
民
俗
学

と
子
ど
も
研
究

そ

の

学
史
的
素
描

福
　
田
　
ア
ジ
オ

一二三四

問
題
の
所
在

柳

田
國
男
の
子
供
理
解

柳

田
以
降
の
民
俗
学
の
子
供
研
究

子
供
の
民
俗
学

民俗学と子ども研究

論

文

要

旨

　

日
本
の
民
俗
学
は
柳
田
國
男
の
ほ
と
ん
ど
独
力
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
像
が
作
ら
れ
た
と
言

っ

て

も
過
言
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
民
俗
学
の
ど
の
分
野
を
と
っ
て
み
て
も
、
柳
田
國
男
の

研
究
成
果
が
大
き
く
聾
え
立
っ
て
お
り
、
現
在
な
お
多
く
の
研
究
分
野
は
柳
田
國
男
の
学
説

に
依
存
し
て
い
る
。
民
俗
学
の
研
究
成
果
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
子
供
研
究

も
実
は
大
部
分
が
柳
田
國
男
の
見
解
を
言
う
の
で
あ
り
、
柳
田
以
降
の
民
俗
学
を
指
し
て
は

い

な
い
。
そ
の
よ
う
な
高
く
評
価
さ
れ
、
実
証
済
み
の
事
実
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
柳
田
國

男
の
見
解
を
整
理
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
続
い
て
柳
田
以
降
の
民
俗
学
の
研
究
成

果
も
検
討
し
た
。

　
柳
田
國
男
の
子
供
理
解
は
大
き
く
二
つ
の
分
野
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
子
供
の
関
係
す

る
行
事
や
彼
等
の
遊
び
の
な
か
に
遠
い
昔
の
大
人
た
ち
の
信
仰
の
世
界
を
発
見
す
る
も
の
で

あ
る
。
子
供
を
通
し
て
大
人
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
手
段
と
し
て

子
供
を

位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
子
供
を
窓
口
に
し
て
大
人
の
過
去
を
見
る
場

合

は
、
「
神
に
代
り
て
来
る
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
例
外
な
く
信
仰
、
さ
ら

に
は
霊
魂
観
と
結
び
つ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
柳
田
の
子
供
研
究
の
世
界
は

「
群
の
教
育
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
る
。
群
の
教
育
は
近
代
公
教
育
を
批
判
す
る
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
、
教
育
学
系
統
の
人
々
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
視
点
で
あ
り
、
柳
田
以
降
に

も
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
視
点
は
子
供
を
教

育
の
対
象
と
見
る
も
の
で
、
大
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
一
人
前
に
育
て
る
教
育
に
過
ぎ
な

い
。　

民
俗
学
は

こ
れ
ら
柳
田
國
男
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
新
た
な
研
究
の
進
展
は
見

ら
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
子
供
を
大
人
か
ら
解
放
し
て
、
子
供
そ
れ
自
体
の
存
在
を

分
析

し
、
子
供
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
民
俗
学
の
研
究
課
題
は
発
見
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
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一　
問
題
の
所
在

　
民
俗
学
以

外
の
学
問
が
柳
田
國
男
の
論
著
や
民
俗
学
の
研
究
を
参
照
し
て
自
己
の

研
究
の

基
礎
に

置
い
た
り
、
課
題
を
設
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
特
に
柳
田
國
男
に
依
拠
す
る
こ
と
は
一
つ
の
常
套
的
な
手
段
と
言
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
柳
田
國
男
論
と
し
て
の
研
究
以
外
に
、
自
己
の
研
究
の
問
題
意
識
や
課

題
設
定
の

表
明
に
柳
田
國
男
が
登
場
す
る
こ
と
は
多
い
し
、
ま
た
柳
田
國
男
の
論
著

を
読
み
解
き
検
討
す
る
こ
と
を
研
究
の
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
分
野

対
象
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
民
俗
学
内
部
か
ら
の
研
究
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。

　
そ

の

柳

田
國
男
あ
る
い
は
柳
田
國
男
に
依
拠
し
た
民
俗
学
の
研
究
成
果
を
取
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

げ
論
じ
る
こ
と
が
盛
ん
な
分
野
の
一
つ
が
教
育
学
・
教
育
史
で
あ
る
。
民
俗
学
の
成

果
を

手
が

か

り
に
日
本
の
教
育
の
あ
り
方
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
表

明
し
、
柳
田
國
男
の
論
著
を
民
俗
学
の
成
果
と
し
て
活
用
す
る
の
が
し
ぼ
し
ば
見
ら

れ

る
作
法
で
あ
り
、
ま
た
柳
田
國
男
自
身
の
思
想
や
認
識
と
共
に
彼
の
子
供
認
識
や

教
育
論
を

論

じ
る
ス
タ
イ
ル
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
柳
田
國
男
と
民
俗
学

を

必
ず

し
も
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
な
い
。
ま
た
し
ば
し
ぼ
柳
田
國
男
以
外
あ
る
い

は
以
降
の

民
俗
学
を
視
野
に
納
め
て
い
な
い
。
柳
田
國
男
が
記
述
し
た
こ
と
を
ほ
と

ん

ど
検
証
抜
き
で
民
俗
学
の
研
究
成
果
と
し
、
柳
田
の
見
解
、
解
釈
、
説
明
を
日
本

の

歴
史
上
の
子
供
の
あ
り
方
、
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
証
明
済
み
の
事
実
か
の
よ
う

に
扱
っ
て
い
る
論
文
が
多
い
。

　

こ
こ
で
は
柳
田
國
男
の
研
究
成
果
と
彼
以
外
お
よ
び
彼
以
降
の
民
俗
学
の
研
究
成

果
を

区
別

し
て
整
理
し
、

点
を
検
討
し
た
い
。

跡
づ
け
て
、
民
俗
学
に
お
け
る
子
供
研
究
の
特
色
と
問
題

二
　
柳

田
國
男
の
子
供
理
解

ω
　
神
に
代
り
て

　
柳
田
國
男
に
は
多
く
の
著
書
論
文
が
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
『
定
本
柳
田
國
男
集
』

全
三
十
一
巻
（
別
に
別
巻
五
冊
）
あ
る
い
は
『
柳
田
國
男
全
集
』
全
三
十
二
巻
に
収

録

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
子
供
を
扱
っ
た
論
文
も
少
な
く
な
い
。
子
供
を
表
題
に

し
た
著
書
も
あ
る
。
『
こ
ど
も
風
土
記
』
（
一
九
四
二
年
刊
、
『
定
本
柳
田
國
男
集
』

第
二
一
巻
所
収
、
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
三
巻
所
収
）
と
『
村
と
学
童
』
（
一
九
四

五
年
刊
、
『
定
本
』
『
全
集
』
と
も
同
巻
）
で
あ
る
。
前
者
は
子
供
の
遊
び
を
扱
い
、

後
者
は
疎
開
児
童
を
読
者
に
想
定
し
て
ム
ラ
の
生
活
事
象
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
両
著
は
子
供
向
け
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
子
供
を
論
じ
る
こ

と
に
主
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
子
供
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
、
論
じ
た

論
文
や
著
書
は
別
の
形
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
柳
田
國
男
が
注
目
し
、

取

り
だ
し
た
子
供
の
問
題
は
二
つ
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
子
供
の
役
割
と
意
義
に
つ
い

て

で

あ
る
。
他
の
一
つ
は
子
供
の
シ
ツ
ケ
や
教
育
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の

観
点
は
柳
田

が
考

え
た
時
期
が
異
な
り
、
前
者
は
主
と
し
て
一
九
二
〇
年
代
で

あ
り
、
後
者
は
専
ら
一
九
三
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
文
章
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

注
意

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
者
に

つ
い
て

は
随
所
に
登
場
す

る
が
、
そ
の
見
解
を
集
中
的
に
見
る
こ
と
が
出
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来

る
の
は
『
小
さ
き
者
の
声
』
（
一
九
三
三
年
刊
、
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二
〇
巻

所
収
、
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
二
巻
所
収
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
各
論
文
で
あ
る
。

特
に
最
初
の
方
の
「
童
児
と
昔
」
（
一
九
二
四
年
）
、
「
神
に
代
り
て
来
る
」
（
一
九

二
四
年
）
、
「
小
さ
き
者
の
声
」
（
一
九
二
七
年
）
は
そ
の
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
で
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
に
注
目
し
、
ま
た
子
供
が
神

事
祭
礼
に
活
躍
す
る
例
の
多
い
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
子
供
の
資
料
と
し
て
の
重

要
性
を

発
見

し
て
い
る
。
そ
の
中
心
的
な
部
分
は
、
例
え
ば
一
九
二
四
年
に
『
教
育

問
題
研
究
』
誌
上
に
発
表
し
た
「
童
児
と
昔
」
で
「
か
ご
め
か
ご
め
」
と
い
う
子
供

の

遊
び
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
か
ご
め
か
ご
め
は
現
在
の
若
い
人
で
も
幼
い

頃
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
遊
び
で
あ
ろ
う
。
子
供
た
ち
が
円
形
に
な
り
、
そ
の
中

心
部
に
一
人
の
子
供
が
目
を
隠
し
て
座
る
。
円
形
の
子
供
た
ち
は
、
手
を
つ
な
い
で
、

歌
を

う
た
い
な
が
ら
廻
る
。
歌
は
「
か
ご
め
か
ご
め
、
籠
の
中
の
鳥
は
い
つ
い
つ
出

や

る
、
夜
明
け
の
晩
に
、
つ
る
つ
る
つ
ー
ベ
っ
た
」
と
い
い
、
最
後
に
い
っ
せ
い
に

し
ゃ
が
み
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
「
後
の
正
面
だ
ー
れ
」
と
問
う
て
当
て
さ
せ
る

遊
び
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
や
は
り
古
い
社
会
相
の
一
つ
の
写
真
が
、
ぼ
や
け
て
今
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

残
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
珍
重
す
べ
き
で
す
。
」
と
し
、
さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
　
我
々
が
昔
何
の
心
も
付
か
ず
に
、
次
の
子
供
に
引
き
渡
し
て
お
い
た
こ
れ
ら

　
　
の

遊
戯

は
、
こ
う
い
う
な
つ
か
し
い
先
祖
の
記
念
で
あ
っ
た
の
で
す
。
詞
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の

地
方
に

よ
っ
て
相
異
の
あ
る
の
も
、
何
か
隠
れ
た
る
意
味
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
無
自
覚
に
子
供
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
遊

び
が
実
は
遠
い
昔
の
大
人
た
ち
の
行
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
す
る
見
解

は
ほ
ぼ

こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
。
柳
田
國
男
の
民
俗
学
研
究
の
な
か
で
も
比
較
的
早

い
時
期
に
獲
得

さ
れ
た
認
識
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
子
供
が
教
え
て
く
れ
る
大
人

の

過
去
は
専

ら
信
仰
で
あ
り
、
神
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
二
七
年
に
発
表

さ
れ
た
「
小
さ
き
者
の
声
」
の
中
で
よ
り
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
る
。
子
供
た
ち
の

盆
釜
そ

の

他
の
野
外
で
の
炊
事
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　
　
察
す

る
と
こ
ろ
以
前
は
村
々
に
こ
れ
と
似
た
神
事
が
あ
っ
て
、
信
仰
の
衰
微
と

　
　

と
も
に
年
と
っ
た
者
は
こ
れ
に
与
ら
ず
、
つ
い
に
は
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
を

　
　
廃

し
た
た
め
に
、
小
さ
い
人
々
の
永
く
そ
の
興
味
を
忘
れ
得
な
か
っ
た
者
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
形
ぽ

か

り
繰
り
返
し
て
遊
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
　
一
九
三
五
年
発
表
の
「
子
供
と
言
葉
」
の
次
の
よ
う
な
冒
頭
の
言
葉
に

な
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
小
児
が
我
々
の
未
来
で
あ
る
と
と
も
に
、
　
一
方
に
は
ま
た
な
つ
か
し
い
眼
の

　
　
前
の
歴
史
、
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
我
々
の
過
去
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
国
内
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
地
の

言
葉

を
比
べ
て
み
て
い
る
と
、
自
然
に
誰
に
で
も
気
が
つ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
子
供
の

現
実
の
世
界
に
大
人
の
遠
い
過
去
の
世
界
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
最
も
明
白
な
表
明
は
、
か
つ
て
の
大
人
が
信
仰
し
て
い
た
事
柄
が
、
信
仰

心
の
衰
退
に

よ
っ
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
子
供
が
真
似
を
し
て
行
う

こ

と
で
、
遊
戯
化
し
た
遊
び
と
し
て
存
続
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
子
供
は

形
式
的
に
遊
び

と
し
て
行
っ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
形
ば
か
り
の
な
か
か
ら
か

つ
て

の

大
人
の

信
仰
的

な
意
味
、
す
な
わ
ち
日
本
人
の
霊
魂
観
を
追
究
し
よ
う
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
柳
田
國
男
の
民
俗
学
研
究
を
貫
く
も
の
で
あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
47

る
。
現
在
で
は
断
片
化
し
、
無
意
味
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
通
し
て
、
過
去
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の

完
結
し
た
意
味
あ
る
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
態
度
で
あ
る
。
ち
ょ
う

ど
考
古
学
の
遺
物
整
理
が
、
発
掘
さ
れ
た
土
器
片
を
接
着
剤
で
つ
な
ぎ
、
完
形
品
を

完
成
さ
せ
る
よ
う
に
、
個
別
的
断
片
的
民
俗
事
象
を
整
理
し
て
統
合
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
子
供
そ
の
も
の
の
認
識
と
い
う
よ
り
は
、
子
供
を
資
料
と
し
て

把
握
す

る
こ
と
で
あ
り
、
子
供
を
通
し
て
大
人
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で

終
わ
れ
ば
、
子
供
研
究
で
は
な
い
。

　
遊
び

と
か
競
技
は
本
来
神
と
の
関
連
が
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
、
こ
の
よ
う
な
子

供
の
位
置
付
け
の
基
底
に
あ
る
。
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
舞
踊
が
神
祭
か
ら
生
ま
れ
、
競
技
が
宗
教
的
起
源
を
持
つ
と
同
様
に
、
娯
楽

　
　

も
元
は
ど
こ
の
国
で
も
真
面
目
な
も
の
と
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
遊
楽
の
気
持

　
　
は

い

さ
さ
か
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
コ
マ
（
独
楽
）
は
今
の
よ
う

　
　

な
子
供
の
遊
び
と
な
る
前
に
は
、
大
人
が
真
面
目
に
扱
っ
て
い
た
も
の
で
、
元

　
　
は
犠
牲
者
を
定
め
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
日
本
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
も
の
で
は
な
く
て
、
外
か
ら
は
い
っ
て
来
た
も
の
ら
し
い
。

そ

し
て
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
　
　
今
は
も
う
ほ
と
ん
ど
子
供
の
遊
び
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
オ
ニ
ゴ
ト
（
鬼
事
）

　
　

は
、
元
は
神
の
功
績
を
称
え
る
演
劇
で
あ
っ
た
の
を
、
面
白
い
の
で
子
供
が
真

　
　
似

し
て
、
あ
ん
な
零
落
し
た
形
で
持
ち
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
メ
ク

　
　

ラ
オ
ニ
（
盲
鬼
）
や
カ
ク
レ
ン
ボ
ウ
（
隠
坊
）
も
、
ま
だ
そ
う
は
っ
き
り
し
た

　
　
証
拠
は
な

い

が
、
以
前
は
神
事
と
し
て
大
人
が
大
真
面
目
で
や
っ
て
い
た
も
の

　
　

と
、
ほ
ぼ
想
像
で
き
る
。
し
か
も
か
よ
う
に
起
源
の
不
明
瞭
な
も
の
ほ
ど
、
そ

　
　
れ
が
大
人
か

ら
子
供
に
伝
え
ら
れ
た
時
代
の
古
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
二
の
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
他
の
童
戯
も
み
ん
な
以
前

　
　
大
人
の

や
っ

て

い

た
行
事
の
模
倣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
を
空
に
言

　
　
っ
て
み
た
っ
て
し
よ
う
が
な
い
こ
と
で
、
我
々
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
現

　
　
在
の

事
実
を

採
集

し
て
、
こ
れ
を
並
べ
て
み
た
上
で
、
そ
の
全
体
か
ら
以
前
の

　
　
形
を

帰
納
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
拠
り
所
に
し
て
、
古
い
信
仰
の
姿
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
子
供
の
遊
び
は
ど
れ
も
こ
れ
も
無
意
味
な
も
の
で
は
な
く
、
本
来
は
神
を
祭
り
、

あ
る
い
は
神
意
を
き
く
た
め
の
方
式
だ
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
が
今
の
子
供
の
遊
び
の

原
型
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
た
別
の
問
題
に
発
展
す
る
が
、
柳
田
國
男
は
そ
れ

自
体
が
目
的
と
な
る
娯
楽
、
遊
び
、
遊
戯
等
の
意
義
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
遊
び
は
い
わ
ぽ
人
々
の
信
仰
心
が
衰
え
、
本
来
の
意
味
が
不
明
に
な

っ

た
結
果
発
生

し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
人
間
理
解
と
し
て
は
非
常

に
大
き
な
欠
点
を
も
っ
た
考
え
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
類
は
恐
ら
く
生
産
と
消

費
に
加
え
て
、
初
発
よ
り
遊
び
、
娯
楽
を
所
有
し
て
い
た
と
予
想
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
柳

田
國
男
は
こ
の
よ
う
な
古
い
信
仰
、
観
念
を
形
の
上
で
残
す
も
の
と
し
て
の
子

供

と
い
う
理
解
に
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
子
供
が
現
在
の
神
事
や
祭
礼
に

お

い
て

大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
も
十
分
に
注
意
し
て
い
た
。
む
し
ろ
、

最
初
は
手

段
と
し
て
の
子
供
で
あ
っ
た
の
が
、
次
第
に
考
察
を
進
め
る
な
か
で
子
供

独
自
の
意
義
に
考
え
が
及
ん
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
童
児
と
昔
」
に
続
い
て

同
じ
年
に
同
じ
雑
誌
に
発
表
し
た
「
神
に
代
り
て
来
る
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
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は
多
く
の
子
供
の
行
う
行
事
や
遊
び
、
子
供
の
参
加
す
る
行
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い

る
。
ま
ず
最
初
に
小
正
月
の
訪
問
者
で
あ
る
ホ
ト
ホ
ト
が
登
場
す
る
。
鳥
取
県
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
し

ら
島
根
県
辺
り
で
は
、
若
者
た
ち
が
藁
の
牛
馬
の
綱
や
、
銭
緒
を
持
っ
て
各
家
を
訪

問

し
て
、
入
口
で
ホ
ト
ホ
ト
と
言
い
、
各
家
で
は
盆
に
餅
や
銭
を
載
せ
て
出
て
き
て
、

与
え
る
と
い
う
行
事
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
貰
い
も
の
を
す
る
小
正
月
の
訪
問
者
は
各
地
に
出
現
す
る
。
九
州
で

は
、
子
供
た
ち
が
小
正
月
に
各
家
を
訪
れ
る
ト
ベ
ト
ベ
と
か
タ
ビ
タ
ビ
と
呼
ば
れ
る

行
事
が

あ
る
が
、
こ
の
呼
称
は
「
給
べ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
来
て
い
る
と
い
う
。
こ

の

よ
う
な
行
為
は
小
正
月
の
と
き
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
各
地
の
同
種
の
行
事
を
紹

介

し
た
上
で
、
柳
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
後
に
は
単
に
物
を
貰
う
た
め
の
み
に
あ
る
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
以
前
は

　
　
御
覧
の
ご
と
く
、
家
々
に
と
っ
て
か
な
り
大
切
な
、
そ
の
幸
福
の
た
め
に
欠
く

　
　
べ
か

ら
ざ
る
任
務
を
尽
く
し
た
の
で
、
物
は
こ
れ
に
対
す
る
報
酬
に
過
ぎ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ

し
て
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
ズ
ク
ズ
ク
（
エ
ロ
犀
匹
已
犀
）
を
取
り
上
げ
、
ま
た
沖
縄
八
重

山
の
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
（
旧
六
月
の
豊
年
祭
の
二
日
目
に
登
場
す
る
仮
面
仮
装

の

神
。
特
に
西
表
島
古
見
が
有
名
）
を
紹
介
し
た
上
で
、
人
間
が
神
と
な
る
こ
と
が

か
つ
て

の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
が
変
化
し
た
も
の
が
餅
を
貰
い
歩
く
子
供
た
ち
だ
と

し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
七
歳
に

な
る
ま
で
は
子
供
は
神
さ
ま
だ
と
い
っ
て
い
る
地
方
が
あ
り
ま
す
。

　
　
こ
れ
は
必
ず
し
も
俗
界
の
塵
に
汚
れ
ぬ
か
ら
と
い
う
詩
人
風
の
讃
歎
か
ら
で
は

　
　
な
か
っ
た
の
で
す
。
亡
霊
に
対
す
る
畏
怖
最
も
強
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
も
っ

　
　
て

死
人
の

再
現
を

防
こ
う
と
す
る
よ
う
な
未
開
人
で
も
、
子
供
の
霊
だ
け
に
は

　
　
な
ん
ら
の
戒
慎
を
も
必
要
と
せ
ず
、
む
し
ろ
再
び
す
み
や
か
に
生
ま
れ
直
し
て

　
　
来
る
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
考
え
が
精
神
生
活
の
他
の
部
面

　
　

に
も
あ
っ
た
と
み
え
ま
し
て
、
日
本
で
も
神
祭
に
伴
な
う
古
来
の
儀
式
に
も
、

　
　
童
児
で
な
け
れ
ば
勤
め
ら
れ
ぬ
い
ろ
い
ろ
の
任
務
が
あ
り
ま
し
た
。
（
中
略
）

　
　
小
正
月
の
晩
に
ホ
ト
ホ
ト
と
戸
を
叩
い
て
、
神
の
詞
を
述
べ
神
の
恵
み
を
伝
え

　
　
に
来

る
役
も
、
夙
く
か
ら
子
供
に
さ
せ
た
地
方
は
あ
っ
た
の
で
、
必
ず
し
も
青

　
　
年
が
も
と
は
し
て
い
た
の
を
、
後
に
幼
い
者
が
真
似
た
の
で
は
な
い
か
も
知
れ

　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
ま
せ
ぬ
。

　
反
省
を
こ
め
て
、
子
供
の
本
来
の
性
質
と
し
て
の
神
と
の
親
近
性
を
説
い
て
い
る

の

で

あ
る
。
大
い
に
注
目
す
べ
き
論
点
で
あ
ろ
う
。
柳
田
に
は
こ
の
よ
う
に
、
年
中

行
事
や
祭
礼
神
事
と
子
供
の
遊
び
に
連
続
性
を
見
る
立
場
と
、
神
事
祭
礼
や
年
中
行

事
に
お
け
る
子
供
の
神
性
か
ら
来
る
担
い
手
と
し
て
の
面
の
両
方
を
考
え
て
い
た
。

そ

し
て
、
そ
の
場
そ
の
場
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
が
強
調
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
に
し
て

も
神
事
祭
礼
あ
る
い
は
年
中
行
事
と
の
関
連
で
の
子
供
の
意
義
を
考
え
た
も
の
で
、

「
古
い
信
仰
」
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
柳
田
国
男
の
民
俗
学
の

中
心
部
分
に
子
供
は
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

②
　
群
の
教
育

　
柳
田
國
男
が
論
じ
た
子
供
の
問
題
の
二
つ
め
は
、
大
人
に
な
る
過
程
で
の
一
人
前

へ
の

教
育
・
訓
練
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
専
ら
一
九
三
〇
年
代
に
展
開
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
柳
田
國
男
の
子
供
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
に
変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ

149
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る
。
そ
の
変
化
は
経
世
済
民
の
学
と
し
て
の
民
俗
学
を
確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
三
〇

年
代
の
彼
の
使
命
感
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
一
言
で
表
現
す
れ
ば
「
群
の

教
育
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
近
年
の
教
育
学
が
し
ぽ
し
ぽ
重
宝
が
っ
て
使
用
す

る
用
語
で
あ
る
。
柳
田
國
男
は
近
代
の
学
校
教
育
以
降
に
の
み
教
育
が
あ
る
か
の
よ

う
に
説
く
考
え
を
批
判
し
て
、
村
落
社
会
に
お
い
て
も
教
育
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ

て

人
々
は
立
派
に
一
人
前
に
な
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。
「
郷
土
研
究
と
郷
土
教

育
」
と
い
う
一
九
三
三
年
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
国
史
と
民
俗
学
』
に
収
録
さ
れ
た

論
文
に
次
の

よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

　
　
郷
土
教
育
が

も
し
文
部
省
の
考
え
る
ご
と
く
、
今
後
新
た
に
追
加
し
な
け
れ
ぽ

　
　

な
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
ら
、
以
前
は
か
え
っ
て
村
々
で
そ
れ
を
行
う
て
い
た
の
で

　
　
あ
る
。
学
校
は
炉
の
ほ
と
り
緑
樹
の
蔭
、
ま
た
は
青
空
の
下
で
あ
り
、
教
員
は

　
　
目
に
一
丁
字
な
き
ち
ょ
ん
髭
の
故
老
で
あ
り
、
教
科
書
は
胸
に
描
く
印
象
と
記

　
　
憶

と
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
の
青
年
は
ほ
ぼ
一
人
残
ら
ず
、
覚
ゆ
べ

　
　
き
こ
と
を
覚
え
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
学
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
年
を
取
る
に
つ
れ
て

　
　
さ
ら
に
自
身
が
ま
た
教
師
と
な
っ
て
、
教
材
に
若
干
の
補
充
改
訂
を
加
え
つ
つ
、

　
　
次
に
生

ま
れ
て
来
た
者
を
教
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
か
に
道
理
の
わ
か
ら
ぬ

　
　
人
た
ち

だ

と
し
て
も
、
こ
れ
を
し
も
な
お
国
民
の
教
育
で
な
か
っ
た
と
思
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

C
　
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
ど
う
か
し
て
い
る
。

　
そ

し
て
、
こ
の
種
の
教
育
の
う
ち
、
特
に
力
が
注
が
れ
た
の
は
道
徳
教
育
で
あ
り
、

「
そ

う
し
て
こ
の
方
面
に
限
っ
て
は
、
家
庭
以
外
の
団
体
の
力
が
、
こ
と
に
意
識
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て

最

も
多
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
が
「
群
の
教
育
」
で
あ

る
。

　
「
昔
の
国
語
教
育
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
（
『
国
語
の
将
来
』
所
収
、
　
一
九
三
九

年
）
。
こ
れ
は
一
九
三
七
年
に
『
岩
波
講
座
国
語
教
育
』
第
五
巻
に
発
表
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
第
三
節
に
「
群
の
力
」
と
い
う
見
出
し
を
付
け
て
い
る
。

そ

し
て
、
子
供
の
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
種
々
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
一

つ
が
子
供
た
ち

の

仲
間
に
入
る
こ
と
に
よ
る
教
育
機
能
で
あ
る
。
子
供
は
生
ま
れ
て

以
降
し
ば
ら
く
の
間
は
家
庭
で
教
育
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
学
校
教
育
以
前
で

も
ず
っ
と
続
け
ら
れ
る
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
群
の
力
」
は
次
の

よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
た
だ

し
こ
の
親
切
を
極
め
た
指
導
期
間
は
、
通
常
の
家
庭
で
は
そ
う
久
し
く

　
　
持
続
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
が
て
第
二
の
緑
児
が
家
の
裡
で
蹄
き
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
う

　
　
は
老
人
が

衰
え
て
行
っ
て
、
抱
き
か
か
え
が
獺
く
な
っ
て
来
る
。
そ
の
前
に
早

　
　
く
そ
の
児
を
近
隣
の
子
供
の
群
に
、
引
き
渡
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
っ

た
の

で

あ
る
。
こ
の
長
幼
の
連
絡
は
、
今
で
も
僻
村
の
通
学
生
な
ど
に
見
ら

　
　
れ

る
よ
う
に
、
自
然
に
古
く
か
ら
よ
く
整
っ
て
い
る
。
（
中
略
）

　
　
　
子
供
組
の
制
度
の
ま
だ
明
ら
か
に
残
っ
て
い
る
地
方
で
も
、
そ
の
加
入
の
期

　
　
日
を
就
学
の
際
と
、
　
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
よ
り

　
　
以

前
の
児
童
は
淋
し
く
な
り
、
群
と
し
て
の
教
育
力
は
著
し
く
衰
え
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
う
に
思
わ
れ
る
。

　
子
供

と
い
う
人
生
の
段
階
は
、
群
の
力
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て

一
人
前
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
群
の
教
育
機
能
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
、
近
代

学
校
教
育
に
対
置

し
て
い
る
。
教
育
を
近
代
の
制
度
と
し
て
の
学
校
教
育
に
限
定
し

よ
う
と
す
る
大
方
の
理
解
に
鋭
い
批
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
群
の
教
育
」
に
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つ
い
て

は
、
柳
田
は
随
所
で
語
っ
て
い
る
が
、
直
接
そ
の
問
題
を
展
開
し
た
論
文
は

な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
言
葉
の
教
育
、
挨
拶
の
訓
練
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
徳
律
の
し
つ

け
を

取

り
上
げ
た
中
で
群
の
力
を
大
き
く
評
価
し
て
い
る
文
章
が
多
い
。

　

子
供
そ
の

も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
教
育
に
つ
い
て
論
じ
た
柳
田
の
文
章
と
し
て

は
一
九
三
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
平
凡
と
非
凡
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二
四
巻
、

ち

く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
七
巻
所
収
）
が
あ
る
。
取
り
上
げ
て
い
る

の

は
青
年
教
育

で

あ
る
が
、
そ
こ
で
教
育
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
次
の

よ
う
に
で
あ
る
。

　
　

（前
略
）
最
近
の
百
年
、
も
し
く
は
せ
い
ぜ
い
百
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
か
な

　
　

り
顕
著
な
る
一
つ
の
転
回
期
が
あ
っ
て
、
そ
の
余
波
が
な
お
今
日
に
も
及
ん
で

　
　
い

る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
風
の
変
革
か
と
い
う
と
、
手
製
の
語
で
言
え
ぽ
「
教

　
　
育
群
」
の
分
裂
と
い
う
も
の
が
起
っ
て
、
同
時
に
二
通
り
の
青
年
の
訓
育
法
が
、

　
　
両
々
併
立
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ

　
　
の

二
通

り
の
一
つ
は
も
ち
ろ
ん
前
か
ら
あ
る
も
の
、
第
二
の
新
し
い
も
の
は
書

　
　
物
を

読
む

こ
と
を
も
っ
て
特
色
と
し
、
そ
う
し
て
他
の
一
方
の
古
く
か
ら
の
も

　
　
の

を
、
平
凡
と
し
て
軽
蔑
す
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
幸
か
不
幸
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
私
な

ど
も
こ
の
第
二
の
群
に
属
し
て
い
た
。

そ

し
て
、
こ
の
両
者
の
教
育
法
の
相
違
を
平
凡
と
非
凡
と
と
ら
え
て
説
明
し
た
。

　
　
　
い
ち
ば
ん
大
き
な
教
育
法
の
相
異
は
、
具
体
的
に
い
う
と
、
平
凡
と
非
凡
と

　
　
で
あ
っ
た
。
平
凡
を
憎
む
と
い
う
人
の
気
質
は
、
必
ず
し
も
新
た
に
生
れ
た
も

　
　
の

で
は

な
い
が
、
そ
れ
が
教
育
の
上
に
公
認
せ
ら
れ
た
の
は
近
頃
の
こ
と
で
あ

　
　
っ
た
。
家
庭
が
も
し
も
教
育
の
主
た
る
管
理
者
で
あ
っ
た
ら
、
利
害
や
必
要
は

　
　
あ
る
い
は
も
っ
と
早
く
、
こ
の
方
針
を
採
用
せ
し
め
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、

　
　
い

か
ん

せ
ん

前
代
の
青
年
教
育
組
織
に
お
い
て
は
、
実
は
親
々
は
極
度
に
無
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
で

あ
り
、
群
そ
れ
自
身
は
ま
た
常
に
完
全
に
平
凡
を
愛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

群
教
育
と
し
て
の
青
年
教
育
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
笑
い
の
教
育
で
あ
る
と
説
く
。

過
失
を

犯

し
た
者
に
訓
戒
を
す
る
こ
と
で
逸
脱
す
る
者
を
防
ぐ
の
で
あ
る
が
、
そ
の

訓
戒
は
奇
抜

な
も
の
で
あ
り
、
笑
い
者
に
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
柳
田
は

「
笑
い
の

教
育
」
と
名
付
け
た
。
人
々
の
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
気
の
利
い
た
文
句
を

言

う
こ
と
で
批
判
を
し
、
そ
し
て
反
省
を
促
す
と
と
も
に
、
他
の
人
に
は
そ
れ
が
教

育
と
な
っ
た
。
諺
も
そ
の
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
で
実
効
が
あ
が
ら
な
い
場
合
に

は
、
厳
し
い
様
々
な
制
裁
も
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
全
体
が
群
の
制
裁
で
あ
り
、
群
の

教
育
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
柳
田
の
考
え
を
ま
と
め
て
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
『
現
代
日

本
文
明
史
・
世
相
史
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
柳
田
が
大
藤
時
彦
と
共
著
で
一
九
四
三
年

一
月
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
名
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
『
明

治
大
正
史
世
相
篇
』
の
続
編
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
藤
時
彦
は
自
序
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
本
書
構
想
の
大
体
を
述
べ
る
と
、
読
者
の
中
に
は
多
分
読
ま
れ
た
方
が
多
か

　
　
ら
う
と
思
ふ
が
、
先
年
朝
日
新
聞
社
が
刊
行
し
た
「
明
治
大
正
史
」
（
世
相
篇
）

　
　
の
続
篇
と
い
ふ
心
持
で
記
述
し
た
。
そ
れ
は
ふ
た
つ
の
意
味
か
ら
で
あ
る
。
第

　
　
一
は
内
容
に
於
て
、
前
著
に
詳
述
し
た
こ
と
は
成
る
可
く
避
け
、
余
り
説
き
及

　
　
ば

な
か
つ
た
項
目
に
主
と
し
て
意
を
注
い
だ
。
第
二
に
前
著
の
発
行
さ
れ
た
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
の
世
相
に
力
点
を
置
い
て
見
て
行
か
う
と
し
た
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
は
柳
田
國
男
を
論
じ
る
場
合
に
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
書
物

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
の
書
物
が
あ
ま
り
流
布
し
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
か
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た

一
つ
に

は
こ

の

本
が
柳
田
國
男
・
大
藤
時
彦
著
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
執
筆
し

た
の
が
大
藤
時
彦

だ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
柳
田
の
意
向
や
判
断
あ
る

い
は
見
解
が

ま
っ
た
く
入
っ
て
い
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
共
著
者
と
し
て
名
前

を

出
し
、
柳
田
の
印
も
奥
付
の
検
印
欄
に
捺
印
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ

の

第
七
章
は
「
教
育
」
で
あ
り
、
そ
の
第
一
節
は
「
群
教
育
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ

こ
を
少
し
読
ん
で
み
よ
う
。
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
近
代
の
教
育
制
度
が
学
校
教
育
の
み
を
教
育
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
教
育
と
い

う
語
を
狭
く
し
て
し
ま
っ
た
。
教
育
と
い
う
も
の
は
本
来
も
っ
と
幅
広
い
も
の
で
あ

り
、
生
活
に
即
し
た
も
の
だ
っ
た
と
主
張
す
る
。
今
で
は
文
字
を
読
み
書
き
で
き
な

い
者
を

無
教
育
者
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
が
、
こ
れ
も
教
育
を
教
科
書
を
使
用
し
て
校

舎
内
で
行
う
も
の
と
理
解
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
間
違
い
で
あ
る
。
教

育
は
人
を
一
人
前
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
学
校
教
育
が
校
舎
内
で
教
え
る
の
は
人
生

の

原
則
の
み
で
あ
り
、
そ
の
実
際
方
法
は
郷
党
教
育
と
し
て
存
在
し
た
。
郷
党
教
育

は
群
の
必
要
と
す
る
所
だ
け
を
教
え
る
群
教
育
で
あ
っ
た
た
め
、
群
か
ら
逸
脱
し
て

い
っ

て

天
下
に
活
躍
す

る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
教
育
は
ま
ず

群
教
育
を
基
礎
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
群
教
育
の
特
色
は
制
裁
に
よ
っ
て
群
か
ら
逸

脱
す

る
こ
と
を
戒
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
は
①
笑
い
、
②
僅

諺
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
群
教
育
の
有
力
な
管
理
者
は
若
者
組
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
群
の
教
育
を
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内

容
と
な
る
と
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
笑
い
と
諺
の
教
育
的
機
能
に
つ
い
て
は
柳

田
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
は

明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
群
教
育
の
担
い
手
を
若
者
組
と
し
て
お
り
、
十
五
歳
以

前
の
子
供
の
段
階
に
お
け
る
群
教
育
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
触
れ
て
い
な
い
。
小
学
校

が

で
き
て
か
ら
は
、
群
教
育
の
管
理
老
は
教
育
を
学
校
に
一
任
し
て
し
ま
っ
て
、
自

ら
の
責
任
を
放
棄
し
た
と
し
て
い
る
が
、
子
供
の
段
階
の
群
教
育
の
姿
は
何
も
記
述

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
項
に
順
次
読
み
進
ん
で
い
く
と
、
「
学
校
教
育
」
、

「
学
生
生
活
」
と
い
う
現
代
の
問
題
の
記
述
が
あ
り
、
第
四
節
が
「
児
童
教
育
」
、

第
五
節
が
「
子
供
の
生
活
」
、
第
六
節
が
「
育
児
」
と
な
っ
て
、
　
こ
の
章
は
終
わ
っ

て

い

る
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。

　
第
四
節
「
児
童
教
育
」
で
は
、
も
と
も
と
児
童
は
大
人
の
世
界
か
ら
隔
絶
し
た
も

の

で
は
な

く
、
児
童
は
大
人
と
群
行
動
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
教
育

が

あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
児
童
が
児
童
と
し
て
特
別
扱
い
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実

生
活
で
特
別

な
責
任
や
役
割
を
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
成
長
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

社
会
に

出
る
と
き
に
経
験
不
足
、
知
識
不
足
を
痛
感
す
る
こ
と
に
な
る
。
研
究
の
面

で
も
、
子
供
の
世
界
を
特
殊
の
世
界
と
し
て
見
過
ぎ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
第
五
節

「
子
供
の
生
活
」
は
非
常
に
短
い
節
で
あ
る
。
子
供
を
区
切
る
年
齢
と
し
て
の
七
歳

に

つ
い
て

述
べ
る
程
度
で
、
子
供
の
生
活
に
つ
い
て
深
い
考
察
は
ま
っ
た
く
な
い
。

そ

し
て
、
七
歳
前
の
問
題
で
あ
る
育
児
を
次
の
第
六
節
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
も
あ
ま

り
力
を
い
れ
て
執
筆
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
内
容
で
、
背
中
に
子
供
を
背
負
う
文

化
、
玩
具
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
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『
現
代
日
本
文
明
史
・
世
相
史
』
は
た
し
か
に
『
明
治
大
正
史
世
相
篇
』
の
続
編

で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
群
の
教
育
が
節
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
登
場
し
て
説
明
さ
れ
た
こ

と
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
群
教
育
の
内
容
を
新
し
い
視
点
か
ら
論
じ
゜

て

は
い

な
い
。
従
来
の
柳
田
國
男
の
記
述
を
要
約
し
て
述
べ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も

の

で
あ
る
。

③
　
七
つ
前
は
神
の
子

　
民
俗
学
で
常
識
と
な
っ
て
い
る
表
現
に
「
七
つ
前
は
神
の
子
」
と
か
「
七
つ
前
は

神
の
う
ち
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
民
俗
学
の
研
究
関
心
を
如
実
に
表
わ

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
七
歳
ま
で
の
幼
児
は
神
の
管
理
下
に
あ
る
と
か
、
ま
だ
こ

の

世
の

人

間
と
し
て
確
定
し
て
い
な
い
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
と
か
説
明
さ
れ
、
そ

の

神
と
し
て
産
神
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
七
つ
前
は
神
の
子
」
と
い
う
表

現
の
発
見
と
定
着
過
程
は
、
民
俗
学
の
関
心
の
所
在
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
相
当
す
る
説
明
を
初
め
て
書
い
た
の
は
柳
田
國
男
で
あ
っ
た
。
す
で
に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
「
七
歳
に
な
る
ま
で
は
子
供
は
神
さ
ま
だ
と
い
っ
て
い
る
地
方
が
あ
り
ま

す
」
と
「
神
に
代
り
て
来
る
」
（
一
九
二
四
年
）
に
記
し
て
い
る
。
当
時
こ
の
よ
う

な
表
現
が
報
告
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
柳
田
自
身
が
旅
行
中

に
聞
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
こ

の

柳

田
の
記
事
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
九
三
七
年
に
な
り
現
在
民
俗

学
の

世
界
で
親

し
ん
で
い
る
表
現
が
初
め
て
報
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
能
田
多
代

子

「
七
ツ

前
は
神
様
」
と
題
す
る
短
報
（
『
民
間
伝
承
』
三
巻
三
号
、
会
員
通
信
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　

青
森
県

五
戸
地
方
で
は
男
女
共
七
ツ
前
を
さ
う
云
ふ
。
日
常
第
一
番
に
神
仏
に

　
　

供
物
す

る
食
物
を
、
幼
児
の
だ
2
こ
ね
て
先
き
に
食
べ
る
と
て
き
か
ぬ
時
等
は
、

　
　

矢
張
り
さ
う
云
つ
て
、
仕
方
が
な
い
か
ら
や
る
と
云
つ
て
か
ら
呉
れ
る
。
而
し

　
　

て

其
七

ツ
前
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
男
女
共
紫
色
の
衣
を
着
せ
（
或
は
青
年
期

　
　

の

未
婚
者
に
も
着
せ
る
風
も
あ
る
）
口
に
ホ
シ
カ
鰯
（
ご
ま
め
）
を
一
つ
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　

へ
さ
せ
て
埋
葬
す
る
風
が
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
文
章
で
あ
り
、
こ
の
続
き
は
葬
儀
の
順
序
を
記
述
し
て
い
て
、
特
に

七
歳
前
の

子
供
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
事
の
内
容
よ

り
も
、
表
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
七
ツ
前
は
神
様
」
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
た

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
大
間
知
篤
三
が
『
民
間
伝
承
』
の
次

の

号

（
三
巻
四

号
）
に
「
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
」
と
題
し
て
や
は
り
ご
く
短
い
文
章

を

「
会
員
通
信
」
と
し
て
寄
せ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　
　
前
号
の
能

田
多
代
子
さ
ん
の
「
七
ツ
前
は
神
様
」
で
思
ひ
出
し
た
が
、
常
陸
多

　
　
賀
郡
高
岡
村
で
は
「
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
」
と
言
ふ
。
七
ツ
以
下
の
子
供
の
場

　
　
合

は
、
大
人
な
ら
神
様
に
対
し
て
不
敬
に
な
る
や
う
な
こ
と
で
も
不
敬
に
な
ら

　
　
な
い
と
い
ふ
意
味
だ
と
謂
つ
て
居
た
。
ま
た
七
ツ
前
の
子
供
が
死
ん
だ
ら
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
い

過
去

ま
で
は
縁
の
下
へ
埋
め
た
と
聞
い
た
。

　

こ
の
二
つ
の
記
事
は
ご
く
短
い
事
例
報
告
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
土
地
の
人
々
が
七

歳
以

前
の
子
供
は
大
人
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
大
人
と
行
動
規
範
が
異
な
る
こ

と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
表
現
は
、
子
供
は
神
で
あ
る
と
か
、
子

供
は
神
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
子
供
は
未
だ
他
界
に
属
す
る

と
い
う
解
釈
が
で
き
る
ほ
ど
の
内
容
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
子
供
を
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神
と
考
え
た
り
、
子
供
の
霊
魂
は
七
歳
ま
で
は
他
界
に
属
し
、
こ
の
世
に
魂
が
確
定

し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
に
な
っ
た
の
は
明
ら
か
に
柳
田
國
男
の
先
の
「
神
に
代
り

て

来

る
」
に
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は

『
先
祖
の

話
』
で
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
問
題
で
の
記
述
と
言
え
よ
う
。
そ
の
第
七
八

節
「
家
と
小
児
」
で
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
若
葉
の
魂
は
貴
重
だ
か
ら
、
早
く
再
び
此
世
の
光
に
逢
は
せ
る
や
う
に
、
成
る

　
　
べ
く
近
い
処
に
休
め
置
い
て
、
出
て
来
や
す
い
や
う
に
し
よ
う
と
い
ふ
趣
意
が

　
　
加
は
つ
て
居
た
。
青
森
県
の
東
部
一
帯
で
は
、
小
さ
な
児
の
埋
葬
に
は
魚
を
持

　
　
た
せ

た
。
家
に
よ
っ
て
は
紫
色
の
着
物
を
着
せ
、
口
に
ご
ま
め
を
咬
へ
さ
せ
た

　
　
と
さ
へ
伝
へ
ら
れ
る
。
ち
や
う
ど
前
掲
の
立
願
ほ
ど
き
と
は
反
対
に
、
生
臭
物

　
　
に

よ
つ
て
仏
道
の
支
配
を
防
が
う
と
し
た
も
の
ら
し
く
、
七
歳
ま
で
は
子
供
は

　
　
神
だ
と
い
ふ
諺
が
、
今
も
ほ
ぶ
全
国
に
行
わ
れ
て
居
る
の
と
、
何
か
関
係
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　

る
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
事
例

と
し
て
は
わ
ず
か
に
二
例
の
み
の
表
現
が
、
柳
田
國
男
の
記
述
を
媒
介
に
し

て
一
般
化
し
、
民
俗
学
の
世
界
で
の
常
識
と
な
っ
た
ぼ
か
り
で
な
く
、
日
本
人
の
幼

児
に
つ
い
て
の
観
念
を
最
も
よ
く
示
す
民
俗
と
し
て
広
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
を
常
識
と
し
た
民
俗
学
は
、
そ
の
た
め
に
七
歳
以
前
の
幼

児
に

つ
い

て
、
個
別
の
儀
礼
や
親
や
社
会
の
子
供
へ
の
対
処
・
扱
い
を
判
で
捺
し
た

よ
う
に
同
じ
解
釈
の
中
に
押
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
果
た

し
て
子
供
の
世
代
は
七
歳
を
境
に
し
て
前
後
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

た

し
か
に
現
代
の
七
五
三
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
儀
礼
は
民
俗
的
に
各
地
に
見
ら
れ

る
し
、
「
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
」
と
い
う
表
現
も
古
く
か
ら
あ
る
。

し
か
し
、
七
歳
で
区
切
る
こ
と
の
積
極
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
代
の
学
制
が
学
齢
を
七
歳
を
基
準
に
し

た

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
簡
単
に
了
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
な

の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
柳

田
以
降
の
民
俗
学
の
子
供
研
究

ω
　
子
供
組

　
柳
田
國
男
は
総
論
的
に
子
供
を
論
じ
た
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
個
別
具
体
的
に
子
供

の

あ
り
方
を
検
証
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
子
供
の
存
在
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
視
角

を

用
意
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
後
の
民
俗
学
の
調
査
研
究
で
は
ど
の
よ
う
な
動
向
が

形
成

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
的
に
は
、
多
く
の
民
俗
学
研
究
者
の
目
は
柳
田

國

男
の
第
一
の
視
点
を
継
承
し
た
。
す
な
わ
ち
、
神
に
代
り
て
来
る
存
在
と
し
て
の

子
供
で

あ
り
、
神
事
・
祭
礼
に
お
け
る
子
供
の
役
割
、
あ
る
い
は
現
在
の
子
供
の
遊

び

や
行
為
の
な
か
に
古
い
信
仰
の
姿
を
発
見
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対

し
て
、
柳
田
が
取
り
上
げ
な
が
ら
も
あ
ま
り
展
開
さ
せ
な
か
っ
た
面
に
注
目
す
る

研
究

も
登
場
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
子
供
の
組
織
、
集
団
の
問
題
で
あ
る
。
一
般

に
子
供
組

と
呼
ば
れ
る
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

に
注

目
し
た
論
文
が
出
さ
れ
て
き
た
。

　
子
供
組

と
い
う
の
は
学
術
用
語
で
あ
る
。
日
本
の
村
落
社
会
で
自
ら
子
供
組
と
名

乗
っ
た
組
織
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
村
落
社
会
に
一
定
年
齢
の
子
供
を
組
織
し
た

集
団
が

あ
る
こ
と
を
把
握
す
る
た
め
の
用
語
が
子
供
組
で
あ
る
。
子
供
組
と
い
う
用
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語
を

最
初
に
用

い
た
の

が

誰

で
、
い
つ
か
と
い
う
こ
と
を
現
在
確
定
で
き
る
材
料
は

も
っ
て
い
な
い
。
今
確
認
で
き
る
の
は
柳
田
國
男
が
す
で
に
一
九
三
三
年
発
表
の

「
生

と
死
と
食
物
」
（
『
食
物
と
心
臓
』
所
収
）
に
お
い
て
子
供
組
と
表
現
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

　
　

赤
子
の
世
に
出
る
に
は
幾
つ
か
の
階
段
が
あ
っ
た
。
若
者
の
仲
間
に
入
っ
て
一

　
　
人
前
に
な

る
以
前
、
三
歳
で
も
五
歳
で
も
ま
た
七
つ
の
年
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

　
　
予
定
の

進
出
が
あ
っ
た
。
今
日
残
っ
て
い
る
十
一
月
十
五
日
の
神
参
り
も
そ
の

　
　
一
部
で
あ
っ
て
、
氏
神
に
承
認
せ
ら
れ
る
の
も
、
子
供
組
に
迎
え
ら
れ
る
の
も
、

　
　
す
べ
て
「
産
立
て
」
　
「
産
養
い
」
の
継
続
と
私
は
思
う
が
、
そ
れ
ま
で
は
多
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
今
回
の
誕
生
習
俗
採
集
の
中
に
は
入
っ
て
い
ま
い
。

　

こ
こ
で
は
、
子
供
組
自
体
を
説
明
も
具
体
例
も
紹
介
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な

組
織
を

柳
田

が

頭
に
描
い
て

い
た
か
は

明
ら
か
で
な
い
。
柳
田
の
子
供
組
と
い
う
用

語
の
使
用
例
は
大
方
暖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
早
く
も
子
供
組
が
当
然
の
ご
と
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
子
供
組
が

よ
り
明
確
な
姿
を
伴
っ
て
登
場
し
た
の
は
一
九
三
四
年
か
ら
始
ま
っ
た

山
村
調
査
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
山
村
調
査
は
全
国
の
山
間
農
村
を
訪
れ
、
そ
こ
で

統
一
し
た
調
査
項
目
に
基
づ
い
て
聞
き
書
調
査
を
実
施
す
る
大
掛
か
り
な
調
査
で
あ

っ

た
。
結
果
的
に
は
全
国
の
五
十
ニ
ヵ
所
の
山
村
に
お
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ

れ
は
村
落
社
会
文
化
に
つ
い
て
の
日
本
で
最
初
の
統
一
的
全
国
調
査
で
あ
り
、
民
俗

学
ば

か

り
で
な
く
、
社
会
学
等
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
統
一
的
調
査
項

目
は
全
部
で
一
〇
〇
あ
り
、
一
番
か
ら
一
〇
〇
番
ま
で
の
質
問
項
目
と
し
て
印
刷
さ

れ

た
。
そ
れ
が
『
採
集
手
帖
』
で
あ
る
。
採
集
手
帖
は
毎
年
改
訂
さ
れ
た
が
、
そ
の

初
年
度
の
手
帖
の
質
問
項
目
の
第
三
〇
に
次
の
よ
う
な
質
問
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

　
　

三
〇
　
子
供
組
は
残
つ
て
居
ま
す
か
。

　
　
　
　
　

子
供
組
の

働
く
場
合
。

　
　
　
　
　
　
○
他
の
地
方
で
は
道
祖
神
祭
、
天
王
祭
、
氏
神
祭
礼
、
此
外
に
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
　

り
ま
す
か
。

こ
の
質
問
文
の
前
に
は
若
者
組
に
関
す
る
質
問
が
二
つ
、
そ
し
て
子
供
組
の
質
問
の

後
に
は
女
性
の
講
集
団
、
娘
仲
間
、
処
女
会
等
に
つ
い
て
の
質
問
が
続
く
。
こ
こ
に

初
め
て

子
供
組
が

登
場

し
た
。
そ
し
て
、
毎
年
改
訂
さ
れ
た
『
採
集
手
帖
』
の
な
か

で
、
多
く
の
質
問
文
に
は
改
廃
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
子
供
組
に
つ
い
て
の
調
査
内

容
は
変
更
が
な
く
、
三
冊
の
『
採
集
手
帖
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
注
目

し
て
よ
い
の
は
、
後
に
民
俗
学
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
な
る
い
く
つ
か
の
間
題
は

初
年
度
の
『
採
集
手
帖
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
二
年
度
目
、
三
年
度
目
に
な
っ
て
登
場

し
て
い
る
。
例
え
ぽ
同
族
、
同
族
神
、
屋
敷
神
、
宮
座
等
の
質
問
で
あ
る
。
そ
れ
は

山
村
調
査
が
進
行
す
る
な
か
で
新
た
に
問
題
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
が
翌
年
の
『
採
集

手
帖
』
に
追
加
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
子
供
組
は
山
村
調
査
が
計
画
さ

れ
た
初
発
か

ら
一
〇
〇
項
目
の
質
問
項
目
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
山
村
調
査
の
結
果
は
一
九
三
七
年
に
『
山
村
生
活
の
研
究
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
子
供
組
に
関
す
る
調
査
結
果
は
整
理
さ
れ
て
、
瀬
川
清

子

「
子
供

組
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
文
章
は
「
子
供
団
の
活
動
は
年
中
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

に

多
い
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
特
別
な
論
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

　
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
柳
田
國
男
も
子
供
組
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
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最
も
早
く
使
用
し
た
例
は
先
に
紹
介
し
た
一
九
三
三
年
発
表
の
「
生
と
死
と
食
物
」

に
お

い
て

で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
七
年
発
表
の
「
昔
の
国
語
教
育
」
で
も
子
供
組
と

い

う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
山
村
調
査
の
成
果
を
確
認
し
た
時
期
で
の
使
用

例
で
あ
る
か
ら
、
瀬
川
清
子
の
報
告
を
前
提
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は

り
暖
昧
な
使
い
方
で
あ
る
。
柳
田
が
、
子
供
組
を
具
体
的
に
説
明
す
る
と
共
に
、
そ

の
意
義
に
つ
い
て

述
べ
た
の
は
一
九
四
二
年
刊
行
の
『
こ
ど
も
風
土
記
』
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
こ
ど
も
組
」
と
い
う
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
項

目
に
到
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
子
供
た
ち
の
集
団
行
事
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
「
こ

ど
も
組
」
の
前
の
項
目
は
「
左
義
長
と
正
月
小
屋
」
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
「
こ
ど

も
組
」
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
正

月
小
屋
の
中
で
は
、
お
か
し
い
ほ
ど
ま
じ
め
な
子
供
の
自
治
が
行
わ
れ
て

　
　
い

た
。
あ
る
い
は
年
長
者
の
す
る
こ
と
を
模
倣
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の

　
　
年
十
五
に

な
っ
た
者
を
親
玉
ま
た
は
大
将
と
呼
び
、
以
下
順
つ
ぎ
に
名
と
役
と

　
　
が

あ
る
。
去
年
の
親
玉
は
尊
敬
せ
ら
れ
る
実
力
は
な
く
、
こ
れ
を
中
老
だ
の
隠

　
　
居
だ
の

と
い
っ
て
い
る
。
指
揮
と
分
配
と
は
い
っ
さ
い
が
親
玉
の
権
能
で
、
こ

　
　
れ
に
楯
つ
く
者
に
は
制
裁
が
あ
る
ら
し
い
。
七
つ
八
つ
の
家
で
は
我
侭
な
児
で

　
　

も
、
こ
こ
へ
来
る
と
欣
々
然
と
し
て
親
玉
の
節
度
に
服
し
て
い
る
。
こ
れ
を
し

　
　
お

ら
し
く
も
け
な
げ
に
も
感
ず
る
た
め
か
、
年
と
っ
た
老
は
少
し
で
も
干
渉
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
ず
、
実
際
に
ま
た
一
つ
の
修
練
の
機
会
と
も
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
柳
田
は
子
供
組
の
制
度
内
容
に
注
目
し
て
い
る
。
内
部
に
年
齢
に
よ

る
秩
序
が
あ
り
、
統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
こ
れ
に
続
い
て

子
供
組
が
若
老
組
に
接
続

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
確
立

期
の
柳
田
の
民
俗
学
が
社
会
的
問
題
に
関
心
を
示
し
、
さ
ら
に
山
村
調
査
が
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

う
な
方
面
の
資
料
を
蓄
積
し
た
こ
と
が
こ
こ
に
は
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
　
ー

ろ

う
。
こ
の
観
点
は
そ
の
後
の
子
供
組
理
解
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
山
村
調
査
で
子
供
組
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
刺
激
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ

う
。
そ
の
後
、
各
地
の
子
供
組
の
調
査
報
告
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

早
い
例

と
し
て
は
、
高
橋
文
太
郎
「
下
野
古
里
村
に
於
け
る
子
供
組
行
事
」
（
『
民
族

学
研
究
』
二
巻
三
号
、
一
九
三
六
年
）
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
早
く
か
ら
こ
の
よ
う
に

子
供
組

と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
、
子
供
た
ち
の
集
団
行
事
や
そ
の
組
織
が
扱
わ
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
で
は
あ
ま
り
進
展
は

み

ら
れ
な
か
っ
た
。
事
例
の
み
が
集
積
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
他
方
、
長
野
県
の
小
学
校
の
教
師
と
し
て
郷
土
教
育
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
子

供
た
ち

に
自
ら
の
生
活
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
を
独
力
で
行
っ
て
い
た
竹
内
利
美
は
、

一
九
三
四
年
に
そ

の
最
初
の
成
果
『
小
学
生
の
調
べ
た
る
上
伊
那
川
島
村
郷
土
誌
』

を

刊
行

し
た
。
そ
し
て
、
つ
づ
い
て
一
九
四
一
年
に
『
信
州
東
筑
摩
郡
本
郷
村
に
於

け

る
子
供
の
集
団
生
活
』
を
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
基
礎
に
し
て
そ
の
後
竹
内

は
子
供
組
に

つ
い
て

独
自
の
見
解
を
表
明
す
る
数
少
な
い
研
究
者
と
な
っ
た
。
子
供

組
に

つ
い
て

の

研
究

は
竹
内
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
こ
れ
ら
の
成
果
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、
子
供
の
集
団
組
織
を
テ
ー
マ
に
し

た
論
を

「
子
供
仲
間
と
青
少
年
団
」
（
『
ひ
だ
び
と
』
一
〇
巻
一
号
、
一
九
四
二
年
）

と
し
て
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
戦
後
に
な
っ
て
子
供
組
に
関
す
る
最
初
の
総
括
的
論

文

「
子
供
組
に

つ
い

て
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
『
民
族



民俗学と子ども研究

学
研
究
』
二
一
巻
四
号
）
。
そ
こ
で
は
、
子
供
組
の
特
質
を
三
点
に
整
理
し
た
。
第

一
は
、
子
供
組
は
「
本
来
『
】
人
前
』
で
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
集
落
社
会
に
お
い

て

正
規
の
役
割
を
も
た
な
い
も
の
の
集
団
」
で
、
コ
種
の
遊
戯
集
団
」
で
あ
る
こ

と
、
第
二
に
は
「
そ
の
担
当
行
事
は
な
お
村
々
の
共
同
生
活
の
一
部
と
し
て
存
在
し

て

お

り
、
そ
の
意
味
で
は
現
実
的
な
村
の
共
同
生
活
の
分
担
」
で
あ
り
、
第
三
に

「
村
協
同
体
の
甘
ロ
。
s
σ
q
8
q
℃
と
し
て
の
地
位
を
も
ち
、
年
齢
序
列
に
し
た
が
う
組

織
の
中
の
一
環
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
子
供
組
理

解
は
そ
の
後
の
通
説
を
形
成
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ

の

次
に
子
供
組
を

論
じ
た
の
は
関
敬
吾
「
年
齢
集
団
」
（
『
日
本
民
俗
学
大
系
』

三
巻
、
一
九
五
八
年
）
で
あ
る
。
関
も
子
供
組
の
集
団
性
に
注
目
し
、
年
齢
集
団
の

一
つ

と
し
た
。
そ
し
て
、
組
織
と
し
て
は
寛
厳
二
様
式
が
あ
り
、
前
者
は
加
入
が
比

較
的
自
由
で
、
後
者
は
加
入
が
半
強
制
的
で
、
一
定
の
掟
が
あ
る
も
の
と
い
う
。
ま

た
機
能
面
で
は
年
中
行
事
・
祭
礼
行
事
の
執
行
の
一
部
を
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ

し
て
、
女
子
が
排
除
さ
れ
る
事
例
の
多
い
こ
と
か
ら
「
子
供
組
が
男
性
的
・
秘
密

結
社
的
性
格
を

多
分
に
も
つ
」
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
竹
内
の
把
握
と
大
差
は
な

い

が
、
特
に
年
齢
集
団
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
た
点
が
特
色
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

は

当
時
、
年
齢
階
梯
制
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
日
本
村
落
構
造
の
類
型
的
把

握
に
お
い

て
、
一
つ
の
類
型
と
し
て
年
齢
階
梯
制
村
落
が
設
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ

と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

　
竹
内
、
関
の
ま
と
め
以
降
の
子
供
組
研
究
に
特
に
目
新
し
い
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

竹
内
や
関
の
見
解
が
子
供
組
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
子
供

組
を

若
者
組

同
様
に
非
常
に
制
度
的
に
整
っ
た
組
織
と
把
握
し
、
村
落
組
織
の
一
つ

と
見
る
観
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
子
供
組
成
員
の
日
常
的
な
仲
間
組

織
や
活
動
、
あ
る
い
は
遊
び
と
の
関
係
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

村
落
の
年
中
行
事
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
面
の
み
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か

し
、
そ
の
活
動
の
機
会
は
ど
の
調
査
結
果
を
見
て
も
、
年
間
通
し
て
ご
く
わ
ず
か
な

日
数
で
あ
り
、
集
団
行
事
に
出
現
す
る
子
供
た
ち
の
活
動
の
み
で
子
供
組
を
把
握
す

る
の
で
は
、
ハ
レ
の
子
供
組
で
あ
り
、
ケ
の
状
態
の
子
供
た
ち
の
生
活
と
の
関
連
は

完
全
に
見

失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
子
供
た
ち
の

日
常
に
注
目
し
た
子
供
組
研
究
は
見
ら
れ
な
い
。
も
し
も
日
常
的
な
子
供
た
ち
の
活

動
を

も
視
野
に
入
れ
て
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
子
供
組
を
再
検
討
す
れ
ぽ
、
果
た
し

て

子
供
組
は
存
在

し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
現
在
と
な
っ

て

は

日
常
の
子
供
た
ち
の
活
動
や
遊
び
を
民
俗
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
自
体
が
難
し

く
、
そ
の
な
か
に
子
供
組
と
の
関
連
性
を
見
る
こ
と
は
確
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
子
供
の
集
団
行
事
は
こ
の
数
十
年
間
の
間
に
急
激
に
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
し
、
子
供
た
ち
の
日
常
も
学
校
と
塾
と
の
往
復
で
あ
り
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ

や
フ

ァ
、

ミ
コ
ン
の
前
に
釘
付
け
に
な
る
毎
日
で
あ
る
。
子
供
た
ち
の
生
活
自
体
を
子

供
組
の

視
点
か

ら
把
握
す
る
こ
と
を
さ
ら
に
困
難
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
す
で
に
過
去
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
必
要
が

な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
　
育
児
と
し
つ
け

　
柳

田
國
男
は
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、
「
誕
生
し
た

ば

か

り
の
子
供
に
対
し
て
、
人
間
界
へ
の
加
入
の
承
認
が
行
は
れ
る
こ
と
で
、
謂
は
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ぶ

エ
ン

ト
ラ
ン
ス
・
セ
レ
モ
ニ
ー
（
加
入
式
）
と
で
も
い
ふ
か
、
こ
れ
が
生
れ
て
か

ら
一
回
だ
け
で
な
く
だ
ん
だ
ん
成
長
し
て
成
年
に
な
る
ま
で
の
間
に
、
何
回
と
な
く

か
う
い
ふ
関
門
が
あ
つ
て
こ
れ
を
通
過
す
る
に
は
そ
れ
ぞ
れ
儀
式
を
や
ら
ね
ぽ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

な
か
つ
た
の
で
あ
る
L
と
記
述
し
て
、
産
育
儀
礼
を
生
ま
れ
て
か
ら
人
間
と
し
て
確

定
す
る
ま
で
の
手
続
き
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
同
じ
一
九
三
五
年
に
柳
田
國
男
は
橋

浦
泰
雄

と
の
共
著
で
『
産
育
習
俗
語
彙
』
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
各
種
儀
礼
を

誕
生
か
ら
七
歳
の
氏
子
入
り
ま
で
順
序
立
て
て
配
列
し
、
各
地
の
民
俗
語
彙
を
解
説

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
具
体
的
に
は
一
九
四
一
年
発
表
の
「
誕
生
と
成
年
式
」

（後
に

「
社
会
と
子
ど
も
」
と
改
題
し
て
『
家
閑
談
』
　
一
九
四
六
年
所
収
、
ち
く
ま

文
庫
版

『
柳

田
國
男
全
集
』
第
一
二
巻
）
で
、
誕
生
か
ら
始
ま
る
儀
礼
の
展
開
を
整

理

し
、
社
会
化
の
過
程
を
霊
魂
観
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
そ
の
後

永
く
民
俗
学
の
常
識
と
し
て
存
続
し
た
。

　
そ

し
て
、
民
間
伝
承
の
会
は
柳
田
國
男
の
古
稀
を
記
念
し
て
各
種
の
事
業
を
計
画

し
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
雑
誌
『
民
間
伝
承
』
誌
上
で
、
連
続
特
集
号
を
組
む
こ

と
を
計
画
し
た
。
そ
の
実
施
計
画
は
『
民
間
伝
承
』
の
九
巻
四
号
（
一
九
四
三
年
）

に
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
特
集
の
順
番
は
氏
神
、
誕
生
、
生
死
観
、
錬
成
と
競
技
、

生
産
方
式
、
家
、
社
交
と
協
力
、
祖
霊
、
家
庭
教
育
、
お
祭
り
、
予
覚
と
前
兆
、
結

婚
と
い
う
十
二
回
で
あ
っ
た
。
子
供
に
直
接
関
連
す
る
課
題
が
誕
生
と
家
庭
教
育
の

二
つ
入
っ

て

い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
課
題
の
選
択
が
柳
田
國
男
抜
き
に
な
さ

れ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
民
俗
学
は
柳
田
な
く
し
て
自
主
的
に
問
題
を
設

定
す

る
ほ
ど
に
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
。
戦
争
が
日
増
し
に
激
し
く
な
っ
て
き
た
段

階

に
、
柳
田
國
男
自
身
は
経
世
済
民
の
学
と
し
て
の
民
俗
学
を
考
え
、
社
会
に
貢
献

す

る
研
究
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
課
題
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
々
月
の
九
巻
六
・
七
号
に
、
「
共
同
研
究
課
題
」
と
し

て

原
稿
募
集
が
掲
示
さ
れ
た
。
そ
の
第
二
回
特
集
予
定
の
誕
生
に
つ
い
て
は
以
下
の

よ
う
な
課
題
の
問
題
意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。

　
　
新
た
に

出
生
す
る
児
を
誰
が
管
理
し
養
育
す
る
か
、
嫁
の
生
家
、
婚
家
、
村
と

　
　
の

連
関
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
司
ど
る
産
神
が
如
何
な
る
神
か
、
又
生
児
の

　
　
男
女
別
或
は
長
子
と
そ
れ
よ
り
以
後
の
生
児
と
の
間
に
は
差
別
が
あ
る
か
を
主

　
　
題
と
す
る
。

　
そ
し
て
具
体
的
に
九
つ
の
項
目
が
示
さ
れ
た
。
①
妊
娠
の
認
知
、
②
ハ
ラ
オ
ビ
、

③
ウ
ブ
ヤ
、
④
ウ
ブ
ガ
ミ
、
⑤
ウ
ブ
メ
シ
、
⑥
ウ
ブ
ギ
、
⑦
乳
合
せ
、
⑧
初
外
出
、

⑨
氏
子
入
り
の
九
つ
で
あ
る
。
項
目
と
し
て
は
比
較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で

あ
り
、
新
し
い
問
題
発
見
が
こ
こ
か
ら
な
さ
れ
る
と
い
う
予
想
は
必
ず
し
も
示
さ
れ

て

い

な
い
。
こ
の
公
募
し
た
原
稿
に
よ
る
特
集
が
予
定
通
り
『
民
間
伝
承
』
　
一
〇
巻

二
号

（
一
九
四

四
年
二
月
）
に
組
ま
れ
た
。
そ
こ
に
は
三
〇
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て

い

る
。
大
部
分
は
調
査
報
告
で
あ
り
、
事
例
の
紹
介
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
同
じ
号
に
九
番
目
の
課
題
で
あ
る
家
庭
教
育
の
共
同
課
題
要
綱
が
掲

載

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
古
来
、
我
家
庭
に
於
け
る
教
育
、
特
に
躾
は
如
何
に
行
は
れ
た
か
。
固
有
の

　
　
教
育
の
眼
目
と
そ
の
方
法
と
を
明
ら
か
に
す
る
を
根
本
義
と
す
る
。

そ

の

項

目
は
次
の
九
項
目
で
あ
っ
た
。

①
躾
の
眼
目
、
②
躾
と
年
齢
、
③
躾
と
性
、
④
躾
と
身
分
、
⑤
躾
の
機
会
、
⑥
躾
の

分
担
、
⑦
躾
の
種
類
、
⑧
躾
の
場
所
、
⑨
躾
と
ロ
承
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そ

し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
全
国
か
ら
の
投
稿
原
稿
は
、
戦
争
の
激
化
の
た
め
に

『
民
間
伝
承
』
が
一
九
四
四
年
の
八
月
発
行
の
一
〇
巻
七
・
八
合
併
号
で
休
刊
と
な

り
、
す
ぐ
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
稿
が
陽
の
目
を
見
た
の
は
敗
戦
後
の

一
九
四

六
年
八

月
の
復
刊
第
一
号
（
一
一
巻
一
号
）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
号

は
特
集
号

と
し
て
は
表
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
巻
頭
に
柳
田
國
男
の
「
教
育
の
原
始

性
」
を
置
い
て
、
倉
田
一
郎
「
躾
の
問
題
」
、
山
口
弥
一
郎
「
農
村
の
躾
」
以
下
の

十
三
の

文
章
を

掲
載

し
て
い
る
。
巻
頭
の
柳
田
の
文
章
は
敗
戦
後
に
執
筆
さ
れ
た
も

の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
文
中
の
意
気
込
み
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
シ
ツ
ケ
の

問

題
を

発
見

し
た
の
は
日
本
民
俗
学
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
研
究
の
意

義
を

説
い
て

い
る
。

　
　
　
だ

か

ら
シ
ツ
ケ
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
過
去
日

　
　
本
人
の

生
活
を

考
へ
る
こ
と
で
は
無
い
。
未
来
の
百
千
年
に
か
け
て
、
こ
の
一

　
　
つ
の
教
育
法
を
ど
れ
だ
け
ま
で
応
用
し
、
又
効
果
づ
け
る
か
と
い
ふ
問
題
の
為

　
　
で

あ
り
、
更
に
現
在
の
弱
点
に
あ
て
は
め
て
言
ふ
な
ら
ば
、
是
に
環
境
だ
の
感

　
　
化
だ

の

と
い
ふ
漠
然
た
る
名
を
付
け
て
、
折
角
千
年
も
二
千
年
も
続
き
又
進
歩

　
　
し
て
居
る
人
の
育
成
方
式
を
、
何
の
統
一
も
無
く
又
乱
雑
な
も
の
の
や
う
に
、

　
　
速
断
せ
し
め
な
い
警
戒
の
為
で
も
あ
る
。
こ
の
一
点
だ
け
か
ら
で
も
、
日
本
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
俗
学
は
も
つ
と
苦
闘
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
日
本
民
俗
学
の
研
究
は
単
な
る
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通

し
て
未
来
を
見
す
え
る
の
だ
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
躾
に
つ
い
て
は

「
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と
は
少
し
も
教
へ
ず
に
、
あ
た
り
ま
へ
で
無
い
こ
と
を
言
ひ
又

は

行
つ
た
と
き
に
、
誠
め
又
は
さ
と
す
の
が
、
シ
ツ
ケ
の
法
則
だ
つ
た
の
で
あ
る
」

と
し
て
、
学
校
教
育
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

民
俗
学
の

産

育
研
究
は
、
以
上
の
よ
う
な
動
向
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
つ
に

は

出
産
儀
礼
と
そ
こ
に
示
さ
れ
る
神
の
問
題
、
他
の
一
つ
に
は
成
長
過
程
で
の
躾
の

問
題
に
集
中
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
両
者
は
柳
田
國
男
に
あ
っ
て
は
ど
ち
ら

も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
後
者
は
そ
れ
ほ
ど
の
進

展
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
民
俗
学
研
究
者
の
関
心
は
専
ら
出
産
儀
礼
と
そ
こ
に
登
場

す

る
神
に
集
中
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
研
究
と
し
て
新
し
い
解
釈
や
仮
説
を
提
示
し
た

も
の
は
少
な
い
。
多
く
は
事
例
を
報
告
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
柳
田
説
を

解
説

し
て
事
例
を
あ
て
は
め
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
域
を
出
て
い
な

い

が
、
産
育
儀
礼
全
体
を
手
際
よ
く
ま
と
め
、
そ
こ
に
あ
る
信
仰
的
な
意
味
を
述
べ

た

も
の
と
し
て
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
ひ
』
（
一
九
四
四
年
四
月
）
が
あ
る
。
　
コ
ヤ
ラ

イ
は
子
育
て
の
完
了
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
育
児
と
し
つ
け
の
問
題
は
む

し
ろ
教
育
学
と
か
児
童
学
さ
ら
に
社
会
史
的
な
立
場
の
教
育
史
の
世
界
で
常
に
柳
田

國
男
の
論
に
学
ぶ
か
た
ち
で
研
究
が
行
わ
れ
、
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
柳
田
國
男
の
論
を
実
証
済
み
の
定
説
か
の
よ

う
に
扱
う
傾
向
が
あ
り
、
新
た
に
独
自
の
資
料
の
獲
得
を
伴
う
論
の
展
開
は
見
ら
れ

な

い

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
子
供
の
民
俗
学

　
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
民
俗
学
は
子
供
に
注
目
し
て
調
査
研
究
を
行
っ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

た
。
そ
の
蓄
積
は
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
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よ
う
な
認
識
を
獲
得
し
た
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
非
常
に
寂
し
い
も
の
が
あ
る
。

民
俗
学
と
言
っ
て
も
、
独
自
の
見
解
を
示
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
柳
田
國
男
た
だ
一
人

と
い
う
の
が
こ
の
分
野
で
の
実
情
で
あ
る
。
子
供
に
つ
い
て
「
神
に
代
り
て
来
る
」

存
在
と
把
握
し
、
あ
る
い
は
子
供
を
一
人
前
に
仕
上
げ
る
過
程
を
「
群
の
教
育
」
と

理
解
す
る
の
も
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
子
供
理
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
以
降
の
民
俗
学
研
究
に
は
そ
の
よ
う
な
基
本
的
な
視
点
や
仮
説
は
存
在
し
な
い
。

多

く
の
子
供
に
つ
い
て
記
述
し
た
民
俗
学
的
文
献
は
い
ず
れ
も
柳
田
説
を
前
提
に
し

て
、
た
だ
事
例
追
加
的
に
具
体
例
を
紹
介
す
る
の
み
で
あ
り
、
柳
田
批
判
の
新
し
い

子
供
像
を
提
出
し
て
は
い
な
い
。

　
そ

れ
で

は
、
子
供
を
対
象
に
し
た
民
俗
学
の
問
題
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
子
供
に
つ
い
て
民
俗
学
に
期
待
す
る
問
題
と
し
て
何

が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
学
史
的
検
討
の
結
果
か
ら
民
俗
学
と
し
て
の

課
題
を

考
え
て
お
き
た
い
。

　
先
ず
言
え
る
こ
と
は
、
柳
田
の
子
供
理
解
の
呪
縛
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ
は
即

ち
、
「
神
に
代
り
て
来
る
」
と
い
う
子
供
を
霊
的
な
存
在
と
見
る
考
え
を

放
棄
す

る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
子
供
に
遠
い
昔
の
大
人
の
信
仰
の
姿
を
発
見

す

る
と
い
う
視
点
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
安
易
に
「
群
の
教
育
」
に

依
存

し
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
供
を
大
人
の
支
配
・
管
理
か
ら
解
放

し
て
、
子
供
自
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
子
供
自
ら
の
保
持
す
る
民
俗
を

通

し
て
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
す
論
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

が
提
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
は
民
俗
学
独
自
の
問
題
発
見
の

結
果

と
い
う
よ
り
も
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
『
〈
子
ど
も
V
の
誕
生
』
に
代

表

さ
れ
る
社
会
史
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
他
律
的
な
問
題
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0

で

あ
る
が
、
民
俗
学
の
新
た
な
る
展
開
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
　
1

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）
　
代
表
的
な
文
献
を
掲
げ
れ
ば
、
庄
司
和
晃
『
柳
田
国
男
と
教
育
ー
民
間
教
育
学
序
説

　
　
ー
』
一
九
七
八
年
、
同
『
柳
田
民
俗
学
の
子
ど
も
観
』
一
九
七
九
年
、
長
浜
功
『
常
民

　
　
教
育
論
ー
柳
田
国
男
の
教
育
観
』
一
九
八
二
年
、
等
。
ま
た
、
社
会
史
的
教
育
史
を
め

　
　
ざ
す
『
民
衆
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
（
叢
書
産
育
と
教
育
の
社

　
　
会
史
二
、
一
九
八
三
年
）
所
収
の
座
談
会
「
民
衆
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
学
校
の
カ
リ
キ

　
　
ュ
ラ
ム
」
（
鶴
見
和
子
・
庄
司
和
晃
・
中
内
敏
夫
）
や
所
収
論
文
の
田
嶋
一
「
民
衆
社

　
　
会
の
子
育
て
の
文
化
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ー
七
ツ
前
は
神
の
う
ち
ー
」
に
よ
く
示
さ
れ
て

　
　
い
る
。

（
2
）
　
塩
野
雅
代
「
柳
田
国
男
の
『
子
ど
も
』
観
に
つ
い
て
」
（
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
一
号
、

　
　
一
九
八
八
年
）
は
、
一
九
二
〇
年
代
を
中
心
に
展
開
し
た
柳
田
國
男
の
子
供
論
を
整
理

　
　
検
討
し
、
柳
田
の
神
観
念
と
子
供
が
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

　
　
る
。

（
3
）
　
柳
田
國
男
『
小
さ
き
者
の
声
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
二
巻
）
三

　
　
四

五
頁
。

（
4
）
　
柳
田
同
書
三
四
五
頁
。

（
5
）
　
柳
田
同
書
三
九
二
頁
。

（
6
）
　
柳
田
同
書
四
四
一
頁
。

（
7
）
　
こ
の
よ
う
な
柳
田
の
子
供
理
解
を
、
庄
司
和
晃
は
「
過
去
保
存
的
子
ど
も
観
」
と
表

　
　
現

し
て
い
る
。
庄
司
前
掲
『
柳
田
國
男
と
教
育
』
二
一
～
二
六
頁
。

（
8
）
　
柳
田
國
男
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
八

　
　
巻
）
一
八
六
頁
。

（
9
）
　
柳
田
同
書
一
八
七
頁
。

（
1
0
）
　
柳
田
前
掲
『
小
さ
き
者
の
声
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
二
巻
）
三

　
　
五
八
頁
。

（
1
1
）
柳
田
同
書
三
六
二
～
三
六
三
頁
。
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（
1
2
）
　
柳
田
國
男
『
郷
土
研
究
と
郷
土
教
育
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二

　
　

六
巻
）
五
一
六
頁
。

（
1
3
）
　
柳
田
同
書
五
一
六
頁
。

（
1
4
）
　
柳
田
國
男
『
国
語
の
将
来
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
二
巻
）
八

　
　

五
～
八
六
頁
。

（
1
5
）
　
柳
田
國
男
「
平
凡
と
非
凡
」
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
七
巻
）
五

　
　

四

六
頁
。

（
1
6
）
　
柳
田
同
書
五
四
八
頁
。

（
7
1
）
　
大
藤
時
彦
「
自
序
」
（
柳
田
國
男
・
大
藤
時
彦
『
現
代
日
本
文
明
史
・
世
相
史
』
　
一

　
　
九
四

三
年
）
二
頁
。

（
1
8
）
　
こ
の
「
七
つ
前
は
神
の
子
」
と
い
う
表
現
の
学
史
的
整
理
と
そ
の
問
題
点
の
指
摘
を

　
　
行
っ
た
の
は
塩
野
雅
代
で
あ
る
。
塩
野
前
掲
論
文
参
照
。

（
1
9
）
　
能
田
多
代
子
「
七
ッ
前
は
神
様
」
（
『
民
間
伝
承
』
第
三
巻
三
号
、
一
九
三
七
年
）
。

（
2
0
）
　
大
間
知
篤
三
「
七
ッ
前
は
神
の
う
ち
」
（
『
民
間
伝
承
』
三
巻
四
号
、
一
九
三
七
年
）
。

（
2
1
）
　
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一
三
巻
）
二
〇

　
　
〇
～
二
〇
一
頁
。

（
2
2
）
　
柳
田
國
男
『
食
物
と
心
臓
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一
七
巻
）
三

　
　
七

二
～
三
七
三
頁
。

（
2
3
）
　
『
郷
土
生
活
研
究
採
集
手
帖
』
（
『
山
村
海
村
民
俗
の
研
究
』
所
収
、
　
一
九
八
四
年
）

　
　
六
頁
。

（
2
4
）
　
瀬
川
清
子
「
子
供
組
」
（
柳
田
國
男
編
『
山
村
生
活
の
研
究
』
一
九
三
七
年
）
二
一

　
　
六
頁
。

（
2
5
）
　
柳
田
國
男
『
こ
ど
も
風
土
記
』
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
二
三
巻
）

　
　
五
九
頁
。

（
2
6
）
　
柳
田
前
掲
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
一
六
一
頁
。

　
　
　
べ

（
2
7
）
　
柳
田
國
男
『
教
育
の
原
始
性
』
（
『
民
間
伝
承
』
一
一
巻
一
一
号
、
一
九
四
六
年
）
。

（
2
8
）
　
民
俗
学
を
中
心
と
し
た
子
供
研
究
の
文
献
に
つ
い
て
は
社
会
民
俗
研
究
会
編
「
子
ど

　
　
も
と
社
会
文
献
目
録
」
（
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
一
号
、
一
九
八
八
年
）
が
詳
し
い
。

（
2
9
）
　
最
近
の
で
は
た
と
え
ば
前
掲
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
一
号
所
収
の
諸
論
文
や
飯
島
吉

　
　
晴

『
子
供
の
民
俗
学
』
一
九
九
一
年
等
。

　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
　
新
潟
大
学
人
文
学
部
）
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　　Japanese　Folklore　Studies　and　Children

ASketch　of　the　Academic　History　Thereof

FUKUTA　Azio

　　It　is　no　exaggeration　to　say　that　the　whole　image　of　Japanese　folklore　study　was

established　almost　solely　by　YANAGITA　Kunio．　Therefore，　in　every丘eld　of　folklore，

the　results　of　YANAGITA’s　studies　rise　high，　and　studies　today　in　many　6e正ds　still

depend　on　his　theories．　Folkloric　studies　of　children，　which　are　often　rated　highly　as

the　results　of　YANAGITA’s　researches，　are，　in　fact，　YANAGITA’s　opinions，　and　do　not　point

to　folklore　studies　after　YANAGITA．　The　author　in　this　paper　puts　in　order　YANAGITA’s

opillions，　so　highly　rated　and　virtually　taken　as　if　proven　fact，　points　out　some　problems，

and　examines　the　results　of　research　in　post－YANAGITA　folklore　study．

　　YANAGITA’s　understanding　of　children　can　be　classified　largely　into　two　fields：One

sees　in　childish　events　and　play，　an　ancient　world　of　adult　worship；it　is　a　recognition

that　adult　history　can　be　clarified　through　children．　This　treats　children　as　a　tool．　This

stance　of　seeing　the　past　of　adults　through　the　medium　of　children　is　interpreted，

without　exception，　in　connection　with　worship，　and　with　the　concept　of　soul，　as　shown

in　the　expression“come　in　place　of　god”．　YANAGITA’s　other　world　of　studies　on　children

is　shown　in　the　expression，“group　education”．　Group　education　drew　attention　as　a

criticism　of　modern　public　education．　It　was　a　viewpoint　assessed　highly　by　people　in

the　domain　of　pedagogy，　and　it　has　been　handed　down　since　YANAGITA　from　generation

to　gelleration，　with　hardly　any　doubts．　However，　this　viewpoint　regards　children　as

objects　for　education，　mealling　simply　an　education　to　raise　children　into　the　kind　of

grown．ups　the　adults　want　them　to　be．

　　It　is　evident　that　no　new　developments　in　research　can　be　made　unless　folklore　study

is　released　from　these　sPells　of　YANAGITA　Kunio．　It　is　only　by　releasing　children　from

adults，　by　analyzing　the　existence　of　children　themselves，　and　by　understanding　the

children，　that　we　may　be　able　to　discover　new　researches　themes．
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