
本
書
は
一
九
七
〇
年
代
に
日
本
の
民
俗
学
界
の
第
一
線
で
民
俗
学
の
方
法
論
や

課
題
に
つ
い
て
問
う
て
き
た
福
田
ア
ジ
オ
氏
に
よ
る
民
俗
学
の
対
象
や
方
法
論
の

変
化
、
今
後
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
論
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
国
立
歴
史
民

俗
資
博
物
館
名
誉
教
授
、
柳
田
国
男
記
念
伊
那
民
俗
研
究
所
所
長
な
ど
を
務
め
て

い
る
。
神
奈
川
大
学
は
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
発
展
や
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ

グ
ラ
ム
「
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字
資
料
の
体
系
化
」
に
も
貢
献
し
た
。

『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』（
一
九
八
二
）、『
柳
田
国
男
の
民
俗
学
』（
一
九
九

二
）、『
番
と
衆
│
日
本
社
会
の
東
と
西
』（
一
九
九
七
）、『
近
世
村
落
と
現
代
民

俗
』（
二
〇
〇
二
）
な
ど
多
く
の
著
作
を
世
に
送
り
出
す
と
と
も
に
、
日
本
民
俗

大
辞
典
の
編
集
な
ど
で
も
リ
ー
ダ
ー
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
日
本
民
俗
学
の
大

家
で
あ
る
。
本
書
は
も
と
も
と
が
口
頭
で
聴
衆
を
前
に
し
て
の
語
り
で
あ
る
の

で
、
文
体
も
敬
体
で
統
一
さ
れ
内
容
が
分
か
り
や
す
い
。
他
方
、
二
〇
〇
〇
年
か

ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
間
に
独
立
し
て
話
さ
れ
た
内
容
の
た
め
、
章
ご
と
で
内
容

が
重
複
し
て
い
る
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。

章
立
て
は
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
部

二
一
世
紀
民
俗
学
へ

第
一
章

二
〇
世
紀
民
俗
学
の
こ
れ
か
ら
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）

第
二
章

野
の
学
問
と
し
て
の
民
俗
学
（
二
〇
一
〇
年
五
月
）

第
三
章

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
民
俗
学
の
五
〇
年
間
（
二
〇
一
二
年
五
月
）

第
四
章

民
俗
学
の
こ
れ
か
ら
│
柳
田
国
男
か
ら
宮
田
登
、
そ
し
て
今
後
は
│

（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）

第
二
部

民
俗
学
の
可
能
性

第
一
章

歴
史
の
な
か
の
民
俗
・
民
俗
の
な
か
の
歴
史
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）

第
二
章

民
俗
学
の
ム
ラ
研
究
（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
）

第
三
章

図
像
資
料
と
民
俗
学
（
二
〇
〇
八
年
六
月
）

本
書
は
二
部
構
成
で
全
七
章
か
ら
な
る
。
上
の
（

）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
講
演
を

し
た
年
で
あ
る
。

第
一
部
「
二
一
世
紀
民
俗
学
へ
」
で
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
民
俗
学
の
発
展
と

〈
書
評
〉

福
田
ア
ジ
オ
著

『
民
俗
学
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
』

（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
刊
行
、
一
七
五
頁
、ISB

N
978-4-87294-885-1

C
1039

、
一
八
五
〇
円
＋
税
）

安

田

え

り
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変
容
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
に
重
き
を
置
い
て
た
講
演
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
を
経

て
こ
れ
か
ら
の
民
俗
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
福
田
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
は
じ
め
に
」
で
、
福
田
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
あ
る
い
は
一
九
九
〇
年
代
の

一
〇
年
間
の
状
況
の
な
か
で
新
し
く
出
て
き
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
民
俗
学
な
ど
の
動

向
を
発
展
と
み
る
か
退
廃
と
み
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
点
と
す
る
こ
と
を
定
義
し

た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
の
民
俗
学
は
二
〇
世
紀
民
俗
学
か
ら
い
う
と
退
廃
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
二
一
世
紀
の
こ
の
一
〇
年
間
は
先
が
見
え
な
い
状

況
な
の
で
は
と
い
う
挑
発
的
な
主
張
を
福
田
は
行
い
本
文
に
続
い
て
い
る
。

一
九
世
紀
民
俗
学
は
、
産
業
革
命
を
迎
え
る
時
期
、
あ
る
い
は
農
村
に
お
け
る

様
々
な
動
き
を
受
け
て
消
え
つ
つ
あ
る
も
の
の
な
か
に
価
値
（
過
去
）
を
発
見
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
は
起
源
の
追
及
が
民
俗
学
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
例
と
し

て
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ル
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
主
義
や
理
論
か
ら
現
在
の

民
俗
学
と
は
違
い
、
当
時
の
民
俗
学
は
起
原
や
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
自

分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
面
が
あ
っ
た
と
福
田
は
説
明
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
民
俗
学
は
変
化
し
た
が
、
現
在
か
ら
過

去
へ
確
認
す
る
、
把
握
す
る
、
理
解
す
る
と
い
う
民
俗
学
の
基
本
的
な
出
発
点
は

変
わ
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
前
半
の
民
俗
学
は
、
柳
田
国
男
の
民
俗
学
「
野
の
学
問
」
と
い
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
民
俗
学
は
、
柳
田
が
本
居
宣
長
の
国
学
を
も
と
に
仏
心

（
仏
教
）
や
漢
心
（
儒
教
）
を
除
き
大
和
心
と
い
う
日
本
的
な
あ
り
方
、
考
え
方

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
野
の
学
問
と
は
在
野
の
民
俗
学
、

つ
ま
り
は
官
に
尽
く
さ
ず
頼
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
野
で
研
究
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
野
の
学
問
時
代
の
民
俗
学
は
在
野
や
民
間
の
人
た
ち
の
サ
ー

ク
ル
活
動
と
し
て
の
学
問
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
個
人
の
興
味
・
関
心
を
自
己
流

で
始
め
、
そ
こ
か
ら
社
会
の
役
に
立
つ
「
経
世
済
民
」
と
い
う
意
思
の
も
と
実
践

に
繋
げ
て
い
っ
た
の
が
柳
田
で
あ
る
。
実
際
に
、
柳
田
は
「
先
祖
の
話
」
な
ど
政

策
や
制
度
に
関
す
る
証
言
も
行
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
福
田
は
村
井
紀
の
指
摘
を

例
に
挙
げ
て
、
柳
田
は
国
家
の
使
命
を
担
い
、
植
民
地
支
配
の
た
め
の
方
策
研
究

を
民
俗
学
と
し
て
や
ろ
う
と
し
こ
と
も
説
明
す
る
。
日
本
的
な
あ
り
方
、
考
え
方

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
柳
田
で
あ
っ
た
が
、
柳
田
の
晩
年
に
は
、
民
俗
学
の

流
行
は
奇
談
・
珍
談
に
走
り
、
国
の
た
め
の
学
問
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い

た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
対
し
て
福
田
は
、
社
会
は
変
化
す
る
の
で
、
民
俗
学
の

研
究
テ
ー
マ
や
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張

し
、
奇
談
・
珍
談
な
ど
を
研
究
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
柳
田
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
民
俗
学
で
あ
っ
た
が
、
も

ち
ろ
ん
柳
田
に
対
す
る
批
判
と
い
う
も
の
は
村
井
の
他
に
も
存
在
し
て
い
る
。
柳

田
は
、「
民
俗
学
は
郷
土
で
そ
の
郷
土
を
研
究
す
る
も
の
で
は
無
い
、
郷
土
で
日

本
を
研
究
す
る
こ
と
」
を
主
張
し
て
い
た
。
だ
が
、
折
口
信
夫
は
「
髯
籠
の
研

究
」
の
研
究
を
通
し
て
「
地
方
に
居
て
試
み
た
民
俗
研
究
の
方
法
」
と
い
う
説
を

提
唱
し
、
柳
田
の
い
う
全
国
比
較
の
前
に
各
地
域
を
調
査
し
た
人
が
結
果
を
自
ら

整
理
し
、
テ
ー
マ
に
結
び
付
け
て
解
釈
す
べ
き
だ
と
論
じ
た
。
ま
た
、「
柳
田
国

男
先
生
は
こ
の
学
問
は
歴
史
の
学
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
れ
、

そ
れ
を
自
分
は
十
分
承
知
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
民
俗
学
は
広
義
の
人
類
学

の
な
か
に
入
っ
て
発
展
し
な
け
れ
ば
将
来
は
な
い
」
と
民
俗
学
は
単
な
る
歴
史
学

で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
が
石
田
英
一
郎
で
あ
る
。
桜
井
徳
太
郎
も
石
田
の
意
見

に
賛
同
し
、
民
俗
学
は
、
日
本
人
の
民
俗
性
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
柳
田
の
研
究
方
法
に
対
し
て
も
一
九
七
〇
年
代
に
批
判
が
出
て
く
る
。

柳
田
は
「
重
出
立
証
法
」
を
用
い
て
お
り
、
各
地
か
ら
入
手
し
た
民
俗
事
象
を
比
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較
し
て
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
中
央
で
あ
る
上
方
か
ら

離
れ
る
ほ
ど
古
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
「
周
圏
論
」
が
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
。
本

文
中
に
は
、「
私
も
重
出
立
証
法
批
判
、
周
圏
論
批
判
の
文
章
を
い
く
つ
か
書
い

て
、
流
布
さ
せ
て
し
ま
っ
た
人
間
で
す
が
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
（p.97

）。
そ

し
て
、
民
俗
学
の
中
心
で
あ
っ
た
漁
村
や
農
村
の
「
村
の
解
体
」
が
起
こ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
調
査
を
し
て
も
新
し
い
報
告
が
出
来
な
い
と
い
う
問
題
点
が
発
生
し

た
。二

〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
民
俗
学
が
誕
生
し
て
く
る
。
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
民
俗
学
は
一
九
五
八
年
に
東
京
教
育
大
学
で
開
始
さ
れ
、
ま
た
同
年
に
成

城
大
学
で
も
文
化
史
コ
ー
ス
と
し
て
民
俗
学
の
専
門
教
育
が
始
ま
る
。
そ
の
結

果
、
民
俗
学
の
拠
点
が
東
京
教
育
大
学
・
成
城
大
学
な
ど
大
学
に
な
っ
て
い
く
。

学
問
と
し
て
の
民
俗
学
で
は
、
全
国
か
ら
事
例
を
集
め
比
較
す
る
と
い
う
比
較
研

究
の
絶
対
化
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
柳
田
を
意
識
し
て

の
論
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
批
判
精
神
の
喪
失
が
起
き
て
い
く
。
ま

た
、
博
物
館
や
資
料
館
や
自
治
体
史
な
ど
に
よ
っ
て
行
政
と
の
関
り
を
持
つ
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
民
俗
学
の
個
性
が
消
失
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
福
田
は

主
張
す
る
。
七
〇
年
代
以
降
に
は
比
較
研
究
の
絶
対
化
と
い
う
考
え
が
消
失
、
日

本
民
俗
学
の
学
会
の
民
主
化
が
始
ま
っ
た
。

二
〇
世
紀
民
俗
学
（
後
半
）
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
民
俗
学
な
ど
の
影
響
に
よ
り

「
退
廃
」
の
一
途
を
辿
っ
て
い
っ
た
と
福
田
は
説
明
し
て
い
る
。「
退
廃
」
の
主
な

例
と
し
て
は
、
分
析
な
し
の
現
象
記
述
、
あ
る
い
は
把
握
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
新
し
い
事
象
を
取
り
上
げ
れ
ば
研
究
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
強

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
文
学
と
史
学
科
か
ら
民
俗
学
を
学
び
だ
し
た
人
々

の
「
歴
史
」
認
識
の
統
一
を
行
わ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
原
因
と
し

て
、
こ
の
時
代
に
は
、「
歴
史
よ
、
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
歴
史
主
義
へ
の
反
発

が
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
福
田
は
、
経
験
を
超
え
た

長
い
時
間
の
歴
史
的
展
開
の
結
果
が
あ
る
か
ら
こ
そ
今
の
暮
ら
し
が
あ
る
。
歴
史

と
い
う
点
を
消
し
て
し
ま
え
ば
、
民
俗
と
い
う
言
葉
を
使
う
資
格
が
な
い
。
こ
の

ま
ま
で
は
新
た
な
民
俗
学
は
生
ま
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
一
方
で
は
良
い

変
化
も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
城
下
町
や
宿
場
を
研
究
対
象
と
し
た
地
域
民

俗
学
・
都
市
民
俗
学
と
い
っ
た
新
し
い
分
野
が
台
頭
し
て
き
た
。
地
域
民
俗
学

は
、
研
究
対
象
の
要
素
の
み
を
取
り
出
し
て
比
較
し
て
い
た
「
重
出
立
証
法
」
の

方
法
で
は
書
か
れ
た
歴
史
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
と
し
、
地
域
の
民
俗
誌
を
見

て
い
く
と
い
う
方
向
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
都
市
民
俗
学
（
城
下
町
や
宿
場
）

は
宮
田
登
が
提
唱
す
る
。
宮
田
登
の
影
響
を
受
け
た
大
月
隆
寛
は
ア
メ
リ
カ
の
民

俗
学
（
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
、
口
頭
伝
承
、
語
り
を
重
視
す
る
も
の
）
を
学
び
、
現
代

の
都
市
の
独
自
の
噂
話
や
世
間
話
と
い
っ
た
民
俗
学
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。
こ

れ
が
現
在
の
現
代
民
俗
学
の
一
部
と
な
っ
て
い
く
。
他
に
も
、
日
本
の
特
色
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
中
国
や
韓
国
な
ど
海
外
と
比
較
す
る
比
較
民
俗
学
が
誕
生
す

る
。
だ
が
こ
れ
は
自
民
族
中
心
・
自
己
中
心
的
な
学
問
で
あ
る
と
福
田
は
批
判
を

行
っ
て
い
る
。
環
境
民
俗
学
は
野
本
寛
一
が
取
り
上
げ
、
人
間
が
い
か
に
自
然
を

認
識
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
認
識
を
ど
う
い
う
形
で
編
成
し
、
秩
序
を
作
っ
て
き

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
取
り
上
げ
研
究
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
、
二
〇
世

紀
後
半
に
は
柳
田
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
、
領
域
的
に
新
し
い
民
俗
事
象
の
開
拓

や
女
・
子
ど
も
・
老
人
や
差
別
な
ど
調
査
対
象
の
拡
大
を
行
っ
た
の
だ
。

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
を
振
り
返
っ
た
結
果
、
福
田
の
考
え
る
こ
れ
か
ら
の
二
一

世
紀
の
民
俗
学
の
あ
り
方
と
は
、
歴
史
認
識
を
重
要
視
す
る
こ
と
、
集
団
か
ら
個

へ
の
認
識
を
転
換
す
る
こ
と
、
一
国
民
俗
学
と
い
う
ア
イ
ヌ
や
在
日
の
人
は
除
か
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れ
て
い
る
考
え
を
改
め
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
柳
田
国
男
以
降
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
批
判
的
精
神
を
取
り
戻
す
こ
と
や
、
民
俗
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
メ
ソ

ロ
ジ
ー
（
研
究
方
法
・
手
続
き
・
調
査
法
な
ど
）
に
大
き
く
傾
き
セ
オ
リ
ー
（
民

俗
学
の
認
識
論
・
歴
史
認
識
）
へ
の
関
心
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
改
善
す
る
こ
と
、

「
志
」
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
福
田
は
語
る
。
現
在
、
民
俗
学
者
に
は
自

分
の
目
的
を
表
明
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。「
志
」
を
持
つ
こ
と
で
再
び
野

の
学
問
へ
と
帰
依
し
、
自
ら
問
を
出
し
て
答
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の

民
俗
学
に
必
要
で
あ
る
と
福
田
は
語
る
。

第
二
部
「
民
俗
学
の
可
能
性
」
で
は
、
他
分
野
と
の
民
俗
学
と
の
関
り
に
つ
い

て
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
第
一
部
の
内
容
も
関
わ
っ
て
く
る
が
、
第
一
部

で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
民
俗
学
の
定
義
や
思
想
な
ど
に
つ
い
て
福
田
の
意
見
が
書

か
れ
て
い
る
。

第
一
章
「
歴
史
の
な
か
の
民
俗
・
民
俗
の
な
か
の
歴
史
」
の
導
入
で
は
、
福
田

（
ふ
く
た
）
と
い
う
の
は
関
西
地
方
の
代
々
名
乗
っ
て
き
た
小
文
字
の
歴
史
の
よ

う
に
福
田
自
身
の
名
前
を
例
に
挙
げ
歴
史
の
話
に
繋
げ
て
い
く
。
歴
史
に
は
狭
義

と
広
義
の
歴
史
の
二
種
類
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
。
狭
義
の
歴
史
と
は
大
学
の

史
学
科
で
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
歴
史
学
、
中
学
高
校
の
歴
史
の
教
科
書
に
書
か
れ

て
い
る
よ
う
な
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
字
資
料
に
依
存
し
、
政
治

・
経
済
を
中
心
と
し
て
そ
の
時
代
を
把
握
し
歴
史
を
組
み
立
て
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
一
方
、
広
義
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
民
俗
学
や
考
古
学
を
含
め
、
様
々

な
学
問
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
・
経
済
だ
け
で
な
い
人
間
の
総
体
を
描

く
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
目
指
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
事
で

あ
る
と
福
田
は
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
で
独
自
の
方
法
や
資

料
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
、
簡
単
に
統
一
、
統
合
と
い
う
形
で
広
義
の
歴
史
が
描

け
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
と
説
明
を
す
る
。
そ
こ
で
、
広
義
の
歴
史
を
目
指
す
に

は
、
そ
れ
ら
を
総
合
、
統
一
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
交
錯
さ
せ
、
お
互
い
に

議
論
し
成
果
を
出
し
合
い
、
共
通
の
像
を
描
く
か
た
ち
に
努
力
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
福
田
は
語
っ
て
い
る
。

次
に
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
民
俗
の
違
い
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
い
、
社
会
史

の
登
場
に
つ
な
げ
る
。
社
会
学
が
登
場
し
た
当
初
、
日
本
で
は
社
会
学
と
い
う
言

葉
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
歴
史
学
は
天
下
国
家
を
論
じ
る

こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
天
下
国
家
を
把
握
し
、
変
革
を

明
ら
か
に
す
る
歴
史
研
究
、
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
歴
史
の
こ
と
を
大
文
字
の

歴
史
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
歴
史
に
名
が
残
っ
た
人
物
達
の
歴
史
の
こ

と
で
る
。
一
方
、
柳
田
の
学
問
で
あ
る
民
俗
学
は
、
常
民
で
あ
る
人
々
の
あ
り
ふ

れ
た
日
常
を
明
ら
か
に
す
る
、
小
文
字
の
歴
史
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
社
会
史
と

民
俗
学
の
違
い
と
し
て
は
、
社
会
史
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
学
の
中
の
一
部
で
あ
っ

て
、
過
去
を
特
定
の
時
間
軸
、
絶
対
的
な
年
代
に
刻
印
さ
れ
た
資
料
で
研
究
す
る

こ
と
で
あ
る
。
柳
田
は
資
料
に
頼
る
の
で
は
な
く
非
文
字
の
素
材
を
扱
っ
た
一
九

三
〇
年
代
に
そ
れ
を
克
服
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
民
俗
学
の
事
物
の
捉
え
方
の

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
歴
史
の
中
の
民
俗
と
い
う
こ
と
で
、
一
六

〇
〇
年
初
め
頃
の
滋
賀
県
甲
賀
市
宇
治
河
原
村
で
一
五
人
衆
が
協
議
決
定
し
た
こ

と
を
神
に
誓
う
資
料
と
宇
治
河
原
村
が
隣
の
村
と
争
っ
て
い
る
資
料
を
用
い
て
、

民
俗
を
理
解
し
な
い
と
行
儀
の
歴
史
の
理
解
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。
二

つ
目
の
民
俗
学
の
中
の
歴
史
で
は
、
民
俗
学
の
な
か
に
狭
義
の
歴
史
が
示
さ
れ
る

こ
と
を
滋
賀
県
野
洲
市
の
北
桜
と
南
桜
と
い
う
隣
り
合
っ
て
い
る
二
つ
の
ム
ラ
に

通
婚
が
な
い
事
例
を
挙
げ
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
章
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
豊
か
な
歴
史
へ
と
い
う
こ
と
で
過
去
は
確
定
し
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て
い
る
が
、
過
去
時
代
が
歴
史
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
ど
う
や
っ

て
そ
の
過
去
を
認
識
し
組
み
立
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
福
田
は

主
張
し
ま
と
め
て
い
る
。

第
二
章
「
民
俗
学
の
ム
ラ
研
究
」
は
、
考
古
学
研
究
者
の
前
で
の
講
演
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
考
古
学
と
民
俗
学
の
違
い
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
ム
ラ
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
民
俗
学

で
は
漢
字
の
村
が
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
制
約
、
危
険
性
が
あ
る
た
め
区
別
を
し
て
い

る
と
説
明
し
て
い
る
。
漢
字
の
村
と
い
う
の
は
明
治
町
村
制
に
よ
っ
て
大
量
に
作

ら
れ
た
制
度
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
戦
後
の
地
方
自
治
体
と
し
て
の
村
の
こ
と
を

示
す
。
一
方
、
ム
ラ
は
村
落
と
い
う
通
文
化
的
な
用
語
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
集

落
で
は
、
集
落
単
位
で
他
集
落
と
共
同
慣
行
（
行
事
・
儀
礼
）
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
個
別
の
集
落
を
基
礎
に
し
て
共
同
性
が
み
ら
れ
る
地

域
、
こ
れ
を
し
ば
し
ば
ム
ラ
と
呼
ぶ
の
だ
。
ま
た
、
民
俗
学
で
ム
ラ
を
捉
え
る
場

合
、
基
本
的
に
そ
れ
は
社
会
で
あ
る
。
ム
ラ
と
い
う
の
は
人
々
が
共
同
あ
る
い
は

連
帯
し
て
い
る
と
い
う
社
会
と
し
て
の
ム
ラ
で
あ
る
。
日
本
の
民
俗
学
の
特
色
は

史
料
や
語
り
は
あ
く
ま
で
も
脇
役
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
実
際
に
行
わ
れ
て
い

る
行
為
で
あ
る
と
い
う
と
す
る
。
第
二
の
特
色
と
し
て
、
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
考
古
学
や
歴
史
学
の
方
は

「
何
時
代
の
こ
と
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
る
が
、「
時
代
は
現
代
と
し
か
把
握
で
き

ま
せ
ん
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
福
田
は
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
民
俗

学
の
持
っ
て
い
る
限
界
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
と
言
っ
て
も
過
去
の
時
代
を
特
定
し

て
持
つ
こ
と
は
基
本
的
に
な
く
、
累
積
さ
れ
た
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
多
く
の
民
俗
者
の
中
に
は
民
俗
学
は
日
本
固
有
文
化
の
明
ら
か
に
す

る
こ
と
や
、
固
有
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
説
明
す
る
人
が
い

る
。
そ
の
よ
う
な
固
有
論
の
人
た
ち
は
、
本
来
は
昔
に
純
粋
な
整
っ
た
姿
の
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
が
時
代
を
経
て
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。

固
有
の
も
の
を
復
元
す
べ
き
だ
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
田
は

そ
の
意
見
と
は
逆
で
、
形
成
過
程
を
経
て
累
積
し
て
い
る
の
が
現
在
の
民
俗
事
象

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

次
に
、
民
俗
学
の
ム
ラ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
民
俗
学
は
い
ろ

い
ろ
な
行
事
や
儀
礼
を
通
じ
て
ム
ラ
の
歴
史
的
世
界
を
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
、

村
そ
の
も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か
や
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
一
九
五
八
年

に
桜
田
勝
徳
が
「
村
と
は
何
か
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
以
降
ム
ラ
の
捉
え
方
、

組
織
、
制
度
、
家
々
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
が
登
場
し
て
く
る
。
一
九
六

〇
年
代
か
ら
ム
ラ
研
究
が
本
格
化
し
た
が
、
す
で
に
経
済
の
高
度
成
長
を
受
け
て

ム
ラ
の
解
体
・
変
質
・
変
貌
と
大
き
く
変
わ
る
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ム

ラ
研
究
で
は
ム
ラ
の
実
態
で
は
な
く
ム
ラ
と
い
う
観
念
あ
る
い
は
意
識
と
し
て
捉

え
る
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
く
の
だ
。
制
度
か
ら
観
念
へ
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
初

め
に
ム
ラ
の
村
境
や
領
土
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
一
九
七

〇
年
代
以
降
に
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
で
、
村
境
に
よ
っ
て
内
と
外
を
分
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
与
え
た
の
か
、
ま
た
領
域
は
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
福
田
が
定
義
し
た
ム
ラ
世
界

を
、
同
心
円
を
用
い
て
ム
ラ
・
ノ
ラ
・
ヤ
マ
と
示
し
た
図
が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
家
の
研
究
の
一
部
で
あ
る
先
祖
祭
祀
に
つ
い
て
位
牌
分
け
の
例
を

用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
民
俗
学
的
ム
ラ
研
究
の
具
体
例
と
し
て
、
静
岡
県
小
笠

郡
小
笠
町
（
現
菊
川
市
）
の
棚
草
の
水
利
と
氏
神
の
関
係
に
つ
い
て
、
静
岡
県
下

田
市
に
存
在
す
る
加
増
野
と
い
う
か
つ
て
は
二
つ
の
氏
子
に
分
か
れ
て
い
た
ム
ラ

が
統
合
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
寺
の
行
事
に
つ
い
て
の
事
例
に
つ
い
て
書
か
れ
て

― ５ ―



い
る
。

第
三
章
「
図
像
資
料
と
民
俗
学
」
で
は
民
俗
学
の
図
像
資
料
の
利
用
価
値
に
つ

い
て
具
体
的
な
例
を
用
い
て
語
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
現
代
の
よ
う
な
デ
ジ
タ

ル
社
会
で
調
査
を
行
う
と
き
に
人
間
が
描
く
図
像
が
少
な
く
な
り
、
機
械
的
な
装

置
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
画
像
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
が
民
俗
学
の
退
化
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
と
語
っ
て
い
る
。
図
像
を
描
く
こ
と
は
観
察
に
つ
な
が
る
行

為
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
語
り
と

行
為
の
民
俗
学
に
つ
い
て
第
一
部
に
も
挙
げ
た
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
民
俗
学
に
つ

い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
聞
き
書
き
と
い
う
調
査
方
法
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
で
は
伝
説
や
民
謡
を
中
心
に
置
く
が
日
本
で
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
制
度
や

組
織
、
行
為
を
中
心
に
記
す
と
い
う
違
い
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
俗
学

は
聞
き
書
き
と
い
う
方
法
を
民
俗
調
査
の
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
気
ま
ぐ
れ
と
い
う
間
違
い
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し

て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
柳
田
が
民
俗
資
料
の
三
分
類
行
為
を

い
う
中
で
第
一
番
目
に
行
事
や
儀
礼
を
含
め
た
有
形
文
化
を
観
察
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
過
去
へ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て
歴
史
離
れ
の

問
題
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
過
去
の
記
録
で
あ
る
日
記
や
随
筆
と
い
っ
た
文
章

類
は
研
究
の
材
料
と
な
っ
て
き
た
が
、
図
像
は
意
外
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

語
り
、
次
の
節
に
は
絵
引
の
誕
生
と
図
像
資
料
の
活
用
方
法
や
名
所
図
会
や
素
人

絵
に
つ
い
て
具
体
的
な
例
を
挙
げ
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
か
説
明

し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
聞
き
書
き
と
観
察
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
を
認
識
す

る
の
で
は
な
く
、
膨
大
な
量
の
あ
る
図
像
と
い
う
資
料
を
用
い
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
俗
学
が
図
像
に
注
目
す
れ
ば
、
今
ま
で
捉
え
た
豊

か
さ
を
さ
ら
に
増
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
福
田
は
民
俗
学
と
歴
史
の
関
係
の
重
要
性
を
説

く
が
、
地
理
学
で
も
、
地
域
に
お
け
る
人
間
の
営
み
の
総
体
の
変
遷
を
描
く
に
つ

い
て
研
究
を
行
っ
た
歴
史
地
理
学
の
研
究
者
が
い
る
。
谷
岡
武
雄
（
一
九
六
五：

七
一
）
は
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
は
地
表
上
で
発
展
さ
れ
、
ま
た
地
理
的
事
象
は
全
て

歴
史
性
を
帯
び
て
い
る
」
と
し
た
。
ま
た
、
菊
地
利
夫
（
一
九
八
七：

二
）
は

「
地
理
学
史
に
お
い
て
一
貫
し
て
き
た
本
質
は
、
人
間
集
団
が
生
活
す
る
た
め
に

い
か
に
空
間
を
組
織
し
て
い
る
か
と
い
う
事
象
で
あ
る
。
過
去
の
地
理
と
は
過
去

に
お
い
て
人
間
集
団
が
い
く
た
び
も
空
間
的
組
織
を
つ
く
り
変
え
て
き
た
事
実
で

あ
る
。
歴
史
地
理
学
の
対
象
と
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
空
間
で
あ
る
」
と
し

た
。
こ
れ
ら
の
前
に
、
藤
岡
謙
二
郎
は
戦
後
い
ち
は
や
く
『
地
理
と
古
代
文
明
』

（
一
九
四
六
）
を
刊
行
し
て
、「
自
然
的
地
域
基
礎
を
無
視
し
て
は
地
理
学
固
有
の

固
有
領
域
は
保
全
さ
れ
な
い
」
と
地
理
学
の
環
境
と
の
関
わ
り
の
重
要
性
を
説
い

た
。
さ
ら
に
一
九
五
五
年
に
は
『
先
史
地
域
及
び
都
市
域
の
研
究
│
地
理
学
に
お

け
る
地
域
変
遷
史
的
研
究
の
立
場
│
』
を
著
し
た
。
こ
の
書
に
対
し
て
千
田
稔
は

「
本
書
は
、
先
史
地
理
学
と
近
現
代
の
都
市
地
理
学
と
を
一
冊
に
ま
と
め
上
げ
、

方
法
論
的
意
識
と
し
て
は
、
景
観
変
遷
史
が
歴
史
地
理
学
の
純
正
な
方
法
で
な
い

と
い
う
点
を
と
ら
え
て
、
む
し
ろ
時
代
を
追
っ
て
時
の
断
面
を
復
元
し
、
そ
の
変

遷
を
見
る
こ
と
の
立
場
こ
そ
意
味
あ
る
と
主
張
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
野

間：

二
〇
一
三：

一
二
九
）。
そ
の
後
、
藤
岡
は
様
々
な
調
査
の
中
で
環
境
と
の

相
互
関
係
を
重
視
し
な
が
ら
「
歴
史
を
刻
ん
だ
土
地
」
と
い
う
ミ
ク
ロ
か
ら
マ
ク

ロ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
現
象
を
捉
え
、
そ
の
断
続
的
な
動
き
や
持
続
す
る
変

化
に
注
目
し
た
の
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
藤
岡
の
理
念
は
福
田
の
民
俗
学
に
対

す
る
考
え
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

― ６ ―
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