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本
稿
は
柳
田
民
俗
学
の
形
成
過
程
に
お
い
て
考
古
研
究
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の

か
、
柳
田
の
言
説
と
実
際
の
行
動
に
着
目
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
。
明
治
末
年
の
柳
田
の
知
的

営
為
の
出
発
期
に
お
い
て
は
対
象
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
考
古
研
究
が
、
か
な
り
意
識
さ

れ
て
い
た
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
雑
誌
『
民
族
』
の
刊
行
と
そ
の
後
の
柳
田
民
俗
学
の
形
成
期

で
も
柳
田
自
身
は
、
考
古
学
に
強
い
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
が
、
人
脈
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至

ら
ず
、
民
俗
学
自
体
の
確
立
を
希
求
す
る
な
か
で
批
判
的
な
言
及
が
く
り
返
さ
れ
た
。
昭
和
一
〇
年

柳
田
民
俗
学
の
形
成
と
考
古
研
究

A
 F

orm
ation of Yanagita K

unio’s F
olklore Study and A

rchaeology Study 

K
O

IK
E

 Jun
’ichi

は
じ
め
に

❶
出
発
期

❷
形
成
期　

❸
完
成
期

お
わ
り
に

小
池
淳
一

代
以
降
の
柳
田
民
俗
学
の
完
成
期
で
は
、
考
古
学
の
長
足
の
進
展
と
民
俗
学
が
市
民
権
を
得
て
い

く
過
程
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
そ
の
な
か
で
新
た
な
歴
史
研
究
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
意
識
が
柳
田
に
は

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
見
通
せ
た
。
柳
田
民
俗
学
と
考
古
研
究
と
は
、
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら

も
一
種
の
信
頼
の
よ
う
な
も
の
が
最
終
的
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
検
討
を
通
し
て
近
代

的
な
学
問
に
お
け
る
協
業
や
総
合
化
の
問
題
が
改
め
て
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】『
石
神
問
答
』、『
民
族
』、
日
本
人
の
起
源
、
考
古
学
、
歴
史
研
究
、
近
代
化
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は
じ
め
に

　

近
代
日
本
に
お
け
る
学
問
の
形
成
に
大
学
と
い
う
高
等
教
育
機
関
が
果
た
し
た
役

割
が
多
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
大
学
を
基
盤

と
し
な
い
近
代
的
な
学
問
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
問

い
が
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
問
い
か
け
の
な
か
で
、
浮
上
し
て
く
る

の
が
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
民
俗
学
で
あ
る
。
俗
に

柳
田
民
俗
学
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
民
俗
研
究
の
明
治
末
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
に
至
る

形
成
過
程
は
、
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
大
学
と
い
う
制
度
が
そ
れ
ほ
ど
深
く

は
関
与
し
な
い
稀
有
な
例
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
そ
う
し
た
柳
田
民
俗
学
の
形
成
の
過
程
を
、
考
古
研
究
へ
の
言
及
に
注

意
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
日
本
に
お
け
る
考
古
学
の
形
成
そ
れ
自
体
も

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
柳
田
國
男
の
民
俗

学
に
主
軸
を
お
き
な
が
ら
、
近
代
的
な
学
問
シ
ス
テ
ム
が
徐
々
に
か
た
ち
を
な
し
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
は
最
初
に
柳
田
國
男
に
と
っ
て
は
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
石
神
問
答
』

（
一
九
一
〇
年
）
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
考
古
研
究
と
の
接
点
を
確
認
し
、

そ
の
様
相
を
定
位
し
て
み
た
い
。
次
い
で
民
俗
学
が
民
間
伝
承
研
究
と
し
て
学
的
な

装
い
を
整
え
て
い
く
時
期
、
と
り
わ
け
『
民
族
』
誌
（
一
九
二
五
〜
一
九
二
九
年
）

と
そ
の
後
の
柳
田
の
動
き
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
さ
ら
に
戦
後
、
民
俗
学
が
一

定
の
完
成
の
域
に
達
し
た
か
に
見
え
る
時
期
に
考
古
研
究
が
柳
田
に
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

民
俗
学
と
考
古
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
包
括
的
な
検
討
や
協
業
を
視
野
に
入
れ

た
方
法
論
的
な
模
索
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
）
1
（

。
そ
の
一
方
で
、
互
い
の
学
問
体
系
の
形

成
過
程
に
留
意
し
、
比
較
対
照
す
る
よ
う
な
検
討
は
多
く
は
な
い
。
こ
う
し
た
学
史

研
究
に
お
い
て
考
古
研
究
を
対
照
軸
と
し
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
は
、
文
献
史
学
以

外
の
学
問
領
域
を
包
含
し
た
広
義
の
歴
史
研
究
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
だ
ろ
う
）
2
（

。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
点
を
意
識
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
柳
田
國
男
の

研
究
姿
勢
と
学
問
観
と
に
寄
り
添
う
よ
う
な
視
角
で
考
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

❶
出
発
期
―
『
石
神
問
答
』
と
塚
の
研
究
か
ら

　
『
石
神
問
答
』
は
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
諸
国
に
点
在

す
る
石
神
の
性
質
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
柳
田
が
八
人
の
先
達
と
の
間
に
交
わ
し

た
三
四
通
の
書
簡
に
注
が
付
さ
れ
る
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
全
集
の
解
題
（
石

井
正
己
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
書
簡
は
、『
遠
野
物
語
』
の
初
稿
か
ら
清
書
に
至

る
時
期
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
3
（

。

　

柳
田
は
そ
の
再
刊
序
（
一
九
四
一
年
）
で
「
何
故
に
斯
う
い
ふ
珍
し
い
祠
の
神
が

盛
り
又
衰
へ
た
か
を
、
も
う
一
度
問
題
に
し
て
も
ら
ひ
た
い
」〔
全
集
一
―
六
二
七
）
4
（

〕

と
い
い
、
自
ら
信
仰
研
究
の
問
題
と
し
て
再
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
民

俗
学
が
体
系
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
な
っ
て
か
ら
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
最
初
に

『
石
神
問
答
』
が
発
表
さ
れ
た
時
期
に
は
や
や
異
な
っ
た
目
的
と
意
図
と
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
『
石
神
問
答
』
を
構
成
す
る
書
簡
を
柳
田
と
交
わ
し
た
人
び
と
は
、
山
中
笑

（
号
は
共
古
、
民
俗
的
な
研
究
の
先
駆
者
。
一
八
五
〇
〜
一
九
二
八
）、
白
鳥
庫

吉
（
東
洋
史
、
一
八
六
五
〜
一
九
四
二
）、
伊
能
嘉
矩
（
人
類
学
、
一
八
六
七
〜

一
九
二
五
）、
佐
々
木
繁
（
号
は
喜
善
、『
遠
野
物
語
』
の
話
者
、
一
八
八
六
〜

一
九
三
三
）、
和
田
千
吉
（
考
古
学
、
一
八
七
一
〜
一
九
四
五
）、
喜
田
貞
吉
（
歴

史
学
、
一
八
七
一
〜
一
九
三
九
）、
緒
方
小
太
郎
（
熊
本
の
神
官
、
一
八
四
四

〜
一
九
二
〇
）、
柳
田
の
弟
、
松
岡
輝
夫
（
号
は
映
丘
、
画
家
。
一
八
八
一
〜

一
九
三
八
）
の
八
人
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
聞
き
書
き
に
基
づ
く
デ
ー
タ
に
よ
る
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
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［柳田民俗学の形成と考古研究］……小池淳一

く
、
四
三
に
及
ぶ
地
誌
や
近
世
の
考
証
随
筆
な
ど
に
基
づ
く
考
察
が
展
開
さ
れ
、
そ

れ
ら
の
記
述
を
も
と
に
往
復
書
簡
の
形
式
で
知
見
や
資
料
を
求
め
、
一
定
の
結
論
へ

と
進
ん
で
い
く
過
程
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
課
題
の
提
示
と
そ
れ
に
対
す

る
反
応
、
知
見
の
応
酬
と
い
う
の
は
、
実
験
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
の
よ
う
で
い
て
、

実
は
後
の
『
郷
土
研
究
』
を
は
じ
め
と
す
る
雑
誌
を
軸
に
し
た
柳
田
民
俗
学
の
研
究

ス
タ
イ
ル
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
参
照
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
初
期
の
柳
田
の
研
究
と
そ
の
成
果

発
表
の
手
法
に
お
い
て
、
考
古
研
究
の
知
見
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

か
、
で
あ
る
。
具
体
的
に
考
古
研
究
の
和
田
千
吉
へ
の
質
問
を
み
て
み
よ
う
。

　

和
田
へ
の
問
い
か
け
は
「
此
頃
古
代
住
民
の
生
活
に
関
し
少
々
研
究
を
試
み
居
候

間
に
不
審
を
生
じ
候
廉
二
三
点
御
教
示
を
受
け
度　

御
煩
し
申
上
候
」
と
し
て
、
次

の
四
項
目
に
わ
た
り
見
解
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
質
問
の
見
出
し
を
紹
介
し
、
続
け

て
記
さ
れ
た
質
問
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、

一　

将
軍
塚
と
称
す
る
塚

　

諸
国
に
存
在
す
る
将
軍
塚
に
関
す
る
発
掘
調
査
の
有
無
、名
称
の
由
来
に
つ
い
て
。

二　

十
三
塚
十
三
本
塚
十
三
坊
塚
な
ど
と
称
す
る
塚

　

こ
れ
ら
に
関
す
る
埋
蔵
物
の
内
容
に
基
づ
く
名
義
の
考
察
の
有
無
。

三　

東
国
に
は
ス
ク
モ
塚
と
申
す
塚
折
々
有
之
候

　

ス
ク
モ
塚
に
関
す
る
調
査
記
録
の
有
無
。

四　

塚
に
は
段
々
年
代
も
有
之
や
う
承
り
居
候
が

　

塚
一
般
は
経
塚
の
よ
う
に
土
中
に
何
か
埋
め
た
も
の
か
ど
う
か
、
塚
と
埋
蔵
物

と
の
関
連
。

と
い
う
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
〔
全
集
一
―
五
一
七
〜
八
〕。

　

こ
こ
で
柳
田
が
考
古
研
究
に
期
待
し
て
い
る
の
は
石
神
信
仰
の
背
景
と
も
い
う
べ

き
、
塚
を
め
ぐ
る
調
査
記
録
の
有
無
や
そ
れ
に
基
づ
く
知
見
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
と
類
似
の
質
問
は
他
の
相
手
に
も
し
て
い
る
の
で
考
古
研
究
に
の
み
期
待
し
て

い
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

一
方
で
山
中
笑
と
の
や
り
と
り
（
柳
田
よ
り
一
〇
通
、
山
中
よ
り
八
通
と
『
石
神

問
答
』
全
体
の
三
分
の
一
近
く
を
占
め
て
い
る
）
と
比
べ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
重
い
も

の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
に
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
柳
田
の
『
石
神
問
答
』
に
お
け
る
考

古
学
の
位
置
づ
け
は
、
考
古
学
と
い
う
学
問
そ
の
も
の
の
体
系
を
ふ
ま
え
た
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
民
俗
的
な
小
祠
の
信
仰
や
石
造
物
、
自
然
石
に
よ
せ
る
信
仰

の
歴
史
的
展
開
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
の
、
い
く
つ
か
の
視
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
当
時
の
柳
田
の
方
法
が
「
諸
国
村
里
の
生
活
に
は
書
物
で
は
説
明

の
出
来
ぬ
色
々
の
事
象
有
之
候
中
に
…
」〔
全
集
一
―
五
〇
四
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
文

字
記
録
以
外
の
資
料
と
そ
れ
に
着
目
す
る
方
法
へ
の
志
向
、
模
索
が
あ
る
な
か
で
、

考
古
研
究
も
視
野
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
当
時
の
柳
田
の

方
法
的
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

黎
明
期
の
考
古
研
究
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
柳
田
は
決
し
て
冷
淡
で
は
な
か
っ

た
。『
石
神
問
答
』
と
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
遠
野
物
語
』
の
一
一
二
話
に
は
、

　

…
石
器
土
器
の
出
る
処
山
口
に
二
ヶ
所
あ
り
。
他
の
一
は
小
字
を
ホ
ウ
リ

ヤ
ウ
と
云
ふ
。
こ
ゝ
の
土
器
と
蓮
台
野
の
土
器
と
は
様
式
全
然
殊
な
り
。
後

者
の
は
技
巧
聊
か
も
無
く
、
ホ
ウ
リ
ヤ
ウ
の
は
模
様
な
ど
も
巧
な
り
。
埴
輪

も
こ
ゝ
よ
り
出
づ
。
又
石
斧
石
刀
の
類
も
出
づ
。
蓮
台
野
に
は
蝦
夷
銭
と
て

土
に
て
銭
の
形
を
し
た
る
径
二
寸
ほ
ど
の
物
多
く
出
づ
。
是
に
は
単
純
な
る

渦
紋
な
ど
の
模
様
あ
り
。
字
ホ
ウ
リ
ヤ
ウ
に
は
丸
玉
管
玉
も
出
づ
。
こ
ゝ
の

石
器
は
精
巧
に
て
石
の
質
も
一
致
し
た
る
に
、
蓮
台
野
の
は
原
料
色
々
な
り
。

ホ
ウ
リ
ヤ
ウ
の
方
は
何
の
跡
と
云
ふ
こ
と
も
無
く
、
狭
き
一
町
歩
ほ
ど
の
場

所
な
り
。（
中
略
）
此
あ
た
り
に
掘
れ
ば
祟
り
あ
り
と
云
ふ
場
所
二
ヶ
所
ほ
ど

あ
り
。〔
全
集
二
―
四
八
〜
四
九
〕
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
土
中
か
ら
出
土
し
た
遺
物
の
形
態
や
様
式
に
か
な
り
細
や
か
な

注
意
を
は
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
記
録
の
な
か

に
考
古
学
的
な
検
討
を
要
す
る
遺
物
や
遺
蹟
の
存
在
を
並
列
さ
せ
て
記
述
し
、
遠
野

の
伝
承
世
界
を
叙
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
遺
物
や
遺
蹟
を
め
ぐ
る

想
像
力
や
そ
れ
ら
の
喚
起
力
へ
の
注
意
が
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

柳
田
の
考
古
研
究
へ
の
期
待
や
興
味
は
民
俗
学
の
形
成
期
に
あ
っ
て
は
か
な
り
の

大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
そ
こ
に
は
考
古
研
究
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
希
望
も
含
ま

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
『
石
神
問
答
』
に
続
く
こ
の
時
期
の
柳
田
の
研

究
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
和
田
千
吉
へ
の
質
問
に
あ
る
よ
う
に

日
本
各
地
の
塚
に
関
す
る
研
究
に
現
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
み
て

お
き
た
い
。

　

柳
田
は
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
発
表
し
た
「
塚
と
森
の
話
」
で
「
記
録
以

外
の
歴
史
上
の
遺
物
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
て
「
元
来
日
本
人
は
比
較
的
無
口
で
あ

つ
た
が
上
に
、
記
録
以
外
の
歴
史
上
の
遺
物
と
い
ふ
も
の
ゝ
極
め
て
多
く
を
残
す
事

が
少
か
つ
た
。」
と
い
い
な
が
ら
、
我
々
の
過
去
を
語
る
も
の
と
し
て
「
一
方
に
は

口
か
ら
耳
へ
伝
へ
て
行
く
所
の
村
々
の
伝
説
と
、
他
の
一
方
に
は
、
地
表
に
建
造
せ

ら
れ
た
塚
と
森
と
、
半
ば
天
然
の
地
形
を
利
用
し
た
巌
を
以
て
作
つ
た
土
窟
の
類
で

あ
る
。
し
か
も
此
数
者
は
互
に
相
説
明
し
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
今
日
に
在
て
は
、

外
に
求
む
る
事
の
出
来
な
い
郷
土
史
の
史
料
を
残
し
て
居
る
の
で
あ
る
。」〔
全
集

二
四
―
一
〇
一
〕
と
述
べ
て
い
る
。
口
頭
で
の
伝
承
と
塚
や
森
、
岩
窟
な
ど
を
並
行

し
て
取
り
上
げ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
柳
田
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
『
考
古
学
雑
誌
』
三
巻
五
号
に
発
表

し
た
「
十
三
塚
の
分
布
及
其
伝
説
」
で
は
「
十
三
塚
が
葬
処
な
り
や
供
養
処
な
り
や

は
他
日
二
三
の
発
堀
に
よ
り
て
容
易
に
決
せ
ら
る
べ
く
戦
死
者
を
埋
む
と
云
ふ
説
の

如
き
は
塚
は
即
ち
墓
な
り
と
予
断
せ
し
俗
人
の
訂
正
な
る
か
も
知
れ
ず
。
併
し
他
の

一
面
よ
り
見
れ
ば
此
種
の
口
碑
は
必
し
も
一
笑
に
付
し
去
る
べ
き
も
の
に
も
非
ず
。」

〔
全
集
二
四
―
一
四
七
〕
と
も
言
っ
て
お
り
、
考
古
研
究
の
主
要
な
方
法
で
あ
る
「
発

堀（
マ
マ
）」
に
期
待
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
口
碑
に
も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
柳
田
の
考
古
学
に
対
す
る
姿
勢
は
、
考
古
学
の
視
点
や
方
法
レ
ベ
ル
で

の
協
業
と
い
う
よ
り
も
、
考
古
研
究
と
視
線
を
共
有
し
つ
つ
、
志
向
を
異
と
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
堀
一
郎
と
の
共
著

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
『
十
三
塚
考
』（
一
九
四
八
）
の
初
出
が
、こ
の
時
期
の
『
考

古
界
』
や
『
考
古
学
雑
誌
』
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
の
作
業
や
考
察

が
、
柳
田
民
俗
学
の
成
果
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

柳
田
民
俗
学
の
出
発
期
に
お
け
る
考
古
研
究
と
の
関
係
は
、
石
神
や
塚
と
い
っ
た

具
体
的
な
対
象
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
い
く
な
か
で
育
ま
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

に
は
方
法
に
関
す
る
区
分
や
棲
み
分
け
の
よ
う
な
意
識
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
対
象

へ
接
近
し
て
い
こ
う
と
す
る
際
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
位
置
づ
け

が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
研
究
の
発
表
媒
体
も
限
ら
れ
て
い
て
、
考
古
研
究
を
標
榜

す
る
雑
誌
に
必
ず
し
も
考
古
的
な
素
材
を
取
り
扱
わ
な
い
問
題
提
起
的
な
柳
田
の
論

考
が
載
せ
ら
れ
、
協
業
の
実
質
的
な
可
能
性
が
追
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

❷
形
成
期
―
『
民
族
』
と
そ
の
周
辺
か
ら

　

柳
田
民
俗
学
の
形
成
に
と
っ
て
、
明
治
末
か
ら
大
正
の
初
め
の
時
期
は
、
後
世
か

ら
み
る
と
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
よ
う
な
『
石
神
問
答
』、『
遠
野
物
語
』
と
い
っ
た

出
版
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
の
学
問
形
成
と
し
て
は
そ
の
体
系
や
理
論
が
追
求
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
胎
動
は
、
む
し
ろ
大
正
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
の

時
期
に
至
っ
て
雑
誌
『
民
族
』
の
編
集
刊
行
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
節
で
は
そ
う
し
た
柳
田
民
俗
学
の
形
成
期
に
お
け
る
考
古
研
究
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
、
雑
誌
『
民
族
』
と
そ
の
周
辺
を
探
っ
て
み
た
い
。
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雑
誌
『
民
族
』
は
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
一
一
月
に
創
刊
さ
れ
、
実
質
的
な

編
集
に
は
柳
田
が
あ
た
っ
た
。
民
俗
学
の
胎
動
と
は
い
う
も
の
の
、『
民
族
』
に
お

い
て
は
、
民
族
学
を
は
じ
め
、
人
類
学
や
考
古
学
、
言
語
学
さ
ら
に
は
社
会
学
な
ど

の
論
考
が
多
く
掲
載
さ
れ
、
民
俗
学
に
か
か
わ
る
記
事
の
多
く
は
資
料
報
告
欄
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
。
永
池
健
二
は
こ
の
『
民
族
』
の
編
集
に
つ
い
て
論
文
欄
と
資
料
報

告
欄
と
が
異
な
る
二
つ
の
文
脈
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
5
（

。
い
わ
ゆ
る

民
俗
資
料
を
報
告
、提
供
し
た
の
は
地
方
在
住
の
在
野
の
郷
土
史
家
た
ち
で
あ
っ
て
、

論
文
欄
の
執
筆
者
は
民
俗
学
以
外
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
お
け
る
気
鋭
の
研
究
者

た
ち
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
資
料
報
告
欄
に
寄
せ
ら
れ
て
く
る
原
稿
に
細
か
に
目
を
通

し
て
、
一
人
で
採
否
を
決
め
て
い
た
と
い
う
。
一
方
で
論
文
に
つ
い
て
は
と
き
ど
き

注
意
を
し
、
注
文
を
出
す
く
ら
い
だ
っ
た
）
6
（

。

　

創
刊
号
の
巻
頭
論
文
は
濱
田
耕
作
（
青
陵
）
の
「
石
金
両
時
代
の
過
渡
期
の
研
究

に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
広
告
欄
に
は
梅
原
末
治
『
鑑
鏡
の
研
究
』（
大
岡
山
書
店
）、

大
野
雲
外
『
古
代
日
本
遺
物
遺
跡
の
研
究
』（
磯
部
甲
陽
堂
）
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
一

頁
を
占
め
、
実
質
的
な
版
元
で
あ
っ
た
岡
書
院
の
広
告
欄
に
は
鳥
居
龍
蔵
『
人
類
学

及
人
種
学
上
よ
り
見
た
る
北
東
亜
細
亜
』、同
じ
く
『
日
本
周
囲
民
族
の
原
始
宗
教
』、

清
野
謙
次
『
日
本
原
人
の
研
究
』
な
ど
と
い
っ
た
書
名
が
並
ん
で
い
る
。

　

広
告
に
注
目
す
る
と
、一
巻
二
号
と
三
号
に
は
小
金
井
良
精
『
人
類
学
研
究
』（
大

岡
山
書
店
）
が
載
り
、
三
号
に
は
そ
れ
と
並
ん
で
国
史
講
習
会
に
よ
る
「
考
古
学
講

座
」
の
会
員
募
集
の
案
内
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講
座
に
は
濱
田
耕
作
を
筆
頭

に
、
柴
田
常
恵
、
大
山
柏
、
松
村
瞭
、
長
谷
部
言
人
、
小
金
井
良
精
、
八
幡
一
郎
、

清
野
謙
次
、
梅
原
末
治
、
島
田
貞
彦
、
高
橋
健
自
、
後
藤
守
一
と
い
っ
た
名
前
が
並

ん
で
い
る
。
考
古
研
究
に
対
し
て
門
戸
は
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
巻
に
入
っ
て
も
考
古
学
関
連
図
書
の
広
告
は
途
切
れ
な
く
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
論
文
と
し
て
も
第
二
巻
六
号
の
関
東
に
は
清
野
謙
次
の
「
日
本
石
器
時
代
に
関

す
る
考
説
」、
三
巻
三
号
に
は
中
谷
治
宇
二
郎
に
よ
る
「
石
器
に
伴
ふ
説
話
の
発
展
」

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
日
本
石
器
時
代
の
主
要
民
族
は
何
処
よ
り
渡
来
せ

り
や
」「
日
本
石
器
時
代
の
副
葬
品
」
か
ら
な
り
、
石
器
時
代
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た

論
考
で
あ
る
。
後
者
は
石
器
や
土
器
が
文
献
上
、
ど
の
よ
う
に
記
述
、
解
釈
さ
れ
て

き
た
か
を
広
く
検
討
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
意
欲
的
な
論
考
で
あ

り
、
特
に
後
者
は
明
治
の
末
に
柳
田
が
『
石
神
問
答
』
や
一
連
の
塚
に
関
す
る
研
究

で
盛
ん
に
主
張
し
て
い
た
考
古
遺
跡
や
遺
物
に
関
連
す
る
伝
説
や
歴
史
的
な
解
釈
を

視
野
に
入
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
『
民
族
』
誌
の
誌
面
構
成
を
見
る
限
り
、
柳
田
が
こ
の
時
期
に
目
指
し

て
い
た
学
問
は
決
し
て
考
古
研
究
を
排
除
し
て
は
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
考
古
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
俗
学
以
外
の
、
多
く
の
関
連
諸
学
に
ス

ペ
ー
ス
を
割
き
、
そ
の
意
義
や
価
値
を
強
く
認
め
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、

そ
の
様
相
を
や
や
丁
寧
に
見
る
な
ら
ば
、
柳
田
自
身
が
微
細
に
目
を
配
っ
て
い
る
資

料
欄
に
対
し
て
、
論
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
考
古
関
連
の
文
章
の
位
置
づ
け
は

ゲ
ス
ト
と
で
も
い
う
べ
き
、
い
さ
さ
か
遠
慮
が
ち
な
位
置
づ
け
の
よ
う
な
趣
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
や
や
時
期
は
下
る
が
、
岡
書
院
の
社
主
、
岡
茂
雄
の
回

想
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

岡
は
こ
の
時
期
に
人
類
学
、
考
古
学
や
民
俗
研
究
の
専
門
書
を
意
欲
的
な
企
画
と

丁
寧
な
装
丁
に
よ
っ
て
次
々
と
送
り
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、『
民
族
』
が
休
刊
し

た
後
、
折
し
も
世
は
不
況
の
時
期
に
突
入
し
、
出
版
業
も
苦
闘
も
強
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
な
か
で
、
講
座
も
の
の
出
版
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
、
日
本
で
は
じ
め
て
の

『
民
族
学
・
人
類
学
講
座
』
を
企
画
し
た
の
で
あ
る
。
岡
の
見
る
と
こ
ろ
、「
当
時
は
、

東
京
帝
大
に
た
だ
一
つ
の
人
類
学
教
室
が
お
か
れ
、
考
古
学
教
室
も
官
学
に
二
つ
、

私
学
二
、三
に
講
義
が
も
た
れ
る
だ
け
」
で
、
民
俗
学
は
柳
田
で
さ
え
も
民
間
伝
承

論
と
名
乗
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
「
斯
学
の
普
及
に
最
も
有
効
な
手

段
と
信
じ
」「
思
い
き
っ
て
そ
の
企
画
の
遂
行
に
踏
み
切
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
）
7
（

。

　

岡
は
ま
ず
、
柳
田
を
訪
ね
、
趣
旨
と
構
想
を
話
し
て
意
見
を
も
ら
い
、
助
言
を
受

け
た
。
そ
し
て
、
京
都
へ
行
き
、
濱
田
耕
作
（
青
陵
）
を
は
じ
め
と
す
る
京
大
考
古

学
研
究
室
の
面
々
、
さ
ら
に
折
口
信
夫
、
鳥
居
龍
蔵
、
松
村
瞭
、
原
田
淑
人
等
々
の
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協
力
も
得
る
手
は
ず
を
整
え
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
あ
る
日
、
別
の
出

版
社
が
岡
の
企
画
と
酷
似
し
た
『
郷
土
科
学
講
座
』
な
る
講
座
を
発
表
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
筆
頭
監
修
者
は
何
と
柳
田
國
男
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
最
初
に
顔
を
出
し
た

だ
け
で
、
そ
の
後
何
の
音
沙
汰
の
な
い
こ
と
に
じ
れ
て
、
後
発
の
別
の
出
版
社
の
企

画
に
肩
入
れ
を
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
や
が
て
判
明
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、『
郷

土
科
学
講
座
』
は
そ
の
出
版
社
の
営
業
自
体
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
、
僅
か
に
二

冊
を
刊
行
し
た
だ
け
で
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
岡
は
後
年
ふ
り
返
っ
て
、

　

私
は
柳
田
先
生
の
激
励
の
お
言
葉
に
よ
る
、
御
支
援
を
確
信
し
て
の
出
発
で

あ
っ
た
の
で
、
民
俗
学
関
係
は
先
生
の
御
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
立
案
す
れ
ば
時

日
は
そ
う
要
し
ま
い
。
が
、
先
生
の
か
か
わ
り
の
薄
い
人
類
学
・
考
古
学
関
係

は
私
が
若
い
方
々
の
力
を
借
り
て
構
想
を
練
り
、
項
目
、
お
顔
ぶ
れ
を
、
時
を

か
け
て
ま
ず
固
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
奔
走
こ
れ
努
め
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
け
れ
ど
先
生
は
、
私
が
全
般
に
亘
っ
て
、
一
々
先
生
の
御
意
向
を
う

か
が
い
な
が
ら
進
め
て
行
く
も
の
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
の
に
、
一
向

に
岡
が
顔
を
出
さ
な
い
。
な
ん
と
い
う
こ
と
か
と
、
御
不
興
が
だ
ん
だ
ん
募
っ

て
行
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
）
8
（

。

と
、
述
べ
て
い
る
。
民
俗
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
類
学
・
考
古
学
全
般
に
わ
た
っ

て
見
識
を
有
す
る
と
い
う
矜
持
を
持
つ
柳
田
と
、
人
類
学
・
考
古
学
に
つ
い
て
は
柳

田
の
か
か
わ
り
は
薄
い
、
と
判
断
し
た
岡
と
の
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
、
見
解
の
相
違

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、『
民
族
』
誌
の
編
集
作
業

を
通
し
て
柳
田
が
培
っ
た
で
あ
ろ
う
見
識
に
対
し
て
、
講
座
の
出
版
を
企
図
し
、
実

際
に
原
稿
を
依
頼
す
る
と
い
う
実
質
的
な
作
業
を
念
頭
に
お
い
た
岡
は
、
人
類
学
・

考
古
学
に
関
し
て
は
柳
田
の
人
脈
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
、
と
判
断
し
た
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
の
時
期
の
柳
田
の
考
古
学
へ
の
興
味
や
関
心
は
そ
れ
な
り
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
雑
誌
へ
の
寄
稿
、
編
集
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
表
面
的
な

関
係
で
推
移
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
親
し
く
入
門
・
概
説
的
な
原
稿
を
依
頼
し
、
ま

た
そ
れ
ら
の
執
筆
者
と
し
て
複
数
の
人
物
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
配
置
す
る
と
い
っ
た
実

際
的
な
面
に
お
い
て
は
不
充
分
だ
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
柳
田
の

内
面
と
周
囲
か
ら
の
評
価
と
の
乖
離
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
柳
田
自
身

の
研
究
と
考
古
・
人
類
学
研
究
は
内
実
に
お
い
て
交
流
や
融
合
を
示
す
よ
う
な
段
階

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

こ
の
時
期
の
柳
田
の
考
古
学
理
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
柳
田
自
身

の
著
作
に
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
そ
れ
ら
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
み

よ
う
。

　
『
民
族
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
郷

土
誌
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

雨
が
多
く
て
灌
漑
の
盛
な
日
本
に
は
、
古
人
も
其
生
活
の
痕
跡
を
遺
す
こ

と
が
容
易
で
無
か
つ
た
の
で
す
。
我
邦
の
考
古
学
者
は
古
墳
家
と
名
づ
け
て

も
よ
い
程
に
、
此
一
件
に
の
み
精
力
を
集
注
し
ま
し
た
。
而
も
土
を
盛
上
げ

る
工
事
は
、
時
代
に
よ
つ
て
目
的
を
異
に
し
つ
ゝ
、
殆
ど
現
代
ま
で
も
続
い

て
来
て
居
ま
す
。
是
も
運
ん
で
来
た
土
石
の
種
類
、
或
は
底
部
の
切
込
み
の

高
さ
、
其
他
技
術
上
の
異
同
を
調
べ
た
な
ら
ば
、
や
が
て
は
新
旧
の
順
序
な

ど
も
明
か
に
な
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
古
墳
と
塚
と
は
丸
で
別
だ
な
ど
ゝ
言
ふ

人
が
、
大
さ
や
形
や
土
地
の
口
碑
の
類
に
絆
さ
れ
て
、
何
度
と
無
く
無
用
の

土
を
動
か
し
て
失
望
し
て
居
る
の
は
を
か
し
い
と
思
ひ
ま
す
。
其
と
云
ふ
の

が
上
古
を
重
じ
て
最
近
千
年
の
人
の
心
の
変
化
を
顧
み
な
か
つ
た
為
で
、
官

道
の
一
里
塚
の
双
堠
に
し
て
且
つ
偉
大
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
又
大
事
件

を
記
念
す
べ
き
念
仏
塚
や
供
養
塚
に
は
、
数
百
千
の
人
足
を
使
っ
た
丁
寧
な

も
の
も
あ
る
こ
と
、
或
は
又
古
い
事
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
天
然
の
丘
か
と
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思
っ
て
之
を
祭
場
や
住
居
に
充
て
た
り
、
其
他
既
に
存
す
る
封
土
に
更
に
色
々

の
変
改
を
加
へ
る
な
ど
の
、
久
し
く
且
つ
複
雑
な
る
歴
史
の
あ
る
こ
と
を
思

は
ぬ
為
で
あ
り
ま
す
。〔
全
集
三
―
一
七
三
〕

　

出
土
物
や
遺
跡
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
が
古
代
の
あ
る
時
期
だ
け
の
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
人
の
心
」
の
変
化
を
顧
み
る
こ
と
が
必
要
だ
と
柳
田
は
言

う
。
そ
う
し
た
「
複
雑
な
る
歴
史
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
刊
の
『
青
年
と
学
問
』
の
な
か

の
「
旅
行
と
歴
史
」
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
民
俗
学
の
必
要
性
を
説

く
前
段
に
考
古
学
の
例
を
引
い
て
い
る
。

　

文
字
以
外
の
史
料
と
し
て
は
、
是
ま
で
一
番
に
人
の
興
味
を
引
い
て
居
た
の

は
、
考
古
学
即
ち
遺
蹟
遺
物
の
比
較
研
究
で
あ
つ
た
。
又
は
生
活
技
術
誌
（
ソ

シ
ア
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
な
ど
と
称
せ
ら
れ
る
衣
食
技
芸
等
の
発
達
変
化
で
あ

つ
た
。
是
等
は
何
れ
も
時
が
保
存
し
て
く
れ
た
昔
の
生
活
の
痕
跡
を
頼
り
と
し

て
進
む
の
で
あ
る
が
、
其
中
で
も
一
種
最
も
豊
富
に
し
て
且
つ
確
実
な
る
遺
物

の
、
案
外
に
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
と
人

間
そ
の
も
の
、朽
ち
残
つ
た
骨
で
は
な
く
活
き
た
人
間
の
活
き
方
で
あ
る
。〔
全

集
四
―
五
四
〕

　

こ
こ
で
の
柳
田
の
論
旨
は
、
文
字
以
外
の
史
料
を
用
い
る
研
究
と
し
て
考
古
学
を

挙
げ
、
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、
人
間
の
活
き
方
そ
の
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
朽
ち
残
つ
た
骨
」
に
注
目
す
る
考
古
学
に
対
し

て
、「
活
き
た
人
間
の
活
き
方
」
を
取
り
上
げ
、
材
料
と
し
て
い
く
営
み
と
し
て
の

民
俗
研
究
の
新
し
さ
や
優
位
性
、
必
然
性
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
朽
ち
残
つ
た
骨
」
と
「
活
き
た
人
間
」
と
い
う
対
比
は
い
さ
さ
か
単

純
に
過
ぎ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
民
俗
研
究
の
独
自
性
や
特
徴
を
な
る
べ
く
鮮
や

か
に
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
独
特
の
筆
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
前
提

と
し
て
、
遺
蹟
遺
物
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
比
較
か
ら
過
去
を
解
明
す
る
考
古
学
の

方
法
的
な
新
し
さ
を
認
め
、
そ
れ
と
対
抗
す
る
か
た
ち
で
民
俗
研
究
の
必
要
性
を
説

こ
う
と
し
て
い
る
。
過
去
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
に
、
文
字
に
よ
る
史
料
と
そ
の
扱

い
を
相
対
化
す
る
根
拠
と
し
て
考
古
研
究
を
挙
げ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
文
字
以
外
の

史
料
の
も
う
ひ
と
つ
の
存
在
と
し
て
「
活
き
た
人
間
の
活
き
方
」
と
し
て
の
民
俗
の

重
要
性
を
説
く
と
い
う
姿
勢
が
こ
こ
に
は
見
出
せ
る
。

　
「
活
き
た
人
間
」
と
い
う
の
は
考
古
学
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
、
民
俗
研
究

の
特
徴
を
述
べ
る
と
き
に
別
の
箇
所
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
考
古
学
の
材
料
に
関

し
て
の
踏
み
込
ん
だ
論
評
が
「
東
北
と
郷
土
研
究
」（
一
九
三
〇
年
）
で
も
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

…
少
な
く
と
も
考
古
学
の
取
扱
つ
て
ゐ
る
遺
物
な
る
も
の
が
、
縦
に
も
横
に

も
甚
だ
僅
か
な
る
一
標
本
、
所
謂
大
海
の
一
滴
、
九
牛
の
一
毛
で
あ
る
と
い
ふ

謙
遜
の
態
度
だ
け
は
必
要
だ
と
思
ひ
ま
す
。
現
に
遺
物
と
い
ふ
名
こ
そ
与
へ
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
人
類
学
の
取
扱
は
う
と
し
て
ゐ
る
「
我
々
活
き
た
人
間
」
も
亦

一
種
の
遺
物
で
あ
る
。
建
て
替
は
つ
て
も
家
は
元
の
形
、
毎
日
炊
い
て
食
べ
て

も
飯
は
も
と
の
飯
な
る
と
同
様
に
、
こ
れ
か
ら
日
の
光
を
見
る
我
々
の
赤
ん
坊

と
て
も
亦
遺
物
で
あ
る
。〔
全
集
二
八
―
三
〇
六
〕

　

こ
こ
で
は
考
古
研
究
の
根
拠
で
あ
り
、
主
要
な
材
料
で
あ
る
遺
物
に
「
活
き
た
人

間
」
を
加
え
、
そ
う
し
た
生
活
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ

と
で
過
去
を
研
究
す
る
材
料
と
な
り
得
る
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
う
し
た
繰
り
返
し
を
確
認
で
き
な
い
考
古
学
の
遺
物
は
時
間
軸
に
お
い
て
も
空

間
的
な
広
が
り
に
お
い
て
も
僅
か
な
一
点
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強

調
す
る
。
考
古
学
批
判
と
し
て
は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
る
が
、
柳
田
の
意
図
は
、
生

活
の
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
慣
習
―
こ
こ
で
は
家
の
形
や
食
事
、
子
育
て
を
比
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喩
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
―
は
過
去
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
遺
物

す
な
わ
ち
研
究
の
材
料
と
な
る
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
こ
の
時
期
の
柳
田
は
文
献
史
学
へ
の
対
抗
意
識
や
不
満

に
加
え
て
、
新
し
い
歴
史
研
究
の
方
法
と
し
て
の
考
古
学
に
対
し
て
も
、
そ
の
価
値

や
意
義
を
認
め
つ
つ
も
異
議
申
し
立
て
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
新
た
に
民
間
伝
承
研
究
、
す
な
わ
ち
民
俗
学
の
重
要
性
を
提
唱
し
、
そ
の
確

立
を
め
ざ
す
中
で
の
一
種
の
方
策
で
も
あ
っ
た
。
柳
田
民
俗
学
の
形
成
期
に
お
い
て

考
古
学
は
充
分
に
意
識
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
批
判
を
す
る
こ
と
で
民
俗
学
の
独
自
性

を
主
張
す
る
と
い
う
い
さ
さ
か
奇
妙
な
役
回
り
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

❸
完
成
期
―
『
民
間
伝
承
論
』
か
ら
戦
後
に
お
け
る
提
携
の
模
索
ま
で

　

昭
和
に
入
る
と
柳
田
の
民
俗
学
は
徐
々
に
完
成
へ
と
近
づ
い
て
い
く
。『
民
間
伝

承
論
』（
一
九
三
四
年
）、『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』（
一
九
三
五
年
）
と
い
っ
た
概
説

書
の
刊
行
に
そ
れ
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
概
説
書
の
な
か
で
も
当
然
、

考
古
学
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

単
な
る
成
長
の
順
序
か
ら
い
へ
ば
、
考
古
学
は
特
に
形
勝
の
地
位
を
占
め
て
居

る
。

そ
の
新
興
の
気
風
は
確
か
に
次
に
生
ま
れ
た
る
学
問
を
誘
導
し
た
。

し
か
も
是
が
為
に
自
分
も
亦
大
に
成
長
し
て
、
後
次
第
に
連
合
混
化
の
実
を
挙

げ
得
た
こ
と
も
亦
争
は
れ
な
い
。〔
全
集
八
―
一
一
〜
一
二
〕

と
い
う
の
は
『
民
間
伝
承
論
』
の
巻
頭
に
お
け
る
散
文
詩
の
よ
う
な
序
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
考
古
学
が
新
興
の
学
問
と
し
て
民
俗
学
よ
り
も
先
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識

を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
新
し
い
学
問
の
興
隆
に
よ
っ
て
歴
史
研
究
が
新

し
い
段
階
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
「
…
他
の
一
方
に
は
考
古
学
の
知
識
も
、
古
代
史

や
他
に
史
料
の
無
い
地
方
史
の
区
域
で
は
、
可
な
り
鷹
揚
に
援
用
せ
ら
れ
て
居
る
。

是
が
人
間
の
姿
形
と
し
て
遺
り
伝
は
つ
て
居
る
史
料
、
も
し
く
は
国
民
の
無
意
識
に

伝
承
し
た
無
形
の
遺
物
や
、
遺
跡
の
上
に
ま
で
、
手
を
伸
し
た
く
な
る
の
も
や
が
て

で
あ
ら
う
。」〔
全
集
八
―
二
九
〕
と
表
現
し
て
い
る
。
新
進
の
学
問
と
し
て
考
古
学

が
ま
ず
起
こ
り
、
民
俗
学
も
そ
う
し
た
歴
史
を
考
え
て
い
く
際
の
材
料
の
拡
大
に
参

加
し
、
歴
史
研
究
の
新
た
な
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通

し
で
あ
る
。

　

な
お
、
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
郷
土
研
究
の
将
来
」
に
は
「
考
古
学
は
曾

て
は
史
学
の
補
充
を
旨
と
し
て
居
た
の
が
、
忽
ち
得
意
に
な
つ
て
人
を
先
史
無
人
の

地
に
導
か
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
其
方
法
は
新
た
に
生
ま
れ
た
人
類
学
に
も

伝
授
せ
ら
れ
て
、
頗
る
此
あ
た
り
の
縄
張
り
を
複
雑
な
も
の
と
し
た
。」〔
全
集
一
四

―
一
三
三
〕
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
考
古
学
と
人
類
学
と
が
相
携
え
、
ま
た
新
し
い

領
域
の
開
拓
を
お
こ
な
い
つ
つ
あ
る
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
考

古
学
へ
の
評
価
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
歴
史
を
考
え
る
際
の
対
象
、
材
料
の

拡
大
を
先
行
し
て
果
た
し
た
と
い
う
点
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
内
実
に
踏
み
込
む

こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
考
古
学
の
隆
盛
に
続
こ
う
と
す
る
意
志
の
方

が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

こ
う
し
た
点
は
考
古
学
に
対
し
て
柳
田
民
俗
学
が
真
の
意
味
で
の
協
業
や
協
力
を

考
え
る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
景
に

は
遺
物
や
遺
跡
と
い
っ
た
物
質
的
な
資
料
に
依
拠
す
る
考
古
学
に
対
し
て
柳
田
の
民

俗
学
が
、
精
神
文
化
に
や
や
も
す
れ
ば
偏
り
が
ち
で
、
そ
の
方
面
の
議
論
を
優
先
さ

せ
る
か
た
ち
で
成
長
し
て
き
た
と
い
う
点
に
留
意
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
乖
離
は
戦
後
に
な
る
と
変
化
を
見
せ
始
め
る
。
そ
れ
は
新
た

な
学
問
と
い
う
よ
り
も
人
文
学
の
新
し
い
課
題
と
し
て
「
日
本
人
と
は
何
か
」「
日

本
人
の
起
源
」
と
い
っ
た
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
戦
前
の
制
約
が
な
く
な
り
、
日
本
人
の
起
源
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や
特
性
に
関
す
る
仮
説
や
見
解
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
柳
田

は
考
古
学
に
も
再
び
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
れ
を
よ
く
示
す
の
は
、
柳
田
が
主
宰
し
て
い
た
民
俗
学
研
究
所
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
た
談
話
会
と
い
う
研
究
会
に
お
け
る
発
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
五
二
年
三

月
九
日
に
小
林
行
雄
の
『
日
本
考
古
学
概
説
』
の
書
評
と
そ
れ
に
続
い
て
「
考
古
学

と
民
俗
学
」
と
し
て
話
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
要
約
が
雑
誌
『
民
間
伝
承
』
の
一
六

巻
五
号
の
「
日
本
民
俗
学
会
報
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

私
は
近
頃
考
古
学
の
方
面
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
い
た
が
、
こ
の
書
物
を
精
読
し

て
感
じ
た
の
は
、
考
古
学
が
非
常
に
進
歩
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
わ
れ
わ
れ
が
知
つ
て
い
た
通
説
で
は
、
縄
文
式
土
器
の
文
化
は
、
弥
生
式

土
器
の
文
化
と
、
人
種
的
に
も
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

清
野
（
謙
次
か
―
引
用
者
注
）
氏
ら
の
人
骨
研
究
な
ど
と
相
ま
つ
て
、
一
つ

づ
き
の
日
本
人
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
来
は
じ
め
た
。
こ
う
な
る
と
日
本
人

の
文
化
は
こ
の
土
地
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
他
か
ら
移
つ
て
来
た
と
考
え

な
い
こ
と
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
も
大
き
な
影
響
が
あ
る
。
今
後
は

こ
の
学
問
の
成
果
に
わ
れ
わ
れ
の
方
も
注
意
を
は
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
考
古
学
の
人
た
ち
も
こ
ち
ら
の
研
究
を
参
照
し
て
く
れ
れ
ば
、
も
つ
と
学

問
が
進
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
両
墓
制
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
沖

縄
の
洗
骨
が
、
も
と
は
特
定
の
高
貴
な
人
や
、
家
の
第
一
代
の
と
い
つ
た
人

に
限
つ
て
骨
を
保
存
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が

後
に
一
般
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
た
。

古
墳
も
、
本
来
特
定
の
人
の
祭
壇
で
あ
り
、
墓
で
な
く
塚
と
し
て
始
ま
つ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
が
抱
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
両
方
の
学
問
は

提
携
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
は
研
究
所
の
人
た
ち
も
、
考
古
学
の

成
果
に
充
分
注
意
し
、
ま
た
こ
ち
ら
の
研
究
も
考
古
学
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

を
考
え
て
進
め
て
行
く
よ
う
に
し
た
い
）
9
（

。

　

考
古
学
が
進
歩
し
た
と
い
う
柳
田
の
感
想
を
引
き
出
し
た
小
林
行
雄
の
『
日
本
考

古
学
概
説
』
は
前
年
の
一
九
五
一
年
一
二
月
に
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、

縄
文
、
弥
生
、
古
墳
時
代
を
そ
れ
ぞ
れ
、
住
居
、
服
飾
、
習
俗
、
葬
制
等
に
分
け
て

概
観
し
て
い
る
。
六
七
に
も
及
ぶ
豊
富
な
図
版
と
と
も
に
「
こ
れ
か
ら
日
本
考
古
学

の
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
に
向
つ
て
、
現
在
の
学
界
の
水
準
が
ど
う
い
う
と
こ

ろ
ま
で
到
達
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
説
明
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
」
で

あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
…
い
う
ま
で
も
な
く
考
古
学
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

文
献
史
学
・
民
俗
学
と
並
ん
で
、
歴
史
学
の
樹
立
を
究
極
の
目
的
と
す
る
研
究
の
一

分
野
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、「
個
々
の
遺
物
の
説
明
を
か
な
り
省
略
し
て
、

そ
れ
ら
が
一
つ
の
文
化
現
象
と
し
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
前
面
に
出
そ
う
と
試
み

た
）
10
（

」
と
「
は
し
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
個
々
の
出
土
遺
物
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
化
を
大
き
く
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
組
み

立
て
ら
れ
た
こ
の
書
物
か
ら
柳
田
は
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
小
林
は
序
説
に
お
い
て
、

　

な
お
、
本
書
が
日
本
考
古
学
概
説
と
題
し
て
、
奈
良
時
代
以
後
の
文
化
に
関

す
る
記
述
を
含
ん
で
い
な
い
の
は
、
決
し
て
奈
良
時
代
以
降
の
文
化
現
象
が
考

古
学
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
で
は
な
い
。
遺
物
遺
蹟
に
よ

つ
て
過
去
の
文
化
の
研
究
を
行
う
考
古
学
は
、
文
献
記
録
を
資
料
と
す
る
文
献

史
学
、
口
承
伝
習
を
と
り
扱
う
民
俗
学
と
鼎
立
し
て
、
歴
史
学
の
独
自
な
方
法

を
形
成
し
て
い
る
が
、
方
法
の
相
異
は
必
ず
し
も
研
究
す
べ
き
時
代
の
峻
別
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
）
11
（

。

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
内
容
は
柳
田
が
昭
和
の
初
め
に
考
古
学
の
後
を
追
っ
て
民
俗

学
の
独
自
の
位
置
を
志
向
し
て
い
た
頃
の
主
張
と
よ
く
似
て
い
る
。
頁
を
め
く
っ
て

い
た
柳
田
は
然
り
、
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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戦
後
の
柳
田
民
俗
学
の
特
徴
は
い
く
つ
も
指
摘
で
き
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
民
俗

学
の
整
備
の
傍
ら
で
、
柳
田
自
身
が
扱
う
時
間
軸
が
長
く
、
特
に
「
日
本
人
の
起
源
」

を
問
う
と
い
う
面
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
最
後
の

著
作
と
な
っ
た
『
海
上
の
道
』（
一
九
六
一
年
）
に
お
い
て
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
の
著
作
物
、
編
さ
ん
物
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

柳
田
と
民
俗
学
研
究
所
に
集
っ
た
研
究
者
と
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
日
本
人
』

（
一
九
五
四
年
）
は
そ
の
一
つ
で
、
そ
の
中
の
座
談
会
の
冒
頭
で
柳
田
は
次
の
よ
う

に
発
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
日
本
人
の
起
源
の
問
題
は
他
に
譲
る
と
し
て
、
こ
の
本
で
は
、
そ
の

以
後
の
事
実
―
こ
の
島
に
渡
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
か
ら
何
千
年
た
つ
か
し
ら
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
、
こ
う
い

う
性
質
だ
け
は
、
渡
来
当
時
の
も
と
の
特
徴
そ
の
ま
ま
、
現
在
に
ま
で
残
っ

て
い
る
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
そ
れ
以
外
に
も
こ
の
島
に
住
ん

で
ど
れ
く
ら
い
向
上
し
た
か
、
こ
れ
だ
け
の
面
積
の
上
に
散
ら
ば
っ
た
が
た

め
に
、
ど
う
い
う
現
象
を
呈
し
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
日
本
人
と
い
う
も
の

が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
文
献
資
料
と
考
古
資
料
だ

け
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
）
12
（

。

　

こ
こ
で
は
日
本
人
の
起
源
と
い
う
よ
り
も
日
本
列
島
上
に
お
い
て
日
本
人
の
性
質

が
ど
の
よ
う
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
着
目
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は

民
俗
研
究
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
宣
言
は
戦
前
の
『
民
間
伝
承
論
』
の
頃
と

そ
う
大
き
く
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
日
本
人
の
性
質
と
い
う
問
題
を
掲
げ
て
研
究
を

推
進
し
よ
う
と
し
た
時
、
柳
田
は
戦
前
と
同
じ
よ
う
に
考
古
学
を
意
識
す
る
。
し
か

し
そ
の
前
提
に
は
歴
史
学
、
考
古
学
と
の
連
携
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
戦
後
に
な
っ

て
柳
田
は
よ
う
や
く
考
古
学
と
も
手
を
携
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
手
応
え
を
感

じ
た
に
違
い
な
い
。
柳
田
民
俗
学
は
考
古
学
を
対
等
か
そ
れ
以
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
同
じ
新
興
の
学
と
し
て
柳
田
が
絶
え
ず
意
識
し
た
考

古
学
に
対
し
て
、
そ
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
一
方
で
限
界
も
指
摘
し
つ
つ
、
言
及
が

続
い
て
い
る
。
概
ね
同
じ
よ
う
に
新
た
な
歴
史
研
究
の
方
法
と
し
て
民
俗
学
を
考
古

学
に
伍
し
た
も
の
に
育
て
て
い
き
た
い
と
い
う
念
慮
の
よ
う
な
も
の
が
、
昭
和
一
〇

年
代
以
降
の
柳
田
に
は
通
底
し
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
柳
田
の
願
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
時
ま
で
の
民
俗
学
は
考

古
学
と
比
べ
る
と
大
き
な
違
い
も
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
本
稿
の
冒
頭
で

触
れ
た
よ
う
な
大
学
と
い
う
近
代
の
学
問
の
シ
ス
テ
ム
に
は
入
り
込
む
こ
と
が
で
き

な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
民
俗
学
が
歴
史
科
学
か
現
代
科
学
か
と
い
っ
た
性
格

規
定
に
大
き
な
振
幅
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者

は
近
代
の
学
問
な
ら
ば
、
ど
こ
か
し
ら
問
題
と
し
て
登
録
し
て
お
く
べ
き
こ
と
で
は

あ
る
。
ま
た
前
者
に
つ
い
て
は
大
学
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
を
も
う
一
度
問
う

こ
と
が
、
現
代
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
柳
田
民
俗
学
は
制
度
や
シ
ス

テ
ム
の
レ
ベ
ル
で
は
大
学
以
外
の
可
能
性
を
民
俗
学
研
究
所
と
い
う
か
た
ち
で
模
索

し
て
い
た
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
角
度
か
ら
の

考
察
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
柳
田
國
男
の
民
俗
学
に
お
い
て
考
古
研
究
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

て
い
た
の
か
、
柳
田
の
学
問
形
成
を
、
考
古
学
を
参
照
軸
と
し
な
が
ら
眺
め
る
こ
と

で
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
。
柳
田
の
知
的
営
為
の
出
発
期
に
お
い
て
は
対
象
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
考
古
研
究
が
か
な
り
意
識
さ
れ
て
い
た
。
雑
誌
『
民
族
』

誌
の
刊
行
と
そ
の
後
の
形
成
期
で
も
柳
田
自
身
、
考
古
学
に
強
い
関
心
を
持
ち
続
け

て
い
た
が
、
人
脈
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
民
俗
学
自
体
の
確
立
を
希
求
す

る
な
か
で
批
判
的
な
言
及
が
く
り
返
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
一
〇
年
代
以
降
の
完
成
期
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で
は
、
考
古
学
の
長
足
の
進
展
と
民
俗
学
が
市
民
権
を
得
て
い
く
過
程
が
ほ
ぼ
一
致

し
、
そ
の
な
か
で
新
た
な
歴
史
研
究
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
意
識
が
柳
田
に
は
あ
っ

た
ら
し
い
こ
と
が
見
通
せ
た
。
こ
う
し
て
柳
田
の
言
説
や
行
動
を
考
古
学
と
の
関
係

に
留
意
し
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
定
の
距
離
を
お
き
な
が
ら
も
一
種
の
信
頼
の

よ
う
な
も
の
が
最
終
的
に
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

学
問
が
近
代
化
し
、
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
は
往
々
に
し
て
細
分
化
や
個
別
化
で

あ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
て
き
た
柳
田
の
学
問
へ
の
希
望
や
期
待
の

中
で
は
そ
う
し
た
志
向
は
決
し
て
強
く
は
な
い
。
む
し
ろ
方
法
を
異
に
す
る
こ
と
を

意
識
し
つ
つ
も
、塚
や
古
墳
、そ
し
て
「
活
き
た
人
間
」、あ
る
い
は
「
日
本
人
と
は
」

と
い
っ
た
普
遍
的
あ
る
い
は
、
巨
大
な
課
題
の
前
で
複
数
の
学
問
を
必
要
と
す
る
と

い
う
覚
悟
を
常
に
柳
田
は
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
自
体
を
学
問
の
可
能
性
と
し
て

ふ
り
返
る
べ
き
だ
と
も
思
わ
れ
る
。

　

今
後
は
こ
こ
で
検
討
し
た
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
考
古
学
史
や
人
類
学
史
の

な
か
で
改
め
て
捉
え
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
近
代
の
学
問

が
未
分
化
で
あ
っ
た
と
い
う
図
式
的
な
理
解
で
は
不
充
分
で
、
そ
う
し
た
未
分
化
ゆ

え
の
可
能
性
や
未
分
化
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
段
階
に
立
ち
戻
っ
て
の
問
題
意
識
や
方

法
的
な
越
境
を
確
認
、
再
評
価
し
て
い
く
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は

そ
う
し
た
大
き
な
課
題
を
意
識
化
す
る
た
め
の
階
梯
で
も
あ
っ
た
。

（
1
）　

古
く
は
一
九
六
〇
年
の
水
野
清
一
、
大
場
磐
雄
に
よ
る
「
考
古
学
と
民
俗
学
」（
岡
正
雄
ほ

か
編
『
日
本
民
俗
学
大
系
（
第
一
巻
）
民
俗
学
の
成
立
と
展
開
』、
平
凡
社
、
一
九
六
〇
年
、

二
二
三
―
二
四
四
頁
）
か
ら
、
福
田
ア
ジ
オ
「
考
古
学
と
民
俗
学
―
協
業
の
た
め
の
予
備
的
考

察
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
五
集
、一
九
九
一
年
、一
八
五
―
二
〇
九
頁
）、

拙
稿「
生
と
性
―
考
古
学
と
の
協
業
へ
の
素
描
―
」（『
東
北
民
俗
学
研
究
』七
号
、二
〇
〇
一
年
、

五
―
一
八
頁
）
な
ど
。

（
2
）　

民
俗
学
史
研
究
に
お
い
て
は
大
藤
時
彦
が
、
柳
田
と
考
古
学
と
の
関
係
は
と
り
わ
け
、
そ
の

初
期
に
あ
っ
て
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。
大
藤
時
彦
『
日
本
民
俗
学
史

話
』（
三
一
書
房
、一
九
九
〇
年
）、二
〇
頁
、参
照
。
本
稿
は
そ
の
検
証
と
い
う
意
味
合
い
も
持
っ

て
い
る
。

（
3
）　

石
井
正
己
「
石
神
問
答
」（『
柳
田
國
男
全
集
（
第
一
巻
）』、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
、

七
八
八
―
八
〇
一
頁
）。
以
下
『
石
神
問
答
』
の
内
容
の
整
理
に
関
し
て
は
こ
の
石
井
の
解
題

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
4
）　

以
下
、『
柳
田
國
男
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
単
行
本
）
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
〔
全
集
巻
数

―
頁
数
〕
と
注
記
す
る
。

（
5
）　

永
池
健
二
「
雑
誌
『
民
族
』
と
そ
の
時
代
」（
後
藤
総
一
郎
監
修
・
柳
田
国
男
研
究
会
『
柳

田
国
男
伝
』、
三
一
書
房
、
一
九
八
八
年
、
七
三
四
―
七
七
二
頁
）、
七
四
四
頁
。

（
6
）　

岡
正
雄
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
柳
田
国
男
と
の
出
会
い
」（『
季
刊
柳
田
國
男
研
究
』
創
刊
号
、

白
鯨
社
、
一
九
七
三
年
、
一
二
七
―
一
五
五
頁
）、
一
三
四
―
一
三
五
頁
。

（
7
）　

岡
茂
雄
「『
人
類
学
・
民
族
学
講
座
』
流
産
始
末
記
」（
同
『
本
屋
風
情
』、
中
央
公
論
社
﹇
文

庫
﹈、
一
九
八
三
年
、
九
四
―
一
〇
七
頁
。
元
版
初
刊
は
一
九
七
四
年
）、
九
五
頁
。

（
8
）　

前
掲
註
（
7
）、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
。

（
9
）　
『
民
間
伝
承
』
一
六
巻
五
号
（
一
九
五
二
年
、
日
本
民
俗
学
会
）、
四
四
頁
。

（
10
）　

小
林
行
雄
『
日
本
考
古
学
概
説
』（
創
元
社
、
一
九
五
一
年
）、
二
―
三
頁
。

（
11
）　

前
掲
註
（
10
）、
一
四
頁
。

（
12
）　

柳
田
国
男
編
『
日
本
人
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
四
年
）、
二
五
四
頁
。

註

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
五
年
七
月
一
七
日
受
付
、
二
〇
一
六
年
一
月
二
九
日
審
査
終
了
）



224

Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol. 202 March 2017

A Formation of Yanagita Kunio’s Folklore Study and Archaeology Study

This paper examines the remarks and activities of Kunio Yanagita to understand how his 

archaeological research affected the process of his developing folklore studies. In the early 20th 

century, when he started his academic pursuits, he relied mostly on archaeological approaches to 

research subjects. From the 1920s to the early 1930s, following the launch of the journal, “Minzoku 

(Ethnography),” he developed folklore studies. At that time, he still kept a strong interest in 

archaeology, yet did not go as far as building personal connections in the field. As Yanagita strove to 

establish folklore studies as an academic discipline, his efforts attracted much criticism. From the 

mid-1930s, at the final stage of his establishing folklore studies as an academic discipline, archaeology 

made great progress and, at the same time, folklore studies gained wide acceptance. During this 

time, Yanagita seems to have tried to make of folklore studies a new rival to archaeology in the 

field of historical research. Eventually, however, a relationship of trust was built between Yanagita’s 

folklore studies and archaeological studies, despite the certain distance they kept from each other. 

Thus, the above analysis reconfirms the great difficulty in modern times of attaining interdisciplinary 

collaboration and integration.

Key words: “Ishigami Mondō,” “Minzoku,” the origin of Japanese, archaeology, historical research, 

modernization
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