は
、
独

立
雑
誌
と
し
て
紆
余
曲
折
は
あ
る
に
し
ろ
、
四
年
に
わ
た
っ
て
月
刊
で
の
刊
行
が
継

続
さ
れ
、
雑
誌
の
編
集
と
い
う
近
代
的
な
様
式
を
通
し
て
、
柳
田
国
男
の
め
ざ
し
た

民
俗
研
究
を
か
た
ち
に
残
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）『
民
俗
』に
お
け
る「
民
俗
」の
問
題

　
『
民
俗
』
を
、
日
本
民
俗
学
会
の
機
関
誌
も
し
く
は
会
報
と
し
て
、
研
究
者
組
織

を
背
景
に
持
っ
た
媒
体
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
実
の
と
こ
ろ
、
適
切
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
目
的
と
か
な
り
多
く
の
共
通
す
る
執
筆
者
を
持
っ
て
い
た

『
郷
土
研
究
』
が
精
神
的
自
由
結
合
の
独
立
雑
誌
と
い
っ
た
自
己
規
定
を
し
た
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
民
俗
研
究
に
専
念
し
、
そ
れ
を
看
板
と
し
て
掲
げ
る
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研
究
者
な
ど
ど
こ
に
も
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

日
本
民
俗
学
会
と
い
う
学
会
組
織
が
名
目
の
上
で
は
設
立
さ
れ
て
い
て
も
、
多
く

の
構
成
員
は
そ
こ
を
各
自
の
学
術
活
動
の
場
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
帝
国
大

学
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
学
問
を
本
拠
と
し
、
民
俗
研
究
の
成
長
や
成
果
に
期
待
す

る
者
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
民
俗
学
会
の
幹
事
を
つ
と
め
、
実
質
的
に
『
民

俗
』
の
編
集
、
発
行
に
携
わ
っ
て
い
た
石
橋
臥
波
の
関
心
の
あ
り
か
を
探
っ
て
お
く

べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
石
橋
臥
波
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ま

り
に
も
少
な
い
。『
民
俗
』
の
発
行
所
が
人
文
社
で
あ
り
、
住
所
が
東
京
市
小
石
川

区
原
町
二
十
三
番
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
住
所
が
石
橋
自
身
の
住
所
と
一
致
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
民
俗
学
会
と
い
う
組
織
も
実
態
は
石
橋
個
人
の
活
動
を
権
威

づ
け
る
も
の
で
『
民
俗
』
も
石
橋
の
個
人
誌
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
項
で
比
較
し
た
『
郷
土
研
究
』
が
柳

田
の
個
人
の
活
動
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
と
同
じ
図
式
で
あ
る
。

　

た
だ
石
橋
の
問
題
関
心
や
民
俗
研
究
に
込
め
た
思
想
は
、
柳
田
の
よ
う
に
成
功
し

た
わ
け
で
は
な
い
だ
け
に
探
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る

）
8
（

。石
橋
の
著
作
の
う
ち
、

今
日
、
比
較
的
容
易
に
参
照
で
き
る
の
は
、『
鬼
』
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
書
物
は
志

村
有
弘
編
集
の
『
庶
民
宗
教
民
俗
学
叢
書
』
の
第
一
巻
〔
志
村
編
一
九
九
八
〕
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
石
橋
は
「
鬼
の
研
究
に
就
き
て
」
と
し
て
「
予
、
年
来
我

が
国
民
文
化
の
由
つ
て
来
る
所
を
究
め
、
我
が
民
族
思
想
の
変
化
せ
る
跡
を
明
か
に

せ
ん
こ
と
を
志
し
、
鋭
意
之
が
材
料
を
蒐
め
、
求
む
る
に
従
ひ
て
、
類
を
推
し
、
項

を
分
ち
、
略
々
そ
の
系
統
を
立
つ
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
則
ち
之
を
編
し
て
鬼
と
な
し
、

夢
と
な
し
、
以
て
世
の
同
好
の
士
に
頒
つ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
民
俗
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、「
国
民
文
化
」「
民
族
思
想
」

の
史
的
な
追
究
を
鬼
と
い
う
テ
ー
マ
で
試
み
た
、と
い
う
の
で
あ
る
。
雑
誌
『
民
俗
』

の
刊
行
は
こ
う
し
た
認
識
を
持
つ
人
物
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、『
民
俗
』
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
の
は
石
橋
の
論
説

で
は
な
く
、
芳
賀
矢
一
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
題
し
て
「
民
俗
に
就
い
て
」。
そ

の
内
容
を
見
よ
う

）
9
（

。

　

芳
賀
は
ま
ず
、
民
俗
に
包
含
さ
れ
る
領
域
に
つ
い
て
、
一
国
の
国
体
も
、
政
治
も
、

法
律
も
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
民
俗
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
「
民
俗
の
研
究
は
専
門
的
で
あ
る
と
同
時
に
、普
通
的
で
あ
る
。
…
（
中
略
）

…
其
等
の
学
者
の
基
礎
と
な
る
民
俗
の
研
究
は
亦
多
く
の
素
人
に
よ
つ
て
も
供
給
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
各
種
の
専
門
家
は
互
に
助
け
合
つ
て
民
俗
を
研
究
す
べ
き

と
同
時
に
、
専
門
家
以
外
の
物
数
寄
な
人
も
あ
つ
て
、
其
の
材
料
を
供
給
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。」
と
論
じ
る
。
こ
れ
を
採
集
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
と
し
て
評

価
す
る
見
方
も
あ
る
〔
大
藤
一
九
九
〇
：
二
五
〕
が
、
む
し
ろ
他
力
本
願
的
に
、
こ

の
当
時
の
段
階
に
お
い
て
は
民
俗
研
究
の
専
門
性
を
保
証
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、『
郷
土
研
究
』
に
言
及
し
、「
本
誌
（
す
な
わ
ち
『
民
俗
』
の
こ
と
│
引

用
者
注
）
と
兄
弟
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
相
助
け
て
、
ど
う
か
此
の
種
の
研
究
の

盛
に
な
る
や
う
に
し
た
い
と
お
も
ふ
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
先
に
『
郷
土

研
究
』
誌
の
「
雑
報
」
欄
に
紹
介
さ
れ
た
『
民
俗
』
に
関
す
る
記
事
の
「
兄
弟
分
の

雑
誌
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
芳
賀
の
言
葉
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
う
し
た
芳
賀
の
総
論
風
の
提
言
に
対
し
て
、
や
や
醒
め
た

よ
う
な
応
対
を
し
、
具
体
的
に
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
ご
く
一
部
の
表
現
を
取

り
上
げ
て
、
そ
の
多
く
を
『
郷
土
研
究
』
誌
は
無
視
し
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た

い
。

　
『
民
俗
』
と
『
郷
土
研
究
』
と
の
差
異
を
さ
ら
に
確
認
す
る
た
め
に
、『
郷
土
研
究
』

の
創
刊
に
あ
た
っ
て
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
高
木
敏
雄
の
「
郷
土
研
究
の
本
領
」
を
参

照
し
て
お
こ
う

）
10
（

。
こ
こ
で
高
木
は「
人
間
生
活
の
地
盤
は
土
地
で
あ
る
。」と
開
口
し
、

民
族
の
文
化
は
生
活
の
舞
台
を
度
外
視
し
て
は
理
解
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
文
献
学
的
研
究
の
欠
陥
と
し
て
民
族
生
活
の
根
本
的
研
究
が
意
識
さ
れ
て
い
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な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
『
民
俗
』
に
お
け
る
芳
賀
の
大
ま
か
な
民
俗
研
究
の
必

要
性
と
大
差
の
な
い
概
説
で
あ
る
が
、末
尾
近
く
に
な
っ
て
「
郷
土
研
究
の
目
的
は
、

日
本
民
族
生
活
の
凡
て
の
方
面
の
根
本
的
研
究
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
民
族
生
活
の
舞

台
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
発
展
の
要
件
で
あ
る
郷
土
す
な
は
ち
土
地
の
研
究
は
、
こ

の
研
究
の
必
須
要
件
で
あ
る
。
土
地
の
研
究
は
、土
地
そ
の
も
の
ゝ
研
究
で
は
な
く
、

民
族
の
郷
土
と
し
て
の
土
地
、
民
族
生
活
を
左
右
し
、
且
つ
左
右
さ
れ
る
土
地
、
換

言
す
れ
ば
民
族
生
活
に
対
し
て
相
互
作
用
の
関
係
に
立
つ
土
地
の
研
究
で
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。」
と
そ
の
研
究
対
象
を
郷
土
と
設
定
す
る
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
研
究
が

注
視
し
、
展
開
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
郷
土
│
も
ち
ろ
ん
、
郷
土
研
究
と
は
何
ぞ

や
、
と
い
う
問
い
が
そ
こ
で
ま
た
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
│
を
明
示
し
て
い

る
点
に
芳
賀
と
の
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
民
俗
』
は
石
橋
の
病
気
〔
荒
井
一
九
八
八
：
四
四
七
〕
や
財
政
難
な
ど
が
あ
っ
た

に
し
ろ
、誌
面
の
構
成
と
し
て
は
細
か
な
事
項
を
扱
う
「
雑
俎
」
や
問
題
を
提
起
し
、

広
く
反
応
、
解
答
を
募
る
「
問
答
」
な
ど
『
郷
土
研
究
』
と
そ
う
大
き
な
違
い
は
な

い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、『
郷
土
研
究
』
の
定
期
的
な
刊
行
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
こ
で

確
認
し
た
よ
う
に
、一
足
飛
び
に
「
民
俗
」
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、ま
ず
「
郷

土
」
を
第
一
に
見
据
え
よ
、
と
す
る
、
研
究
の
着
眼
点
へ
の
配
慮
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。

　

逆
に
言
え
ば
、『
民
俗
』
の
失
敗
と
そ
の
原
因
は
、
郷
土
を
通
さ
な
い
と
民
俗
は

対
象
化
で
き
な
い
、
と
い
う
方
法
意
識
の
欠
如
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
認
識
が
不
充

分
で
あ
り
、
揺
籃
期
の
民
俗
の
研
究
に
お
い
て
、
学
者
以
外
の
人
々
の
参
加
を
容
易

に
す
る
具
体
的
な
窓
口
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
点
に
『
民
俗
』
の
問
題
が
端
的
に
表

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

❷『
民
間
伝
承
』の
夢

（
一
） 

仙
台
の
佐
々
木
喜
善
│
雑
誌『
民
間
伝
承
』の
刊
行

　

次
に
、『
民
俗
』
と
『
郷
土
研
究
』
の
登
場
か
ら
二
十
年
近
く
過
ぎ
た
時
点
で
の

雑
誌
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。そ
れ
は
佐
々
木
喜
善
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
雑
誌『
民

間
伝
承
』
で
あ
る
。

　
『
遠
野
物
語
』
の
誕
生
に
深
く
関
わ
っ
た
佐
々
木
喜
善

）
11
（

は
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）

年
、
居
を
故
郷
の
岩
手
県
土
淵
村
か
ら
仙
台
へ
と
移
し
た
。
喜
善
は
そ
れ
ま
で
務
め

て
い
た
土
淵
村
の
村
長
を
辞
し
、
新
た
な
展
開
を
期
し
て
の
転
居
で
あ
っ
た
。
こ
こ

か
ら
喜
善
の
早
い
晩
年
の
苦
闘
が
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
雑
誌

研
究
の
観
点
か
ら
『
民
間
伝
承
』
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

雑
誌
『
民
間
伝
承
』
を
取
り
上
げ
る
の
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
民
俗
学

の
歴
史
か
ら
す
る
と
、
こ
の
雑
誌
は
誌
名
に
「
民
間
伝
承
」
を
掲
げ
た
最
初
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
前
節
で
論
じ
て
き
た
雑
誌
『
民
俗
』
と
同
様
に
、
民
俗
研
究

の
営
み
の
目
標
を
「
民
間
伝
承
」
に
据
え
る
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま

た
そ
の
内
容
は
今
日
の
「
民
間
伝
承
」
と
は
や
や
異
な
る
内
容
を
持
っ
て
お
り
、
そ

の
こ
と
も
雑
誌
『
民
俗
』
と
時
代
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
差
異
や
ず
れ
を
確
認
す

る
こ
と
が
民
俗
研
究
の
対
象
が
確
定
さ
れ
て
い
く
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
後
述
し
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
雑
誌
は
柳
田
國
男
と
も
微
妙
な
距
離
を
測

り
つ
つ
も
、
仙
台
に
お
い
て
雑
誌
の
編
集
・
発
行
を
通
じ
て
民
俗
研
究
に
貢
献
し
よ

う
と
し
た
佐
々
木
喜
善
の
志
向
と
用
意
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
と
考
え
ら
れ
た
諸

条
件
を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
雑
誌
が
刊
行

さ
れ
た
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
前
後
は
、
多
く
の
民
俗
、
郷
土
に
関
す
る
雑
誌
が

生
ま
れ
て
い
た
。
佐
々
木
喜
善
の
『
民
間
伝
承
』
も
そ
う
し
た
大
き
な
う
ね
り
の
な

か
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
き
な
う
ね
り
の
分
析
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
を
確
か
め
る
こ
と
か
ら
し
か
そ
の
作
業
は

可
能
に
な
ら
な
い
。
昭
和
の
は
じ
め
の
地
方
ご
と
の
研
究
の
志
向
と
そ
の
具
体
的
な
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作
業
成
果
と
し
て
の
雑
誌
を
考
え
て
い
く
た
め
の
最
初
の
作
業
と
し
て『
民
間
伝
承
』

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

雑
誌
『
民
間
伝
承
』
は
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
佐
々
木
喜
善
と
そ
の
家
族
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
研
究
者
と
し
て
は
佐
々
木
喜
善
の
独
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
第
一
号

は
昭
和
七
年
三
月
一
〇
日
の
発
行
で
、
謄
写
版
に
よ
る
印
刷
で
あ
っ
た
。
総
頁
数
は

六
八
頁
で
あ
る
。【
写
真
4
】
の
よ
う
な
表
紙
を
備
え
、
こ
の
「
母
子
沢
子
泣
き
石
」

が
描
か
れ
て
い
る
表
紙
は
第
二
号
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
創
刊
号
、
第
二
号
と
も

に
大
き
さ
は
タ
テ
二
十
三
・
〇
セ
ン
チ
、
横
十
五
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。

　

喜
善
は
、
詳
細
な
日
記
を
つ
け
て
お
り
、
既
に
全
集
第
四
巻
〔
遠
野
市
立
博
物
館

編
二
〇
〇
三
〕
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
昭
和
六
年
十
一
月
二
十
六
日
の

条
に「
今
日
い
よ
い
よ
謄
写
版
の
雑
誌
の
趣
意
書
を
作
り
、計
画
を
具
体
的
に
立
て
ゝ

見
た
。
金
二
十
円
あ
れ
ば
出
来
る
と
思
ふ
が
、そ
れ
が
な
い
の
が
悲
惨
で
あ
る
。」〔
遠

野
市
立
博
物
館
編
二
〇
〇
三
：
五
三
二
〕
と
い
う
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

同
月
十
七
日
に
仙
台
の
成
田
町
に
転
居
し
、
新
し
い
住
居
で
の
新
た
な
仕
事
と
し
て

金
銭
的
に
は
苦
悩
し
つ
つ
も
、
意
気
込
ん
で
開
始
し
た
作
業
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ

と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
計
画
は
十
一
月
三
十
日
の
日
記
に
「
ま
づ
、
柳
田
先
生
へ
雑
誌
計
画

を
書
い
て
出
し
た
。
其
他
同
様
の
手
紙
を
中
山
太
郎
氏
、
折
口
信
夫
氏
、
金
田
一
京

助
氏
へ
、
…
（
後
略
）」〔
遠
野
市
立
博
物
館
編
二
〇
〇
三
：
五
三
二
〕
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
柳
田
国
男
へ
の
起
業
お
よ
び
そ
の
計
画
の
提
出
が
あ
り
、
年
来
の
知

己
で
、
研
究
上
の
付
き
合
い
が
あ
っ
た
研
究
者
た
ち
へ
の
協
力
依
頼
も
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
創
刊
に
至
る
ま
で
の
細
か
な
経
緯
は
次
項
で
検
討
す
る
こ
と
と

し
て
、
こ
の
雑
誌
『
民
間
伝
承
』
が
形
と
な
っ
た
の
は
翌
年
三
月
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
創
刊
号
の
目
次
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
括
弧
内
は
筆
者
名
）。

郷
土
と
言
語
と
伝
説
（
金
田
一
京
助
）

昔
話
と
言
葉
（
小
井
川
潤
次
郎
）

東
平
王
塚
の
研
究
（
藤
原
相
之
助
）

平
泉
の
延
年
の
能
（
小
寺
融
吉
・
本
田
安
次
）

東
三
河
の
昔
話
（
早
川
孝
太
郎
）

角
館
昔
話
（
武
□

（
マ
マ
）鉄

城
）

岩
泉
の
昔
話
（
一
）（
野
崎
君
子
）

御
篦
大
明
神
（
中
村
協
平
）

マ
イ
ワ
イ
と
呼
ぶ
衣
服
（
宮
本
勢
助
）

花
咲
爺
の
話
（
佐
々
木
喜
善
）

成
田
町
か
ら

　

巻
頭
の
金
田
一
の
論
考
は
「
郷
土
の
言
語
と
伝
説
」
が
正
し
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

が
、
目
次
で
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

　

発
行
母
体
（
発
行
所
）
は
民
間
傳
承
學
會
と
な
っ
て
い
る
が
、
佐
々
木
喜
善
個
人

に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下

で
、
佐
々
木
に
協
力
を
申
し
出
、
実
際
に
創
刊
号
に
寄
稿
し
た
人
々
の
存
在
は
喜
善

写真4　『民間伝承』創刊号表紙
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の
孤
立
を
救
う
光
明
の
よ
う
な
存
在
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
の
間
の
事
情
は
創
刊
号
の
い
わ
ば
、
編
集
後
記
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
「
成
田

町
か
ら
」
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
私
は
、
自
分
の
心
覚
え
の
手
帳
の
代
り

に
何
か
雑
誌
様
の
も
の
を
出
さ
う
か
な
と
思
つ
た
動
機
は
、
去
年
の
二
月
に
青
森
八

戸
の
方
へ
講
演
に
行
つ
た
時
、
小
井
川
潤
次
郎
氏
か
ら
座
談
中
、
君
は
ど
う
し
て
雑

誌
を
出
さ
ぬ
か
、
と
云
は
れ
た
時
に
芽
生
し
た
。」
と
あ
り
、「
又
矢
張
り
去
年
の
春

か
に
遇
々
旅
行
帰
り
に
早
川
孝
太
郎
氏
が
、
川
内
（
当
時
の
喜
善
の
住
ま
い
│
引
用

者
注
）
に
御
立
寄
下
さ
れ
た
際
、
何
か
民
間
伝
承
の
蒐
集
の
手
紙
代
り
に
謄
写
版
刷

で
も
出
し
て
見
や
う
か
等
も
説
し
て
見
た
。
そ
れ
か
ら
六
月
頃
三
原
良
吉
氏
に
話
し

た
ら
、
そ
れ
は
是
非
出
し
た
ら
い
ゝ
、
そ
し
て
君
の
生
活
を
明
る
く
し
た
ら
…
…
と

云
ふ
の
で
あ
つ
た
。」〔
遠
野
市
立
博
物
館
編
一
九
九
二
：
八
〇
〕
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
井
川
潤
次
郎
、
早
川
孝
太
郎
、
三
原
良
吉

と
い
っ
た
人
々
と
の
つ
な
が
り
が
雑
誌『
民
間
伝
承
』を
か
た
ち
に
す
る
直
接
の
き
っ

か
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
三
人
の
う
ち
、
小
井
川
と
早
川
は
原

稿
を
、
三
原
は
表
紙
の
絵
を
寄
せ
て
創
刊
号
を
飾
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

創
刊
号
と
続
け
て
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
二
号
の
巻
末
に
は
「
賛
助
員
御
芳
名
」
と

し
て
、
こ
の
事
業
を
主
と
し
て
金
銭
面
で
応
援
し
た
で
あ
ろ
う
人
々
の
名
も
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
も
引
い
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
創
刊
号
に
は
、

一
力
五
郎
氏
（
仙
台
）
／
新
田
貞
雄
氏
（
岩
手
）
／
山
本
格
蔵
氏
（
仙
台
）
／
箱
石

澄
司
氏
（
函
館
）
／
北
川
貞
澄
氏
（
岩
手
）
／
天
沼
俊
彦
氏
（
東
京
）
／
島　

倉
吉

氏
（
岩
手
）
／
宮
本
勢
助
氏
（
東
京
）
／
中
村
協
平
氏
（
静
岡
）（
／
は
改
行
を
示
す
。

以
下
同
じ
。）

と
記
さ
れ
、
第
二
号
に
は
、

佐
藤
吾
一
氏
（
仙
台
）
／
井
上
日
徳
氏
（
仙
台
）
／
松
田
亀
太
郎
氏
（
岩
手
）
／
田

中
と
く
子
氏
（
仙
台
）
／
柳
田
國
男
氏
（
東
京
）
／
澁
澤
敬
三
氏
（
東
京
）
／
村
田

幸
之
助
氏
（
岩
手
）
／
関
徳
彌
氏
（
岩
手
）
／
松
本
克
子
氏
（
岩
手
）
／
川
合
祐
六

氏
（
盛
岡
）

と
合
計
、
十
九
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
本
勢
助
、
柳
田
國
男
、
渋
沢
敬
三
の

名
ら
が
注
意
を
引
く
が
、そ
れ
以
外
の
、例
え
ば
井
上
日
徳
は
喜
善
の
主
治
医
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、民
俗
研
究
者
ば
か
り
で
は
な
く
喜
善
の
周
囲
の
人
々
が
、何
と
か
『
民

間
伝
承
』
の
刊
行
事
業
を
も
り
立
て
よ
う
と
し
、
協
力
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
創
刊
号
に
は
「
會
員
諸
氏
へ
一
言
」
と
題
さ
れ
た
紙
片
が
挿
入
さ
れ
て
い

て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。「「
民
間
伝
承
」
創
刊
号
を
差
上
げ
る
に
際
し
て
体

裁
内
容
共
に
甚
だ
相
整
は
ず
、
又
本
文
多
く
の
誤
字
誤
記
あ
り
、
甚
御
判
読
に
苦
ま

れ
る
条
々
あ
り
ま
す
が
、
之
は
印
刷
の
関
係
上
私
の
校
正
が
充
分
行
届
か
な
か
つ
た

咎
で
、
何
と
も
恐
縮
に
存
じ
、
御
詫
び
を
申
上
げ
ま
す
。
次
号
で
正
誤
訂
正
を
致
し

ま
す
故
何
卒
御
諒
察
を
御
願
ひ
申
上
げ
ま
す
（
佐
々
木
喜
善
）」。
こ
こ
か
ら
は
何
と

か
発
刊
に
こ
ぎ
着
け
た
も
の
の
、
喜
善
の
苦
衷
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
号
も
同
じ
く
謄
写
版
に
よ
る
刊
行
で
、
総
頁
数
は
五
〇
頁
で
あ
る
。
そ
の
目

次
は
、湧

き
出
る
水
の
祥
瑞
（
出
口
米
吉
）

妙
な
昔
話
（
小
井
川
潤
次
郎
）

猿
の
顔
の
赤
い
譚
（
中
西
利
徳
）

花
咲
爺
の
白
い
犬
（
加
藤
嘉
一
）

郷
土
の
言
語
と
伝
説
（
完
）（
金
田
一
京
助
）

東
平
王
塚
の
伝
説
（
完
）（
藤
原
相
之
助
）

平
泉
延
年
の
能
（
小
寺
融
吉
・
本
田
安
次
）

は
た
を
り
（
大
償
神
楽
台
本
）
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民
譚
問
答

仙
台
よ
り
（
編
集
後
記
）

彙
報

　

で
、
架
蔵
の
も
の
は
本
文
が
茶
色
（
セ
ピ
ア
色
）
で
刷
ら
れ
て
い
る
。
目
次
に
は

「
彙
報
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
最
終
の
五
〇
頁
に
「
会
報
」
と
し
て
藤
原

相
之
助
の
『
奥
羽
古
史
考
證
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
の
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。「
仙
台
よ
り
」
で
創
刊
号
の
誤
字
に
対
す
る
後
悔
と
そ
の
た
め
に
二
号
で

は
喜
善
自
ら
が
六
十
頁
全
部
を
書
い
て
み
て
失
敗
し
、
病
気
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
。
編
集
の
過
程
で
身
辺
に
起
き
た
出
来
事
や
聞
き
知
っ
た
民
俗
的
な

情
報
な
ど
も
記
さ
れ
、
最
後
に
「
三
号
は
五
月
十
五
日
頃
に
は
諸
氏
の
お
手
許
へ
御

届
す
る
。」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
号
は
喜
善
自
身
の
死
に
よ
っ
て
刊

行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）一
九
三
二
年
の
民
俗
学
界
と『
民
間
伝
承
』の
意
義

　

佐
々
木
喜
善
に
よ
っ
て
『
民
間
伝
承
』
が
発
刊
さ
れ
た
一
九
三
二
年
と
い
う
年
は

民
俗
学
に
と
っ
て
ど
う
い
う
時
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
雑
誌
で
は
『
旅
と

伝
説
』
五
年
目
に
入
り
、折
口
信
夫
ら
を
中
心
と
す
る
民
俗
学
会
に
よ
る
『
民
俗
学
』

は
四
巻
目
を
数
え
て
い
た
。
ま
た
『
民
俗
芸
術
』
も
四
巻
目
を
迎
え
て
い
た
。
前
年

に
は
『
郷
土
研
究
』
も
復
刊
さ
れ
、
民
俗
研
究
の
興
隆
、
展
開
が
図
ら
れ
て
い
た
と

い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、中
道
等
ら
に
よ
っ
て
『
俚
俗
と
民
譚
』

が
こ
の
年
の
一
月
に
は
創
刊
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
柳
田
國
男
の
伝
記
研
究
の
過
程
で
興
味
深
い
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
立
ち
止
ま
っ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
当
初
、
こ
の
『
俚
俗
と
民

譚
』
は
『
民
間
伝
承
』
と
い
う
誌
名
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
佐
々
木
喜
善
が
同
名
の
雑
誌
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
俚
俗
と
民
譚
』
に

落
ち
着
い
た
の
だ
と
い
う〔
大
藤
一
九
九
〇
：
一
一
七
〕。
ま
た
後
年
に
は
一
誠
社
が『
民

間
伝
承
』
と
い
う
雑
誌
を
計
画
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
〔
戸
塚
一
九
八
八
：
八

五
七
│
八
五
八
〕。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
民
間
伝
承
』
と
い
う
雑
誌
は
当
時
の
民
俗
学

界
に
お
い
て
誰
が
出
し
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
な
か
で

佐
々
木
喜
善
に
対
す
る
敬
意
あ
る
い
は
遠
慮
の
感
情
が
働
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

我
々
は
、
や
が
て
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
日
本
民
俗
学
講
習
会
を
経
て
、
民

間
伝
承
の
会
が
結
成
さ
れ
、
学
会
の
機
関
誌
、
会
報
と
し
て
の
『
民
間
伝
承
』
が
生

ま
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
全
国
組
織
が
結
成
さ
れ
、
雑
誌
も
学
会
誌
と
し
て
順

調
に
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
佐
々
木
喜
善
の
決
し
て
立
派

と
は
い
え
な
い
、
た
っ
た
二
冊
の
『
民
間
伝
承
』
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
の
よ

う
に
扱
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
民
間
伝
承
』
は
昭
和
の
こ
の

時
期
に
お
い
て
は
民
俗
研
究
の
汎
称
と
し
て
、
そ
し
て
柳
田
と
と
も
に
そ
う
し
た
研

究
を
切
り
拓
い
て
き
た
佐
々
木
喜
善
に
の
み
、
結
果
的
に
と
は
い
え
許
さ
れ
た
雑
誌

名
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、「
民
間
伝
承
」
の
名
の
も
と
に
、
民
俗
研
究
の
情
報
が
結

集
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
体
制
が
熟
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
喜
善
の
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
民
間
伝
承
』
は
そ
う
し
た
民

俗
研
究
の
成
熟
を
先
駆
け
て
示
し
た
雑
誌
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
実
際
の
『
民
間
伝
承
』
は
、
前
項
で
掲
げ
た
よ
う
な

寄
稿
者
に
よ
っ
て
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
佐
々
木
喜
善
自
身
が
口

承
文
芸
と
そ
の
周
辺
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
領
域
の
内
容
に

ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
外
は
創
刊
号
の
宮
本
勢
助
の
マ
イ

ワ
イ
に
関
す
る
論
考
く
ら
い
で
、
残
り
は
口
承
文
芸
、
芸
能
、
信
仰
と
い
っ
た
内
容

の
報
告
や
論
考
、
課
題
提
示
で
あ
っ
た
。
喜
善
の
興
味
の
範
囲
、
交
友
の
範
囲
を
さ

ら
に
絞
り
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
は
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
な
い
と
言
っ

て
も
よ
い
。

　

例
え
ば
、
創
刊
号
に
コ
ラ
ム
の
よ
う
な
か
た
ち
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
「
蒲
原
の
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昔
話
」（
一
八
頁
）
は
文
野
白
駒
（
岩
倉
市
郎
）
の
『
加
無
波
良
夜
譚
』
に
寄
せ
た

喜
善
の
感
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
「
越
後
の
花
咲
爺
譚
」（
四
七
頁
）
に
お
い

て
喜
善
が
関
心
を
持
っ
て
い
た
一
つ
の
話
型
を
摘
録
す
る
と
い
う
記
事
と
な
り
、
巻

末
の
論
考
「
花
咲
爺
の
話
」
へ
と
結
実
し
て
い
く
。
興
隆
、
成
熟
し
つ
つ
あ
る
当
時

の
民
俗
研
究
の
状
況
の
な
か
で
、
喜
善
が
雑
誌
に
込
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
こ

う
し
た
刺
激
（
事
例
）
と
反
応
（
論
考
）
の
場
の
必
要
性
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
第
二
号
か
ら
始
め
ら
れ
た
「
民
譚
問
答
」（
四
〇
〜
四
四
頁
）
で
も
同

様
で
、
五
十
音
順
に
民
俗
語
彙
や
口
承
文
芸
に
関
す
る
研
究
上
の
覚
書
が
開
陳
さ
れ

て
い
る
。
四
四
頁
に
は
（
附
記
）
と
し
て
「
此
問
答
欄
は
、
此
号
で
は
ア
の
部
の
イ

ま
で
話
し
て
み
た
。
次
号
に
は
ア
の
部
の
ウ
か
ら
続
け
や
う
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
民

譚
其
他
俚
諺
の
類
話
を
御
垂
教
下
さ
れ
度
く
存
じ
ま
す
。」
と
あ
っ
て
、喜
善
は
「
話
」

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
こ
の
欄
を
設
け
、
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
は
民
俗
研
究
の
雑
誌
に
は
広
く
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、『
郷

土
研
究
』
の
「
紙
上
問
答
」、『
民
俗
』
の
「
問
答
」
な
ど
と
通
じ
る
面
を
持
っ
て
い

る
。
雑
誌
を
場
と
し
て
位
置
づ
け
、使
お
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
た
っ
た
一
人
の
、

謄
写
版
に
よ
る
刊
行
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
戦
略
的
ス
タ
イ
ル
を
採
用
す
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
が
、
民
俗
研
究
を
め
ぐ
る
方
法
的
な
成
熟
の
姿
で
あ
っ
た
と
と
ら
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
『
民
間
伝
承
』
を
出
す
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
小
井
川
潤
次
郎
の
慫
慂
、
早
川
孝
太
郎
の
は
げ
ま
し
、
三
原
良
吉
の
応
援
で
あ
っ

た
。
こ
れ
を
雑
誌
を
支
え
る
経
験
的
な
知
と
し
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、
小
井
川
が
謄

写
版
と
い
う
技
術
を
、
早
川
が
東
北
と
い
う
枠
を
こ
え
る
民
俗
研
究
の
広
が
り
の
可

能
性
を
、
三
原
が
絵
と
い
う
文
字
に
と
ど
ま
ら
な
い
資
料
の
集
積
と
提
示
の
方
法
を

佐
々
木
喜
善
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
三
）終
熄
ま
で
│
佐
々
木
喜
善
の
日
記
か
ら

　

こ
う
し
た
昭
和
初
め
の
民
俗
研
究
全
体
の
蓄
積
と
経
験
の
上
に
雑
誌『
民
間
伝
承
』

は
成
り
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
民
間
傳
承
学
會
＝
佐
々
木
喜
善
に
残
さ
れ
た
時
間

は
、
そ
れ
を
次
の
段
階
へ
と
押
し
上
げ
る
だ
け
の
ゆ
と
り
は
な
か
っ
た
。

　

昭
和
六
年
十
二
月
以
降
の
喜
善
の
日
記
〔
遠
野
市
立
博
物
館
編
二
〇
〇
三
：
五
三
二

│
五
八
一
〕
か
ら
『
民
間
伝
承
』
刊
行
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
記
述
を
抜
き
出
し
て

み
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、こ
の
雑
誌
の
終
焉
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

昭
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日
の
条
に
「
小
寺
融
吉
氏
よ
り
「
平
泉
の
延
年
の
能
」

が
来
る
。」
と
あ
り
、
翌
年
に
入
る
と
「
今
日
「
母
子
沢
の
夜
泣
石
」
と
い
ふ
伝
説

の
原
稿
を
脱
稿
し
た
」（
昭
和
七
年
一
月
七
日
）、「
本
田
安
次
氏
に
小
寺
氏
の
原
稿

を
送
つ
て
や
つ
た
」（
八
日
）、「
雑
誌
「
民
間
伝
承
」
の
編
輯
で
日
を
く
ら
し
た
」（
二

十
日
）、「
編
集
後
記
を
書
い
て
見
た
」（
二
十
二
日
）
と
い
っ
た
具
合
に
雑
誌
の
内

容
は
整
っ
て
い
く
。

　

次
に
問
題
な
の
は
印
刷
で
あ
る
。
二
月
十
六
日
に
「
謄
写
版
に
し
や
う
と
決
心
し

て
東
七
番
丁
と
荒
町
に
寄
つ
て
き
た
。」
が
、
十
九
日
に
は
「
謄
写
版
を
刷
ら
せ
て

見
て
と
て
も
駄
目
で
、
ま
ず
一
号
を
ば
頼
む
こ
と
に
し
た
。」
と
い
う
い
わ
ば
見
切

り
発
車
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
刊
行
に
ふ
み
き
る
。

　

そ
し
て
つ
い
に『
民
間
伝
承
』が
完
成
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
三
月
五
日
に「
妻

の
心
で
「
民
間
伝
承
」
が
出
来
た
。
…
ま
た
今
夜
「
民
間
伝
承
」
が
全
部
出
来
上
が

り
広
吉
、
光
広
（
喜
善
の
息
子
た
ち
）
が
行
つ
て
持
つ
て
来
た
。」
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
翌
六
日
、
印
刷
代
を
払
お
う
と
し
て
喜
善
は
「
朝
、
青
鳥
社
へ
勘
定
な
ど

を
す
る
気
に
な
つ
て
出
る
。
荒
町
ま
で
行
く
と
、
急
に
め
ま
ひ
が
し
て
来
て
倒
れ
、

青
鳥
社
へ
駆
け
込
み
て
た
ほ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
下
駄
屋
へ
つ
れ
ら
れ
て
来
て
夕
方
ま

で
寝
る
。」
と
い
う
体
力
を
使
い
果
た
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
喜
善
は
再
び
立
ち
上
が
る
。
同
月
二
十
二
日
に
は
「
雑
誌
二
号
の
印
刷

を
し
や
う
と
思
ふ
て
出
る
。
七
番
丁
か
ら
荒
町
の
印
刷
屋
へ
ま
わ
り
、
道
具
を
か
り

て
来
る
。」
翌
日
に
は
「
謄
写
を
書
き
出
す
。
な
か
な
か
思
ふ
や
う
に
行
か
ず
、
…
」

そ
れ
で
も
二
十
八
日
に
「
今
日
は
謄
写
を
仕
上
げ
る
。」
そ
し
て
三
日
後
の
三
十
一

日
に
は
「
今
日
で
謄
写
を
書
き
終
つ
た
。
五
十
頁
で
あ
る
。」
が
、
気
に
入
ら
な
い
。
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翌
四
月
一
日
に
は
「
謄
写
二
十
五
枚
五
十
ペ
ー
ジ
書
い
た
が
と
て
も
文
字
が
ま
づ
く

て
又
あ
ら
た
め
て
書
直
さ
う
と
決
心
し
」、
第
二
号
の
刊
行
へ
と
進
む
。
そ
し
て
四

月
の
下
旬
に
は
完
成
に
近
づ
い
て
い
く
。
二
十
七
日
に
は
「
謄
写
二
号
完
結
し
て
光

広
へ
青
鳥
社
へ
や
つ
た
。」と
記
さ
れ
、五
月
六
日
に
は
第
二
号
が
出
来
上
が
っ
た「
つ

い
で
に
青
鳥
社
へ
寄
つ
て
見
る
。
雑
誌
が
出
来
て
い
た
。
や
つ
ぱ
り
文
字
は
気
に
く

わ
な
い
か

（
マ
マ
）仕

方
が
な
い
。」
と
い
う
の
が
喜
善
の
感
慨
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
民
間
伝
承
』
は
僅
か
二
号
で
終
わ
る
が
、
喜
善

は
没
す
る
ま
で
、
続
刊
を
期
し
て
い
た
こ
と
も
日
記
に
明
ら
か
で
あ
る
。
昭
和
八
年

七
月
十
九
日
の
条
に
は
「
駒
木
の
佐
々
木
和
尚
と
話
を
し
て
い
た
夢
を
見
る
。
民
間

伝
承
の
三
号
を
出
し
た
こ
と
、
…
」
と
あ
り
、
八
月
十
四
日
に
は
「
中
村
協
平
氏
死

亡
せ
る
通
知
来
る
。
遂
に
死
せ
し
と
悲
し
く
思
ふ
。
民
間
伝
承
で
追
悼
号
を
出
さ
う

と
思
ふ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
喜
善
自
身
に
死
が
唐
突
に
訪
れ
た
の
は
九

月
二
十
九
日
の
朝
で
あ
っ
た
〔
佐
藤
二
〇
〇
二
：
一
二
四
、
同
二
〇
〇
三
：
一
三
四
〕。

お
わ
り
に
│
雑
誌
と
い
う
問
題
系

　

以
上
、
石
橋
臥
波
に
よ
る
『
民
俗
』
と
佐
々
木
喜
善
に
よ
る
『
民
間
伝
承
』
と
い

う
二
つ
の
雑
誌
を
取
り
上
げ
て
、
雑
誌
を
対
象
と
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
民

俗
学
史
研
究
の
視
角
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。「
民
俗
」
あ
る
い
は
「
民
間
伝
承
」

と
い
う
術
語
を
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
こ
の
二
つ
の
雑
誌
は
ど
ち
ら
も
短
命
で

あ
っ
た
が
、
関
連
す
る
諸
事
象
を
勘
案
す
る
と
一
定
の
位
置
づ
け
が
可
能
な
よ
う
に

思
わ
れ
る
。『
民
俗
』
が
発
刊
さ
れ
た
一
九
一
三
年
に
は
、「
民
俗
」
の
重
要
性
は
認

知
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
研
究
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
の
認
識
は
共
有

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
郷
土
」
で
あ
る
と
し
、
雑
誌
の
か
た
ち
で
民
俗

研
究
の
扉
を
開
い
て
い
た
の
が
、「
兄
弟
」
に
あ
た
る
『
郷
土
研
究
』
で
あ
っ
た
。「
民

俗
」
を
主
題
と
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
な
が
ら
、『
民
俗
』
の

方
は
民
俗
学
史
に
お
い
て
は
周
辺
的
な
存
在
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
民
間
伝
承
』
も
一
九
三
二
年
に
発
刊
さ
れ
た
時
点
で
は
、「
民
間
伝
承
」
研
究
の

機
運
が
高
ま
り
、
そ
の
必
要
性
は
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
編
集

発
行
人
で
あ
っ
た
佐
々
木
喜
善
の
不
運
が
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
、
そ
の
企
図
は
十
分

に
進
展
す
る
こ
と
な
く
、
僅
か
二
号
で
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

佐
々
木
喜
善
の
得
意
と
す
る
、
口
承
文
芸
と
い
う
領
域
、
さ
ら
に
東
北
と
い
う
地
域

の
な
か
で
事
例
の
共
有
と
そ
れ
に
基
づ
く
論
考
の
提
出
の
「
場
」
の
構
築
へ
の
志
向

を
こ
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

枢
要
な
概
念
を
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
、
機
が
熟
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、『
民
俗
』
も
『
民
間
伝
承
』
も
所
期
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
雑
誌
の
挫
折
は
、「
民
俗
」
や
「
民
間
伝
承
」
を
対
象
と

す
る
学
の
展
開
の
最
前
線
に
登
場
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
き
れ

ず
に
終
わ
っ
た
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
試
行
錯
誤
と
結
果
と
し
て
の
失

敗
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
正
面
か
ら
当
時
の
研
究
の
潮
流
を
引
き
受
け
よ

う
と
し
た
営
為
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
の
検
討
か
ら
、
民
俗
学
史
に
お
け
る
雑
誌
研
究
の
視
点
を
い
く
つ
か
導
き

出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
雑
誌
は
、
論
文
の
発
表
の
舞
台
と
い
う
表
面
的

な
意
味
合
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
誌
面
の
構
成
に
は
編
集
発
行
に
携
わ
っ
た
人
間
集

団
の
研
究
へ
の
構
想
力
が
結
晶
し
て
い
る
。
特
に
民
俗
研
究
で
は
、
大
学
を
代
表
と

す
る
近
代
の
学
問
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
民
俗
事
象
の
把
握
や
デ
ー
タ

化
、
さ
ら
に
は
理
論
構
築
の
力
学
が
働
く
「
場
」
と
し
て
雑
誌
を
と
ら
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
ま
た
雑
誌
を
単
独
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
同
時

期
の
類
似
の
雑
誌
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
も
少
な
く
な
い
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
郵
便
や
研
究
会
組
織
な
ど
と
連
動
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
、
生

活
世
界
を
対
象
化
す
る
シ
ス
テ
ム
を
意
識
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
今
回
取
り
上
げ
た
よ
う
な
短
命
な
雑
誌
の
場
合
は
、
編
集
発
行
す
る
側

か
ら
の
問
い
か
け
を
読
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、成
長
さ
せ
て
い
っ
た
か
、

と
い
っ
た
問
題
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
点
は
対
象
を
別
の
メ
デ
ィ
ア
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に
移
し
て
考
察
す
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

　

雑
誌
を
支
え
る
技
術
的
な
側
面
と
し
て
は
、
謄
写
版
の
問
題
が
あ
る
。
現
在
で
は

ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
の
技
術
が
、
少
人
数
を
対
象
に
し
、
地

域
も
限
ら
れ
た
活
動
の
な
か
で
果
た
し
た
正
負
両
面
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
は
、
近

代
日
本
の
地
域
的
な
知
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
と
の
相
関
の
中
で
と
ら
え

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
論
文
や
学
術
書
、
学
会
組
織
だ
け
で
は
な
く
、
調
査
報
告
や
雑
誌
、
任

意
の
研
究
団
体
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
果
た
し
て
き
た
役
割
に
見
合
う
だ
け
の
位
置

づ
け
を
模
索
す
る
こ
と
が
民
俗
学
史
研
究
の
共
通
の
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

稿
は
そ
の
第
一
歩
を
雑
誌
を
糸
口
に
し
て
踏
み
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

註（
1
）　

真
鍋
昌
賢
は
雑
誌
研
究
に
お
い
て
重
要
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
真
鍋
は
雑
誌
『
民
俗
芸

術
』
を
取
り
上
げ
て
分
析
を
加
え
る
際
に
「
…
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
に
関
与
す
る
経
験
は
、
そ
の

誌
上
で
の
み
展
開
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
民
俗
学
の
運
動
体
と
し
て
の
側
面
へ
の
注
目
を
損
な

わ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
誌
│
上
で
の
読
む
経
験
を
超
え
て
連
動
す
る
誌
│
外
で
の
経
験

を
も
射
程
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
俗
学
に
お
い
て
「
雑
誌
」
は
、
そ
う
し
た
多
面
的

な
経
験
を
通
し
て
学
問
へ
の
認
識
を
構
造
化
し
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
」〔
真
鍋
二
〇
〇
三
：

五
〕
と
し
、「『
民
俗
芸
術
』
は
、
誌
│
上
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
レ

ベ
ル
で
「
民
俗
芸
術
」
の
経
験
を
組
織
す
る
と
い
う
、
記
録
・
保
存
・
研
究
の
運
動
体
と
し
て

出
発
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
対
照
と
研
究
者
の
間
を
媒
介
す
る
肉
筆
画
・
写
真
・
キ
ネ
マ
・
ラ

ジ
オ
の
可
能
性
、
ま
た
研
究
者
間
を
媒
介
す
る
誌
上
空
間
・
実
践
空
間
の
可
能
性
を
模
索
し
な

が
ら
、『
民
俗
芸
術
』
で
は
研
究
対
象
の
拡
張
が
図
ら
れ
て
い
く
。」〔
真
鍋
二
〇
〇
三
：
一
三
〕

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
身
体
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
民
俗
を
扱
う
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
文
字
に
媒
介
さ
れ
に
く
い
文
化
を
文
字
を
通
じ
て
対
象
化
し
、
共
通
の
議
論
の

俎
上
に
の
せ
て
い
く
民
俗
学
と
い
う
営
み
に
宿
命
的
に
つ
き
ま
と
う
問
題
で
あ
り
、
方
法
で
あ

る
。

（
2
）　

民
俗
学
史
の
な
か
で
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
比
較
的
よ
く
言
及
さ
れ
る
雑
誌
に
折
口
信
夫
が

編
集
し
た
『
土
俗
と
伝
説
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
郷
土
研
究
』
の
後
を
継
ぐ
意
図
で
折
口
が
企

図
し
た
も
の
〔
池
田
一
九
八
一
：
一
九
八
〕
で
あ
り
、
雑
誌
名
や
連
載
さ
れ
た
記
事
内
容
に
は
、

当
時
の
折
口
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
民
俗
観
、
民
俗
学
観
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て

は
〔
小
池
二
〇
〇
五
〕
で
分
析
を
加
え
た
。

（
3
）　
『
民
俗
』
第
一
年
第
一
報
（
一
九
一
三
）、
六
五
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
、
仮
名
遣
い
は
原
文

の
ま
ま
と
し
、
漢
字
に
つ
い
て
は
特
に
必
要
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
で
現
行
通
用
の
も
の

に
改
め
た
。
以
下
、
引
用
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
原
則
と
す
る
。

（
4
）　
『
民
俗
』
第
一
年
第
一
報
（
一
九
一
三
）、
二
頁
。

（
5
）　

た
だ
し
、
こ
の
意
匠
も
雑
誌
そ
の
も
の
の
継
続
が
難
し
く
な
っ
て
い
く
と
き
ち
ん
と
継
承
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
第
二
年
第
二
報
（
大
正
三
年
四
月
発
行
）
で
は
富
士
の
み
が
描
か
れ
、

鷹
や
茄
子
は
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
（【
写
真
5
】
を
参
照
）。

写真5　『民俗』第2年第2報表紙
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（
6
）　
『
郷
土
研
究
』
第
一
巻
第
四
号
（
一
九
一
三
）、
六
四
頁
。

（
7
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
〔
山
下
一
九
八
八
：
四
一
〇
│
四
一
九
〕
を
参
照
。

（
8
）　

こ
こ
で
は
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
の
石
橋
の
著
作
物
を
あ
げ
て
、
今
後
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
た

い
。『
民
俗
』
や
『
郷
土
研
究
』
に
掲
げ
ら
れ
た
広
告
に
注
意
す
る
こ
と
で
、
以
下
の
よ
う
な

石
橋
の
著
作
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
刊
行
年
に
従
っ
て
記
す
と
、

　
　
　
『
教
育
勅
語
釈
義
』（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
刊
、
吉
岡
教
育
書
房
、
筆
者
未
見
。
以
下

特
に
記
さ
な
い
限
り
同
じ
。）

　
　
　
『
学
校
管
理
法
学
校
教
授
術
学
校
教
育
学
応
用
全
書
』（
共
著
、
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年

刊
、
盛
文
館
）

　
　
　
『
広
島
県
郷
土
史
談
』（
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
刊
、
教
育
書
房
、
教
師
用
も
同
年
刊
）

　
　
　
『
夢
』（
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
刊
）

　
　
　
『
鬼
』（
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
刊
、〔
志
村
一
九
九
八
〕
に
収
録
。）

　
　
　
『
素
人
宗
教
観
』（
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
刊
、
人
文
社
）

　
　
　
『
国
民
性
の
上
よ
り
観
た
る
鏡
の
話
』（
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
刊
、
人
文
社
）

　
　
　
『
二
十
世
紀
大
雑
書　

縁
起
辨 
運
勢
辨 

夢
の
辨
』（
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
刊
、
人
文
社
）

　
　
　
『
個
人
社
会
厄
年
の
話
』（
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
刊
、
人
文
社
）

　
　
　
『
家
庭
学
校
子
女
の
用
心
』（
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
刊
、
東
京
宝
文
館
刊
、）

　
　
　

な
ど
十
冊
が
あ
り
、
刊
行
年
が
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
広
告
か
ら
は
、

　
　
　
『
出
産
育
児
の
習
俗
』（
刊
行
年
不
明
、
未
見
、
広
告
に
よ
る
）

　
　
　
『
新
旧
対
照
暦
の
話
』（
刊
行
年
不
明
、
未
見
、
広
告
に
よ
る
）

　
　
　
『
日
用
新
旧
暦
の
栞
』（
刊
行
年
不
明
、
未
見
、
広
告
に
よ
る
）

　
　
　

と
い
っ
た
著
作
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
9
）　
『
民
俗
』
第
一
年
第
一
報
（
一
九
一
三
）、
三
│
六
頁
。

（
10
）　
『
郷
土
研
究
』
一
巻
一
号
（
一
九
一
三
）、
一
│
一
二
頁
。

（
11
）　
『
遠
野
物
語
』
と
柳
田
国
男
、
そ
し
て
佐
々
木
喜
善
と
の
関
わ
り
合
い
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト

と
し
て
の
『
遠
野
物
語
』
の
誕
生
に
関
し
て
は
論
じ
、
考
え
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
こ

こ
で
の
作
業
は
そ
う
し
た
問
題
の
存
在
を
意
識
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
『
民
間
伝
承
』
と
い

う
雑
誌
を
見
つ
め
る
こ
と
に
限
定
し
た
い
。
近
代
日
本
に
お
け
る
『
遠
野
物
語
』
の
誕
生
に
つ

い
て
は
石
井
正
己
の
『
遠
野
物
語
の
誕
生
』〔
石
井
二
〇
〇
〇
〕
を
基
軸
と
し
て
多
く
の
研
究

が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
圧
倒
的
な
石
井
の
業
績
を
読
み
込
む
こ
と
が
今
後
の

『
遠
野
物
語
』
を
め
ぐ
る
多
種
多
様
な
研
究
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど

め
て
お
く
。
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This article pursues viewpoints to understand the characteristics of the formation of Japanese folklore studies 

through magazines. Magazines are an important media for Japanese folklore studies, which have not been studied 

sufficiently in universities, but have been used for registering research subjects and collecting materials and also 

for sharing themes and deepening discussions.

This article reports that a magazine “Minzoku (Folklore)” published by Gaha Ishibashi and others in 1913 

stated the importance of “folklore” studies in the beginning of the Taisho period and was operated mainly by 

researchers of Japanese literature, historical studies, and anthropology. The magazine was different from “Kyodo-

kenkyu (Local Studies)” by Toshio Takagi and Kunio Yanagita in the same period in the consciousness of the 

method of understanding folklore.

Furthermore, this article deals with the magazine “Minkan-densho (Folk Tradition)” published in 1932 to 

study the situation of Kizen Sasaki in its publication, research themes, and his personal support of its publication. 

Here, the attitude of sharing the accumulation of case examples and discussions focusing on oral literature in 

Tohoku as a base is read not only in the published discussions but also in the structure of the magazine including 

the Q&A and reports on materials.

In magazines, the power of imagination toward research of people who were engaged in publication is 

crystallized. These two magazines are not exceptions. It is important to consider this when thinking about the 

historic development of folklore studies. Conventionally, magazines that were successful in the long run attracted 

attention. However, both of the above magazines, which did not last long, covered important issues. From now on, 

it is necessary to position magazines in the history of folklore studies in consideration of modern characteristics 

of communication with readers who supported magazines, and the relationship with technologies that produce 

media like mimeographs.

Key words: Local studies, Toshio Takagi, Yaichi Haga, mimeograph, media

Viewpoints of Magazines and History of Folklore Studies：“Minzoku” by Gaha Ishibashi
and “Minkan-densho” by Kizen Sasaki
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