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― 1 ― 日本民俗学と國學院大學

日
本
民
俗
学
と
國
學
院
大
學

　
　
―
歴
史
と
伝
統
に
学
び
未
来
へ
と
つ
な
ぐ
―

新
谷
尚
紀

　
　
　

は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
は
、
日
本
民
俗
学
と
い
う
学
問
と
深
く
か
つ
重
要
な
関
係

が
あ
る
大
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
事
実
か
ら
で
あ
る
。
第
一
は
、
民

俗
学
と
い
う
講
座
を
公
式
に
初
め
て
設
置
し
た
大
学
だ
か
ら
で
あ
る
。
折

口
信
夫
の
尽
力
で
、
大
学
部
国
文
学
科
に
必
修
科
目
と
し
て
民
俗
学
の
講

座
が
開
講
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
民
俗
学
と
い
う
の
は
、
東
京
帝
国
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
大

学
で
は
決
し
て
そ
の
講
座
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
学
問
で
あ
っ
た
の

に
、
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
民
俗
学
と
は
、
近
代
西
欧
科
学
の
中
に

は
存
在
し
な
い
学
問
で
あ
り
、
柳
田
國
男
が
西
欧
発
信
の
社
会
人
類
学
や

社
会
学
や
日
本
近
世
の
国
学
に
学
び
な
が
ら
、
独
自
の
構
想
を
築
き
磨
く

こ
と
に
よ
っ
て
創
生
し
た
日
本
創
生
の
学
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
代
西
欧

科
学
を
体
系
的
に
輸
入
し
普
及
し
そ
の
国
際
的
な
学
問
世
界
へ
と
参
画
し

て
い
こ
う
と
し
た
帝
国
大
学
が
設
置
す
る
は
ず
の
な
い
講
座
で
あ
り
学
問

で
あ
っ
た
。そ
れ
を
、正
式
に
設
置
し
た
の
が
國
學
院
大
學
な
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
大
学
院
に
博
士
（
民
俗
学
）
と
い
う
学
位
を
授
与
す
る
講
座
を

設
置
し
た
唯
一
の
大
学
だ
か
ら
で
あ
る
。
博
士
と
い
う
学
位
は
、
国
際
的

に
はPH

.D
と
し
て
認
定
さ
れ
る
学
術
的
な
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
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西
欧
中
心
の
学
術
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
中
で
はfolklore

と
い
う
学
問
は

存
在
し
な
い
。
で
は
、
國
學
院
大
学
大
学
院
が
設
置
し
て
い
る
博
士
・

PH
.D

の
授
与
の
対
象
で
あ
る
民
俗
学
と
は
何
か
、
そ
れ
は
文
化
人
類
学

anthropology
や
社
会
学sociology

や
歴
史
学history

と
は
ど
こ
が
ち

が
う
の
か
、
そ
の
学
問
と
し
て
の
独
自
性
や
独
創
性
を
明
確
に
示
す
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
が
國
學
院
大
學
な
の
で
あ
る
。
國
學
院
大

學
が
そ
の
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
大
学
院
と
し
て
出
発
し

た
の
は
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
学
問
の
歴

史
の
中
で
、
日
本
民
俗
学
の
学
術
的
な
意
義
を
説
明
す
る
責
任
は
國
學
院

大
学
に
と
っ
て
重
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
以
下
に
論
じ
る
よ
う
に
、
博
士

号
と
し
て
の
民
俗
学
は
よ
り
正
確
に
は
、
日
本
語
で
は
民
俗
伝
承
学
と
、

英
語
表
記
で
はCultural T

raditionogy

と
名
乗
る
べ
き
学
問
な
の
で
あ

る
。

　
　
　

一
、
日
本
民
俗
学
と
は
何
か

㈠　

柳
田
國
男
に
よ
る
創
始
と
折
口
信
夫
の
理
解
協
力

（
一
）
日
本
民
俗
学
は
伝
承
分
析
学

　

日
本
民
俗
学
と
は
何
か
、少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。と
い
う
の
も
、

日
本
の
学
術
世
界
に
お
い
て
、
ま
た
一
般
社
会
に
お
い
て
も
民
俗
学
と
い

う
学
問
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
柳
田
國
男
が
折
口
信
夫
の
理
解
と

協
力
を
得
な
が
ら
創
生
し
た
日
本
の
民
俗
学
が
十
分
に
は
理
解
さ
れ
ず

に
、
そ
の
基
本
的
な
視
点
と
方
法
で
あ
っ
た
方
言
周
圏
論
や
重
出
立
証
法

な
ど
と
い
わ
れ
る
比
較
研
究
法
が
、
戦
後
の
大
学
教
育
の
中
で
誤
解
の
中

に
全
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
柳
田
國
男

や
折
口
信
夫
の
著
作
を
よ
く
読
ま
ず
理
解
せ
ず
に
、
誤
読
の
中
で
柳
田
の

方
法
論
を
否
定
し
、
そ
の
一
方
で
柳
田
を
引
用
し
つ
つ
民
俗
学
を
説
明
す

る
、
そ
の
よ
う
な
奇
妙
な
現
状
が
い
ま
も
あ
る
。
そ
の
伝
言
ゲ
ー
ム
的
な

ま
ち
が
っ
た
言
説
が
、
原
典
を
確
認
し
な
い
ま
ま
流
通
し
て
い
る
。
そ
れ

は
民
俗
学
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
不
幸
な
こ
と
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
い

ま
私
た
ち
の
世
代
で
明
確
に
そ
れ
を
正
し
て
お
き
、
若
い
世
代
の
研
究
者

の
人
た
ち
に
ぜ
ひ
こ
の
学
問
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
ぎ
発
展
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

第
二
に
、
民
俗
学
を
安
易
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
アfolklore

と
名
乗
り
ま
た

そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
い
う
傾
向
が
、
民
俗
学
関
係
者
に
も
隣
接
分
野

の
研
究
者
に
も
、
ま
た
一
般
社
会
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ロ

アfolklore

と
い
う
英
語
が
民
俗
学
と
訳
さ
れ
て
こ
れ
ま
で
流
通
し
て
き

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
アfolklore

と
い

う
学
術
分
野
は
、
す
で
に
西
欧
中
心
の
学
術
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
中
で
は
国
際
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的
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
分
野
のPH

.D

も
存
在
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
視
点
と
方
法
論
の
両
者
と
も
に
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
アfolklore

に
は
、
口
承
文
芸
や
民
間
説
話
と
い
う
意
味
以
外
に
は
そ
の
学
術
的
な
独

創
性
、
独
自
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
口
承
文
芸
や
民
間

説
話
の
研
究
は
学
術
的
に
は
文
学literature

の
研
究
分
野
で
あ
る
。
そ

の
文
学literature

や
社
会
学sociology

や
文
化
人
類
学cultural 

anthropology

と
い
う
学
問
分
野
は
も
ち
ろ
ん
国
際
的
に
存
在
す
る
。
日

本
の
民
俗
学
は
そ
れ
ら
に
隣
接
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
と
は
明
確
に
異
な

る
学
問
で
あ
る
。
国
際
的
に
口
承
文
芸
や
民
間
説
話
な
ど
に
限
ら
れ
る
意

味
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
アfolklore

と
名
乗
る
べ
き
で
は
な
い
。
日
本
の
民
俗

学
は
、
経
済
伝
承
や
社
会
伝
承
、
信
仰
や
儀
礼
の
伝
承
、
言
語
や
芸
能
の

伝
承
な
ど
、
広
く
生
活
文
化
伝
承
を
対
象
と
す
る
独
創
的
な
学
問
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
日
本
の
民
俗
学
を
日
本
民
俗
学
と
表
記
し
て
お
く

所
以
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
柳
田
を
否
定
し
た
世
代
が
大
学
の
民

俗
学
の
教
育
の
場
に
立
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
指
導
と
影
響
の
も
と

で
、
民
俗
学
が
伝
承
分
析
の
学
問
で
あ
る
と
い
う
基
本
を
理
解
で
き
て
い

な
い
世
代
が
育
ち
、
そ
の
新
た
な
世
代
が
民
俗
学
を
名
乗
り
な
が
ら
活
動

す
る
と
い
う
現
状
が
起
き
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
研
究
活
動
の

特
徴
は
文
化
人
類
学
や
社
会
学
の
模
倣
と
追
随
、
そ
し
て
亜
流
と
い
う
よ

う
な
懸
念
さ
れ
る
傾
向
性
の
中
に
あ
る
。
伝
承
分
析
学
と
し
て
の
日
本
民

俗
学
の
基
本
か
ら
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
国
際
的
か
つ
学
際
的
な
研
究
活
動

が
必
要
で
あ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合

も
自
ら
の
学
問
の
独
自
性
や
独
創
性
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
の
学
際
協
業
こ

そ
が
重
要
不
可
欠
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
が
す
す
め
る
国
際
的
か
つ
学
際

的
協
業
と
い
う
の
は
模
倣
と
追
随
で
は
な
い
。

図１　柳田國男の民俗の三部分類（三層分類）

図２　民俗学の研究分野
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第
一
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
第
二

の
点
に
つ
い
て
、
以
下
若
干
の
説
明
を
行
な
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

柳
田
國
男
が
折
口
信
夫
の
理
解
と
協
力
を
得
て
創
生
し
た
の
が
日
本
の
民

俗
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
ド
イ
ツ
の
フ
ォ
ル

ク
ス
ク
ン
デ
の
翻
訳
学
問
な
ど
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
文
化
人
類
学
の
一

分
野
で
も
な
い（

1
（

。
そ
れ
は
日
本
民
俗
学
の
創
生
史
を
追
跡
し
て
み
れ
ば
明

ら
か
で
あ
る（

2
（

。
文
化
人
類
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
西
洋
哲
学
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
柳
田
の
創
始
し
た
日
本
民
俗
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
は
文
献
史
学

で
あ
る
。
そ
れ
は
東
京
帝
国
大
学
を
窓
口
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
近
代
西
欧

科
学
の
中
に
は
存
在
し
な
い
日
本
創
生
の
学
問
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
官
の

学
問
」
で
は
な
く
「
野
の
学
問
」
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
近
代
科
学
の
中
で
は
理
解
さ
れ
に
く
く
誤
解
に
満
ち
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る（

3
（

。
し
か
し
、
文
献
記
録
か
ら
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
膨

大
な
歴
史
事
実
が
存
在
す
る
、
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
民
俗
伝
承
を
有
力

な
歴
史
情
報
と
し
て
調
査
蒐
集
し
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
柳
田
の

主
張
は
独
創
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
柳
田
は
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
や
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
学
に
学
び
な
が
ら
そ
れ
と
と
も
に
日
本
近
世
の
本
居
宣
長

た
ち
の
学
問
を
も
参
考
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
オ
ン
・
ポ

ピ
ュ
レ
ー
ルtradition populaire

を
民
間
伝
承
と
翻
訳
し
て
、
自
ら
の

学
問
を
「
民
間
伝
承
の
学
」
と
称
し
た
。
折
口
信
夫
は
そ
れ
を
よ
く
理
解

し
民
間
伝
承
学
と
呼
ん
で
い
る（

4
（

。
そ
れ
を
継
承
す
る
私
た
ち
の
研
究
姿
勢

を
い
ま
あ
ら
た
め
て
名
乗
る
な
ら
、tradition populaire

か
ら
一
歩
進

ん
で
、traditionologie culuturelle

伝
承
文
化
分
析
学
、
英
語
で
は 

cultural traditionology

と
名
乗
る
べ
き
学
問
で
あ
る
。
よ
り
簡
潔
に

学
際
的
か
つ
国
際
的
に
名
乗
る
な
ら
ば
、traditionology 

ト
ラ
デ
ィ

シ
ョ
ノ
ロ
ジ
ー 

伝
承
分
析
学
と
い
う
名
の
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

tradition 

伝
承
文
化
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の

traditionologie

も
英
語
のtraditionology

も
か
つ
て
一
度
使
わ
れ
よ
う

と
し
た
語
で
は
あ
っ
た
が
、
西
欧
近
代
科
学
の
中
で
は
学
問
と
し
て
創
生

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

（
（

。
そ
れ
を
学
問
と
し
て
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
の

が
柳
田
で
あ
り
折
口
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
民
俗
学
が
そ
の
対
象
と
す
る
、
伝
承
と
はtradition

で
あ
り
過
去

か
ら
現
在
へ
の
運
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
伝
承
の
研
究
は
過
去
を
対
象
と
し

つ
つ
現
在
を
も
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
間
の
長
い
歴
史
の
過
程

を
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
対
象
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
民
俗
学
（
民
俗

伝
承
学
・
伝
承
分
析
学traditionology

）
の
特
徴
は
、
文
献
記
録
を
中

心
と
す
る
歴
史
学
の
成
果
は
も
と
よ
り
考
古
学
の
成
果
に
も
学
び
つ
つ
そ

れ
ら
の
研
究
現
場
に
も
学
際
的
に
参
加
し
な
が
ら
、
自
ら
の
研
究
対
象
分

野
と
し
て
の
民
俗
伝
承
を
中
心
と
し
て
、
伝
承
的
な
歴
史
事
象
を
通
史
的

に
総
合
的
に
研
究
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
点
に
あ
る（

（
（

。
そ
の
伝
承
分
析
学
・
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民
俗
伝
承
学
（
日
本
民
俗
学
）
は
必
然
的
に
「
変
遷
論
」
と
「
伝
承
論
」

と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
つ
の
が
特
徴
で
あ
る
。transition

（
変
遷
）

とtradition

（
伝
承
）
の
両
者
に
注
目
す
る
視
点
に
立
つ
の
で
あ
る（

（
（

。
そ

の
基
本
的
な
方
法
は
日
本
各
地
の
民
俗
伝
承
を
歴
史
情
報
と
し
て
読
み
解

こ
う
と
す
る
比
較
研
究
法
で
あ
る
。
変
遷
論
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
の
は
、
地
域
差
や
階
層
差
な
ど
を
含
め
た
立
体
的
な
生
活
文
化

変
遷
史
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
柳
田
は
小
児
の
命
名
力
に
注
目
し
な
が
ら

デ
ン
デ
ン
ム
シ
の
名
前
に
は
カ
タ
ツ
ム
リ
よ
り
も
前
の
呼
称
が
あ
り
そ
れ

は
ナ
メ
ク
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（
（

。
方
言
の
伝
播
の
問

題
以
外
に
も
、
結
婚
習
俗
の
変
遷（

（
（

な
ど
に
つ
い
て
の
試
論
も
提
出
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
変
遷
論
に
対
し
て
、
一
方
、
伝
承
論
の
視
点
か
ら
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
長
い
歴
史
の
変
化
の
中
に
も
伝
え
ら
れ
続
け

て
い
る
、
変
わ
り
に
く
い
し
く
み
、
伝
承
を
支
え
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

で
あ
り
そ
れ
を
表
わ
す
分
析
概
念
の
抽
出
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
レ
と

ケ
、
依
代
、
ま
れ
び
と
、
な
ど
が
柳
田
や
折
口
の
抽
出
し
た
分
析
概
念
で

あ
っ
た（

（1
（

。

（
二
）
柳
田
の
比
較
研
究
法
へ
の
折
口
の
理
解
の
深
さ　

　

柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
最
初
の
出
会
い
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）

の
『
郷
土
研
究
』
誌
上
の
三
巻
一
号
と
二
号
の
「
柱
松
考
」
と
「
髯
籠
の

話
」
と
い
う
二
つ
の
論
文
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
っ
か
り
と
手
間
を
か

け
て
数
多
く
の
関
連
資
料
を
集
め
総
合
的
に
情
報
を
整
理
し
な
が
ら
分
類

比
較
を
し
て
、
多
様
な
民
俗
伝
承
の
中
に
も
通
貫
す
る
分
析
概
念
の
発
見

を
め
ざ
す
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
多
様
な
民
俗
伝
承
の
差
異
の
中
に

生
活
変
遷
の
段
階
差
、
そ
の
跡
を
追
跡
し
よ
う
と
し
て
い
た
柳
田
に
対
し

て
、
一
方
、
多
様
な
民
俗
伝
承
の
中
に
重
要
な
共
通
点
を
鋭
敏
な
感
覚
で

見
つ
け
出
し
て
明
晰
な
分
析
概
念
を
抽
出
す
る
折
口
と
、
こ
の
二
人
の
学

問
姿
勢
の
根
本
的
な
共
通
点
と
相
違
点
と
は
す
で
に
そ
の
二
つ
の
論
文
の

中
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
た（

（（
（

。
そ
う
し
て
、
依
代
、
常
世
、
ま
れ
び
と
、
予

祝
、
も
ど
き
、
外
来
魂
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
学
の
貴
重
で
明
晰
な
分
析

概
念
を
発
見
し
て
い
っ
た
折
口
で
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
折
口
が
む
し
ろ
柳

田
の
ま
わ
り
く
ど
い
ほ
ど
の
民
俗
伝
承
の
資
料
情
報
蒐
集
と
分
類
比
較
研

究
と
い
う
視
点
と
方
法
と
を
、
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、

折
口
の
文
章
を
て
い
ね
い
に
読
め
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）
の
「
民
俗
学
学
習
の
基
礎（

（1
（

」
で
は
、「
民
俗
学
で
は
（
中

略
）
我
々
の
断
片
的
な
知
識
を
継
ぎ
合
は
せ
て
元
の
姿
を
見
る
事
が
出
来

る
の
で
あ
る
。民
俗
学
は
か
う
い
ふ
点
で
も
少
し
歴
史
と
変
わ
っ
て
い
る
」

と
い
い
、
國
學
院
大
学
の
学
生
た
ち
に
次
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
。

　
　

 「
材
料
は
多
く
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
多
く
集
め
る
と
共
に
、
そ

の
材
料
が
学
者
の
皮
肉
の
間
に
し
み
こ
ん
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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何
か
の
時
に
一
つ
の
戸
を
開
け
れ
ば
、
そ
れ
に
関
係
あ
る
事
が
連
繋

し
て
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
我
々
自
身

が
体
験
し
、
実
験
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

断
片
を
つ
な
ぎ
合
し
て
一
つ
の
形
を
得
る
の
は
、
我
々
の
実
感
・

直
感
（
実
感
・
直
感
＝
洞
察
力
：
筆
者
注
）
で
あ
る
。（
中
略
）　

我
々
の

学
問
は
も
っ
と
大
き
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
材
料
を
訪
ね
探
す

こ
と
、
採
訪
が
疎
か
に
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
が
こ
れ
は
い
か
ぬ
。
実
感

を
深
く
と
り
入
れ
て
な
い
と
、
連
繋
的
な
物
に
逢
っ
て
も
、
本
道
な

感
じ
が
浮
い
て
来
ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
駄
目
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
自
分
の
歩
い
て
採
訪
す
る
の
が
本
道
で
あ
っ
て
、
一
番
貴
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
な
い
時
に
は
本
か
ら
材
料
を
か
あ
ど
に
記
入

し
て
お
く
の
で
あ
る
が
、
書
物
に
は
、
著
者
の
観
察
の
違
ふ
も
の
が

あ
っ
た
り
、
色
々
と
欠
点
が
あ
る
か
ら
、
か
あ
ど
を
取
る
た
め
の
本

は
良
い
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）　

採
訪
と
か
あ
ど
と
、
こ

の
二
つ
は
ど
う
し
て
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
書
物
ば

か
り
の
知
識
は
危
険
で
あ
る
。
柳
田
先
生
は
こ
の
点
で
は
鬼
に
金
棒

で
あ
る
。
柳
田
先
生
の
本
を
読
ん
で
統
一
す
る
基
礎
は
、
そ
の
歩
い

て
き
た
実
感
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
若
い
間
に
出
来

る
だ
け
採
訪
し
て
歩
く
の
が
よ
い
。
科
学
的
だ
と
か
学
問
的
だ
と
か

考
え
る
よ
り
も
、之
が
一
番
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。材
料
の
少
し
づ
ゝ

の
違
ひ
が
思
は
ぬ
解
決
を
さ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
小
さ
い

こ
と
で
も
疎
か
に
せ
ず
、
採
集
し
て
、
欲
し
い
」。

　

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
「
民
俗
研
究
の
意
義（

（1
（

」
で
も
、「
我
々
の

用
ゐ
た
郷
土
研
究
は
、
歴
史
を
も
っ
て
考
へ
切
れ
な
い
も
の
を
、
各
地
に

残
存
し
て
い
る
も
の
ゝ
比
較
に
よ
っ
て
究
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と

の
べ
て
お
り
、
ま
た
、
結
婚
式
と
三
々
九
度
の
話
題
か
ら
献
盃
と
い
う
の

が
も
と
も
と
服
従
を
誓
う
し
る
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
此

れ
に
は
、
僅
か
な
が
ら
歴
史
的
文
献
も
あ
り
、
文
献
以
外
に
も
、
飛
び
飛

び
に
残
っ
て
ゐ
る
も
の
に
よ
っ
て
有
力
に
証
明
で
き
る
」と
の
べ
て
い
る
。

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
「
生
活
の
古
典
と
し
て
の
民
俗（

（1
（

」
で
も
折
口

は
、「
と
に
か
く
、
我
々
の
生
活
に
は
、
過
去
に
お
い
て
意
義
の
あ
っ
た

も
の
と
、
将
来
に
向
っ
て
意
義
の
あ
る
も
の
と
の
二
通
り
が
あ
る
の
で
、

前
者
の
固
定
し
た
も
の
が
民
俗
と
し
て
残
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
其
中

に
全
然
力
を
失
う
た
も
の
と
、
ま
だ
幾
ら
か
力
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
と
、

い
ろ
い
ろ
な
段
階
が
あ
る
訣
だ
」
と
の
べ
て
、
民
俗
の
変
遷
に
つ
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
段
階
差
が
生
活
伝
承
の
中
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。　　
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 「
更
に
、
此
れ
に
関
連
し
て
考
へ
ら
れ
る
事
は
、
偶
然
或
地
方
に
残
っ

た
事
か
ら
、
其
が
、
元
は
一
般
に
行
は
れ
た
事
で
あ
ら
う
と
、
た
っ

た
一
つ
の
事
に
普
遍
性
を
認
め
る
事
が
出
来
る
場
合
の
あ
る
事
だ
。

即
、
或
地
方
の
古
典
（
古
典
＝
民
俗
：
筆
者
注
）
と
し
て
残
っ
た
も
の
で
、

其
地
方
に
だ
け
し
か
見
ら
れ
な
い
事
で
も
、
其
に
似
た
事
が
過
去
に

も
あ
っ
て
、
此
の
二
つ
に
繋
が
り
が
あ
る
と
し
た
ら
、
其
は
曾
て
一

般
に
行
は
れ
た
事
だ
と
認
め
て
い
い
様
だ
。
勿
論
、
其
に
は
、
理
會

力
が
必
要
で
あ
る
。
理
會
力
は
出
し
過
ぎ
て
は
い
け
ず
、
観
察
は
常

に
鋭
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。一
例
を
挙
げ
る
と
、信
州
・

三
州
の
山
間
に
は
、
今
で
も
、
し
ゃ
ち
と
い
ふ
語
が
残
っ
て
ゐ
る
。

猟
師
の
鉄
砲
弾
丸
の
中
に
あ
る
も
の
で
、
最
後
の
一
つ
に
残
る
と
信

じ
ら
れ
、
其
を
射
っ
て
し
ま
ふ
と
し
ゃ
ち
を
失
ふ
事
に
な
る
の
で
、

必
、
其
一
つ
を
残
す
。
し
ゃ
ち
を
つ
な
ぐ
と
言
う
て
ゐ
る
。
此
は
、

今
で
は
鉄
砲
弾
丸
に
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
必
、
弓
矢
の
頃
か

ら
あ
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。其
頃
に
は
、弓
矢
の
ど
の
部
分
に
あ
っ

た
か
は
訣
ら
な
い
が
、と
に
か
く
、弓
矢
な
ら
古
代
へ
も
続
く
訣
で
、

其
時
代
に
ま
で
持
っ
て
行
く
と
、
此
意
義
が
訣
る
。
古
事
記
に
、
海

幸
彦
・
山
幸
彦
の
話
が
あ
る
が
、
此
は
、
幸
の
字
を
あ
て
た
為
に
訣

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉
集
に
は
既
に
得サ

物ツ

矢ヤ

が
あ
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
、
も
の
を
得
る
事
・
獲
物
を
す
る
事
に
関

係
の
あ
る
語
で
、猟
を
す
る
威
力
の
根
源
が
さ
ち
・
さ
つ
で
あ
っ
た
。

古
代
に
は
、此
威
力
を
持
っ
た
者
が
社
会
で
力
あ
る
人
だ
っ
た
の
で
、

山
の
獲
物
を
す
る
威
力
を
持
っ
た
人
が
山
幸
彦
、
海
の
獲
物
を
す
る

威
力
を
持
っ
た
人
が
海
幸
彦
で
あ
っ
た
の
だ
。
元
は
、
體
に
入
る
―

外
来
魂
の
密
著
―
と
感
じ
た
の
で
あ
る
が
、
其
が
弓
矢
に
も
著
く
と

信
じ
た
。
其
外
来
魂
が
、
さ
ち
・
さ
つ
で
、
そ
れ
の
つ
い
た
矢
が
さ

つ
や
・
さ
ち
や
で
あ
っ
た
の
だ
。
其
が
鉄
砲
に
ま
で
伝
っ
た
の
で
あ

る
。
此
様
に
、
今
で
は
理
会
の
及
ば
な
い
信
仰
と
な
っ
て
残
っ
た
し

や
ち
が
、
実
は
、
大
昔
の
海
幸
・
山
幸
に
ま
で
繋
が
っ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
た
っ
た
一
つ
の
例
で
は
あ
る
が
、
此
比
較
研
究
は
な
り
立
つ

と
思
ふ
。
民
俗
学
で
は
、
採
訪
と
研
究
と
が
一
つ
な
の
で
あ
る
。
論

理
で
つ
な
が
る
か
否
か
、
其
を
判
断
す
る
も
の
は
、
採
訪
の
際
に
得

た
実
感
（
実
感
＝
洞
察
力
：
筆
者
注
）
で
あ
る
。
即
、
単
な
る
知
識
と
し

て
受
け
入
れ
る
の
で
な
く
、
自
己
の
生
活
の
内
容
に
ま
で
す
る
の
が

実
感
で
あ
る
。
同
時
に
、
比
較
の
材
料
が
豊
富
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。其
に
は
、読
書
万
巻
が
必
要
だ
と
い
ふ
事
に
も
な
る
の
で
あ
る
」。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
折
口
が
柳
田
に
学
ぶ
比
較
研
究

法
の
有
効
性
と
そ
の
解
読
力
に
つ
い
て
驚
く
ほ
ど
よ
く
理
解
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
し
ゃ
ち
・
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さ
ち
・
さ
つ
と
い
う
語
の
深
い
意
味
世
界
に
つ
い
て
の
折
口
な
ら
で
は
の

鋭
い
洞
察
力
で
あ
る
。
猟
を
す
る
威
力
の
根
源
が
、
さ
ち
・
さ
つ
で
あ
り
、

そ
の
猟
の
威
力
と
獲
物
の
獲
得
と
が
外
来
魂
の
密
著
で
あ
り
、
そ
の
體
に

入
る
外
来
魂
が
、
さ
ち
・
さ
つ
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
ち
・

さ
つ
に
、
古
事
記
で
は
「
幸
」
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
万
葉
集

で
は
「
得サ

物ツ

矢ヤ

」
の
漢
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

大ま
す
ら
を夫

の　

得さ

物つ

矢や

手た

挿ば
さ

み　

立
ち
向
ひ　

射い

る
圓ま

と

方か
た

は　

見
る
に
清さ

や

潔け

し　
　
［
巻
1　

（1
］（

（1
（

　

　

こ
の
よ
う
な
さ
ち
・
さ
つ
の
古
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

幸さ
ち

と
は
自
然
の
恵
み
を
獲
得
す
る
威
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
体
内
化
し
て
い

く
生
命
力
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
折
口
の
こ
の
よ
う
な
視
界
か

ら
想
定
す
る
な
ら
ば
、現
代
人
の
口
に
も
し
ば
し
ば
の
ぼ
る
幸
運
で
あ
れ
、

と
か
幸
福
で
あ
れ
、
と
い
う
意
味
の
応
援
の
言
葉
、「
幸
あ
れ
」
と
い
う

言
葉
の
も
と
の
意
味
と
は
、
人
間
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
自
然
界

の
山
の
幸
や
海
の
幸
を
獲
る
霊
威
力
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
命
力
と

し
て
い
く
力
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
折
口
に
よ
る
民
俗
学
の
講
座
設
置

　

折
口
信
夫
は
國
學
院
大
學
の
臨
時
講
師
と
な
る
大
正
八
年（
一
九
一
九
）

（
三
十
三
歳
）
よ
り
も
早
く
、
す
で
に
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）（
三
十
歳
）

か
ら
学
内
に
郷
土
研
究
会
を
作
っ
て
学
生
た
ち
を
指
導
し
て
い
た
。
教
授

に
就
任
す
る
の
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）、
三
十
五
歳
の
と
き
で
あ
る
。

そ
の
折
口
の
長
年
の
努
力
に
よ
っ
て
、
大
学
部
国
文
学
科
に
必
修
科
目
と

し
て
、
民
俗
学
の
講
座
が
開
講
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）

四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
折
口
信
夫
の
「
民
間
伝
承
学
講
義（

（1
（

」
は
、
大
正

九
年
末
か
ら
翌
十
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
國
學
院
大
学
郷
土
研
究
会
で

の
特
別
講
義
を
記
録
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
民
俗
学
を
民
間

伝
承
学
と
名
乗
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
柳
田
國
男
が
創
生
し
た

民
間
伝
承
の
学
問
こ
そ
が
自
分
が
学
び
学
生
に
教
え
る
べ
き
学
問
で
あ

り
、
そ
れ
が
世
間
で
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
民
俗
学
に
通
じ
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
か

ら
翌
十
三
年
（
一
九
三
八
）
の
「
民
俗
学
へ
の
導
き（

（1
（

」
で
は
、「
民
間
伝

承
学
は
完
全
な
語
で
は
あ
る
が
、
長
す
ぎ
る
の
と
い
ろ
い
ろ
な
語
が
あ
る

と
混
乱
す
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
民
俗
学
と
い
う
名
称
を
使
い
た
い
」
と

の
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
め
ざ
す
学
問
の
理
念
と
学
術
世
界
の
現
実
と
の

間
で
の
苦
心
の
調
整
に
よ
る
名
乗
り
の
選
択
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理

念
と
現
実
の
中
で
の
苦
心
の
調
整
は
、
の
ち
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）

の
民
間
伝
承
の
会
か
ら
日
本
民
俗
学
会
へ
の
名
称
変
更
の
際
の
柳
田
と
折

口
と
の
間
の
緊
迫
し
た
説
得
の
中
に
も
み
ら
れ
る（

（1
（

。
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名
乗
り
と
内
実
の
矛
盾　
　

つ
ま
り
、
す
で
に
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
＝
民
俗
学

と
い
う
名
乗
り
が
、
明
治
期
後
半
か
ら
流
通
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
が
現

実
で
あ
っ
た
の
だ
が（

（1
（

、
柳
田
が
創
生
し
て
い
っ
た
民
俗
学
は
そ
の
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
の
翻
訳
学
問
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、

名
乗
り
と
内
実
と
の
矛
盾
、
と
い
う
問
題
が
実
は
こ
の
日
本
創
生
の
柳
田

の
日
本
民
俗
学
（
民
俗
伝
承
学
）
と
い
う
学
問
に
は
、
そ
の
創
生
の
当
初

か
ら
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
重

要
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
問
題
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
る
原
因
な
の
で

あ
る
。
そ
の
点
は
い
ま
日
本
民
俗
学
（
民
俗
伝
承
学
）
の
学
史
の
上
で
再

確
認
さ
れ
、
知
識
共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え

て
こ
れ
か
ら
は
、
柳
田
が
創
生
し
た
日
本
民
俗
学
は
民
俗
伝
承
学

traditionology

で
あ
る
と
い
う
名
乗
り
を
発
信
し
、
そ
れ
と
と
も
に
こ

の
学
問
の
独
創
性
と
い
う
内
実
を
具
体
的
な
研
究
成
果
と
し
て
発
信
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
学
問
の
存
立
の
上
で
必
要
不
可

欠
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

折
口
は
そ
う
し
て
「
民
間
伝
承
学
」
と
い
う
名
前
を
留
保
し
て
、
あ
え

て
す
で
に
当
時
の
学
問
世
界
に
流
通
し
て
い
た
「
民
俗
学
」
と
名
乗
る
こ

と
と
し
て
、
そ
の
名
前
で
國
學
院
大
学
に
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
四

月
、
国
文
学
と
国
史
学
の
必
修
科
目
と
し
て
「
民
俗
学
」
の
講
座
が
開
講

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
近
代
西
欧
科
学
の
導
入
と
そ
れ
へ
の
参
加
を
第
一

義
と
す
る
東
京
帝
国
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
日
本
の
大
学
で
は
、
そ

の
西
欧
近
代
科
学
の
中
に
存
在
し
な
い
民
俗
学
は
、
決
し
て
そ
の
講
座
が

設
置
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
講
座
を

國
學
院
大
學
は
正
式
に
設
置
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
学
問
の
歴
史
の
上

で
大
き
な
意
義
と
責
任
と
を
も
つ
こ
と
と
な
る
事
実
で
あ
っ
た
。

㈡　

戦
後
世
代
の
継
承
と
誤
解
と
否
定

（
一
）
柳
田
無
理
解
の
中
の
戦
後
民
俗
学　
　

　

柳
田
國
男
の
提
唱
し
た
日
本
民
俗
学
の
視
点
と
方
法
は
、
折
口
信
夫
を

除
い
て
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
柳
田
の
民
俗
学
を
学
ん
だ
研
究
者
の
す
べ
て
が
西
欧
発
信
の
近

代
科
学
の
思
考
方
法
と
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
動
的

に
獲
得
し
た
人
物
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
科
学
の

思
考
枠
組
み
の
中
で
し
か
、
柳
田
の
民
俗
学
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ

た
、
い
や
で
き
な
か
っ
た
人
物
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
柳
田
の
民

俗
学
が
日
本
創
生
の
学
問
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
独
創
性
へ
の
理
解
は
十
分

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
柳
田
の
強
い
個
性
と
そ
の

学
問
に
対
す
る
、
無
理
解
の
上
で
の
反
発
感
が
広
く
あ
っ
た
と
い
う
の
が

当
時
の
状
況
で
あ
っ
た（

1（
（

。
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
刊
行
が
開
始

さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
全
13
巻
（
平
凡
社　

一
九
五
八
―
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一
九
六
〇
）
は
、
当
時
の
主
要
な
民
俗
学
関
係
者
の
編
集
と
執
筆
に
な
る

も
の
で
当
時
の
日
本
民
俗
学
の
研
究
水
準
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
編
集
の
推
進
は
、
柳
田
の
学
問
へ
の
理
解
が
十
分
で
な
い
民
族
学
の

岡
正
雄（

11
（

た
ち
が
当
た
っ
て
お
り
、
執
筆
者
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
専
門
が
民

族
学
・
文
化
人
類
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
、
宗
教
学
な
ど
で
、
柳
田
門
下

の
研
究
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
ま
だ
柳
田
の
学
問
の
独
創
性
へ
の
理
解
は

必
ず
し
も
十
分
な
段
階
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
収
載
さ
れ
た
諸
論

文
か
ら
は
柳
田
の
学
問
の
独
創
性
や
そ
れ
に
対
す
る
折
口
の
深
い
理
解
と

洞
察
に
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い（

11
（

。

（
二
）
柳
田
の
方
法
論
の
否
定　
　

　

戦
後
の
日
本
民
俗
学
の
構
築
が
、
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
試
み
ら

れ
た
場
所
の
一
つ
が
、
和
歌
森
太
郎
を
中
心
と
す
る
東
京
教
育
大
学
文
学

部
に
設
け
ら
れ
た
新
た
な
講
座
「
史
学
方
法
論
教
室
」
で
あ
っ
た（

11
（

。
し
か

し
、
そ
こ
で
は
柳
田
國
男
の
方
法
論
が
正
確
に
教
授
さ
れ
た
と
は
言
い
難

く
、
ま
た
折
口
信
夫
や
渋
沢
敬
三
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
教
授
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た（

11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
卒
業
生
の
中
か
ら

柳
田
の
方
法
論
、
つ
ま
り
方
言
周
圏
論
や
重
出
立
証
法
と
呼
ば
れ
た
民
俗

資
料
情
報
に
対
す
る
比
較
研
究
法
と
い
う
方
法
に
対
し
て
、
そ
れ
を
全
否

定
す
る
主
張
が
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
学
に
お
け

る
比
較
の
役
割
」、「
民
俗
学
に
と
っ
て
何
が
明
晰
か
」、「
柳
田
国
男
の
方

法
と
地
方
史
研
究
」
と
い
う
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
の
三
本
の
論

文
か
ら
で
あ
っ
た（

11
（

。
柳
田
の
方
法
論
を
否
定
し
た
そ
の
福
田
が
主
張
し
た

の
は
、
地
域
研
究
法
と
か
個
別
分
析
法
と
呼
ば
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
が（

11
（

、

で
は
、
そ
の
福
田
の
学
問
実
践
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
到
達
点
が

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
著
作
が
、た
と
え
ば『
番
と
衆
―
日
本
社
会
の
東
と
西
―
』

で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
は
社
会
学
や
社
会
人
類
学
の
村
落
構
造
論
や
村
落
類
型
論

の
議
論
に
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
参
加
す
る
論
考
で
あ
り
、
村
落
運
営
上

の
特
質
と
し
て
、
関
東
は
「
番
」、 

関
西
は
「
衆
」
が
そ
の
特
徴
で
あ
る

と
す
る
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
四
つ
の
点
で
疑
問
の
あ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
第
一
は
、
す
で
に
先
行
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
社
会
学
の
議

論（
11
（

や
、
民
族
学
・
社
会
人
類
学
の
議
論（

11
（

に
対
し
て
、
研
究
史
的
に
対
等
に

組
み
合
え
る
程
度
に
ま
で
磨
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
第
二
は
、
関
東
の
「
番
」、 

関
西
の
「
衆
」
と
い
う
類
型
化

に
よ
る
単
純
す
ぎ
る
把
握
自
体
に
疑
問
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る（

1（
（

。
第

三
が
、
村
落
や
民
俗
を
類
型
的
に
把
握
す
る
「
型
」
の
理
論
で
あ
る
こ
と

自
体
が
、
柳
田
が
構
想
し
て
い
た
民
俗
の
変
遷
論
へ
の
視
点
が
欠
如
し
た

硬
直
化
し
た
村
落
把
握
で
あ
っ
た
点
で
あ
る（

11
（

。
第
四
が
、
日
本
の
歴
史
と

文
化
を
め
ぐ
る
東
西
比
較
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
一
九
八
〇
年
代

初
頭
か
ら
流
通
し
て
い
た
比
較
論
で
あ
り
、
民
俗
学
で
は
宮
本
常
一（

11
（

、
歴

史
学
で
は
網
野
善
彦（

11
（

が
知
ら
れ
て
お
り
、
新
た
な
論
と
し
て
学
術
的
に
意
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味
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
周
圏
論
と
の
矛
盾
」
と
い
う
誤
読　
　

も
う
一
つ
、
福
田
の
柳
田
誤
読

が
話
題
と
な
っ
た
の
が
、『
柳
田
国
男
の
民
俗
学（

11
（

』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
の
岩
本
通
弥
と
福
田
ア
ジ
オ
と

の
論
争
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。福
田
は
、同
書
130
頁
―
131
頁
で「
周

圏
論
と
の
矛
盾
」
と
い
う
見
出
し
で
、「
柳
田
は
両
墓
制
と
い
う
独
特
の

墓
制
に
霊
肉
分
離
の
観
念
を
見
つ
け
、
そ
れ
が
古
く
か
ら
の
あ
り
方
を
示

し
て
い
る
と
し
て
、
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
先
祖
観
・
先
祖
祭
祀
を
あ
き

ら
か
に
す
る
重
要
な
民
俗
と
し
た
。
そ
れ
を
い
う
た
め
に
柳
田
が
ぜ
ひ
ふ

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
は
両
墓
制
の
分
布
の
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
彼
の
一
般
的
な
理
解
は
、
沖
縄
を
最
も
古
い
姿
と
考
え
る
よ
う
に
、

日
本
の
中
央
に
分
布
す
る
も
の
は
新
し
く
、
そ
こ
か
ら
東
西
南
北
に
離
れ

て
い
く
ほ
ど
に
古
い
も
の
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
周
圏
論
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
両
墓
制
の
分
布
は
不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
逆
で
あ
っ
た
。
両

墓
制
は
近
畿
地
方
に
最
も
濃
密
な
分
布
を
見
る
。
近
畿
地
方
で
は
、
柳
田

国
男
の
故
郷
が
両
墓
制
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ど
こ
で
も
原
則
と
し
て
両
墓

制
で
あ
り
、埋
葬
墓
地
に
石
塔
を
建
立
す
る
単
墓
制
は
少
数
例
に
属
す
る
。

そ
し
て
近
畿
地
方
か
ら
東
西
に
離
れ
る
に
つ
れ
て
両
墓
制
は
少
な
く
な

り
、
つ
い
に
東
北
地
方
や
九
州
地
方
に
行
く
と
皆
無
に
近
く
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
特
色
あ
る
両
墓
制
の
分
布
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
説
明

し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
純
に
周
圏
論
を
適
用
す
れ
ば
、
両
墓
制

は
非
常
に
新
し
い
も
の
と
な
る
、
柳
田
は
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
な
い
ま
ま
両

墓
制
を
重
要
な
根
拠
と
し
て
日
本
人
の
霊
魂
観
を
説
い
て
い
る
。」
と
の

べ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
す
る
岩
本
の
批
判
は
、
柳
田
の
民
俗
学
は
民
俗
の
変
遷
論
の

視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主

張
で
あ
り
、柳
田
は
決
し
て
両
墓
制
を
古
い
習
俗
と
は
み
な
し
て
お
ら
ず
、

福
田
の
「
周
圏
論
と
の
矛
盾
」
と
い
う
見
出
し
と
内
容
は
明
ら
か
に
誤
読

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
後
、
両
者
の
直
接
の
議
論
の
場
が
設
け
ら
れ

た
が（

11
（

、
そ
こ
で
は
福
田
に
よ
っ
て
前
言
が
翻
さ
れ
る
な
ど
し
て
な
か
な
か

か
み
あ
わ
ず
、
肝
心
の
両
墓
制
の
分
布
の
問
題
も
そ
の
解
決
へ
の
議
論
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
両
者
の
議
論
を
整
理
す
る
と

と
も
に
、
両
墓
制
の
分
布
の
意
味
を
歴
史
的
に
説
明
し
た
の
が
関
沢
ま
ゆ

み
で
あ
っ
た（

11
（

。
関
沢
は
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
し
な
が
ら
、
両
墓
制

と
は
十
世
紀
以
降
の
摂
関
貴
族
の
独
特
の
觸
穢
思
想
の
影
響
と
い
う
歴
史

的
背
景
を
背
負
っ
た
墓
制
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
近
畿
地
方
一
帯
に

濃
密
に
分
布
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
。
両
墓
制
の
近
畿

地
方
を
中
心
と
す
る
分
布
は
む
し
ろ
柳
田
の
周
圏
論
に
合
致
す
る
も
の
で

あ
り
、
柳
田
の
説
い
た
比
較
研
究
法
の
有
効
性
を
理
解
し
そ
れ
に
さ
ら
に

研
磨
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
と
提
唱
し
た
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、
宮
田
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登
や
福
田
ア
ジ
オ
が
提
唱
し
た
地
域
社
会
や
個
別
事
例
の
詳
細
な
調
査
分

析
の
意
義
も
評
価
し
そ
れ
と
併
用
す
る
と
い
う
方
法
が
有
効
で
あ
る
と
提

案
し
た
。

　
　
　

二
、
日
本
民
俗
学
の
継
承
と
発
展

㈠　

柳
田
に
学
ぶ
実
践　
　

（
一
）
両
墓
制
と
比
較
研
究
法

　

戦
後
民
俗
学
の
研
究
と
教
育
の
中
心
的
な
場
で
あ
っ
た
東
京
教
育
大
学

の
「
史
学
方
法
論
教
室
」
に
在
籍
し
な
か
っ
た
筆
者
の
よ
う
な
学
生
も
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
読
書
を
通
じ
て
柳
田
や
折
口
が
創
始
し

提
唱
し
た
日
本
民
俗
学
の
魅
力
を
知
り
、
そ
の
学
問
へ
の
参
画
を
志
し
て

い
た
。
進
学
す
る
大
学
院
に
民
俗
学
の
専
門
講
座
が
な
か
っ
た
た
め
、
筆

者
の
場
合
は
卒
業
論
文
の
指
導
教
員
か
ら
民
俗
学
を
志
す
な
ら
む
し
ろ
柳

田
國
男
が
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
た
文
献
史
学
で
の
学
習
が
大
切
だ
と
勧
め

ら
れ
、
修
士
課
程
で
は
中
世
古
文
書
学
、
博
士
課
程
で
は
古
代
史
の
ゼ
ミ

に
所
属
し
た
。「
相
手
を
知
り
己
を
知
れ
ば
」
と
い
う
心
境
で
あ
っ
た（

11
（

。

文
献
史
学
の
世
界
か
ら
の
民
俗
学
に
対
す
る
評
価
は
ひ
じ
ょ
う
に
低
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
肝
心
な
民
俗
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
か
が
ま
だ
よ
く

理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
指
導
教
授
や
先
輩
や
同
年
代
の
院
生
か
ら
は
ふ
つ

う
に
処
遇
し
て
も
ら
え
て
あ
り
が
た
か
っ
た
。
文
献
史
学
の
基
本
を
学
習

し
な
が
ら
そ
の
史
料
批
判
や
研
究
史
整
理
の
き
び
し
さ
を
学
ぶ
よ
い
機
会

と
な
り
、
そ
こ
か
ら
民
俗
学
の
あ
り
方
を
試
行
錯
誤
の
中
に
少
し
ず
つ
考

察
し
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
大
学
院
で
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
民

俗
学
が
発
掘
し
た
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
概
念
規
定
が
不
統
一
な

ま
ま
混
迷
の
中
に
あ
っ
た
「
両
墓
制
」
と
し
た
。
研
究
に
取
り
組
む
方
法

と
し
て
は
、
第
一
に
、
柳
田
が
提
唱
し
最
上
孝
敬（

11
（

が
実
践
し
て
い
た
よ
う

に
で
き
る
だ
け
数
多
く
の
具
体
的
な
事
例
情
報
を
現
地
調
査
で
確
認
蒐
集

し
そ
の
整
理
と
比
較
分
析
を
行
な
う
こ
と
、
第
二
に
、
現
地
調
査
と
並
行

し
て
図
書
館
閲
覧
で
研
究
史
を
正
確
に
整
理
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
歴
史

上
の
文
献
記
録
も
資
料
情
報
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
、
と
し
た
。
当
時
、

一
九
七
〇
年
代
と
は
、
柳
田
の
方
言
周
圏
論
や
重
出
立
証
法
が
強
く
否
定

さ
れ
、
個
別
地
域
の
イ
ン
テ
ン
シ
ヴ
な
民
俗
誌
的
調
査
こ
そ
が
民
俗
学
の

正
統
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
流
通
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
両
墓

制
に
テ
ー
マ
を
定
め
て
数
多
く
の
村
落
を
調
査
し
て
歩
き
回
る
と
い
う
方

法
は
孤
独
な
選
択
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
迷
い
は
な
か
っ
た
。
そ
の
成
果

は
な
か
な
か
実
を
結
ば
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
一
年
に
よ
う
や
く
『
両
墓

制
と
他
界
観（

1（
（

』
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た（

11
（

。

　

そ
の
両
墓
制
の
研
究
で
は
比
較
研
究
法
の
活
用
が
有
効
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
両
墓
制
の
分
布
は
近
畿
地
方
に
濃
密
で
、
そ
こ
か
ら
東
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西
南
北
へ
と
離
れ
る
と
単
墓
制
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
事

例
の
調
査
だ
け
で
は
両
者
の
関
係
も
そ
の
意
味
も
解
け
な
い
か
ら
で
あ
っ

た
。
で
き
る
だ
け
数
多
く
の
事
例
情
報
を
蒐
集
し
整
理
し
て
比
較
分
析
す

る
の
が
も
っ
と
も
適
切
な
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
民

俗
学
の
解
釈
で
は
、
両
墓
制
は
死
穢
忌
避
と
霊
肉
別
留
の
観
念
を
あ
ら
わ

す
古
い
習
俗
で
あ
り
、
単
墓
制
は
そ
の
古
い
死
穢
忌
避
と
霊
肉
別
留
の
観

念
が
崩
れ
て
き
て
か
ら
現
わ
れ
た
新
し
い
習
俗
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

た
。
し
か
し
、
一
九
七
六
年
時
点
で
の
筆
者
の
計
14（
事
例
の
現
地
調
査
か

ら
確
認
で
き
た
の
は
、
ま
ず
は
以
下
の
、（
1
）
と
（
2
）
で
あ
っ
た（

11
（

。

（
1
）
両
墓
制
は
た
し
か
に
近
畿
地
方
に
濃
密
で
あ
り
石
塔
を
指
標
と
す

る
、そ
の
石
塔
は
早
い
も
の
で
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
の
も
の
で
、

十
七
世
紀
後
半
か
ら
増
加
す
る
。

（
2
）
両
墓
制
と
単
墓
制
は
、
時
代
的
に
ど
ち
ら
が
古
い
か
新
し
い
か
の

差
で
は
な
く
、
旧
来
の
埋
葬
墓
地
に
対
し
て
新
し
い
石
塔
と
い
う
要
素
の

付
着
の
仕
方
に
よ
っ
て
分
か
れ
た
変
化
形
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
つ
に
大
別

で
き
る
（
の
ち
無
石
塔
墓
制
を
含
め
て
五
つ
）。

　

そ
し
て
そ
の
後
、
筆
者
の
調
査
事
例
に
そ
の
他
の
民
俗
調
査
報
告
書
類

か
ら
の
引
用
情
報
も
加
え
て
、
近
畿
地
方
の
両
墓
制
事
例
に
お
け
る
埋
葬

墓
地
の
呼
称
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
と
こ
ろ（

11
（

、

（
3
）
分
布
圏
の
中
央
部
に
は
ミ
ハ
カ
が
、
同
心
円
状
の
周
縁
部
に
は
サ

両墓制の埋葬墓地　　お盆に墓掃除はされるが、ふだんは墓参する人もいない
京都府旧田辺郡　昭和48年（1973）5月　筆者撮影　写真１
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ン
マ
イ
が
そ
の
呼
称
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
文
献
記
録
を
参
照
す
れ

ば
サ
ン
マ
イ
は
念
仏
三
昧
に
由
来
す
る
語
で
、
墓
地
の
呼
称
と
さ
れ
て
い

る
例
も
あ
る
。
ミ
ハ
カ
は
文
献
記
録
に
は
み
え
な
い
。
民
俗
伝
承
の
現
場

で
は
、
サ
ン
マ
イ
は
事
例
に
よ
っ
て
は
両
墓
制
の
埋
葬
墓
地
、
火
葬
の
事

例
で
は
火
葬
場
、
単
墓
制
の
事
例
で
も
一
部
で
は
埋
葬
墓
地
の
、
三
者
の

そ
れ
ぞ
れ
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ミ
ハ
カ
は
両
墓
制

の
事
例
で
の
み
用
い
ら
れ
、
現
地
で
は
身
墓
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
時
系
列
で
整
理
し
て
み
れ
ば
、

（
4
）
サ
ン
マ
イ
は
古
く
十
世
紀
頃
か
ら
念
仏
三
昧
や
常
行
三
昧
な
ど
仏

教
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
語
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
や
が
て
三
昧
聖
な
ど

葬
送
墓
制
関
係
の
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
墓
地
の
呼
称
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
石
塔
普
及
以
前
、
つ
ま
り
両
墓
制
の

形
成
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ハ
カ
は
両
墓
制

が
形
成
さ
れ
た
の
ち
に
眼
前
の
墓
地
の
説
明
の
た
め
の
語
と
し
て
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
呼
称
で
あ
っ
た
。

（
二
）
歴
史
記
録
と
物
質
資
料

　

ま
た
、
両
墓
制
の
分
布
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
文
献
記
録
の
参
照
が
有
効

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
先
の
埋
葬
墓
地
の
呼
称
の
サ
ン
マ
イ
に
つ

い
て
も
、『
横
川
首
楞
厳
院
二
十
五
三
昧
式
』（
源
信
撰　

永
延
二
年
六
月

十
五
日
付
）、
慶
滋
保
胤
『
日
本
往
生
極
楽
記
』、『
百
練
抄
』
保
元
元
年

（
一
一
五
六
）
七
月
十
四
日
条
、『
日
蓮
書
状
』（「
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
」）

な
ど
に
み
え
る
「
三
昧
」
の
記
事
が
参
考
に
な
っ
た
。
近
畿
地
方
の
農
村

に
濃
密
な
分
布
を
み
せ
る
両
墓
制
や
宮
座
祭
祀（

11
（

に
み
ら
れ
る
極
端
な
死
穢

忌
避
の
観
念
と
習
俗
の
、
そ
の
背
景
を
考
え
る
上
で
は
、
歴
史
的
に
形
成

さ
れ
た
特
別
な
死
穢
忌
避
の
観
念
を
追
跡
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。そ
こ
で
、

『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
国
史
、『
類
聚
三
代
格
』
な
ど
の
法
制
史
料
、『
栄

花
物
語
』、『
本
朝
文
粋
』（「
浄
妙
寺
願
文
」）
な
ど
の
文
学
作
品
、『
小
右

記
』
な
ど
の
古
記
録
類
等
々
の
文
献
記
録
史
料
が
知
ら
せ
て
く
れ
る
、
平

安
時
代
の
十
世
紀
以
降
の
摂
関
貴
族
の
觸
穢
思
想
の
形
成
と
展
開
に
関
す

る
情
報
が
参
考
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
文
献
記
録
以
外
に
も
具
体
的
な
墓
地
と
石
塔
の
精
密
情
報
は
必

要
で
あ
り
、比
較
研
究
法
と
併
行
し
て
個
別
事
例
研
究
も
重
要
で
あ
っ
た
。

石
塔
の
具
体
的
な
精
密
調
査
に
よ
る
裏
付
け
が
両
墓
制
の
形
成
と
展
開
に

つ
い
て
の
解
明
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
調
査
で
は

埼
玉
県
下
の
新
座
市
の
一
つ
の
事
例
の
調
査
が
実
現
し
て
、
そ
の
墓
地
に

お
け
る
石
塔
建
立
の
歴
史
的
展
開
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
調
査
で
は
、
奈
良
県
下
の
旧
都
祁
村
吐
山

の
事
例
調
査
が
実
現
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
集
落
と
し
て
の
埋
葬
墓
地
の
協

同
的
設
営
と
各
家
ご
と
の
石
塔
の
建
立
と
が
、
近
世
か
ら
近
代
、
現
代
に

向
か
っ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
そ
の
中
で
両
墓
制
と
単
墓
制
と
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表１　埼玉県新座市普光明寺墓地の石塔建立の変遷１
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表２　埼玉県新座市普光明寺墓地の石塔建立の変遷２

表３　奈良県旧山辺郡都祁村吐山の石塔建立の変遷
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い
う
概
念
が
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
の
か
を
追
跡
整
理
し
、
む
し
ろ
、
そ

の
二
つ
の
概
念
に
は
研
究
史
上
こ
れ
ま
で
確
か
に
意
味
が
あ
っ
た
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
現
実
的
に
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

を
相
対
化
し
て
新
た
な
墓
制
の
変
遷
と
伝
承
の
あ
り
方
を
と
ら
え
る
視
点

が
必
要
で
あ
る
、
と
の
結
論
を
得
た（

11
（

。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
代
の
現
在

で
は
、
公
営
火
葬
場
の
利
用
が
進
ん
で
土
葬
が
喪
失
し
両
墓
制
が
終
焉
を

迎
え
て
い
る
中
で
、
そ
の
変
化
の
動
態
や
旧
来
の
墓
地
利
用
が
ど
の
よ
う

に
展
開
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る（

11
（

。

㈡　

道
祖
神
信
仰
の
変
遷
論
と
伝
承
論　
　
　

　

前
述
の
よ
う
に
民
俗
学
は
民
俗
伝
承tradition

を
研
究
対
象
と
す
る
民

俗
伝
承
学traditionology

で
あ
る
。
伝
承tradition 

は
過
去
か
ら
現
在

へ
の
運
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
伝
承
分
析
は
「
変
遷
論
」 transition
の
視

点
と
「
伝
承
論
」 tradition

の
視
点
と
の
両
方
の
視
点
に
立
つ
。
前
者
の

「
変
遷
論
」
の
視
点
か
ら
は
、
地
方
差
や
階
層
差
を
含
め
た
立
体
的
な
生

活
文
化
の
変
遷
史
が
追
跡
さ
れ
る
。
後
者
の
「
伝
承
論
」
の
視
点
か
ら
は
、

伝
承
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
分
析
概
念
が
抽
出
さ
れ

る
。
い
ま
、
こ
こ
で
道
祖
神
の
例
で
そ
れ
を
説
明
し
て
み
る
。

（
一
）
変
遷
論
の
視
点

　

民
俗
学
の
比
較
研
究
法
の
基
本
は
、
そ
の
研
究
対
象
に
つ
い
て
、
第
一

に
民
俗
伝
承
、
第
二
に
文
献
記
録
、
こ
の
両
面
か
ら
の
情
報
蒐
集
を
試
み

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。「
変
遷
論
」
の
視
点
か
ら
そ
の
情
報
を
整
理
し

て
み
る
。

民
俗
伝
承
か
ら　
　

ま
ず
、
民
俗
伝
承
か
ら
で
あ
る
。
道
祖
神
は
、
村
や

町
な
ど
の
集
落
の
出
入
口
の
路
傍
に
祭
ら
れ
る
神
と
い
う
点
に
そ
の
特
徴

が
あ
る
。
呼
称
は
事
例
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
も
っ
と
も
注
意
さ
れ

る
の
は
そ
の
形
状
で
、
大
別
し
て
、
Ａ
：
木
製
や
藁
製
の
人
形
の
道
祖
神
、

Ｂ
：
石
造
の
道
祖
神
、
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
調
査
蒐

集
さ
れ
て
い
る
情
報
か
ら
典
型
的
な
事
例
を
示
し
て
み
る（

11
（

。

　

ま
ず
、
Ａ
タ
イ
プ
の
伝
承
で
あ
る
。
そ
の
内
、
Ａ
1
の
タ
イ
プ
は
村
境

に
祀
ら
れ
る
人
形
の
道
祖
神
で
あ
り
、
Ａ
2
の
タ
イ
プ
は
小
正
月
に
祀
ら

れ
る
人
形
の
道
祖
神
で
あ
る
。
Ａ
1
の
タ
イ
プ
の
分
布
は
、
青
森
県
、
秋

田
県
、
岩
手
県
、
福
島
県
、
新
潟
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
の
各
県
に
わ
た

り
、
山
形
県
、
栃
木
県
、
埼
玉
県
の
一
部
に
も
み
ら
れ
る
。
Ａ
2
の
タ
イ

プ
の
分
布
は
、
新
潟
県
、
長
野
県
、
群
馬
県
、
山
梨
県
、
東
京
都
、
神
奈

川
県
、
静
岡
県
と
中
部
地
方
か
ら
関
東
西
部
に
集
中
し
て
い
る
が
、
山
形

県
、
福
島
県
、
秋
田
県
、
富
山
県
な
ど
に
も
少
数
な
が
ら
あ
り
、
広
い
範

囲
の
分
布
が
み
ら
れ
る
。
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事
例
1
は
、
秋
田
県
大
館
市
雪
沢
字
新
沢
の
ド
ン
ジ
ン
サ
マ
で
あ
る
。

Ａ
1
の
タ
イ
プ
で
木
製
人
形
の
道
祖
神
で
あ
る
。毎
年
、田
植
え
の
終
わ
っ

た
旧
暦
六
月
一
日
（
新
暦
七
月
初
旬
）
に
男
女
二
体
の
木
製
の
人
形
に
朱

を
入
れ
て
顔
を
か
き
な
お
し
、
若
者
に
か
つ
が
れ
て
村
境
の
小
さ
な
祠
の

中
に
祀
ら
れ
る
。
近
く
の
小
雪
沢
に
も
同
じ
よ
う
な
ド
ン
ジ
ン
サ
マ
が
祀

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
五
月
に
こ
の
地
を
訪

れ
た
菅
江
真
澄
の
『
雄
賀
良
能
多
奇
』
に
現
在
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
挿

図
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

事
例
２
は
、
新
潟
県
旧
津
川
町
大
牧
の
シ
ョ
ウ
キ
サ
マ
で
あ
る
。
Ａ
1

の
タ
イ
プ
で
藁
製
人
形
の
道
祖
神
で
あ
る
。
大
牧
は
戸
数
約
40
戸
で
、
村

は
ず
れ
の
山
の
中
腹
の
小
屋
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
社
殿
が
造
営

さ
れ
て
い
る
が
、
時
代
に
よ
り
変
化
が
あ
っ
た
。
場
所
は
、
明
治
三
十
五

年
（
一
九
〇
二
）
生
の
女
性
の
目
撃
談
で
は
も
と
は
現
在
地
の
二
股
の
楢

の
大
木
に
縛
り
付
け
て
あ
っ
た
。
昔
は
村
の
上
下
の
二
カ
所
に
あ
っ
た
。

日
時
は
、
旧
暦
二
月
二
日
に
作
り
替
え
八
日
に
祭
っ
て
い
た
。
現
在
は
新

暦
3
月
2
日
に
作
り
祭
り
を
し
て
い
る
。
作
る
の
は
も
と
は
六
の
坊
と
呼

ば
れ
る
（
戸
で
あ
っ
た
。
の
ち
昭
和
五
十
年
代
半
ば
ま
で
は
4
戸
が
当
前

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
は
村
の
集
会
所
に
村
人
が
大
勢
集
ま
っ
て
作

り
替
え
て
い
る
。

　

事
例
３
は
、
新
潟
県
旧
十
日
町
市
新
水
の
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
で
あ
る
。
Ａ

2
の
タ
イ
プ
で
藁
製
人
形
の
道
祖
神
で
あ
る
。
新
水
は
戸
数
約
（0
戸
で
、

鎮
守
社
の
境
内
に
毎
年
1
月
1（
日
の
午
前
に
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
午
後

に
焼
却
さ
れ
る
。
オ
ン
ビ
ロ
と
呼
ば
れ
る
五
色
の
御
幣
を
厄
年
の
人
が
持

参
し
て
焼
却
す
る
。
昔
の
唱
え
言
葉
は
、「
ド
ウ
ラ
ク
ジ
ン
の
馬
鹿
が
、

芋
坂
よ
ば
れ
て
、
あ
と
で
家
を
焼
か
れ
た
」
で
あ
っ
た
。
昔
は
村
の
家
々

か
ら
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
の
人
形
」
と
呼
ば
れ
る
木
製
人
形
（
ミ
ズ
キ
に
紙

の
衣
）
を
持
参
し
て
一
緒
に
焼
い
た
。
こ
の
よ
う
に
藁
人
形
の
道
祖
神
を

焼
く
事
例
は
、
山
形
県
・
福
島
県
・
新
潟
県
・
長
野
県
・
神
奈
川
県
・
東

京
都
の
一
部
へ
と
い
う
一
帯
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
石
像
道
祖

神
の
密
集
地
帯
の
外
縁
部
に
当
た
る
。

　

次
に
、
Ｂ
タ
イ
プ
の
伝
承
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
写
真

５
に
見
る
よ
う
な
石
像
の
男
女
双
体
神
像
で
、
長
野
県
を
中
心
に
、
群
馬

県
・
新
潟
県
・
山
梨
県
・
静
岡
県
東
部
・
神
奈
川
県
の
一
帯
に
比
較
的
濃

密
に
分
布
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
隣
接
す
る
東
京
都
・
埼
玉
県
・
栃
木
県
・

茨
城
県
・
福
島
県
、
岐
阜
県
に
も
少
し
ず
つ
点
在
す
る
か
た
ち
で
分
布
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
寛
文
年
間
に
造
立
が
始
ま
っ
た

こ
と
（
神
奈
川
県
下
で
（
基
、
群
馬
県
下
で
3
基
、
静
岡
県
下
で
1
基
）、

作
品
に
名
前
と
出
身
地
を
記
す
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
信
州
の
高
遠
の
石

工
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
男
女

双
体
神
像
に
限
ら
ず
石
造
の
道
祖
神
の
分
布
は
甲
信
地
方
を
中
心
に
し
て
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東
西
南
北
へ
と
谷
筋
を
通
る
街
道
沿
い
に
広
が
っ
て
い
る（

1（
（

。

　

事
例
４
は
、
静
岡
県
御
殿
場
市
萩
蕪
の
サ
イ
ト
ウ
焼
き
で
あ
る
。
萩
蕪

は
戸
数
約
20
戸
の
集
落
で
村
は
ず
れ
の
三
叉
路
に
石
造
の
男
女
双
体
像
の

道
祖
神
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
男
女
双
体
像
の
両
側
に
は
損
傷
の
激

し
い
黒
く
焼
け
焦
げ
た
石
の
塊
が
１
基
ず
つ
あ
る
。
毎
年
正
月
月
十
四
日

晩
に
村
人
の
無
病
息
災
を
祈
り
病
気
を
焼
き
払
う
サ
イ
ト
ウ
焼
き
と
い
う

行
事
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
中
央
の
男
女
双
体
像
の
身
代
わ
り
と

し
て
両
側
の
石
の
塊
が
火
中
に
投
げ
込
ま
れ
る
。
厄
年
の
男
二
十
五
歳
と

四
十
二
歳
、
女
十
九
歳
と
三
十
三
歳
は
と
く
に
厄
払
い
と
い
っ
て
お
酒
や

菓
子
や
果
物
を
集
ま
っ
た
人
び
と
に
ふ
る
ま
う
。
こ
の
萩
蕪
で
は
道
祖
神

の
身
代
わ
り
の
石
が
投
入
さ
れ
る
が
、
同
じ
御
殿
場
市
内
の
大
坂
で
は
身

代
わ
り
で
な
く
道
祖
神
の
神
像
が
投
入
さ
れ
る
た
め
、
ふ
だ
ん
道
路
脇
に

祭
ら
れ
て
い
る
そ
の
道
祖
神
は
黒
く
焼
け
焦
げ
て
い
る
。

　

以
上
が
、
Ａ
タ
イ
プ
と
Ｂ
タ
イ
プ
と
い
う
道
祖
神
の
形
状
の
上
で
の
分

類
と
そ
の
分
布
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
指
摘
で
き
る
点

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
）
形
状
の
上
で
は
、
Ａ
タ
イ
プ
の
道
祖
神
で
も
、
木
製
の
人
形
道
祖

神
は
顔
ま
で
す
べ
て
完
形
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
藁
製
の
人
形
道
祖

神
は
顔
を
作
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り（

11
（

、
顔
の
部
分
だ
け
は
木
製
に
し
て
い

る
例
と
紙
製
に
し
て
い
る
例
と
が
あ
る
。

（
2
）
分
布
の
上
で
は
、
Ａ
タ
イ
プ
が
、
東
北
地
方
か
ら
北
陸
地
方
、
関

東
地
方
、
中
部
地
方
の
一
部
に
分
布
し
て
お
り
、
Ｂ
タ
イ
プ
が
、
関
東
甲

信
越
地
方
か
ら
中
部
地
方
の
静
岡
県
東
部
に
分
布
し
て
い
る
。
そ
の
Ｂ
タ

イ
プ
は
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
―
七
三
）
に
造
立
が
始
ま
っ
た
も
の
で
あ

り
、
歴
史
的
に
そ
の
普
及
の
年
代
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。

（
3
）
Ａ
タ
イ
プ
と
Ｂ
タ
イ
プ
の
分
布
が
互
い
に
重
な
り
合
う
中
間
地
帯

と
も
い
え
る
新
潟
県
中
部
か
ら
長
野
県
へ
そ
し
て
静
岡
県
東
部
か
ら
神
奈

川
県
へ
と
い
う
中
部
日
本
の
北
か
ら
南
へ
の
い
わ
ば
帯
状
の
一
帯
で
は
、

小
正
月
行
事
の
中
で
道
祖
神
を
焼
き
払
う
例
が
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
他
の
道
祖
神
に
関
す
る
民
俗
伝
承
か
ら
指
摘
で
き
る
の

は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。

（
4
）
小
正
月
行
事
で
道
祖
神
を
焼
く
事
例
で
、
そ
の
理
由
と
し
て
語
ら

れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
、（
α
）
道
祖
神
は
村
人
を
病
気
に
す
る
帳
面

を
も
っ
て
い
る
の
で
焼
き
払
っ
て
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
も
う

一
つ
は
、（
β
）
道
祖
神
は
兄
妹
婚
と
い
う
近
親
婚
禁
忌
を
犯
し
た
た
め

見
せ
し
め
に
す
る
、
で
あ
る
。

（
（
）
兄
妹
婚（

11
（

と
い
う
近
親
婚
禁
忌
違
犯
を
語
る
事
例
は
、
岐
阜
県
、
長

野
県
、
群
馬
県
を
中
心
と
し
て
そ
の
外
縁
部
の
愛
知
、
静
岡
、
富
山
、
新

潟
、
栃
木
の
各
県
の
一
部
に
特
徴
的
な
分
布
を
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
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図３ 図４

神野善治「道祖神像の源流」『道祖神の源流』解説図録　川崎市民ミュージアム1991

事例1　秋田県大館市雪沢字新沢
のドンジンサマ　写真２

事例２　新潟県旧津川町大牧のショウキサマ
写真３
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そ
の
一
方
で
、
島
根
、
福
岡
、
長
崎
、
熊
本
の
各
県
下
で
わ
ず
か
に
1
例

ず
つ
で
あ
る
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
父
娘
相
姦（

11
（

と
い
う
近
親
婚
禁

忌
違
犯
を
語
る
事
例
が
九
州
地
方
で
は
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
福
岡
県
、
長

崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
に
そ
の
分
布
が
み
ら
れ
る
。

（
（
）
道
祖
神
を
焼
く
こ
と
を
省
略
し
た
か
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、

道
祖
神
に
灰
を
塗
る
事
例
が
、
新
潟
県
、
静
岡
県
、
岐
阜
県
な
ど
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
道
祖
神
に
燃
料
と
し
て
の
柴
を
供
え
る
事
例
が
、
愛
知
県
や

岐
阜
県
に
は
み
ら
れ
る
。

　

以
上
が
、
道
祖
神
に
つ
い
て
の
ま
ず
民
俗
伝
承
か
ら
み
た
資
料
情
報
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
参
考
に
な
る
の
が
、
歴
史
記
録
か
ら
み
る
道
祖
神

に
つ
い
て
の
資
料
情
報
で
あ
る
。
こ
こ
に
典
型
的
な
記
事
を
列
記
し
て
み

る
。

歴
史
記
録
か
ら　
　

次
に
、
歴
史
記
録
で
あ
る
。
以
下
に
注
目
さ
れ
る
記

事
を
あ
げ
て
み
る
。

文
献
１　
『
倭
名
類
聚
抄
』（
承
平
年
間
（
九
三
一
―
九
三
八
）
成
立
）「
道

祖　
和
名
佐
倍
乃
加
美　
　

岐
神　
布
奈
止
乃
加
美　
　

道
神　
和
名
太
無
介
乃

加
美
」。

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
道
祖
は
さ
へ
の
か
み
と
読
ま
れ
て
お
り
、

岐ふ
な
ど
の
か
み神

や
道た

む
け
の
か
み神

と
は
別
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

事例３　新潟県旧十日町市　
新水のドウラクジン　写真４

写
真
５

長
野
県
旧
中
里
村
小
出
の
道
祖
神

事
例
４　

静
岡
県
御
殿
場
市　
　

萩
蕪
の
サ
イ
ト
ウ
焼
き　

写
真
６
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文
献
２　
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
藤
原
実
資
（
九
五
七
―
一
〇
四
六
）「
道

饗
祭
事　

天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
一
日
外
記
記
云　

近
日
東
西
両
京

大
小
衢　

刻
木
作
神　

相
対
安
置　

凡
厥
體
像
髣
髴
大
夫　

頭
上
加
冠
鬂

邊
垂
纓　

以
丹
塗
身　

成
緋
衫
色　

起
居
不
同　

遞
各
異
貌　

或
所
又
作

女
形　

対
大
夫
而
立
之　

臍
下
腰
底　

刻
絵
陰
陽　

搆
几
案
於
其
前　

置

坏
器
於
其
上　

児
童
猥
雑　

拝
礼
慇
懃　

或
捧
幣
帛　

或
香
花　

號
曰
岐

神　

又
称
御
霊　

未
知
何
祥　

時
人
奇
之
」。

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
道
饗
祭
に
際
し
て
、
平
安
京
の
街
路
の
大
小
の

巷
に
木
造
で
朱
塗
り
の
、
性
器
を
強
調
し
た
男
女
の
人
形
が
祭
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
を
岐
神
と
か
御
霊
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
道
祖
神
、

さ
へ
の
か
み
と
呼
ば
れ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
れ
と
同
じ

内
容
の
記
事
は
、『
扶
桑
略
記
』（
平
安
後
期
成
立
）
や
『
本
朝
世
紀
』（
平

安
末
期
成
立
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

文
献
３　
『
今
昔
物
語
集
』（
保
安
元
年
（
一
一
二
〇
）
以
降
の
12
世
紀
前

半
成
立
）
巻
13　

第
34
話　

　
　

 「
天
王
寺
僧
道
公
誦
法
花
救
道
祖
語
第
三
十
四　
　

今
昔
、（
中
略
）

紀
伊

ノ
国

ノ
美
奈
部
郡

ノ
海
辺

ヲ
行

ク
程

ニ
日
暮

レ
ヌ

。
然

レ
バ

其
ノ

所
ニ

大
ナ

ル
樹

ノ
本

ニ
宿

ヌ
。
夜
半
許

ノ
程

ニ
、
馬

ニ
乗

レ
ル

人　

二
、三
十
騎
許
来
テ
、

（
中
略
）
一

ノ
人

ノ
云

ク
、「
樹

ノ
本

ニ
翁

ハ
候

カ
」

ト
。
此

ノ
樹

ノ
本

ニ
答

テ
云

ク
、

「
翁
候

フ
」

ト
。（
中
略
）
亦
馬

ニ
乗

レ
ル

人
ノ

云
ク

、「
速

ニ
罷
出

デ
テ

御
共

ニ

候
ヘ

」
ト

。
亦
、
樹

ノ
本

ニ
云

ク
、「
今
宵

ハ
不
可
参

ズ
。
其

ノ
故

ハ
、
駄

ノ

足
折

レ
損

ジ
テ

乗
ル
ニ

不
能

ザ
レ
バ

、
明
日
駄

ノ
足

ヲ
疏

ヒ
、
亦
、
他

ノ
馬

ヲ
マ
レ

求
テ

可
参
也
。
年
罷
老

テ
行
歩

ニ
不
叶

ズ
」

ト
。
馬

ニ
乗

レ
ル

人
々
此

レ
ヲ

聞

テ
皆
打
過

ヌ
、

ト
聞

ク
。
夜
嗟

ヌ
レ
バ

、
道
公
此

ノ
事

ヲ
極

テ
怪

ビ
恐

レ
テ

、
樹

ノ
本

ヲ
廻

リ
見

ル
ニ

、
惣

テ
人
無

シ
。
只
道
祖

ノ
神

ノ
形

ヲ
造

タ
ル

有
リ

。
其

ノ

形
旧

ク
朽

テ
多

ク
年

ヲ
経

タ
リ
ト

見
ユ

。
男

ノ
形

ノ
ミ

有
テ

、
女

ノ
形

ハ
無

シ
。
前

ニ
板

ニ
書

タ
ル

絵
馬
有

リ
。
足

ノ
所
破

タ
リ

。（
中
略
）
我

レ
ハ

此
レ

此
ノ

樹
ノ

下

ノ
道
祖
、
此

レ
也
。
此

ノ
多

ノ
馬

ニ
乗

レ
ル

人
ハ

行
疫
神

ニ
在

ス
。
国

ノ
内

ヲ
廻

ル
時

ニ
、
必

ズ
翁

ヲ
以

テ
前
使

ト
ス

。
若

シ
其

レ
ニ

不
共
奉

ネ
バ

、
笞

ヲ
以

テ
打

チ
、

言
ヲ

以
テ

罵
ル

。
此

ノ
苦
実
難
堪

シ
。
然

レ
バ

、
今
此

ノ
下
劣

ノ
神
形

ヲ
棄

テ
テ

、

速
ニ

上
品

ノ
功
徳

ノ
身

ヲ
得

ム
ト

思
フ

。」

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
道
祖
神
は
翁
の
姿
で
現
れ
る
が
、
男
女
の
性
器

が
強
調
さ
れ
る
下
劣
な
形
の
神
で
あ
り
、
行
疫
神
の
前
使
と
し
て
疫
病
を

ま
き
散
ら
し
、
行
疫
神
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
笞
で
打
た
れ
言
葉
で
罵
ら

れ
る
み
じ
め
な
神
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
道
祖
神
の
身
か
ら
の
救
済
へ
の

懇
願
に
よ
り
、
通
り
か
か
っ
た
天
王
寺
の
僧
の
道
公
が
、
そ
こ
で
三
日
三

晩
心
を
こ
め
て
法
花
経
を
誦
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
祖
神
は
そ
の
身
を

離
れ
尊
い
身
へ
と
補
陀
落
山
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
観
音
の
眷
属
と
な
り
や
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が
て
菩
薩
の
位
に
の
ぼ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。　　

文
献
４　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
一
二
一
三
―
一
二
二
一
頃
成
立
）
第
1
話

　
　

 「
一
、
道
命
、
和
泉
式
部
の
許
に
於
い
て
読
経
し
、
五
条
の
道
祖
神

聴
聞
の
事

　
　

 　

今
は
昔
、
道
命
阿
闍
梨
と
て
、
傅
殿
の
子
に
色
に
耽
り
た
る
僧
あ

り
け
り
。
和
泉
式
部
に
通
ひ
け
り
。
経
を
め
で
た
く
読
み
け
り
。
そ

れ
が
和
泉
式
部
が
り
行
き
て
臥
し
た
り
け
る
に
、
目
覚
め
て
経
を
心

を
す
ま
し
て
読
み
け
る
程
に
、
八
巻
読
み
果
て
て
暁
に
ま
ど
ろ
ま
ん

と
す
る
程
に
、
人
の
け
は
ひ
の
し
け
れ
ば
、「
あ
れ
は
誰
ぞ
」
と
問

ひ
け
れ
ば
、「
お
の
れ
は
五
条
西
洞
院
の
辺
に
候
ふ
翁
に
候
ふ
」
と

答
え
け
れ
ば
、「
こ
は
何
事
ぞ
」
と
道
命
い
ひ
け
れ
ば
、「
こ
の
御
経

を
今
宵
承
り
ぬ
る
事
の
、
生
々
世
々
忘
れ
が
た
く
候
ふ
」
と
い
ひ
け

れ
ば
、
道
命
、「
法
華
経
を
読
み
奉
る
事
は
常
の
事
な
り
。
な
ど
今

宵
し
も
い
は
る
る
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
五
条
の
斎
曰
く
「
清
く
て

読
み
参
ら
せ
給
ふ
時
は
、
梵
天
、
帝
釈
を
始
め
奉
り
て
聴
聞
せ
さ
せ

給
へ
ば
、
翁
な
ど
は
近
づ
き
参
り
て
承
る
に
及
び
候
は
ず
。
今
宵
は

御
行
水
も
候
は
で
、
読
み
奉
ら
せ
給
へ
ば
、
梵
天
、
帝
釈
も
御
聴
聞

候
は
ぬ
ひ
ま
に
て
、
翁
参
り
寄
り
て
承
り
て
候
ひ
ぬ
る
事
の
忘
れ
が

た
く
候
ふ
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
け
り
。（
下
略
）」

　

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
読
経
の
名
手
で
好
色
の
僧
道
命
阿
闍
梨
が
和
泉

式
部
と
い
つ
も
の
よ
う
に
同
衾
し
た
夜
、
ふ
と
目
が
覚
め
て
法
華
経
を
心

を
こ
め
て
読
誦
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
五
条
の
斎
、
つ
ま
り
五
条
の
さ
い

の
か
み
、
道
祖
神
が
現
わ
れ
た
。
ど
う
し
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
今
宵
の

あ
な
た
の
お
経
は
あ
り
が
た
く
て
い
つ
の
世
ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
、
あ
な

た
が
身
を
清
め
て
法
華
経
を
読
誦
さ
れ
る
と
き
は
梵
天
、
帝
釈
な
ど
高
貴

な
方
々
が
聴
聞
さ
れ
る
の
で
、
自
分
の
よ
う
な
下
劣
な
者
は
近
く
に
参
上

で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
宵
は
同
衾
の
あ
と
行
水
も
し
な
い
で
法
華
経

を
読
ま
れ
た
の
で
私
の
よ
う
な
も
の
も
聴
聞
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
う
れ

し
く
て
一
生
忘
れ
が
た
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
、『
古
事
談
』（
一
二
一
二
―
一
二
一
五
頃
成

立
）
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
道
命
阿
闍
梨
と
和
泉
式
部
と
の
好
色

の
物
語
は
『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
中
世
前
期
か
ら

広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。五
条
の
道
祖
神
に
つ
い
て
は
、

藤
原
明
衡
（
九
八
九
？
―
一
〇
六
六
）
撰
『
新
猿
楽
記
』
に
よ
く
知
ら
れ

た
記
事
が
あ
り
、
11
世
紀
の
平
安
京
で
は
性
的
な
神
で
あ
る
と
強
調
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
五
条
の
橋
を
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
中
世
後
期

の
室
町
物
語
集
『
和
泉
式
部
』
に
な
る
と
、
道
命
は
和
泉
式
部
が
若
い
こ

ろ
に
産
み
捨
て
た
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
母
子
相
姦
の
話
へ
と
展
開
し
て
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い
る
。

文
献
５　

室
町
物
語
草
子
『
和
泉
式
部
』　
（
あ
ら
す
じ
）

　

和
泉
式
部
が
十
三
歳
、橘
保
昌
十
五
歳
の
と
き
、二
人
は
契
り
を
結
ぶ
。

式
部
が
十
四
歳
の
年
に
男
子
を
出
産
す
る
。
二
人
は
そ
の
子
を
五
条
の
橋

に
捨
て
る
。
町
の
人
が
拾
っ
て
養
育
す
る
。
や
が
て
そ
の
子
は
比
叡
山
に

学
び
、
学
識
深
く
詩
歌
の
道
に
も
明
る
く
将
来
の
法
灯
を
継
ぐ
者
と
し
て

頼
も
し
く
育
っ
た
。
出
家
し
て
か
ら
は
道
命
阿
闍
梨
と
名
乗
り
そ
の
名
を

知
ら
れ
た
。
十
八
歳
の
時
、
宮
中
に
招
か
れ
内
裏
の
法
華
八
講
を
つ
と
め

た
。
そ
の
と
き
に
見
か
け
た
和
泉
式
部
に
恋
慕
の
情
を
い
だ
く
。
募
る
思

い
の
深
さ
か
ら
そ
の
身
を
柑
子
商
人
に
や
つ
し
て
宮
中
に
入
り
込
み
、
柑

子
を
買
い
に
出
た
下
女
を
通
し
て
恋
の
歌
二
十
首
を
即
興
に
詠
い
、
和
泉

式
部
の
感
心
を
ひ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
夜
、
柑
子
商
人
の
道
命
は
あ

る
小
家
に
宿
を
と
っ
た
。
和
泉
式
部
は
そ
の
宿
を
訪
れ
、
二
人
は
と
も
に

寝
る
夜
具
の
下
で
深
い
契
り
で
結
ば
れ
た
。
し
か
し
、
道
命
が
身
に
つ
け

て
い
た
守
刀
と
産
着
の
綾
の
小
袖
と
で
、
五
条
の
橋
に
捨
て
た
わ
が
子
と

判
明
す
る
。
過
ち
を
犯
し
た
罪
の
意
識
か
ら
、
式
部
は
播
磨
の
国
の
書
写

山
の
性
空
上
人
の
も
と
で
出
家
す
る
。
そ
の
と
き
詠
ん
で
書
き
付
け
た
歌

が
、「
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
に
け
る
は
る
か
に
照
ら
せ
山
の
端
の

月
」
で
あ
っ
た（

11
（

。

　

前
述
の
よ
う
な
兄
妹
婚
や
父
娘
相
姦
と
い
う
近
親
婚
禁
忌
に
関
わ
る
よ

う
な
話
が
、
道
祖
神
の
民
俗
伝
承
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
歴
史

的
な
背
景
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
和
泉
式
部
と
道
明
阿
闍
梨
の
母
子
相

姦
の
話
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
古
代
か
ら
中

世
に
流
行
し
た
近
親
婚
の
話
を
伝
え
る
作
品
と
し
て
は
、
次
の
二
点
も
参

考
に
な
る
。

文
献
６　
『
拾
遺
往
生
伝
』
巻
下　

三
善
為
康
（
一
〇
四
九
―
一
一
三
九
）

撰
　
　

 「
大
法
師
順
源
は
、
鎮
西
安
楽
寺
の
住
僧
な
り
。
俗
呼
び
て
静
慮
院

供
奉
と
云
へ
り
。
学
業
に
携
わ
る
と
い
へ
ど
も
、
専
ら
に
念
仏
観
法

の
想
な
く
、
解
釈
を
巧
に
す
と
い
へ
ど
も
、
た
だ
懶
惰
懈
怠
の
人
な

り
。
遂
に
娘
を
も
て
妻
と
な
せ
り
。
人
皆
非そ

し

り
た
り
。
一
の
弟
子
あ

り
。
名
を
観
暹
と
曰
ふ
。
縦
容
の
次
に
随
宜
に
こ
れ
を
諫
め
た
り
。

大
法
師
答
へ
て
云
は
く
、
教
喩
然
る
べ
し
。
こ
れ
無
智
の
甚
し
き
な

り
。
但
し
古
の
三
蔵
の
所
行
は
各
異
る
。
或
は
姉
妹
を
も
て
妻
と
な

し
、
或
は
娘
女
を
も
て
妻
妾
と
な
す
。
況
や
日
域
の
地
は
雲
外
の
境

な
り
。
何
ぞ
科
す
る
こ
と
あ
ら
む
や
。
汝
仏
説
を
見
ず
や
。
一
切
の

女
人
は
皆
母
子
な
り
、
姉
妹
な
り
。
誰
か
親
、
誰
か
疎
、
何
ぞ
分
た

む
何
ぞ
弁
へ
む
。
云
々
と
い
へ
り
。」
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文
献
７　
『
宝
物
集
』
巻
（
（
一
一
七
七
―
八
一
年
頃
成
立
）
平
康
頼

（
一
一
四
六
―
一
二
二
〇
）
撰　

　
　

 「
明
達
律
師
は
し
ら
で
母
を
犯
し
、
順
源
法
師
は
し
り
な
が
ら
娘
を

嫁
ぐ
と
い
ふ
は
、
明
達
、
下
野
の
国
の
人
な
り
。
幼
少
に
し
て
天
台

山
に
の
ぼ
り
、
や
う
や
う
学
文
し
て
、
人
と
な
り
け
る
ま
ま
に
、
生

国
へ
下
り
て
母
を
み
ん
と
思
ひ
て
く
だ
る
ほ
ど
に
、
母
又
、
天
台
山

へ
の
ぼ
り
し
子
の
恋
し
か
り
け
れ
ば
、
み
ん
と
お
も
ひ
て
の
ぼ
り
け

る
ほ
ど
に
、旅
宿
に
ゆ
き
あ
ひ
て
、母
と
も
し
ら
で
お
か
し
た
る
也
。

順
源
法
師
は
、
流
転
生
死
の
往
因
を
観
じ
て
、「
い
づ
れ
の
人
か
我

父
母
な
ら
む
は
あ
る
」
と
て
、
む
す
め
を
妻
と
す
る
也
、
つ
ゐ
に
往

生
の
素
懐
を
と
げ
た
る
人
な
り
。」

　

こ
う
し
て
、
民
俗
資
料
と
歴
史
史
料
と
の
双
方
か
ら
関
連
情
報
を
蒐
集

整
理
し
て
み
る
と
、
相
互
の
関
係
性
が
浮
上
し
て
く
る
。（
１
）
民
俗
資

料
の
中
の
Ａ
1
の
タ
イ
プ
の
事
例
１
は
、
歴
史
史
料
の
中
で
は
文
献
２
に

対
応
し
て
い
る
。（
２
）
民
俗
資
料
の
Ａ
1
、
Ａ
2
の
タ
イ
プ
の
事
例
２

と
事
例
３
は
、
歴
史
史
料
の
文
献
３
に
対
応
し
て
い
る
。（
３
）
民
俗
資

料
の
中
の
兄
妹
や
父
娘
の
近
親
婚
の
話
を
伝
え
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
歴

史
史
料
の
文
献
５
、
文
献
６
、
文
献
７
に
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
十

世
紀
こ
ろ
か
ら
そ
れ
以
降
に
平
安
京
で
展
開
し
た
道
祖
神
に
か
か
わ
る
民

俗
信
仰
が
、
そ
の
後
も
変
化
の
中
に
伝
承
さ
れ
な
が
ら
、
長
い
時
代
波
の

継
続
の
中
で
東
国
方
面
へ
も
変
化
を
重
ね
な
が
ら
伝
播
し
定
着
し
そ
れ
ぞ

れ
の
土
地
で
ま
た
変
化
を
重
ね
て
い
っ
た
と
い
う
動
向
が
想
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
兄
妹
婚
の
伝
承
の
場
合
に
は
そ
の
分
布
傾
向
か
ら
み
て
東
国
へ

は
主
と
し
て
中
仙
道
沿
い
の
ル
ー
ト
が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

民
俗
伝
承
情
報
に
対
し
て
歴
史
史
料
情
報
を
比
較
参
照
枠
と
し
て
活
用
す

れ
ば
、
民
俗
伝
承
の
中
に
歴
史
的
な
変
遷
を
た
ど
る
情
報
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
り
、
歴
史
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
歴
史
世
界
が
存
在

す
る
こ
と
を
追
跡
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一

例
と
し
て
道
祖
神
信
仰
の
伝
播
と
変
容
の
軌
跡
を
追
跡
す
る
作
業
の
一
部

を
紹
介
し
て
み
た
が
、
さ
ら
に
精
緻
な
民
俗
と
歴
史
の
双
方
の
資
料
情
報

の
蒐
集
と
比
較
分
析
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
も
、
民
俗
伝

承
学
の
視
点
と
方
法
に
よ
っ
て
、
新
し
い
歴
史
世
界
と
そ
の
動
態
と
を
追

跡
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
伝
承
論
の
視
点

　

次
に
、「
伝
承
論
」の
視
点
か
ら
で
あ
る
。伝
承
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、

歴
史
の
変
遷
の
中
で
も
変
わ
り
に
く
く
通
貫
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ

れ
を
抽
出
し
一
定
の
分
析
概
念
と
し
て
設
定
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

道
祖
神
信
仰
の
特
徴
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
道
祖
神
の
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特
徴
と
は
、（
１
）
村
境
に
祭
ら
れ
る
、（
２
）
村
人
を
疫
病
か
ら
守
っ
て

く
れ
る
、（
３
）
男
女
の
神
で
性
器
が
強
調
さ
れ
る
、（
４
）
石
造
の
男
女

双
体
像
の
事
例
で
は
兄
妹
婚
と
い
う
近
親
婚
の
話
が
付
随
し
て
い
る
例
が

多
い
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、（
１
）
と
（
２
）
の
道
祖
神
の
祭

ら
れ
方
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
。
す
る
と
、
事
例
２
の
新
潟
県
旧
津
川

町
大
牧
の
シ
ョ
ウ
キ
サ
マ
の
例
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
旧
暦
二
月
二
日
で

現
在
は
新
暦
三
月
二
日
で
あ
る
が
、
そ
の
日
に
村
人
が
集
ま
っ
て
作
り
替

え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
材
料
の
藁
は
村
人
の
身
体
の
痛
い
と
こ
ろ
や
病

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
こ
す
り
つ
け
た
新
藁
を
み
ん
な
で
持
ち
寄
っ
て
作
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
厄
除
け
や
疫
病
除
け
の
ヒ
ト
ガ
タ

（
人
形
）
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
災
厄
を
ヒ
ト
ガ
タ
（
人
形
）

に
依
り
憑
か
せ
て
祓
え
や
る
と
い
う
こ
と
を
儀
礼
的
に
行
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

次
に
、（
３
）
と
（
４
）
の
男
女
の
性
器
、
兄
妹
婚
、
と
い
う
道
祖
神

独
特
の
伝
承
に
注
目
し
て
み
る
。
す
る
と
、（
３
）
の
特
徴
か
ら
想
定
さ

れ
る
の
は
、
ふ
つ
う
に
は
、
す
で
に
古
くJ.G.

フ
レ
イ
ザ
ー
が
提
示
し
た

Im
itative M

agic

類
感
呪
術（

11
（

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
生
殖
機
能
か
ら

の
豊
穣
祈
願
へ
と
い
う
類
似
連
想
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
東
京
都

板
橋
区
赤
塚
の
田
遊
び
や
愛
知
県
小
牧
市
の
田
縣
神
社
の
豊
年
祭
な
ど
日

本
各
地
の
民
俗
事
例
か
ら
解
説
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
道

村人の身体の痛いところや悪いところにこすり
つけた藁が集められて作られる　写真８

新潟県旧津川町大牧のショウキサマ
写真７

祖
神
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
当
た
ら
な
い
。（
１
）（
２
）（
４
）
の
特
徴

と
の
整
合
性
が
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
４
）
の
兄
妹
婚
と
い
う
の

は
近
親
婚
禁
忌
違
犯
で
あ
り
、『
延
喜
式
』「
祝
詞
」
が
伝
え
る
「
天
つ
罪
・

国
つ
罪
」
に
も
通
じ
る
罪
穢
れ
の
典
型
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
道

祖
神
の
（
１
）（
２
）（
３
）（
４
）
と
い
う
特
徴
に
と
っ
て
そ
の
整
合
性

を
得
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
と
し
て
、
ケ
ガ
レ
と
い
う
分
析
概
念
を
設
定

し
て
み
る
。

ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ　
　

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
と
い
う
概
念
の
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提
示
の
は
じ
ま
り
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
文
化
人
類
学
の
波

平
恵
美
子
と
民
俗
学
の
桜
井
徳
太
郎
を
中
心
と
す
る
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ

論
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た（

11
（

。
波
平
は
、
ハ
レ
は
清
浄
性
・
神
聖
性
、
ケ
は
日

常
性
・
世
俗
性
、
ケ
ガ
レ
は
不
浄
性
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
概
念
で
あ
る
と
し

て
、ハ
レ
に
対
立
す
る
概
念
が
ケ
ガ
レ
で
あ
り
、日
本
の
民
間
信
仰
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
こ
の
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
の
三
項
対
立
の
関
係
性
と
そ

の
差
異
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。
こ
の
波
平
の
ハ

レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
論
は
、
柳
田
國
男
の
「
ハ
レ
と
ケ
」、
Ｅ.

デ
ュ
ル
ケ
ム

の
「
聖
と
俗（

11
（

」、
Ｅ.

リ
ー
チ
や
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
の
「
浄
と
不
浄（

11
（

」
と
い
う
三

者
の
折
衷
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
Ｅ.

リ
ー
チ
や
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
の
規

定
し
た
「
不
浄
」dirt

：pollution

と
い
う
概
念
は
、
物
事
の
体
系
的
な

秩
序
づ
け
や
分
類
の
副
産
物
で
あ
り
、
中
間
領
域
に
あ
る
も
の
や
変
則
的

な
も
の
は
分
類
や
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
区
別
立
て
さ
れ
た

も
の
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
不
浄
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
と
す
る
理
論
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
桜
井
は
ハ
レ
と
ケ
と
を
対
立

関
係
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
ハ
レ
と
ケ
の
媒
介
項
と
し
て
ケ
ガ
レ
を
設

定
し
、
ケ
ガ
レ
は
稲
の
霊
力
で
あ
る
ケ
が
枯
れ
た
状
態
、
つ
ま
り
ケ
枯
れ

で
あ
り
、
そ
の
ケ
ガ
レ
と
い
う
生
命
力
の
枯
渇
し
た
状
態
か
ら
回
復
す
る

の
が
ハ
レ
の
神
祭
り
で
あ
る
と
し
て
、
ハ
レ
→
ケ
→
ケ
ガ
レ
と
い
う
循
環

論
を
主
張
し
た（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
論
は
、
波

平
の
ケ
が
日
常
性
と
世
俗
性
、
つ
ま
り
柳
田
の
「
ケ
」
とE.

デ
ュ
ル
ケ
ム

の
「
俗
」
と
を
あ
わ
せ
た
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
桜
井
の
ケ
は
「
毛
」

「
気
」
と
い
う
生
命
力
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
柳
田
の
「
ケ
」
と
は
異
な

る
ま
っ
た
く
新
し
い
意
味
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

概
念
に
差
異
が
あ
る
点
で
致
命
的
で
あ
り
、
両
者
の
議
論
が
か
み
あ
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
儀
礼
・
芸
能

と
民
俗
的
世
界
観（

1（
（

」
に
参
加
し
て
、
波
平
恵
美
子
や
坪
井
洋
文
や
宮
田
登

ら
の
議
論
に
立
ち
会
っ
て
い
た
筆
者
は
、
柳
田
國
男
の
ハ
レ
と
ケ
と
い
う

概
念
は
む
や
み
に
動
か
す
べ
き
で
は
な
く
、ハ
レ
と
は
祭
礼
・
年
中
行
事
・

冠
婚
葬
祭
な
ど
衣
食
住
の
装
置
か
ら
人
々
の
行
為
に
い
た
る
ま
で
の
非
日

常
的
な
消
費
と
遊
興
を
特
徴
と
す
る
時
間
と
空
間
で
あ
り
、
ケ
と
は
労
働

と
休
息
を
中
心
と
す
る
衣
食
住
の
装
置
か
ら
人
々
の
行
為
に
い
た
る
ま
で

の
日
常
的
な
経
済
的
生
産
を
特
徴
と
す
る
時
間
と
空
間
で
あ
る
、
と
し
て

再
定
義
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
に
つ
い
て
は
む
し

ろ
新
た
な
ケ
ガ
レ
の
概
念
規
定
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し

て
、
Ｅ.

リ
ー
チ
や
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
の
境
界
論
的
な
浄
・
不
浄
論
の
立
場
か

ら
の
不
浄dirt

：pollution

の
概
念
の
翻
訳
語
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
ら

た
め
て
『
記
紀
』
神
話
の
伊
邪
那
岐
の
黄
泉
国
訪
問
譚
の
語
る
死
穢
感
覚

や（
11
（

、
奈
良
朝
の
密
教
呪
法
と
し
て
の
解
穢
法（

11
（

、
平
安
貴
族
の
触
穢
思
想（

11
（

、
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等
々
に
由
来
す
る
日
本
歴
史
の
中
の
「
穢
れ
」
観
念
か
ら
抽
象
化
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
、
死
穢
を
基
本
と
す
る
概
念
と
し
て
の
新
し
い
「
ケ
ガ
レ
」
論

の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
ケ
ガ
レ
の
発
生
論
か
ら
処
理
論
ま
で
を

そ
の
視
界
に
お
く
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
は
、
ケ
ガ
レ
の
概
念
規
定
を
明
確

に
し
て
お
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ガ
レ
と
は
、
死
穢
も
し
く
は

死
の
吸
引
力
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
常
の
生
命
活
動

の
中
で
必
然
的
に
再
生
産
さ
れ
る
不
浄
で
汚
穢
な
る
も
の
、
感
染
力
が
あ

り
放
置
し
て
お
く
と
死
を
も
た
ら
す
危
険
な
も
の
を
包
括
し
て
ケ
ガ
レ
と

概
念
化
す
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ケ
ガ
レ
の
処
理
の
民
俗
伝
承
事
例
情
報
を
蒐
集
整
理
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
祓
へ
や
ら
れ
て
も
無
化
す
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
不
気
味
な
力
の
逆
転
現
象
が
起
こ
り
、
縁
起
物
へ
と
転
じ
ま
た
そ

こ
か
ら
神
々
が
誕
生
す
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
提
示
す
る
も
の

で
あ
っ
た（

11
（

。
日
本
神
話
の
神
の
典
型
例
で
あ
る
天
照
大
神
や
須
佐
之
男
が

伊
邪
那
岐
の
死
穢
の
禊
祓
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
す
る
神
話
や
、
民
俗
神

の
典
型
例
で
あ
る
道
祖
神
が
疫
病
や
近
親
婚
の
伝
承
を
と
も
な
う
民
俗
な

ど
を
例
示
し
た
そ
の
仮
説（

11
（

は
、
ケ
ガ
レ
・
ハ
ラ
ヘ
・
カ
ミ
論
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
ケ
ガ
レ
（
死
穢
の
吸
引
力
）
の
対
概
念
は
カ
ミ
（
生
命

の
神
秘
力
）
で
あ
る
と
い
う
概
念
設
定
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
民
俗

学
か
ら
あ
ら
た
め
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
、「
ケ
ガ
レ
と
カ
ミ
」
と

い
う
分
析
概
念
で
あ
っ
た
。

文
化
人
類
学
の
ケ
ガ
レ
論　
　

波
平
の
ケ
ガ
レ
論
は
前
述
の
よ
う
に
、
も

と
も
と
文
化
人
類
学
の
Ｅ.

リ
ー
チ
や
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
の
浄
・
不
浄
論
の
導

入
で
あ
っ
た
が（

11
（

、
日
本
の
歴
史
学
や
宗
教
社
会
学
も
こ
の
概
念
を
援
用
し

て
い
っ
た（

11
（

。
し
か
し
、
こ
の
不
浄
と
い
う
概
念
自
体
の
問
題
設
定
を
歴
史

学
や
宗
教
社
会
学
が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
み
ず
か
ら
そ
の
概
念
設
定
を

提
示
し
直
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
欧
米
の
文
化
人
類
学
で
も
、
フ
ラ
ン
ス

の
ル
イ
・
デ
ュ
モ
ン
は
、
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
がPurity and D

anger

を
刊
行

し
た
の
と
同
じ
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
論
著
で
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
社
会
に
つ
い
て
同
じ
く
浄
・
不
浄
の
対
立
的
枠
組
で
そ
れ
を
と
ら

え
、
カ
ー
ス
ト
社
会
は
浄
・
不
浄
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
階
層
的
に

規
定
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
ル
イ
・
デ
ュ
モ
ン
と
同

表４
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じ
イ
ン
ド
の
そ
の
近
隣
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
を
調
査
し
て
、
あ
ら
た
め
て

浄
・
不
浄
論
の
不
浄
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
新
た
な
ケ
ガ
レ
論
を
提
示

し
た
の
が
関
根
康
正
で
あ
っ
た（

11
（

。
Ｍ.

ダ
グ
ラ
ス
や
Ｌ.

デ
ュ
モ
ン
の
い
う

「
不
浄
」
は
、
秩
序
中
心
と
い
う
境
界
の
外
部
か
ら
ケ
ガ
レ
を
眺
め
た
産

物
で
あ
り
、
二
項
対
立
と
い
う
構
造
主
義
的
、
客
観
的
体
裁
を
も
っ
て
は

い
る
が
、
そ
の
実
は
特
権
的
視
点
か
ら
見
下
し
た
固
定
的
、
実
体
論
的
概

念
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
関
根
の
い
う
「
ケ
ガ
レ
」
は
、
ケ
ガ
レ
と

い
う
境
界
状
況
の
内
部
に
身
を
置
く
、
つ
ま
り
境
界
線
上
に
止
ま
っ
て
そ

の
内
外
発
生
の
瞬
間
を
生
き
続
け
る
と
表
現
で
き
る
真
の
構
造
主
義
的
視

点
の
所
産
で
あ
る
。「
ケ
ガ
レ
」
は
自
己
自
身
の
主
体
的
問
題
と
し
て
語

る
限
り
に
お
い
て
差
別
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
関
根
の

指
摘
は
、
日
本
の
歴
史
と
民
俗
に
お
け
る
罪
穢
れ
観
念
、
祓
え
清
め
の
職

能
、
差
別
と
尊
厳
な
ど
の
問
題
を
現
実
的
か
つ
具
体
的
に
考
慮
中
で
あ
っ

た
新
谷
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
刺
激
的
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

と
は
自
己
変
革
で
あ
る
、
と
い
う
民
俗
学
の
大
前
提
が
い
ま
さ
ら
な
が
ら

再
想
起
さ
れ
、
ケ
ガ
レ
の
た
だ
中
に
い
る
自
己
供
犠
の
か
ま
え
、
権
力
関

係
の
空
間
の
中
に
ケ
ガ
レ
論
を
更
新
し
て
い
く
こ
と
の
意
義
、
そ
れ
ら
の

重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

1（
（

。

　

以
上
、
解
説
の
上
で
の
必
要
性
か
ら
や
や
遠
回
り
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
つ
ま
り
は
、
道
祖
神
信
仰
の
民
俗
伝
承
か
ら
そ
の
他
の
関
連
す
る
民

俗
事
象
を
も
含
め
て
、
そ
し
て
歴
史
記
録
情
報
も
参
照
し
な
が
ら
、
民
俗

伝
承
学
の
「
伝
承
論
」
の
視
点
か
ら
こ
こ
に
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

は
、「
ケ
ガ
レ
と
カ
ミ
」
と
い
う
分
析
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ

こ
で
の
一
つ
の
結
論
で
あ
る
。

㈢　

葬
儀
伝
承
の
事
例
差
と
そ
の
読
み
解
き　
　

（
一
）
三
種
類
の
葬
儀
分
担
者　
　

　

二
〇
一
〇
年
代
現
在
の
日
本
の
葬
儀
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
葬
儀

業
者
の
関
与
、
公
営
火
葬
場
の
利
用
、
と
い
う
か
た
ち
が
一
般
的
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
た

旧
来
の
葬
儀
は
、
家
族
や
親
族
そ
し
て
地
域
社
会
の
相
互
扶
助
の
も
と
に

執
り
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
地
方
で
は
土
葬
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
の
は
、
戦
後
日
本
の
高
度
経
済

成
長
期
（
経
済
史
学
で
い
う
狭
義
で
は
一
九
五
五
年
の
神
武
景
気
か
ら

一
九
七
八
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
）
を
経
る
中
で
起
こ
っ
た

大
き
な
生
活
変
化
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
た

の
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
で
あ
っ
た（

11
（

。
そ
う
し
た
動
向
を
前
に
し
て
、
伝

承
分
析
学
の
観
点
か
ら
注
意
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
の
は
、
眼
前
で

次
々
と
喪
失
し
消
滅
し
て
い
く
そ
れ
ま
で
地
域
ご
と
に
伝
承
さ
れ
て
い
た

伝
統
的
な
葬
送
の
儀
礼
や
作
業
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
あ
る
伝
承
と
そ
の
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意
味
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
葬
儀
の
手
伝
い
に
つ
い
て
の
事

例
差
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
始
め
た
自
分
の
民
俗
調
査
体
験
か
ら
指
摘
で
き
る

こ
と
は
、
葬
儀
の
手
伝
い
の
人
間
と
は
、
Ａ
血
縁
（
血
縁
的
関
係
者
＝
家

族
・
親
族
）・
Ｂ
地
縁
（
地
縁
的
関
係
者
＝
近
隣
組
・
講
中
）・
Ｃ
無
縁
（
無

縁
的
関
係
者
＝
僧
侶
）
の
三
者
に
分
類
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

11
（

。

そ
れ
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
は
Ｂ
に
社
縁
（
社
縁
的
関
係
者
＝
学
校
・

会
社
・
役
所
・
結
社
・
団
体
な
ど
）
を
加
え
る
こ
と
、
そ
し
て
一
九
八
〇

年
代
以
降
は
Ｃ
に
葬
祭
業
者
や
火
葬
場
の
職
員
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
き
て
い
た
。
二
〇
一
〇
年
代
の
現
在
で
は
、
Ｃ
の
葬
祭
業
者
の
関

与
が
ひ
じ
ょ
う
に
増
大
化
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
伝
統
的
に
Ａ
や

Ｂ
の
担
当
と
さ
れ
て
き
た
死
体
へ
直
接
的
に
接
触
す
る
作
業
は
次
の
８
つ

で
あ
っ
た
。

　

 （
1
）
遺
体
安
置　
（
2
）
湯
灌　
（
3
）
死
装
束
作
り　
（
4
）
納
棺　

（
（
）
棺
担
ぎ　
（
（
）
土
葬
の
場
合
の
穴
掘
り
と
埋
葬　
（
（
）
火
葬

の
場
合
の
火
葬　
（
（
）
遺
骨
拾
い
と
納
骨

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
各
地
の
民
俗
調
査
で
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る

の
は
、Ａ
の
担
当
は
、（
1
）、（
2
）、（
4
）、（
（
）で
あ
り
、残
り
の（
3
）、

（
（
）、（
（
）、（
（
）
は
Ｂ
の
担
当
と
い
う
例
が
一
般
的
で
、
な
か
に
は

（
3
）
と
（
（
）
は
地
方
に
よ
り
Ａ
と
Ｂ
の
両
者
も
し
く
は
い
ず
れ
か
と

い
う
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。

喪
主
み
ず
か
ら
が
墓
穴
を
掘
る　
　

一
般
的
に
は
、
葬
儀
は
村
落
内
の
組

と
か
講
な
ど
と
呼
ば
れ
る
近
隣
組
織
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
さ
れ
る
も
の

で
、
Ｂ
タ
イ
プ
が
基
本
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
相
互
扶
助
の
慣
行
が
も
っ

と
も
も
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
民
俗
事
象
で
あ
る
と
民
俗
学
で
は
理
解
さ
れ

て
き
て
い
た
の
で
あ
る
が（

11
（

、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
（0
年
代
に
か
け
て
の
筆

者
の
調
査
体
験
の
中
で
は
、
実
際
に
は
（
（
）、（
（
）
も
Ａ
の
担
当
で
あ

る
と
し
て
き
て
い
る
例
が
意
外
に
も
日
本
各
地
で
少
な
く
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
な
り
古
い
報
告
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
鈴
木
棠
三
が
『
ひ
だ
び
と
』
（
巻
（
・
10
号
に

報
告
し
た
「
陸
中
安
家
村
聞
き
書
き（

11
（

」
に
あ
っ
た
次
の
よ
う
な
記
事
に
は

驚
い
た
。「
墓
は
、
喪
主
が
葬
礼
の
前
に
必
ず
現
場
に
行
き
、
墓
所
に
白

紙
を
お
き
、
五
竜
の
位
置
を
き
め
、
二
鍬
ば
か
り
掘
る
。
こ
れ
を
ヤ
シ
キ

ト
リ
と
い
っ
て
い
る
」。
つ
ま
り
、
喪
主
が
墓
穴
を
み
ず
か
ら
掘
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
事
例
の
報
告
が
長
い
間
無
視
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
た
い
へ
ん
悔
や
ま
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

比
較
研
究
と
い
う
方
法　
　

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
葬
送
の
作
業
分
担
を

め
ぐ
る
死
者
と
の
関
係
の
上
で
の
、
Ａ
血
縁
（
血
縁
的
関
係
者
＝
家
族
・

親
族
）、
Ｂ
地
縁
（
地
縁
的
関
係
者
＝
近
隣
組
・
講
中
）、
Ｃ
無
縁
（
無
縁

的
関
係
者
＝
僧
侶
・
僧
な
ど
の
宗
教
者
・
葬
儀
業
者
）」
と
い
う
三
者
の
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関
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
浮
上
し
て
き
た
。
こ
の

場
合
に
も
、
柳
田
の
提
唱
し
た
民
俗
伝
承
の
比
較
研
究
法
の
活
用
が
不
可

欠
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
Ｂ
地
縁
的
関
係
者
が
中
心
と
い
う
一
九
六
〇
年
代

ま
で
の
日
本
各
地
で
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ
っ
た
事
例
か
ら
、
Ａ
血
縁
的

関
係
者
の
関
与
が
中
心
だ
と
い
う
従
来
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
事
例
ま
で
、
そ
の
両
極
端
の
事
例
が
存
在
す
る
と
い
う
一
定
の
幅
の
中

で
そ
の
中
間
的
な
事
例
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
筆
者
の
調
査
事
例
の
中

か
ら
、
Ａ
血
縁
的
関
係
者
、
Ｂ
地
縁
的
関
係
者
の
関
与
の
比
重
の
差
異
を

示
す
四
つ
の
事
例
を
選
ん
で
紹
介
し
て
み
る（

11
（

。

事
例
１
：
広
島
県
山
県
郡
旧
千
代
田
町
（
現
在
北
広
島
町
）　　

浄
土
真

宗
門
徒
の
卓
越
し
た
地
域
で
、
ア
タ
リ
と
呼
ば
れ
る
隣
近
所
の
数
戸
と
講

中
と
呼
ば
れ
る
近
隣
集
団
の
10
数
戸
―
20
数
戸
が
葬
儀
の
中
心
的
な
作
業

を
担
当
し
て
、
死
亡
当
日
の
最
初
か
ら
葬
送
の
最
後
ま
で
家
族
や
親
族
は

一
切
手
出
し
せ
ず
に
死
者
に
付
き
添
う
の
み
。
も
っ
と
も
地
縁
中
心
の
事

例
。

事
例
２
：
山
口
県
旧
豊
浦
郡
（
現
在
下
関
市
）
豊
北
町
角
島　
　

死
亡
当

日
の
第
1
日
目
だ
け
は
葬
儀
の
準
備
を
す
べ
て
家
族
と
親
族
と
で
行
な

い
、
2
日
目
か
ら
隣
近
所
の
数
戸
と
講
中
と
呼
ば
れ
る
近
隣
集
団
の
20
数

戸
が
葬
儀
の
中
心
的
な
役
割
を
分
担
す
る
。
地
縁
中
心
で
は
あ
る
が
死
亡

当
日
だ
け
は
家
族
や
親
族
な
ど
の
血
縁
者
が
葬
儀
の
準
備
を
す
る
と
い
う

血
縁
的
関
係
者
の
担
当
部
分
を
残
し
て
い
る
事
例
。

事
例
３
：
新
潟
県
中
魚
沼
郡
津
南
町
赤
沢　
　

ヤ
ゴ
モ
リ
と
呼
ば
れ
る
近

隣
集
団
が
葬
儀
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
が
、
棺
担
ぎ
や
埋
葬
や
火
葬
だ
け
は

死
者
の
子
供
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
う
。
遺
体
を
扱
う
土
葬
の
頃
の
墓
穴

掘
り
や
埋
葬
、
ま
た
火
葬
に
な
っ
て
も
そ
の
火
葬
だ
け
は
必
ず
家
族
や
親

族
な
ど
血
縁
的
関
係
者
が
行
な
う
と
い
う
事
例
。
ヤ
ゴ
モ
リ
も
現
在
で
は

近
隣
集
団
と
し
て
の
性
格
を
強
く
し
て
い
る
が
も
と
も
と
は
親
族
集
団
が

変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

事
例
４
：
岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町　
　

食
事
の
準
備
か
ら
野
辺
送
り
、

埋
葬
ま
で
葬
儀
の
作
業
の
主
要
な
部
分
は
す
べ
て
家
族
、
親
族
が
担
当
し

て
、
近
隣
集
団
に
は
補
助
的
な
役
割
だ
け
を
頼
む
。
葬
儀
は
血
縁
的
関
係

者
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
す
る
も
の
と
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
で
、

先
に
鈴
木
棠
三
が
報
告
し
て
い
た
地
域
の
事
例
。

　

事
例
４
が
も
っ
と
も
Ａ
の
血
縁
的
関
係
者
中
心
の
タ
イ
プ
で
、
事
例
１

が
も
っ
と
も
Ｂ
の
地
縁
的
関
係
者
中
心
の
タ
イ
プ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
典
型
的

で
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
例
３
が
Ａ
の
血
縁
的
関
係
者
中

心
の
タ
イ
プ
に
近
い
が
や
や
ゆ
る
や
か
な
タ
イ
プ
、
事
例
２
が
Ｂ
の
地
縁

的
関
係
者
中
心
的
な
タ
イ
プ
に
近
い
が
や
や
ゆ
る
や
か
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。

タ
ニ
ン
を
作
る
村
・
シ
ン
ル
イ
を
作
る
村　
　
　

Ｂ
中
心
の
事
例
１
か
ら

Ａ
中
心
の
事
例
４
ま
で
、
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
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化
型
の
存
在
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
両
者

の
中
間
の
い
わ
ば
媒
介
項
的
な
事
例
の
存
在
で
あ
る
。
葬
儀
に
お
い
て
わ

ざ
わ
ざ
タ
ニ
ン
を
作
る
と
い
う
事
例
と
そ
の
逆
に
シ
ン
ル
イ
を
作
る
と
い

う
事
例
と
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

事
例
５　

福
井
県
敦
賀
市
白
木 

―
タ
ニ
ン
を
作
る
村
―　
　

白
木
は
近
世
以

来
な
が
く
分
家
制
限
を
行
な
っ
て
き
て
お
り
、
現
在
も
1（
戸
だ
け
で
村
が

構
成
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
村
中
が
親
戚
関
係
に
あ
る
1（
戸
は
、
自
分
の
家
に
対

し
て
他
の
14
戸
と
の
関
係
を
オ
モ
シ
ン
ル
イ
、
コ
シ
ン
ル
イ
、
タ
ニ
ン
の

三
種
類
に
分
け
て
い
る
。
オ
モ
シ
ン
ル
イ
は
村
内
の
結
婚
で
結
ば
れ
て
お

よ
そ
四
代
目
ま
で
の
家
で
五
代
目
以
降
は
コ
シ
ン
ル
イ
に
な
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。
タ
ニ
ン
に
は
、「
ほ
ん
ま
の
他
人
で
、
血
筋
で
つ
な
が
ら
な
い
」

家
と
実
際
に
は
血
筋
が
つ
な
が
っ
て
い
る
従
兄
弟
ど
う
し
の
場
合
で
も

「
家
ご
と
の
し
き
た
り
と
し
て
タ
ニ
ン
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
例
も
少

な
く
な
い
。
な
ぜ
タ
ニ
ン
を
作
る
の
か
、
そ
れ
は
葬
儀
で
の
棺
担
ぎ
と
火

葬
で
遺
体
を
焼
く
オ
ン
ボ
ウ
役
を
や
っ
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

　

近
隣
の
美
浜
町
菅
浜
や
敦
賀
半
島
の
縄
間
や
立
石
で
は
、
親
の
葬
式
で

の
墓
穴
掘
り
や
棺
担
ぎ
の
役
は
子
供
が
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
お
り
、
血

縁
的
関
係
者
が
中
心
と
な
っ
て
葬
式
を
行
な
う
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

だ
か
ら
「
菅
浜
で
は
葬
式
は
親
と
子
だ
け
で
す
る
。
最
後
の
別
れ
だ
か
ら

親
と
子
だ
け
で
す
る
の
が
本
当
だ
と
思
う
。
白
木
の
よ
う
に
タ
ニ
ン
任
せ

に
す
る
の
は
お
か
し
い
と
思
う
」
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い
。
つ
ま
り
、

こ
の
敦
賀
市
域
で
は
遺
体
に
接
触
す
る
役
で
あ
る
棺
担
ぎ
や
火
葬
や
埋
葬

は
血
筋
の
つ
な
が
る
身
内
の
者
が
当
た
る
べ
き
だ
と
い
う
か
た
ち
が
多
く

存
在
し
て
い
る
中
で
、
そ
の
一
方
、
こ
の
白
木
の
よ
う
に
血
の
つ
な
が
る

親
戚
関
係
の
者
の
中
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
タ
ニ
ン
を
作
っ
て
そ
の
役
に
当
た
っ

て
も
ら
う
と
い
う
か
た
ち
が
で
き
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と

表５　白木のオモシンルイ・コシンルイ・タニンの関係
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も
と
棺
担
ぎ
や
火
葬
や
埋
葬
は
血
縁
的
関
係
者
が
当
た
る
か
た
ち
で
あ
っ

た
の
が
、
そ
う
で
は
な
く
地
縁
的
関
係
者
が
当
た
る
べ
き
だ
と
い
う
新
た

な
考
え
方
が
起
こ
っ
て
き
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
は
Ａ

血
縁
的
関
係
者
な
の
に
、
Ｂ
地
縁
的
関
係
者
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
役
を
担
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
、と
い
う
考
え
か
た
は
、

血
縁
以
外
の
人
に
依
頼
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
新
た
に
起
こ
っ
て
き

た
か
ら
こ
そ
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

事
例
６　

滋
賀
県
蒲
生
郡
竜
王
町
綾
戸 
―
シ
ン
ル
イ
を
作
る
村
―　
　

綾
戸

は
こ
の
一
帯
の
33
ヵ
郷
の
荘
園
鎮
守
社
と
し
て
古
い
由
緒
を
伝
え
る
苗
村

神
社
の
地
元
の
約
（2
戸
の
村
落
で
、
ほ
と
ん
ど
地
縁
的
な
関
係
の
家
々
か

ら
な
っ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
（2
戸
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ソ
ー
レ
ン
シ
ン
ル
イ
と
し
て

の
付
き
合
い
が
で
き
て
い
る
家
が
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
血
縁
関
係
の

家
も
あ
る
が
、
縁
故
不
明
の
他
人
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
近
隣
関
係
で

も
な
く
相
互
的
な
関
係
で
も
な
い
。人
び
と
は「
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、

代
々
そ
う
な
っ
て
い
る
」
と
い
い
、
葬
儀
の
時
に
は
「
大
事
な
お
方
」
だ

と
い
っ
て
い
る
。
ソ
ー
レ
ン
シ
ン
ル
イ
の
し
ご
と
の
中
心
は
葬
儀
の
手
伝

い
で
、
と
く
に
埋
葬
墓
地
サ
ン
マ
イ
で
の
墓
穴
掘
り
と
遺
体
の
埋
葬
で
あ

る
。
最
近
で
は
火
葬
に
な
っ
た
の
で
埋
骨
す
る
だ
け
の
約
30
セ
ン
チ
四
方

の
穴
を
掘
る
だ
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
棺
を
埋
め
る
大
き
な
穴

で
な
る
べ
く
深
く
掘
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
掘
る
際
に
は
必
ず

サ
ン
マ
イ
ま
で
喪
家
の
主
人
が
つ
い
て
行
き
掘
る
場
所
を
指
定
し
た
。
サ

ン
マ
イ
は
完
全
な
共
同
利
用
の
墓
地
で
家
ご
と
の
区
画
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
、埋
葬
の
つ
ど
古
く
な
っ
た
場
所
な
ど
適
当
な
地
点
を
選
ん
だ
。ソ
ー

レ
ン
シ
ン
ル
イ
の
中
の
墓
穴
掘
り
役
の
約
三
、四
人
は
む
や
み
に
ス
コ
ッ

プ
を
下
ろ
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
必
ず
喪
主
が
指
定
し
依
頼
し
た
場
所

に
ス
コ
ッ
プ
を
下
ろ
し
、
い
っ
た
ん
ス
コ
ッ
プ
を
下
ろ
し
た
ら
そ
こ
か
ら

決
し
て
場
所
を
か
え
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
滋
賀
県
を
は
じ
め
近
畿
地
方
の
村
落
は
、
血
縁
的
な
同
族
集
団
の

家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
の
村
落
で
は
な
く
、
こ
の
綾
戸

の
よ
う
に
地
縁
的
な
家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
の
村
落
が

多
い
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葬
送
の
儀
礼
や
作
業
に
お
い

て
は
集
落
内
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
棺
担
ぎ
や
墓
穴
掘
り
や
埋
葬
の
役
が

近
隣
の
家
々
の
間
で
回
り
当
番
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
の

一
九
七
〇
年
代
の
民
俗
調
査
で
も
、
た
と
え
ば
京
都
府
綴
喜
郡
旧
田
辺
町

打
田
の
事
例
で
は
近
隣
の
回
り
当
番
で
の
墓
穴
掘
り
や
埋
葬
の
役
が
決
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
当
番
に
当
た
っ
て
い
わ
ゆ
る
オ
ン
ボ
ウ
役

の
墓
穴
掘
り
や
埋
葬
の
役
を
つ
と
め
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
に
対
し
て
は
、

喪
主
と
そ
の
妻
が
墓
地
か
ら
の
帰
り
道
の
路
傍
で
荒
筵
を
敷
い
て
土
下
座

を
し
て
彼
ら
に
お
礼
の
挨
拶
を
す
る
の
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
オ
ン
ボ
ウ
役
を
し
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
に
は
、
そ
の
作
業
の
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あ
と
で
ま
ず
は
風
呂
に
入
っ
て
も
ら
い
、
上
座
に
座
っ
て
も
ら
っ
て
お
酒

と
ご
ち
そ
う
と
で
も
て
な
す
の
が
き
ま
り
だ
と
い
う
例
が
近
畿
地
方
の

村
々
で
は
多
く
み
ら
れ
た
。
墓
穴
掘
り
や
埋
葬
は
そ
れ
ほ
ど
重
い
役
、
ふ

つ
う
は
誰
で
も
嫌
う
役
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
綾
戸
で
は
そ
の
よ
う
な
喪
主
夫
婦
に
よ
る
土
下
座
や
風
呂
浴

び
や
酒
席
の
接
待
の
し
き
た
り
は
な
い
。
そ
れ
は
ソ
ー
レ
ン
シ
ン
ル
イ
の

家
の
人
た
ち
は
他
人
で
は
あ
っ
て
も
シ
ン
ル
イ
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

死
体
は
腐
乱
と
汚
穢　
　

人
間
は
生
き
て
い
る
う
ち
は
き
れ
い
だ
が
、
死

ん
だ
ら
き
た
な
く
な
る
。
死
体
は
気
味
の
悪
い
も
の
で
あ
る
。
直
接
体
験

し
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
放
っ
て
お
け
ば
体
内
に
残
っ
て
い
た
糞
尿
も
出
る

し
血
液
も
体
液
も
出
て
き
て
汚
く
て
そ
の
始
末
に
困
る
。
そ
し
て
腐
乱
が

始
ま
り
、
腐
臭
も
た
だ
よ
い
は
じ
め
る
。
汚
く
穢
れ
た
も
の
で
、
誰
も
本

当
は
さ
わ
り
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
で
も
放
っ
て
は
お
け
な
い
。
そ
れ

を
き
れ
い
な
状
態
に
保
っ
て
あ
げ
て
、
そ
の
死
を
悼
み
、
一
応
の
別
れ
の

儀
式
を
し
て
区
切
り
を
つ
け
、
そ
の
後
に
埋
葬
し
た
り
火
葬
し
て
あ
げ
る

役
目
を
は
た
す
の
は
、
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
死
者
に
も
っ
と
も
親

近
感
を
も
つ
人
た
ち
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
、
民
俗
伝
承
の
上

で
、
Ａ
＝
葬
儀
は
家
族
と
親
族
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
す
る
と
い
う
タ
イ

プ
と
、
Ｂ
＝
葬
儀
は
隣
近
所
や
講
の
家
々
の
互
助
協
力
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
と
い
う
タ
イ
プ
と
、
そ
の
両
者
が
あ
る
と
い
う
現
実
に
対
し
て
は
、

実
際
の
民
俗
調
査
で
い
く
つ
か
の
死
と
葬
送
の
現
場
に
立
ち
会
っ
て
み
れ

ば
、
Ａ
が
生
存
的
な
自
然
的
な
関
係
か
ら
み
て
基
本
で
あ
り
、
Ｂ
が
文
化

的
で
社
会
的
な
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
死
体
の
処
理

表６　綾戸のソーレンシンルイの例
（安井武家と安井幸彦家の例　数字は調査時の家の整理番号）
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に
は
一
定
の
労
働
負
担
が
必
然
で
あ
る
。
Ａ
は
そ
れ
が
自
然
の
つ
と
め
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
労
働
負
担
は
も
ち
ろ
ん
無
償
で
あ

る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
当
然
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
Ｂ
は
そ
れ
が
自
然
の
つ
と
め
で
は
な
く
社
会
的
な
つ
と
め
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
労
働
負
担
は
無
償
で
は
な
い
。
相
互
扶
助
の
原

則
の
も
と
に
相
応
の
労
働
負
担
を
お
た
が
い
に
返
し
あ
う
仕
組
み
が
で
き

て
い
て
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
は
も
ち
ろ
ん
有
償
で
あ
る
。
特

別
な
知
識
と
技
能
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
有
償
に
見
合
う
ほ
ど
の
死
者

を
送
る
荘
厳
が
設
営
さ
れ
る
が
、
金
銭
や
物
品
の
支
払
い
が
行
な
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
感
謝
の
気
持
ち
に
と
も
な
う
「
縁
」、
つ
ま
り
社
会

的
関
係
と
い
う
「
縁
」
の
接
続
と
継
続
と
を
切
断
し
て
い
る
。
だ
か
ら
無

縁
の
立
場
の
人
た
ち
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ａ
血
縁
か
ら
Ｂ
地
縁
へ
の
変
化　
　

そ
う
し
て
み
る
と
、
Ａ
の
担
当
が
無

償
で
自
然
な
も
の
、
Ｂ
の
手
伝
い
が
有
償
で
労
働
負
担
の
相
互
交
換
と
い

う
社
会
的
な
も
の
、
Ｃ
の
サ
ー
ビ
ス
は
有
償
で
経
済
的
か
つ
文
化
的
な
も

の
、
と
分
類
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
事
例
１
、
事
例
２
、
事

例
３
、
事
例
４
を
比
較
し
て
み
る
と
、
も
っ
と
も
自
然
で
基
本
的
な
か
た

ち
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
は
め
ず
ら
し
い
タ
イ
プ
と
思
わ
れ
て

い
た
Ａ
が
主
に
担
当
す
る
事
例
４
や
事
例
３
が
伝
え
て
い
る
か
た
ち
で
あ

り
、
す
べ
て
Ｂ
の
担
当
と
い
う
事
例
１
は
む
し
ろ
社
会
的
な
制
度
化
が
進

ん
だ
段
階
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
極
端
な
か
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
事
例
２
で
死
亡
当
日
だ
け
は
家
族
や
親
族
が
担
当
す
る
と
い
う
の

は
、
Ｂ
の
担
当
へ
と
制
度
化
さ
れ
な
が
ら
も
も
と
も
と
は
Ａ
が
担
当
す
べ

き
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ン
ル
イ
を
作
る
事
例
６

の
竜
王
町
綾
戸
の
よ
う
な
事
例
は
死
穢
を
発
す
る
死
体
を
埋
め
る
よ
う
な

人
が
嫌
が
る
仕
事
は
シ
ン
ル
イ
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
お
互
い

に
頼
み
合
え
る
と
い
う
か
た
ち
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
死
体
の
処
理
は
実
際
は
Ｂ
が
担
当
し
て
い
る
の
に
考
え
方
と
し
て
は

Ａ
が
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。一
方
、

タ
ニ
ン
を
作
る
事
例
５
の
敦
賀
市
白
木
の
よ
う
な
事
例
は
実
際
は
Ａ
が
担

当
し
て
い
る
の
に
考
え
方
と
し
て
は
Ｂ
が
担
当
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方

が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
綾
戸
の
事
例
の
方
が
ま
だ
Ａ
が

担
当
す
る
も
の
だ
と
い
う
古
い
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
過
渡
期
の
事
例
で

あ
り
、
白
木
の
事
例
の
方
が
Ｂ
が
担
当
す
る
も
の
だ
と
い
う
新
し
い
考
え

方
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
過
渡
期
の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

重
出
立
証
法
の
有
効
性　
　

こ
う
し
て
日
本
各
地
の
葬
送
事
例
を
比
較
研

究
法
の
視
点
で
み
る
な
ら
ば
、
古
い
か
た
ち
の
Ａ
血
縁
的
関
係
者
が
主
と

し
て
担
当
す
る
と
い
う
事
例
か
ら
、
新
し
い
か
た
ち
の
Ｂ
地
縁
的
関
係
者

が
主
と
し
て
担
当
す
る
と
い
う
事
例
ま
で
、
そ
の
両
極
端
な
事
例
が
存
在
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し
な
が
ら
、
そ
の
中
間
的
な
事
例
も
数
多
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
血
縁
か
ら
Ｂ
地
縁
へ
、
と
い
う
歴
史
的
な
変

化
を
示
す
そ
の
段
階
差
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
差
の
中
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
が
柳
田
國
男
が
民
間
伝
承
の
学
、
民

俗
学
の
視
点
と
方
法
と
し
て
力
説
し
た
重
出
立
証
法
で
あ
り
、
そ
れ
に
学

び
さ
ら
に
継
承
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
私
た
ち
や
若

い
次
世
代
の
研
究
者
が
学
ぶ
べ
き
視
点
な
の
で
あ

る
。
日
本
民
俗
学
（
民
俗
伝
承
学
・
伝
承
分
析
学
）

の
重
出
立
証
法
と
い
う
の
は
文
献
史
学
（
狭
義
の
歴

史
学
）
の
単
独
立
証
法
と
対
比
さ
れ
る
方
法
と
し
て

名
付
け
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
日
本
各
地
の
な
る
べ

く
多
く
の
事
例
情
報
を
調
査
蒐
集
し
て
分
類
し
整
理

し
て
そ
れ
が
発
信
し
て
い
る
歴
史
情
報
を
読
み
取
ろ

う
と
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
柳
田
が
提
唱
し
た
も

う
一
つ
の
比
較
研
究
の
視
点
と
方
法
で
あ
る
方
言
周

圏
論
は
、
民
俗
の
分
布
に
注
目
し
て
「
遠
方
の
一
致
」

に
そ
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

重
出
立
証
法
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
分
布
の
傾
向
性

を
根
拠
と
し
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
地
域
ご
と

の
事
例
差
の
な
か
に
歴
史
的
な
変
遷
の
段
階
差
を
読

み
取
ろ
う
と
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
歴
史
記
録
か
ら

古
代
中
世
の
往
生
伝
や
説
話
類
か
ら
の
情
報　
　

民
俗
は
伝
承tradition

で
あ
る
。
伝
承tradition

は
現
在
の
情
報
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
を
背

負
っ
た
情
報
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
考
え
る
上
で
は
、
歴
史
的
な
情
報
に

も
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
古
代
中
世
の
一
般
庶
民
の
葬

送
の
実
際
や
実
態
に
関
す
る
記
録
情
報
は
少
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
わ

ず
か
に
往
生
伝
の
類
や
仏
教
説
話
の
類
な
ど
の
中
に
い
く
つ
か
の
参
考
情

報
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。本
来
の
文
献
史
学
で
は
し
ょ
せ
ん
第
二
次
史
料
、

第
三
次
史
料
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
し
か
な
い
。
伝
承
分
析
学
と
し
て
の
民

俗
学
の
立
場
か
ら
も
、
そ
れ
ら
の
文
学
的
な
作
品
の
中
の
情
報
は
史
実
の

確
認
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て

の
当
時
の
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
し
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
参
考
情
報
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
い
く
つ
か
の
記
事
に
注
目
し
て
み

る
。
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
葬
送
は
基
本
的
に
、
Ａ
家
族
や
親
族
の

役
割
で
あ
り
一
定
の
資
財
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
1　
　
『
拾
遺
往
生
伝
』（
一
〇
九
九
―
一
一
一
一
年
頃
成
立
）
巻
中

第
2（
話　
「
下
道
重
武
者
、
左
京
陶
化
坊
中
之
匹
夫
也
。（
中
略
）
宅
無
資

貯
、
又
無
親
族
、
死
後
屍
骸
、
誰
人
収
斂
乎
、
遺
留
妾
児
旁
有
労
、」

図５　Ａ血縁とＢ地縁の比重の事例差
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史
料
2　
　
『
拾
遺
往
生
伝
』
巻
上
第
1（
話　
「
汝
是
寡
婦
、
争
斂
死
骸
、

為
省
其
煩
、
故
以
離
居
、」

史
料
3　
　
『
今
昔
物
語
集
』（
一
一
二
〇
年
代
成
立
）巻
24
第
20
話　
「
其

女
父
母
モ
無
ク
親
シ
キ
者
モ
無
カ
リ
ケ
レ
バ
、
死
タ
リ
ケ
ル
ヲ
取
リ
隠
シ

棄
ツ
ル
事
モ
無
ク
テ
、
屋
の
内
ニ
有
ケ
ル
ガ
、
髪
モ
不
落
シ
テ
本
ノ
如
ク

付
タ
リ
ケ
リ
」

史
料
4　
　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
2（
第
1（
話　
「（
死
ん
だ
僧
が
）
貧
カ
リ

ツ
ル
僧
ナ
レ
バ
、
何
カ
ガ
ス
ラ
ム
ト
推
量
ラ
セ
給
テ
、
葬
ノ
料
ニ
絹
、
布
、

米
ナ
ド
多
ク
給
ヒ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
外
ニ
有
ル
弟
子
童
子
ナ
ド
多
ク
来
リ
集

テ
、
車
ニ
乗
セ
テ
葬
テ
ケ
リ
。（
中
略
）
□
ガ
葬
料
ヲ
給
ハ
リ
テ
、
恥
ヲ

不
見
給
ヘ
ズ
成
ヌ
ル
ガ
ウ
ラ
ヤ
マ
シ
ク
候
也
。
□
モ
死
候
ヒ
ナ
ム
ニ
、
大

路
ニ
コ
ソ
ハ
被
棄
候
ハ
メ
。」

史
料
（　
　
『
沙
石
集
』（
一
二
七
九
―
一
二
八
三
年
頃
成
立
）
巻
1
第
4

話　
「
母
ニ
テ
候
モ
ノ
ノ
、
悪
病
ヲ
シ
テ
死
ニ
侍
リ
ケ
ル
ガ
、
父
ハ
遠
ク

行
テ
候
ハ
ズ
、
人
は
イ
ブ
セ
キ
事
ニ
思
ヒ
テ
、
見
訪
フ
者
モ
ナ
シ
。
我
身

は
女
子
ナ
リ
。
弟
は
イ
ヒ
ガ
ヒ
ナ
シ
。
只
悲
シ
サ
ノ
余
ニ
、
泣
ヨ
リ
外
ノ

事
侍
ラ
ズ
。」

史
料
（　
　
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙
（
一
二
九
九
―
一
三
〇
二
年
頃
成
立
）

下
巻
第
3
話　
「
我
母
に
て
あ
る
者
の
今
朝
死
た
る
を
、
此
身
女
人
也
、

又
ひ
と
り
ふ
ど
な
れ
ば
送
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
少
分
の
財
宝
も
な
け
れ
ば

他
人
に
あ
つ
ら
へ
べ
き
事
な
し
。
せ
ん
か
た
な
さ
の
あ
ま
り
に
立
出
た
る

計
也
。」

史
料
（　
　
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙 

下
巻
第
4
話　
「
近
来
備
後
国
住
人
覚

円
と
云
し
僧
、
大
般
若
供
養
の
願
を
た
て
て
当
宮
に
参
宿
し
た
り
し
が
、

世
間
の
所
労
を
し
て
死
に
け
り
。
無
縁
の
者
な
り
け
れ
ば
実
し
き
葬
送
な

ん
ど
に
及
ば
ず
し
て
、
さ
か
が
辻
と
云
所
に
野
す
て
に
し
て
け
り
。」

「
野
棄
て
」
も
あ
り　
　

史
料
1
で
は
、「
宅
無
資
貯
、
又
無
親
族
、
死
後

屍
骸
、
誰
人
収
斂
乎
」、「
遺
留
妾
児
旁
有
労
」
と
、
史
料
2
で
は
、「
汝

是
寡
婦
、
争
斂
死
骸
、
為
省
其
煩
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
財
や
親
族
が

な
い
場
合
に
は
誰
も
死
骸
を
収
斂
し
て
は
く
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

史
料
3
で
は
、
親
族
が
い
な
け
れ
ば
誰
も
死
骸
は
処
理
せ
ず
に
死
後
は
放

置
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
史
料
4
で
は
資
財
が
あ
れ
ば
立
派
に
死
骸
が

処
理
さ
れ
葬
送
が
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
（
や
史

料
（
か
ら
は
親
族
が
な
く
財
宝
も
な
け
れ
ば
他
人
に
葬
送
を
依
頼
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、史
料
（
か
ら
は
親
族
が
い
な
け
れ
ば
野
棄
て
に
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
社
会
で
は
、
死
と

葬
送
は
家
族
や
親
族
の
負
担
で
処
理
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が

な
け
れ
ば
資
財
を
も
っ
て
他
人
に
依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
た
、
し
か
し
、

そ
の
い
ず
れ
も
な
い
場
合
に
は
「
野
棄
て
」
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
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れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
わ
か
る（

11
（

。

近
世
史
料
に
み
る
講
中
の
形
成　
　

で
は
、
事
例
１
の
広
島
県
山
県
郡
旧

千
代
田
町
域
（
現
北
広
島
町
域
）
の
事
例
の
よ
う
に
、
死
亡
直
後
か
ら
火

葬
な
ど
葬
送
の
終
了
ま
で
す
べ
て
の
作
業
を
近
隣
集
団
の
手
に
委
ね
る
と

い
う
極
端
な
Ｂ
地
縁
中
心
的
な
方
式
が
実
現
し
て
き
て
い
る
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
事
例
１
の
場
合
、
浄
土

真
宗
門
徒
の
講
中
の
形
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
講
中
の
形
成

を
示
す
史
料
情
報
の
一
部
が
史
料
（
、
史
料
（
で
あ
る
。
講
中
の
活
動
は

日
常
的
に
は
毎
月
一
回
の
宿
を
決
め
て
の
小
寄
講
と
、
年
に
一
回
の
盛
大

な
報
恩
講
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
講
中
の
果
た
す
最
大
の
役
割
が
葬
儀

の
際
の
徹
底
し
た
互
助
協
力
で
あ
っ
た
。

史
料
（　
　
「
戸
谷
村
浄
円
寺
ニ
付
村
中
定
書
一
札
」
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）

戸
谷
村
（
現
在
北
広
島
町
）
浄
円
寺
所
蔵

一
、
浄
円
寺
殿
所
之
者
持
居
不
申
候
ニ
付
か
ん
に
ん
罷
成
不
申
候
て
今
度

銀
山
一
門
之
所
へ
牢
人
仕
候
ニ
付
、
御
公
儀
様
よ
り
急
度
呼
戻
し
所
之
す

ま
ひ
仕
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
ニ
付
皆
々
立
相
談
仕
、
所
之
茶
香
と
き
坊
主

ニ
仕
、
所
に
置
申
様
ニ
仕
候
事
相
違
無
御
座
候
事
、

一
、
鶉
木
之
者
共
ハ
親
々
申
定
候
通
ニ
手
次
ニ
可
仕
候
、
村
中
茶
合
之
儀

者
当
月
よ
り
浄
円
寺
殿
ニ
て
よ
ろ
こ
ひ
可
申
候
、（
中
略
）　

右
之
条
々
無

相
違
様
ニ
可
仕
候
、
若
相
違
候
ハ
ゝ
此
書
物
を
以
庄
屋
組
頭
小
百
姓
ニ
至

迄
越
度
ニ
可
罷
成
候
、
為
後
日
如
件

　

延
宝
五
年
巳
ノ
七
月
廿
七
日　
　

  

戸
谷
村 

組
頭　

七
郎
左
衛
門　

印

　
　

戸
谷
村　

浄
円
寺　

殿　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
計
（
名
連
署　

印
）

　
　

同
村　
　

庄
屋 

忠
左
衛
門　

殿

　

こ
の
文
書
は
戸
谷
村
（
現
在
広
島
県
北
広
島
町
戸
谷
）
の
浄
円
寺
の
住

職
が
地
域
の
者
と
折
り
合
い
が
悪
く
な
り
石
見
国
大
森
銀
山
幕
府
代
官
領

内
に
立
ち
退
い
た
事
件
に
対
し
て
、
も
と
の
戸
谷
村
の
寺
に
帰
る
よ
う
に

働
き
か
け
て
、
そ
の
待
遇
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。
石
見
国
大
森
の
銀

山
領
か
ら
帰
っ
て
き
た
住
職
に
対
し
て
組
頭
が
連
名
で
「
所
之
茶
香
と
き

坊
主
」
と
し
て
遇
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
こ
の
「
茶
香
」
と
は
現

在
も
安
芸
門
徒
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
お
茶
講
」
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
次
の
「
村
中
茶
合
之
儀
」
も
同
様
で
、
こ
の
時
期
に
早
く
も
講
中
の

会
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
史
料
で
あ
る
。

史
料
（　
　
「
広
島
の
仏
護
寺
か
ら
西
本
願
寺
へ
の
書
状
」

『
安
芸
国
諸
記
』
丑
（
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
一
月
十
八
日
）
春
の

条 
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 「
当
国
諸
郡
村
門
徒
法
用
之
儀
者
、
従
往
古
城
下
寺
庵
之
門
徒
ニ
而

茂
、
其
村
々
寺
庵
之
ヨ
リ
報
恩
講
並
毎
月
大
寄
小
寄
講
等
相
勤
、
寺

相
続
致
来
候
」（
下
線
筆
者
）　

　

こ
の
史
料
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
十
一
月
十
八
日
付
の
広
島
寺
町

の
仏
護
寺
か
ら
京
都
の
西
本
願
寺
の
僧
官
に
提
出
し
た
書
状
の
一
部
で
あ

る（
1（
（

。「
其
村
々
寺
庵
之
ヨ
リ
報
恩
講
並
毎
月
大
寄
小
寄
講
等
相
勤
」
と
あ

る
よ
う
に
、
天
明
期
に
は
安
芸
門
徒
の
ほ
と
ん
ど
の
村
で
報
恩
講
や
大
寄

小
寄
な
ど
の
行
事
と
講
中
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在
の
動
向
：
ホ
ー
ル
葬
の
威
力　
　

近
年
の
葬
祭
業
者
の
関
与
と
新
型

公
営
火
葬
場
の
設
営
と
葬
祭
ホ
ー
ル
の
利
用
と
い
う
全
国
的
な
動
き
は
、

事
例
１
の
広
島
県
山
県
郡
旧
千
代
田
町
域
（
現
在
北
広
島
町
域
）
に
お
い

て
も
例
外
で
は
な
い
。
二
〇
〇
八
年
の
Ｊ
Ａ
広
島
北
部
「
虹
の
ホ
ー
ル
」

の
開
業
は
そ
れ
ま
で
伝
統
的
で
あ
っ
た
根
強
い
安
芸
門
徒
の
講
中
に
よ
る

相
互
扶
助
の
葬
儀
を
大
き
く
変
換
さ
せ
て
き
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
虹
の
ホ
ー
ル

の
職
員
が
主
導
す
る
葬
儀
と
な
り
、
講
中
の
手
伝
い
が
不
要
と
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

広
く
長
い
日
本
歴
史
の
中
で
、
葬
儀
の
主
た
る
担
当
者
は
、
Ａ
血
縁
的

関
係
者
か
ら
Ｂ
地
縁
的
関
係
者
へ
と
い
う
大
き
な
変
化
の
波
を
刻
ん
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
し
て
民
俗
伝
承
と
歴
史
記
録
か
ら
想
定
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
急
激
に
葬
祭
業

者
の
参
入
へ
と
い
う
動
き
が
加
速
し
そ
れ
が
最
近
で
は
葬
祭
場
の
利
用

へ
、
つ
ま
り
Ｃ
無
縁
的
関
係
者
の
主
導
へ
と
い
う
変
化
が
い
ま
起
こ
っ
て

き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葬
儀
の
主
た
る
担
当
者
は
歴
史
の
上
で
、
Ａ
→
Ｂ

→
Ｃ
と
い
う
大
き
な
三
波
展
開
を
刻
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
俗
伝
承
の
比
較
研
究
と
い
う
方
法
と
記
録
資
料

の
追
跡
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
民
俗
つ
ま
り
伝
承
文
化
の
変
遷
史
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
日
本
民
俗
学
（
伝
承
分
析
学
）
の
「
変
遷

論
」
と
い
う
視
点
な
の
で
あ
る
。

（
三
）
分
析
概
念
と
し
て
の
オ
ヤ
オ
ク
リ　

　

一
方
、
そ
の
よ
う
な
葬
送
習
俗
の
変
遷
史
の
中
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く

伝
承
さ
れ
通
貫
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
に
注
目
す
る
の
が
「
伝
承

論
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
葬
儀
つ
ま

り
死
を
め
ぐ
る
儀
礼
的
対
応
は
基
本
的
に
生
の
密
着
関
係
が
同
時
に
死
の

密
着
関
係
へ
と
作
用
し
て
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
も
つ
ね
に
親
子
な
ど

の
血
縁
関
係
者
が
葬
儀
の
基
本
的
な
担
い
手
と
み
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と

い
う
事
実
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
Ｂ
の
地
縁
的
関
係
者
が
主
に
分
担

し
て
き
た
葬
儀
の
場
合
で
も
、
土
葬
の
場
合
に
は
最
初
の
一
鍬
の
土
を
棺

に
か
け
る
の
は
喪
主
だ
と
さ
れ
、
火
葬
の
場
合
に
も
最
初
に
火
を
つ
け
る
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の
は
喪
主
だ
と
さ
れ
て
き
て
い
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
事
例
６
滋
賀
県
竜

王
町
の
場
合
で
も
、
埋
葬
墓
地
サ
ン
マ
イ
は
完
全
な
共
同
利
用
で
家
ご
と

の
区
画
は
な
く
埋
葬
の
つ
ど
古
く
な
っ
た
場
所
で
適
当
な
地
点
を
選
ん
で

い
た
が
、
墓
穴
掘
り
役
の
約
三
、四
人
は
む
や
み
に
ス
コ
ッ
プ
を
下
ろ
し

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
必
ず
喪
主
が
指
定
し
依
頼
し
た
場
所
に
ス
コ
ッ
プ

を
下
ろ
し
、
い
っ
た
ん
ス
コ
ッ
プ
を
下
ろ
し
た
ら
そ
こ
か
ら
決
し
て
場
所

を
か
え
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
葬
送
と
い
う

も
の
は
家
族
や
親
族
が
み
ず
か
ら
行
な
う
も
の
だ
と
い
う
不
文
律
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
し
き
た
り
が
根
強
く
残
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き

て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
葬
儀
を
め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な
変
わ
り
に
く

い
伝
承
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、民
俗
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る「
親

送
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る（

11
（

。
親
を
送
る
の
は
子
の
つ
と
め
だ
と
い
う
言

葉
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
抽
象
化
し
て
提
示
す
る
な
ら
ば

オ
ヤ
オ
ク
リ
と
い
う
分
析
概
念
と
し
て
提
出
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

前
述
の
よ
う
に
、
生
の
密
着
関
係
が
死
の
密
着
関
係
へ
と
作
用
す
る
と
い

う
、
社
会
的
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
義
務
的
な
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
近
未
来
の
日
本
社
会
で
ま
す
ま
す
主
流
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
Ｃ

の
無
縁
的
関
係
者
た
る
葬
祭
業
者
が
主
と
な
っ
て
行
な
う
葬
儀
の
場
合
で

も
、
火
葬
の
点
火
の
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
の
が
喪
主
の
役
目
だ
と
さ
れ
る
伝

承
は
根
強
く
伝
え
ら
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
「
家
族
葬
」
の
流
行

も
、
葬
儀
の
基
本
が
オ
ヤ
オ
ク
リ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る

一
つ
の
歴
史
上
の
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
柳
田

國
男
の
指
導
の
も
と
に
「
児
や
ら
ひ
」
と
い
う
民
俗
の
言
葉
に
注
目
し
た

の
は
大
藤
ゆ
き
で
あ
っ
た
が（

11
（

、
親
子
の
関
係
を
生
と
死
と
い
う
存
在
論
的

な
枠
組
み
か
ら
対
比
的
に
と
ら
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
児
や
ら
ひ
」

と
「
親
送
り
」
と
い
う
民
俗
の
言
葉
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ

で
こ
こ
に
、
日
本
の
民
俗
伝
承
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
る
生
と
死
を
め
ぐ
る

親
子
の
関
係
と
結
び
つ
き
を
表
わ
す
概
念
と
し
て
、「
ハ
レ
と
ケ
」
の
よ

う
な
対
概
念
に
な
ら
う
な
ら
ば
、「
コ
ヤ
ラ
ヒ
と
オ
ヤ
オ
ク
リ
」
と
い
う

対
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
葬
送
の
民
俗
伝
承
か
ら
日
本
民
俗
学
（
伝
承
分
析
学
）
が
そ
の

視
点
と
方
法
に
よ
っ
て
抽
出
で
き
る
「
変
遷
論
」
と
は
、
日
本
歴
史
の
中

で
の
「
Ａ
血
縁
→
Ｂ
地
縁
→
Ｃ
無
縁
」
と
い
う
葬
儀
の
担
い
手
の
三
波
展

開
の
民
俗
変
遷
史
で
あ
り
、「
伝
承
論
」
と
は
、
親
と
子
の
生
と
死
の
民

俗
に
通
貫
し
て
い
る
「
コ
ヤ
ラ
ヒ
と
オ
ヤ
オ
ク
リ
」
と
い
う
不
易
の
概
念

な
の
で
あ
る
。

㈣　

盆
行
事
の
事
例
差
と
そ
の
読
み
解
き

（
一
）
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
読
み
解
き

柳
田
國
男
と
「
三
種
類
の
霊
魂
」　　

柳
田
國
男
が
盆
行
事
の
伝
承
と
変
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遷
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
代
表
は
、『
先
祖
の
話（

11
（

』
で
あ
る
。
そ
の
『
先

祖
の
話
』
は
、
柳
田
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
著
書
で
あ
る
が
、
論
点
が
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
さ
ら
に
は
吉
本
隆
明
が
「
連
関
想
起
法
」
と
呼
ん
だ

よ
う
に（

11
（

、
話
題
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
し
て
い
く
叙
述
が
続
く
た
め
、
ま

た
独
特
の
文
章
表
現
が
そ
の
奥
の
意
味
を
わ
か
り
に
く
く
さ
せ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
誤
読
の
例
も
多
い（

11
（

。
し
か
し
、
文
脈
を
追
い
な
が
ら
よ
く
読
ん

で
み
る
と
そ
の
主
要
な
論
点
は
明
確
で
あ
る
。
第
一
は
、「
自
序
」
で
も

明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
自
ら
が
開
拓
し
て
き
た
民
間
伝
承
の
学
問
、
つ

ま
り
民
俗
伝
承
の
事
例
情
報
の
蒐
集
整
理
と
比
較
研
究
と
い
う
学
問
の
、

そ
の
方
法
の
有
効
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
ら
な
る
研
磨

と
継
承
と
を
若
い
次
世
代
へ
と
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、「
家

と
先
祖
」、「
人
間
の
死
」、「
神
と
霊
魂
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
日
本
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
民
俗
伝
承
の
資
料
情
報
の
蒐
集
整
理

と
そ
の
比
較
分
析
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た

の
か
、
そ
し
て
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て

き
て
い
る
の
か
、
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
論
点
を
大

き
く
箇
条
書
き
に
す
れ
ば
、
十
数
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
で

あ
る
が（

11
（

、
こ
こ
で
と
く
に
盆
行
事
に
つ
い
て
の
主
要
な
論
点
を
さ
ら
に
あ

ら
た
め
て
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
九
点
と
な
る
。

　

①
「
盂
蘭
盆
」
は
仏
教
行
事
と
し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
②

そ
れ
と
「
盆
」
と
は
別
で
あ
り
、
盆
と
は
「
ホ
ト
キ
」「
ホ
カ
イ
」
と
い

う
食
物
を
供
え
る
容
器
に
由
来
す
る
語
で
、
こ
の
季
節
の
先
祖
の
「
み
た

ま
」
の
祭
り
に
際
し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
や
っ
て
く
る
周
辺
的
な
不
特
定

の
霊
へ
供
え
る
食
物
も
し
く
は
そ
の
容
器
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
③
『
倭
名

類
聚
抄
』
に
は
「
乞
食
」
を
「
ホ
カ
ヒ
ビ
ト
」
と
あ
り
、『
延
喜
式
』「
宮

内
省
式
」
に
は
「
大
殿
祭
」
を
「
オ
オ
ト
ノ
ホ
ガ
イ
」
と
訓
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
盆
の
「
ほ
か
い
」
は
日
本
の
古
語
で
、
す
で
に
千
年
以
上
の
昔

か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
く
さ
ぐ
さ
の「
ホ
ガ
イ
」の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

④
旧
暦
七
月
上
旬
か
ら
中
旬
の
こ
の
季
節
と
は
、
田
の
水
や
草
取
り
の
労

苦
も
一
応
か
た
づ
い
て
静
か
に
稲
の
花
の
盛
り
を
待
つ
楽
し
い
休
息
の
時

で
あ
り
、
も
と
も
と
先
祖
の
「
み
た
ま
」
の
祭
り
の
季
節
で
あ
っ
た
。
⑤

た
だ
、
新
し
い
死
者
の
場
合
は
、「
喪
の
穢
れ
」
を
考
え
て
、
そ
の
「
荒

忌
み
」
の
「
霊
」
の
祭
り
は
、
す
で
に
清
ま
っ
た
「
み
た
ま
」
の
祭
り
と

は
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
⑥
し
か
し
、
の
ち
に
は
そ
の
「
新
盆
」
の

「
供
養
」
や
「
追
善
」
が
さ
か
ん
に
な
り
そ
れ
が
盆
行
事
で
「
正
座
」
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
⑦
現
在
の
盆
の
精
霊
に
は
種
類
の
異
な
る
三
種

類
、
つ
ま
り
、
Ａ
：
先
祖
の
「
み
た
ま
」、
Ｂ
：
最
近
亡
く
な
っ
た
「
新
仏
」・

「
新
精
霊
」、
Ｃ
：「
外
精
霊
」・「
無
縁
仏
」・「
餓
鬼
」、
の
三
種
類
が
あ
る
。

わ
が
国
固
有
の
先
祖
祭
思
想
で
は
、
も
と
も
と
Ａ
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

Ｂ
と
Ｃ
と
が
歴
史
的
に
新
し
く
追
加
さ
れ
て
き
た
。
⑧
Ｃ
の
無
縁
仏
や
餓
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鬼
は
、
盆
の
「
魂
祭
」
に
伴
っ
て
最
初
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏

教
の
感
化
ま
た
は
そ
の
刺
激
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
⑨
「
ホ
カ
イ
」

の
対
象
は
古
く
か
ら
周
辺
的
な
不
特
定
の
霊
で
あ
り
、
仏
教
の
感
化
に
よ

る
新
し
い
無
縁
仏
や
餓
鬼
は
、
そ
れ
と
は
も
と
も
と
別
の
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
が
、
伝
承
の
過
程
で
同
じ
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

折
口
信
夫
と
「
魂
祭
り
・
悪
霊
退
散
」　　

折
口
信
夫
に
よ
る
盆
行
事
へ

の
論
究
は
柳
田
國
男
よ
り
も
早
く
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
「
盆
踊

り
と
屋
台
と
」
か
ら
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
「
七
夕
供
養
」
ま
で
、

五
本
の
論
文
が
あ
る（

11
（

。
そ
こ
で
の
指
摘
を
整
理
し
て
み
る
と
要
点
は
、
以

下
の
七
点
と
な
る
。

　

①
正
月
と
盆
と
は
、
魂
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
外
来
魂
を
迎
え
る
、
年

に
二
度
の
魂
祭
り
で
あ
っ
た
。
②
古
代
の
人
は
、
身
体
に
著
く
と
そ
の
人

の
威
力
と
な
る
魂
と
、病
的
な
禍
と
な
る
魂
と
が
あ
る
、と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
が
、
年
末
と
、
中
元
の
七
夕
か
ら
盆
の
頃
に
か
け
て
の
時
分
に
、
遊

離
し
て
、
人
の
身
を
求
め
て
収
ま
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
祭
り
を
し
て
、

威
力
の
根
源
た
る
魂
は
完
全
に
生
き
た
人
に
著
け
、
病
的
な
魂
は
、
身
体

に
著
く
事
な
し
に
帰
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
れ
が
盆
の
行
事
で
あ
る
。

③
古
代
か
ら
魂
に
は
生
と
死
の
区
別
は
な
か
っ
た
。
盆
の
祭
り
は
、
魂
を

切
り
替
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。
生
魂
と
死
霊
と
を
区
別
な
く
取
り
扱
い
、

魂
の
入
れ
替
へ
を
し
た
の
で
あ
る
。
生
き
た
魂
を
取
り
扱
ふ
生
き
み
た
ま

の
祭
り
と
、
死
霊
を
扱
ふ
死
に
み
た
ま
の
祭
り
と
の
二
つ
が
、
盆
の
祭
り

な
の
で
あ
る
。
④
七
夕
の
祭
り
と
盆
の
祭
り
と
は
一
緒
で
、
七
夕
は
禊
ぎ

祓
え
の
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
す
め
ば
八
日
か
ら
十
三
日
に
生
き
み
た
ま

の
祭
り
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で
死
霊
が
や
っ
て
来

て
死
に
み
た
ま
の
祭
り
を
す
る
の
が
盆
で
あ
る
。
生
き
た
魂
と
死
ん
だ
魂

と
に
分
け
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
、生
き
み
魂
と
死
に
み
魂
の
祭
り
と
、

そ
の
二
つ
の
祭
り
に
分
か
れ
て
き
た
。
⑤
盆
の
魂
祭
り
は
、
死
ん
だ
親
族

の
魂
が
帰
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
昔
の
人
は
帰
っ
て
く
る
魂

の
中
に
は
、
悪
い
魂
も
混
っ
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
悪
霊
を
退
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
悪
霊
退
散
の
た
め
の
踊
り

が
、
念
仏
踊
り
で
あ
る
。
盆
踊
り
に
は
、
少
女
た
ち
の
盆
釜
の
行
事
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
小
町
踊
り
と
、
七
夕
と
一
緒
の
伊
勢
踊
り
と
、
根
本
的
な

念
仏
踊
り
と
、
そ
の
三
要
素
が
あ
る
。
⑥
盆
の
魂
迎
え
に
は
、
燈
籠
を
掲

げ
、
迎
え
火
を
焚
く
が
、
そ
れ
は
精
霊
の
目
に
つ
き
や
す
く
す
る
た
め
で

あ
る
。
大
空
か
ら
く
る
神
も
、
黄
泉
か
ら
く
る
死
霊
も
、
幽
冥
界
の
所
属

と
い
ふ
点
で
は
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
招
き
寄
せ
る
に
は
、
必
ず
目
標
を

高
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
京
都
の
大
文
字
の
送
り
火
な

ど
も
同
様
で
、
幽
冥
界
の
注
視
を
ひ
く
と
い
う
点
で
、
高
く
明
る
く
と
い

う
二
様
の
工
夫
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑦
古
代
に
は
、
遠
来
の
ま
れ
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び
と
神
を
迎
え
る
の
に
海
岸
や
河
岸
に
棚
作
り
を
し
て
特
に
撰
ば
れ
た
處

女
が
、
機
を
織
り
な
が
ら
待
っ
て
い
る
の
が
祭
り
に
先
立
つ
儀
礼
で
あ
っ

た
。
こ
の
風
習
は
広
く
ま
た
久
し
く
行
な
わ
れ
た
後
に
や
が
て
ほ
と
ん
ど

忘
れ
ら
れ
た
が
、
長
い
習
慣
の
な
ご
り
は
伝
説
と
な
っ
て
残
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
、
外
来
の
七
夕
の
牽
牛
織
女
の
星
神
の
信
仰
と
結
び
つ
い
た
。
こ

の
よ
く
似
た
二
つ
が
結
合
し
た
の
が
七
夕
祭
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
七
点
が
、
折
口
の
基
本
的
な
読
み
解
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
本

は
、
七
夕
と
盆
は
一
緒
の
一
連
の
行
事
で
あ
り
外
来
魂
を
迎
え
る
蘇
生
の

た
め
の
魂
祭
り
で
あ
る
。
魂
に
は
生
と
死
の
区
別
は
な
く
生
き
み
魂
の
祭

り
で
も
あ
り
死
に
み
魂
の
祭
り
で
も
あ
っ
た
。
一
方
、
魂
に
は
、
威
力
の

根
源
た
る
魂
と
、
病
的
な
魂
と
が
あ
り
、
七
夕
や
盆
に
は
そ
の
病
的
な
悪

い
魂
や
悪
霊
も
や
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
は
退
散
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
解
読
で
あ
る
。

　

柳
田
の
基
本
的
な
読
み
解
き
は
、「
盆
」「
瓫
」
の
由
来
は
周
辺
的
な
霊

へ
の
「
ホ
カ
イ
」
の
た
め
の
容
器
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
そ
の
盆
の
季

節
の
同
じ
祭
り
の
中
心
に
は
先
祖
の
「
み
た
ま
」
の
「
マ
ツ
リ
」
が
あ
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
折
口
の
基
本
的
な
読
み
解
き
は
、
七

夕
と
盆
は
外
来
魂
を
迎
え
る
蘇
生
の
た
め
の
み
た
ま
の
祭
り
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。二
人
の
論
点
に
は
そ
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
っ
た
が
、

し
か
し
共
通
点
も
あ
っ
た
。
盆
は
先
祖
の
魂
祭
り
で
あ
る
、
そ
の
時
季
に

一
緒
に
や
っ
て
く
る
悪
い
魂
や
悪
霊
も
あ
る
、
だ
か
ら
そ
の
退
散
を
は

か
っ
た
の
だ
と
い
う
点
、
そ
し
て
、
そ
の
古
く
か
ら
の
悪
い
魂
や
悪
霊
と

い
う
考
え
方
に
対
し
て
、
新
た
に
仏
教
の
影
響
で
無
縁
や
餓
鬼
と
い
う
考

え
方
が
か
ぶ
さ
り
習
合
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
点
で
、
二
人
は
共
通
し
て

い
た
。

（
二
）
迎
え
る
霊
魂
と
そ
の
装
置
に
つ
い
て
の
読
み
解
き

事
例
差
と
分
布
の
意
味　
　

戦
後
の
民
俗
学
が
否
定
し
て
い
っ
た
柳
田
國

男
の
方
言
周
圏
論
に
つ
い
て
、
そ
の
視
点
の
限
界
性
と
と
も
に
有
効
性
に

つ
い
て
言
語
学
で
は
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず（

11
（

、

肝
心
の
民
俗
学
で
は
残
念
な
が
ら
柳
田
の
文
章
が
熟
読
吟
味
さ
れ
る
こ
と

な
く
誤
読
の
中
で
伝
言
ゲ
ー
ム
的
に
否
定
さ
れ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
民
俗
伝
承
の
分
布
や
地
域
差
に
意
味
が
な
い
わ
け
は

な
く
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
筆
者
の
場
合
は
両
墓
制
の
調
査
と
研
究
の
中
で
そ
れ
を
い
つ
も
実
感
し

て
注
意
を
は
ら
い
、
た
と
え
ば
埋
葬
墓
地
の
呼
称
と
し
て
の
サ
ン
マ
イ
と

ミ
ハ
カ
の
例
で
は
そ
の
方
言
周
圏
論
の
考
え
方
に
一
定
の
有
効
性
を
認
め

て
、
そ
の
視
点
を
継
承
し
分
析
し
一
定
の
論
点
を
導
き
出
し
て
い
た（

1（
（

。
そ

し
て
、
両
墓
制
の
分
布
の
問
題
自
体
も
、
実
は
そ
の
周
圏
論
的
な
観
点
か

ら
し
か
解
読
で
き
な
い
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
前
述
の
道

祖
神
信
仰
の
研
究
の
中
で
も
、
そ
の
事
例
差
と
分
布
と
に
大
き
な
意
味
が
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あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
民
俗
伝

承
の
分
布
と
そ
の
意
味
を
分
析
し
論
究
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
、
か
つ
て

の
福
田
の
提
言
を
受
け
入
れ
た
時
点
で
、
日
本
の
民
俗
学
は
柳
田
創
生
の

学
問
と
し
て
の
独
創
性
を
喪
失
し
た
道
を
歩
ん
だ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
が
戦
後
日
本
の
、
そ
し
て
現
在
の
民
俗
学
の
現
状

な
の
で
あ
る
。
そ
の
現
在
の
民
俗
学
の
論
文
は
多
く
が
文
化
人
類
学
と
も

社
会
学
と
も
区
別
が
つ
か
な
い
、
そ
れ
ら
の
亜
流
の
も
の
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
懸
念
が
深
い
。
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
レ
ベ
ル
が

高
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
そ
れ
で
一
定
の
評
価
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
専
門
領
域
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
独
自
性
が
常
に
明
示

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
学
問
と
し
て
の
存
在
意
義
を
明
確
に
す
る
に
は
、

視
点
と
方
法
の
独
自
性
と
独
創
性
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
研
究
実
践
と
研

究
実
績
と
が
眼
前
に
提
示
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上

で
の
学
際
協
業
こ
そ
が
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
知
的
営
為
の
上
で
の

曖
昧
化
と
融
合
混
然
化
と
い
う
こ
と
が
学
際
協
業
で
あ
る
わ
け
は
な
い
。

盆
の
魂
祭
り
の
民
俗
変
遷
史　
　

そ
こ
で
、
こ
こ
に
盆
行
事
の
民
俗
に
つ

い
て
の
現
在
の
研
究
に
つ
い
て
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。
従
来
の
民
俗
学
の
場
合
、
い
く
つ
か
の
事
例
紹
介
を
い
わ
ば
ア
ト
ラ

ン
ダ
ム
に
恣
意
的
に
行
な
い
な
が
ら
、
一
定
の
解
釈
論
を
提
示
す
る
と
い

う
文
章
が
多
く
、
論
文
と
い
う
体
裁
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
く
、
東
北
地
方
か
ら
九
州
地
方
ま
で
の
広
い

範
囲
で
の
伝
承
状
況
に
目
配
り
を
し
た
上
で
の
、
各
地
の
盆
行
事
の
現
状

調
査
と
、
文
献
記
録
を
も
参
照
し
な
が
ら
そ
の
分
析
視
覚
を
提
示
す
る
論

文
が
登
場
し
た
の
が
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
一
〇
年
代
の

関
沢
ま
ゆ
み
の
二
本
の
論
文
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
論
文
で
は
、
柳
田
國
男
の
三

種
類
の
霊
魂
論
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
ま
ず
盆
の
八
月
十
四
日
の
墓
地

の
光
景
を
写
し
た
対
照
的
な
二
枚
の
写
真
（
写
真
９
・
写
真
10
）
を
提
示

し
て
、
そ
の
ち
が
い
の
意
味
を
民
俗
学
の
視
点
と
方
法
に
よ
っ
て
読
み
解

く
こ
と
を
提
案
す
る
。
盆
に
墓
地
に
参
っ
て
に
ぎ
や
か
に
飲
食
を
す
る
東

北
地
方
の
事
例
と
、
盆
で
も
墓
地
を
死
穢
の
場
所
と
し
て
参
ら
ず
誰
も
近

づ
か
な
い
近
畿
地
方
の
事
例
で
あ
る
。

　

そ
の
論
文
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
柳
田
國
男
の
構
想
し
て
い
た
民
俗
学
の
基
本
と
し
て
の
比
較
研
究
法
の

有
効
性
を
、
た
と
え
ば
盆
行
事
の
地
域
差
及
び
事
例
差
に
注
目
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
日
本
列
島
の
広
が
り
の
上
か
ら
み
る
と
、
先
祖
・
新
仏
・
餓
鬼
の
三
種

類
の
霊
魂
の
性
格
と
そ
れ
ら
を
ま
つ
る
場
所
と
を
、
屋
内
外
に
明
確
に
区

別
し
て
ま
つ
る
タ
イ
プ
（
第
3
類
型
）
が
、
列
島
中
央
部
の
近
畿
地
方
に

顕
著
に
み
ら
れ
る
、
そ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
で
精
霊
を
屋
外
の
棚
な
ど
で

ま
つ
る
タ
イ
プ
（
第
2
類
型
）
が
中
国
、
四
国
、
そ
れ
に
東
海
、
関
東
な
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ど
の
い
わ
ば
中
間
地
帯
に
多
い
、ま
た
、区
別
せ
ず
に
し
か
も
墓
地
に
行
っ

て
そ
こ
に
墓
棚
を
設
け
た
り
飲
食
を
す
る
な
ど
し
て
死
者
や
先
祖
の
霊
魂

と
の
交
流
を
行
な
う
こ
と
を
特
徴
と
す
る
タ
イ
プ（
第
1
類
型
）が
東
北
、

九
州
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
列
島
の
両
外
縁
部
に
み
ら
れ
る
、
と
い
う
傾
向
性

を
指
摘
で
き
る
。

③
盆
行
事
に
お
け
る
死
者
供
養
の
上
で
そ
の
認
識
対
象
と
し
て
重
視
さ
れ

て
い
る
の
が
、
遺
骸
か
霊
魂
か
、
墓
地
か
仏
壇
か
と
い
う
対
比
軸
を
設
定

し
て
み
る
と
、
図
６
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第
1
類
型
が
具
体
的
な

遺
骸
と
屋
外
の
墓
地
と
を
重
視
す
る
タ
イ
プ
、
第
3
類
型
が
抽
象
的
な
霊

魂
と
屋
内
の
仏
壇
を
重
視
す
る
タ
イ
プ
で
あ
り
、
第
2
類
型
が
そ
の
中
間

的
な
タ
イ
プ
で
、
屋
内
の
常
設
的
な
装
置
で
あ
る
仏
壇
よ
り
も
そ
れ
に
先

行
す
る
装
置
と
考
え
ら
れ
る
屋
内
外
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
る
盆
棚
や
精
霊

棚
を
重
視
し
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

④
第
1
類
型
の
習
俗
は
、
現
代
の
民
俗
の
分
布
の
上
か
ら
も
、
古
代
の
文

献
記
録
の
情
報
か
ら
も
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
の
日
本
で
各
地
に
み
ら
れ

た
も
の
に
通
じ
る
。
第
3
類
型
の
習
俗
は
、
そ
の
後
の
平
安
京
を
中
心
と

す
る
摂
関
貴
族
の
触
穢
思
想
の
影
響
や
浄
土
教
な
ど
の
仏
教
信
仰
の
浸
透

に
よ
る
霊
魂
観
念
と
死
穢
観
念
の
変
遷
と
展
開
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
新
た
な
習
俗
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
3
類
型
と
第
2
類
型
の

分
布
上
の
事
実
か
ら
、
第
2
類
型
の
習
俗
の
広
ま
り
が
歴
史
的
に
先
行
し

１ 盆に墓参して墓地で飲食する墓地
（青森県旧平内町）　写真９

２ 盆なのに誰も近づかず墓参しない
墓地（奈良県旧山辺郡）　写真10

３　庭先の精霊棚（兵庫県新温泉町）
写真11

４　庭先の砂盛（神奈川県平塚市）
写真12
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て
お
り
、
そ
れ
に
次
い
で
第
3
類
型
の
習
俗
が
京
都
を
中
心
に
近
畿
地
方

一
帯
へ
と
広
ま
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

⑤
つ
ま
り
、
第
1
類
型
が
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が

東
北
地
方
と
九
州
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
の
地
域
に
い
わ
ば
列
島
内
の

「
遠
方
の
一
致
」
と
い
う
か
た
ち
を
み
せ
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
第
2
類
型
は
そ
の
後
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、

そ
れ
が
中
国
、
四
国
地
方
と
、
東
海
、
関
東
地
方
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
地

域
と
い
う
、
第
1
類
型
の
内
側
の
や
や
小
さ
な
「
遠
方
の
一
致
」
と
い
う

か
た
ち
を
み
せ
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
に
対
し
て
、
第
3
類
型

は
近
畿
地
方
を
中
心
に
集
中

的
な
分
布
を
み
せ
て
お
り

も
っ
と
も
新
し
い
タ
イ
プ
と

考
え
ら
れ
る
。

⑥
こ
の
よ
う
に
、
民
俗
伝
承

情
報
を
、
文
献
記
録
と
と
も

に
、
そ
れ
と
は
別
の
も
う
一

つ
の
有
力
な
歴
史
資
料
情
報

と
し
て
、
歴
史
世
界
の
再
構

成
の
た
め
に
活
用
す
る
民
俗

学
の
方
法
論
の
、
さ
ら
な
る

研
磨
に
よ
っ
て
、
文
献
記
録
だ
け
か
ら
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
よ
う
な

生
活
文
化
の
列
島
規
模
で
の
立
体
的
な
変
遷
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。　

　

以
上
が
、
そ
の
論
文
の
要
旨
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
日
本
民
俗
学
の
独
自

性
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
一
つ
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
民
俗
学
が
全
否
定
し
て
い
っ
た
柳
田
の
比
較
研
究
法
や
分
布
の
解
読

方
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
多
く
の
参
加
者
を
得
る
こ
と
が

で
き
ず（

11
（

、資
料
情
報
と
調
査
研
究
の
蓄
積
が
計
画
的
に
実
施
さ
れ
な
い
で
、

事
例
情
報
の
い
わ
ば
画
素
が
ま
だ
十
分
に
濃
密
で
な
い
の
が
現
状
で
は
あ

る
が
、
ま
だ
遅
く
は
な
い
。
古
代
か
ら
近
世
ま
で
一
定
の
文
化
伝
承
を
歴

史
的
に
交
流
さ
せ
ま
た
共
有
し
て
き
た
東
北
地
方
か
ら
九
州
地
方
ま
で
の

日
本
列
島
の
範
囲
で（

11
（

、
よ
り
精
密
な
民
俗
伝
承
情
報
の
蒐
集
整
理
と
そ
の

デ
ー
タ
マ
ッ
プ
の
作
成
な
ど
に
よ
る
分
析
と
い
う
方
法
が
、
こ
れ
か
ら
日

本
民
俗
学
を
民
俗
伝
承
学
、
伝
承
分
析
学
と
し
て
継
承
し
発
展
さ
せ
て
い

く
若
い
研
究
者
の
前
に
開
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

三
、
國
學
院
大
學
と
日
本
民
俗
学

㈠　

近
世
国
学
か
ら
の
水
脈

　

國
學
院
大
学
は
、
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
と
い
う
日
本
民
俗
学
の
創
生

図６
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表７　國學院大學文学部　その沿革と伝統力
１．近世の国学者

（１） 本居宣長　　古語・古意・古道 （古道の学　有職の学　歴史の学　歌文の学）
　　『古事記伝』（「いにしえ学びのしるべ」）　　『源氏物語玉の小櫛』（「もののあはれ」）

（２） 平田篤胤　　西欧知識世界への理解　「科学への探求と 古伝説への信仰」　
　　現実　徹底　実証　宇宙　論理　信仰　
　　『霊

たま

の真
み

柱
はしら

』（ 顕
うつし

世
よ

・幽
かくり

世
よ

）（御
み

国
くに

の御
み

民
たみ

）「神
た

魂
ま

はもと産
むす

霊
ひの

神
かみ

の賦
くま

りたまへるもの」
２．明治維新政府と宗教政策

（１）篤胤没後の平田国学と国事犯事件
平田篤胤（1776－1843）
　天保11年（1（40）12月　幕府により著述差し止め　国許への追放を命ぜらる
　　　12年（1（41）１月　妻お里勢（最愛の先妻織瀬と同名）とともに秋田へ出立　４月着
　　　14年（1（43）閏９月　死去（（（歳）
　弘化２年（1（4（）８月21日　神祇伯白川家より故篤胤に「神霊能真柱大人」の霊神号授与
　嘉永２年（1（4（）12月2（日　文恭院（徳川家斉）の七回忌のために幕府より篤胤赦免
　幕末維新期には平田塾から篤胤著作の書籍が多数出版されその学問と思想が広く浸透
平田銕胤（1799－1880）　篤胤の養子（篤胤の娘お長（織瀬）と結婚）
　文久２年（1（（2）６月勅使大原重徳 銕胤に京都の学習院へ篤胤の全著作の献納を命じる
　文久３年（1（（3）２月　京都で平田門人による足利三代梟首事件発生
　慶應４年（1（（（）１月1（日　岩倉具視が銕胤を召喚して秋田藩主宛の内勅書を渡す
　　　　　　　　　２月22日　参与職神祇事務局判事　　３月４日　内国事務局参事
　　　　　　　　　５月1（日　学校掛　　　　　　　　　９月1（日　皇学所御用
　　　　　　　　　10月　皇学所へ献本　　　　　　　　12月12日　皇学所講官
　　　　　　　　　12月14日　皇学所開校　　
　明治２年（1（（（）４月1（日　皇学所一等教授　　　　　５月2（日　教導局御用掛
　　　　　　　　　７月８日　大学校設立　　　　　　　７月2（日　大学大博士
　明治３年（1（（0）７月２日　銕胤 依願免官
平田延胤（1828－1872）　　銕胤とお長（織瀬）との間の嫡男（篤胤の嫡孫）
　慶應４年（1（（（）４月2（日　徴士神祇事務局判事
　　　　　　　　閏４月2（日　神祇官権判事　　　　『復古論』刊行
　　　　　　　　　９月20日　天皇東幸に供奉して上京
　明治２年（1（（（）８月14日　神祇権少祐
　明治３年（1（（0）１月12日　神祇少祐兼宣教判事　　２月2（日侍講　　７月1（日侍読
　明治４年（1（（1）３月　国事犯事件　　　　　　　
　　　長州派と連動する福羽美静たち津和野グループ 対 その他の平田グループ　の対立
　　　反福羽グループの一斉捕縛 　　　　　　　（銕胤 延胤には統御不能の状態）
　　　矢野玄道　角田忠行　権田直助　丸山作楽ら　政府を追われる（のち皇典購究所に復帰）
　明治４年（1（（1）９月５日　延胤 七等出仕  　 こののち延胤 病気悪化
　明治５年（1（（2）１月1（日　延胤 依願免職　　１月1（日　延胤 死去（4（歳）
　明治11年（1（（（）５月　平田神社 官許　　12月平田胤雄（延胤の弟） 権少教正拝命
　明治12年（1（（（）６月　平田銕胤　大教正拝命　
　明治13年（1（（0）10月2（日　銕胤 死去（（2歳）
　明治1（年（1（（（）３月２日　平田胤雄 死去（44歳）
　明治21年（1（（（）３月21日　お長（織瀬＝銕胤の妻　延胤の母　篤胤の長女）死去（（4歳）
　平田胤雄の没後は、戸沢盛胤（延胤の女婿）が平田家の養子に入り４代目継承
　平田盛胤（1（（3－1（4（）は、帝国大学古典講習科に学んだ国語国文学者
　　　神田明神（祭神＝平将門）の神職を長くつとめ、東京の神道界の重鎮として活躍

（２）「神道国教化」政策から、「国家神道」体制へ
　慶応４年（1（（（）３月2（日　神仏判然令（神仏分離令）「神道国教化」へ
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　　　　　　　　　（９月８日明治と改元）
　明治２年（1（（（）７月８日　神祇官内に宣教使設置
　　　　　　　　　　「神祇官は福羽美静に 宣教使は小野述信に」と揶揄される
　明治３年（1（（0）１月３日　大教宣布の詔　　大教とは祭政一致 惟神の道の宣揚
　明治４年（1（（1）８月８日　神祇官を、神祇省に格下げ
　明治５年（1（（2）３月14日　神祇省を廃し、教部省を設置
　　　　　　　　　４月2（日　教導職を設置（神祇省の宣教使から 教部省の教導職へ）
　　　　　　　　　　　　　　「教則三条」①敬神愛国　②天理人道　③皇上奉載 朝旨遵守
　　　　　　　　　11月　大教院（東京）設立　　地方に中教院　小教院　
　　　　　　　　　　　　　神仏合併による教導職講学のための全国組織
　　　　　　　　　　　　　神仏 教導職の対立や 信教の自由の理 などにより対立混乱
　明治８年（1（（（）３月2（日　神道は神道事務局を創設（４月に大教院 廃止解散）
　　　　　　　　神道事務局の独自の大教院に奉祭する祭神をめぐる祭神論争へ
　　　　　　　　　天御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神・天照大神の四神に加えて
　　　　　　　　　出雲大社宮司千家尊福は 大国主神をも奉祭することを主張
　　　　　　　　　賛成と反対とで紛議（→明治14年（1（（1）２月３日　明治天皇の勅裁）
　明治10年（1（（（）１月11日　教部省を廃止　→内務省社寺局の管轄へ　
　明治13年（1（（0）４月　神道事務局の神殿落成　遷座祭に当たりあらためて祭神論争
　明治14年（1（（1）２月３日　明治天皇の勅裁により解決（祭神論争）
　　　　　　　　　祭神については宮中に鎮祭の天神地祇と賢所と歴代皇霊の遥拝とする
　　　　　　　　　有栖川宮幟仁親王を神道教導職総裁とする
　明治1（年（1（（2）１月24日　内務省達で、神職と教導職を分離
　明治1（年（1（（4）教導職（神仏教導職）を全廃　
　明治1（年（1（（（）神道事務局を廃止して、神道本局へ
　明治33年（1（00）４月2（日　内務省の社寺局を宗教局に、神社局を新設し、二局併置とする
　　　　　　　　　神社祭祀は宗教ではないとする「国家神道」の体制が制度的に固まる

（３）皇典講究所の創設
　明治14年（1（（1）２月22日　神道事務局では祭神決定により従来の祭神の昇神祭
　　　　　　　　　３月１日　神道教導職総裁有栖川宮幟仁親王が新祭神の遥拝式執行
　明治1（年（1（（2）１月24日　内務省達で、神職と教導職を分離
　　　　　　　　   １月2（日　有栖川宮幟仁親王 教導職総裁辞任　改めて御親祭御用掛に
■時代状況
　明治14年（1（（1）開拓使官有物払下げ事件（黒田清隆と政府への世論攻撃）
　　　　　　　　　明治14年の政変（大隈重信 下野　明治政府内の対立激化）
　　　　　　　　　松方財政（きびしいデフレ策による農村困窮）
　　　　　　内に祭神論争（→神社界の協調へ）　外に民権運動（→国会開設へ）　
　 皇典（皇国の典籍　日本の古典　国書）を講究する（深く調べてその真実を解き明かす）こ

との重要性と必要性が強く認識されてきていた
３．國學院大學の創設　　

（１）皇典講究所　
　明治1（年（1（（2）　創立　有栖川宮幟仁親王
　明治22年（1（（（）　山田顕義　所長就任
　明治23年（1（（0）「國學院」（本科３年・研究科２年）誕生
　　『古事類苑』の編纂　
　　　明治12年（1（（（）文部省　－　東京学士院・皇典講究所　－　神宮司庁（大正３年（1（14））
　『國學院雑誌』創刊　明治2（年（1（（4）11月

（２）國學院大學
　明治3（年（1（04）専門学校令により　「私立國學院」
　明治3（年（1（0（）文部省告示により　「私立國學院大學」
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　大正７年（1（1（）12月　芳賀矢一学長就任（→昭和２年（1（2（）２月６日没（1歳）
　大正９年（1（20）大学令により私立大学　「國學院大學」
４．戦後の再出発

（１）戦後の國學院大學　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　昭和21年（1（4（）財団法人「國學院大學」
　昭和21年（1（4（）８月　 石川岩吉学長就任（→昭和34年（1（（（）９月辞任／3（年（1（（0）６

月６日没（（歳）
　昭和2（年（1（（1）学校法人「國學院大學」
　昭和2（年（1（（1）大学院文学研究科修士課程（神道学・日本文学専攻）
　　　　　　　　　柳田國男を教授に招く　神道学博士課程の設置をめざす
　　　　　　　　　 柳田が河野省三を推輓（「神道私見論争」1（1（　しかし両者は相互に高く

評価）
（２）研究所の創設と研究者の育成へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　昭和2（年（1（（2）　考古学資料室（昭和（0年（1（（（）考古学資料館に）
　昭和30年（1（（（）　日本文化研究所
　昭和3（年（1（（3）　神道学資料室
　昭和40年（1（（（）　折口博士記念古代文化研究所
　平成1（年（200（）　研究開発推進機構
　平成20年（200（）　学術メディアセンター
■創設の理念　　いずれも優れた日本文化研究者の育成のため

を
実
現
し
た
二
人
が
一
人
は
学
生
と
し
て
ま
た
二
人
と
も
教
授
と
し
て
所

属
し
た
大
学
で
あ
る
。
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
少
し
だ
け
で
も
情
報
整
理
を

し
て
お
き
た
い
と
考
え
て
作
成
し
て
み
た
の
が
表
７
で
あ
る
。
こ
こ
で
指

摘
で
き
る
最
小
限
の
要
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
國
學
院
大
學
の
名
前
を
構
成
す
る
国
学
と
は
、
近
世
の
国
学
者
と
く
に

本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
の
学
問
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
に

つ
な
が
る
と
い
う
意
味
で
は
、
一
つ
に
は
、
学
問
と
し
て
の
継
承
性
、
も

う
一
つ
に
は
、
二
人
の
後
継
者
が
教
員
に
就
任
す
る
な
ど
の
人
材
的
な
継

承
性
、
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

②
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
、
柳
田
國
男
が
そ
の
先
達
者
と
仰
い
だ
の
は
本

居
宣
長
で
あ
り
、
平
田
篤
胤
で
は
な
い
、
柳
田
自
身
も
そ
う
い
い
、
多
く

の
人
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
柳
田
の
唯
一
に
し
て
も
っ
と
も
深

い
理
解
者
で
あ
っ
た
折
口
信
夫
は
、「
平
田
翁
の
歩
い
た
道
を
先
生
は
自

分
で
歩
い
て
ゐ
ら
れ
た（

11
（

」
と
い
い
、
柳
田
の
学
問
の
特
徴
を
見
抜
い
て
い

た
。
そ
れ
は
、
自
然
界
と
人
間
界
を
含
む
生
活
文
化
の
全
般
に
わ
た
る
疑

問
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
も
文
献
記
録
と
民
俗
伝
承
と
い
う
具
体
的
な
事

実
の
追
究
を
基
礎
と
し
て
解
明
し
て
い
こ
う
と
し
た
「
実
証
」
の
態
度
で

あ
っ
た
。

③
平
田
篤
胤
の
学
問
の
出
発
は
、
秋
田
在
住
時
に
お
け
る
ロ
シ
ア
接
近
と

い
う
対
外
危
機
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
西
欧
知
識
世
界
へ
の
真
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道
学
博
士
課
程
設
置
の
た
め
に
柳
田
國
男
を
招
聘
し
た
。
石
川
岩
吉
や
折

口
信
夫
の
尽
力
に
よ
る
。柳
田
は
日
本
文
化
研
究
所
の
設
立
に
も
貢
献
し
、

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
八
月
八
日
に
八
十
八
歳
で
逝
去
し
た
と
き

も
國
學
院
大
學
教
授
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

㈡　

日
本
民
俗
学
の
講
座
設
置

（
一
）
折
口
の
努
力

　

前
述
の
よ
う
に
、
折
口
信
夫
の
長
年
の
努
力
に
よ
っ
て
、
大
学
部
国
文

学
科
に
国
文
学
と
国
史
学
の
必
修
科
目
と
し
て
、
民
俗
学
の
講
座
が
開
講

さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
柳

田
が
創
生
し
た
日
本
民
俗
学
は
民
間
伝
承
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く

理
解
し
た
上
で
、
あ
え
て
そ
の
「
民
間
伝
承
学
」
と
い
う
名
前
を
留
保
し

て
、
す
で
に
当
時
の
学
問
世
界
に
流
通
し
て
い
た
「
民
俗
学
」
と
名
乗
る

こ
と
と
し
て
、
そ
の
名
前
で
國
學
院
大
学
に
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）

四
月
、
国
文
学
と
国
史
学
の
必
修
科
目
と
し
て
「
民
俗
学
」
の
講
座
が
開

講
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
西
欧
科
学
の
導
入
と
そ
れ
へ
の
参
加
を
第

一
義
と
す
る
東
京
帝
国
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
日
本
の
大
学
で
は
、

そ
の
西
欧
近
代
科
学
の
中
に
存
在
し
な
い
民
俗
学
は
、
決
し
て
そ
の
講
座

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
講
座

を
國
學
院
大
學
は
正
式
に
設
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。

の
理
解
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。science

（
科
学
）
とreligion

（
宗

教
）、
こ
の
両
者
を
区
別
す
る
日
本
語
も
概
念
も
ま
だ
も
っ
て
い
な
か
っ

た
時
代
の
研
究
者
、
平
田
篤
胤
に
と
っ
て
、
分
析
対
象
た
る
事
実
へ
の
接

近
の
方
法
は
、
現
実
直
視
、
徹
底
調
査
、
で
あ
り
、
態
度
は
論
理
的
で
分

析
的
な
研
究
、
実
証
主
義
、
対
象
は
霊
魂
論
・
宇
宙
論
な
ど
、
そ
れ
ら
が

平
田
の
学
問
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
明
治
以
降
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
国
粋
主

義
や
国
家
主
義
、
精
神
主
義
や
神
秘
主
義
は
、
篤
胤
没
後
の
門
人
の
増
加

に
と
も
な
う
学
問
と
思
想
の
上
で
の
対
立
、
ま
た
長
州
派
と
連
動
す
る
福

羽
美
静
た
ち
津
和
野
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
国
事
犯
事
件
以
降
の
、
明
治
新
政

府
内
で
の
平
田
国
学
の
政
治
的
利
用
の
中
で
の
変
容
と
増
幅
の
結
果
で
あ

る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

④
皇
典
講
究
所
創
設
の
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
と
は
、
大
隈
重
信
が

下
野
す
る
明
治
十
四
年
の
政
変
、
黒
田
清
隆
の
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払

い
下
げ
事
件
、
松
方
財
政
に
よ
る
き
び
し
い
デ
フ
レ
策
で
農
村
困
窮
、
そ

し
て
、
内
に
祭
神
論
争
、
外
に
民
権
運
動
、
と
い
う
激
動
と
不
安
定
の
時

代
状
況
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
古
へ
今
の
文ふ

み

明
ら
め
て
、
国
の
基も

と
い

を
究
る
と
こ
ろ
」（
芳
賀
矢
一
作
詞
）
と
の
ち
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま

さ
に
日
本
の
国
の
か
た
ち
が
如
何
に
定
ま
る
の
か
、
が
強
く
意
識
さ
れ
た

時
代
状
況
で
も
あ
っ
た
。

⑤
第
二
次
大
戦
後
の
困
難
な
出
発
の
中
で
、
國
學
院
大
学
は
大
学
院
に
神
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そ
の
折
口
の
民
俗
学
の
講
座
は
戦
後
も
継
続
さ
れ
た
。
し
か
し
、
折
口

の
学
問
分
野
は
古
典
研
究
を
中
心
と
し
て
幅
広
く
、
そ
の
門
下
生
と
し
て

知
ら
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
折
口
五
博
士
、
つ
ま
り
西
角
井
正
慶
、
高
崎

正
秀
、
大
場
磐
雄
、
藤
野
岩
友
、
今
泉
忠
義
の
五
人
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
研
究
者
で
あ
り
、
専
門
分
野
の
多
様
な
い
ず
れ
も
優
れ
た
研
究
者
で

あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
民
俗
学
を
専
門
と
す
る
学
生
で
折
口
に
卒
業
論
文

を
受
け
付
け
て
も
ら
え
た
の
は
、
牧
田
茂
「
船
霊
の
研
究
」、
井
之
口
章

次
「
葬
送
習
俗
の
研
究
」、
郷
田
洋
文
「
族
制
の
研
究
」
で
あ
っ
た
。
井

之
口
と
郷
田
（
の
ち
に
結
婚
し
て
坪
井
姓
に
）
は
成
城
の
柳
田
國
男
を
中

心
と
す
る
民
俗
学
研
究
所
に
移
っ
て
研
究
を
続
け
る
が
、
他
に
國
學
院
大

学
で
は
折
口
門
下
で
民
俗
学
を
研
究
す
る
者
は
あ
ま
り
育
た
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
九
月
三
日
午
後
一
時
過
ぎ
、
享
年
六
十
七

歳
で
折
口
信
夫
は
亡
く
な
る
が
、
折
口
の
最
後
の
弟
子
と
い
っ
て
よ
い
岡

野
弘
彦
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
意
識
が
確
か
で
あ
っ
た
折
口
が
医
師
に
懇
願
し

た
最
期
の
言
葉
は
、「
私
は
ま
だ
ま
だ
死
ね
な
い
の
で
す
。
國
學
院
も
慶

應
も
私
の
あ
と
を
継
ぐ
者
が
、
ま
だ
十
分
に
育
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、

ど
う
あ
っ
て
も
も
う
し
ば
ら
く
は
、
生
き
て
い
な
け
れ
ば
困
り
ま
す
」
で

あ
っ
た
と
い
う（

11
（

。
前
述
の
折
口
五
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
優
れ

た
研
究
者
を
育
て
た
折
口
な
の
に
、
で
あ
る
。
折
口
の
こ
の
言
葉
は
、
い

ま
も
重
く
響
き
続
け
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
國
學
院
大
学
で
、
民
俗
学
つ
ま

り
民
俗
伝
承
学
を
教
え
る
者
、
そ
し
て
学
ぶ
者
に
と
っ
て
し
っ
か
り
と
受

け
止
め
て
お
く
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
柳
田
國
男
の
招
聘　

　

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）、
柳
田
國
男
が
國
學
院
大
學
の
大
学
院

に
神
道
学
の
博
士
課
程
を
設
置
す
る
た
め
の
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
。

担
当
科
目
は
「
神
道
理
論
」・「
神
道
教
理
史
」
で
あ
っ
た
。
の
ち
、
昭
和

三
十
年
（
一
九
五
五
）
設
立
の
日
本
文
化
研
究
所（

11
（

の
創
立
か
ら
運
営
ま
で

審
議
委
員
と
し
て
柳
田
は
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
柳
田
の
着
任

当
時
の
様
子
が
わ
か
る
記
事
が
、『
國
學
院
大
學
學
報
』
第
（（
号
（
昭
和

三
十
七
年
九
月
一
日
）
に
、「
柳
田
國
男
先
生
の
思
ひ
出
―
「
日
本
文
化
研

究
所
」
創
立
に
ご
努
力
―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
本
学
理
事
小
林
武
治
と

し
て
そ
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
や
や
長
い
が
参
考
に
な
る
の

で
こ
こ
に
引
用
紹
介
し
て
お
く
。

　
　

 「
大
学
院
開
設
に
当
り
、
前
石
川
学
長
は
柳
田
先
生
に
教
授
と
し
て

ご
出
馬
を
数
回
に
亘
っ
て
懇
請
し
た
。
私
も
怖
い
な
が
ら
も
ど
こ
か

甘
え
る
や
う
な
気
持
で
先
生
に
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て

大
学
院
神
道
学
専
攻
が
認
可
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
の
こ
と
と

思
ふ
。
故
学
長
は
柳
田
先
生
に
対
す
る
待
遇
の
こ
と
で
私
に
相
談
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
は
一
つ
折
口
先
生
に
相
談
し
よ
う
と
二
人
の
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意
見
が
一
致
し
た
の
で
、
私
は
早
速
折
口
先
生
に
お
伺
ひ
し
た
。
柳

田
先
生
に
毎
月
御
礼
と
し
て
三
万
円
差
し
上
げ
た
い
と
思
う
旨
を
話

し
た
所
、
折
口
先
生
は
、
学
校
は
苦
し
い
だ
ろ
う
が
是
非
そ
れ
だ
け

出
さ
れ
た
い
と
の
お
言
葉
で
あ
っ
た
。
当
時
折
口
先
生
に

二
万
四
、五
千
円
差
し
上
げ
て
居
た
時
分
で
あ
る
。
確
か
四
月
と
思

う
が
、
柳
田
先
生
の
研
究
室
は
旧
講
堂
を
改
造
し
た
ベ
ニ
ヤ
板
張
り

の
大
学
院
の
研
究
室
の
中
、
一
番
奥
の
右
側
で
女
婿
堀
一
郎
教
授
と

お
二
人
の
研
究
室
で
あ
っ
た
。
係
の
者
に
先
生
の
研
究
室
に
こ
の
お

金
を
届
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
暫
く
し
て
小
林
主
事
に
一
寸
来
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
多
分
何
か
お
叱
言
と
足
が
進
ま
ぬ
ま

ま
に
行
っ
た
。
あ
の
姿
勢
の
よ
い
先
生
が
椅
子
に
か
け
て
居
ら
れ
て

（
勿
論
和
服
）「
今
お
金
を
届
け
ら
れ
た
が
、
柳
田
は
国
学
院
に
金
を

も
ら
い
に
来
た
の
で
は
な
い
。
自
分
に
こ
ん
な
に
出
す
位
な
ら
何
故

若
い
者
を
仕
立
て
る
方
に
使
わ
な
い
の
か
」
と
一
喝
を
あ
び
せ
ら
れ

た
。
私
は
少
な
い
な
が
ら
も
学
長
や
折
口
先
生
と
も
相
談
し
て
、
そ

の
御
意
見
に
よ
り
か
う
し
た
顛
末
を
話
し
た
が
、
先
生
は
頑
と
し
て

き
か
れ
な
い
。
仕
方
な
し
に
袋
の
ま
ま
い
た
だ
い
て
引
下
が
っ
た
も

の
で
あ
る
。
随
っ
て
先
生
に
は
大
変
失
礼
な
位
の
車
代
に
当
る
程
し

か
出
さ
な
か
っ
た
。（
中
略
）　

日
本
文
化
研
究
所
を
設
け
る
準
備
委

員
会
は
昭
和
二
十
九
年
頃
、
明
治
憲
法
記
念
館
の
一
室
を
借
り
て

度
々
開
か
れ
た
。
先
生
も
委
員
を
お
引
受
け
下
さ
っ
て
、
こ
の
会
に

は
必
ず
ご
出
席
い
た
だ
き
、
世
界
の
人
が
注
視
す
る
事
業
で
あ
る
や

う
に
、
先
生
は
常
に
、
今
後
の
日
本
人
に
は
固
よ
り
の
こ
と
、
世
界

の
人
々
に
影
響
を
与
へ
る
日
本
文
化
の
研
究
を
念
願
と
し
て
居
ら

れ
、
私
ど
も
も
そ
の
新
し
い
先
生
の
息
吹
き
に
身
も
心
も
革
ま
る
や

う
な
気
が
し
て
、
こ
の
趣
意
書
は
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

後
も
日
本
文
化
研
究
所
の
常
置
審
議
員
、
設
立
の
趣
旨
を
省
み
な
が

ら
歩
み
を
続
け
る
先
達
で
も
あ
っ
た
。
今
年
六
月
の
審
議
員
会
に
お

出
ま
し
下
さ
っ
た
の
が
最
後
と
な
ら
う
と
は
誰
も
予
測
し
得
な
か
こ

（
マ
マ
（

た
こ
と
で
あ
る
」。

　

こ
の
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
で
は
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十

年
代
に
選
ば
れ
た
研
究
題
目
と
研
究
者
の
中
に
、
倉
林
正
次
、
薗
田
稔
、

二
木
謙
一
、
椙
山
林
継
の
諸
氏
の
名
前
が
み
え
る
。
い
ず
れ
も
の
ち
に
國

學
院
大
學
教
授
と
し
て
活
躍
し
多
く
の
学
生
を
育
て
た
人
た
ち
で
あ
り
、

ま
た
、
伊
勢
神
宮
の
神
宮
司
庁
で
活
躍
貢
献
さ
れ
た
和
田
年
弥
氏
の
名
前

も
み
え
、
こ
の
研
究
所
が
多
く
の
優
れ
た
研
究
者
を
輩
出
す
る
研
究
機
関

と
し
て
か
つ
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
の
機
構

改
革
な
ど
の
歴
史
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
の
中
で
の
必
然
で
あ
っ
た
ろ

う
が
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
提
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
も
と
も
と
の
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日
本
文
化
研
究
所
の
存
在
意
義
を
歴
史
の
中
で
消
し
去
る
こ
と
な
く
、
制

度
的
な
工
夫
の
な
か
で
再
編
し
な
お
し
、
最
先
端
の
共
同
研
究
を
推
進
す

る
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
次
世
代
の
研
究
者
を
柳
田
・
折
口
の
学
説
を

引
く
民
俗
伝
承
学
も
含
め
て
幅
広
く
育
成
す
る
た
め
の
助
教
、
准
教
授
な

ど
一
定
の
定
員
枠
を
常
勤
、
非
常
勤
を
含
め
て
設
置
す
る
な
ど
有
効
な
研

究
機
関
と
し
て
活
動
展
開
を
進
め
ら
れ
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か

つ
て
多
く
の
研
究
者
を
輩
出
し
て
い
た
國
學
院
大
學
の
底
力
を
み
ず
か
ら

の
自
信
の
糧
と
し
て
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
次
世
代
の
研
究
者
育
成
の
た
め

の
研
究
機
関
と
し
て
名
実
と
も
に
再
編
強
化
さ
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い

か
、と
い
う
の
が
歴
史
と
伝
統
を
鑑
み
た
上
で
の
こ
こ
で
の
提
言
で
あ
る
。

㈢　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
創
設　

　

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
三
月
、
千
葉
県
佐
倉
市
に
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
が
開
館
し
た
。
そ
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
、
歴
史
学
、
考

古
学
、
民
俗
学
、
情
報
資
料
研
究
と
い
う
四
つ
の
研
究
部
に
そ
れ
ぞ
れ
教

授
、
助
教
授
、
助
手
十
二
人
ず
つ
と
研
究
部
長
各
一
人
の
計
五
十
二
人
の

研
究
職
の
定
員
枠
を
確
保
し
た
、
新
た
な
広
義
の
歴
史
学
創
生
の
た
め
の

先
端
的
な
学
術
調
査
研
究
と
資
料
活
用
の
た
め
の
研
究
博
物
館
と
し
て
創

設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
文
化
庁
所
轄
の
博
物
館
構
想
の
も
と

に
始
動
し
て
い
た
創
設
案
を
、
文
部
省
所
管
の
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関

へ
と
大
転
換
さ
せ
て
そ
の
創
設
を
実
現
し
た
最
大
の
功
労
者
は
初
代
館
長

の
井
上
光
貞
で
あ
っ
た
。
そ
の
井
上
の
識
見
と
実
現
へ
の
苦
労
は
並
大
抵

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
歴
史
的
に
も
学
問
的
に
も
大
き

な
意
義
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
民
俗
学
の
立
場
か
ら
い
え

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
歴
史
的
で
画
期
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う

に
日
本
民
俗
学
は
日
本
創
生
の
学
問
で
あ
り
、
西
欧
近
代
科
学
の
中
に
存

在
し
な
い
学
問
で
あ
る
た
め
に
、
東
京
帝
国
大
学
を
は
じ
め
と
し
て
日
本

の
大
学
で
は
正
式
に
講
座
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
学
問
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
一
足
飛
び
に
国
立
大
学
の
文
部
教
官
と
し
て
の
ポ
ス
ト
を
十
二
人

＋
一
人
の
計
十
三
人
も
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
井
上
光
貞
が
筑
摩
書
房

刊
の
『
定
本 

柳
田
國
男
集
』
を
よ
く
読
ん
で
い
た
と
い
う
目
撃
談
や
、

和
歌
森
太
郎
門
下
の
若
き
民
俗
学
者
宮
田
登
を
よ
き
相
談
役
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
を
蒐
集
し
て
い
た
と
い
う
目
撃
談
や
伝
聞
談
な
ど
、
す
で
に

伝
説
化
し
て
い
る
も
の
も
多
い
が
、
少
な
く
と
も
新
し
い
歴
史
学
創
生
の

た
め
に
、文
献
史
学
、考
古
学
、民
俗
学
と
い
う
三
学
協
業
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
の
も
と
、
民
俗
学
の
研
究
部
を
公
的
に
設
置
し
た
井
上
光
貞
の
、
柳

田
國
男
の
民
俗
学
へ
の
理
解
は
き
わ
め
て
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
民
間
伝
承
の
学
問
が
歴
史
的
世
界
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
も

う
一
つ
の
史
学
で
あ
る
、
と
い
う
柳
田
の
文
章
が
、
井
上
に
は
的
確
に
読

み
取
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
文
献
史
学
と
考
古
学
と
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民
俗
学
と
い
う
三
学
協
業
に
よ
る
新
し
い
歴
史
学
の
創
生
の
た
め
の
一
環

と
し
て
の
位
置
を
民
俗
学
に
与
え
ま
た
そ
れ
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
民
俗
学
と
は
も
ち
ろ
ん
い
ま
こ
こ
で
の
べ
て
い
る
柳
田
の
創
生
し
た
日

本
民
俗
学
、
民
間
伝
承
学
、
つ
ま
り
民
俗
伝
承
学traditionology

の
こ

と
で
あ
る
。

　

千
葉
県
佐
倉
市
に
あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
建
設
計
画
が
公
式
に

決
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
十
一
月
に
明
治
百
年
記
念

事
業
の
一
つ
と
し
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
時
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

ま
で
に
は
長
い
前
史
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
歴
史
学
者
黒
板
勝
美
を
中

心
と
す
る
紀
元
二
六
〇
〇
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
の
国
史
館（
仮
称
）

の
建
設
計
画
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
が
紀
元
二
六
〇
〇

年
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
紀
元
二
千
六
百

年
祝
典
評
議
員
会
が
内
閣
に
設
置
さ
れ
る
と
、
そ
の
委
員
と
な
っ
た
黒
板

は
、
事
業
の
一
つ
と
し
て
国
史
館
（
仮
称
）
の
建
設
を
主
唱
し
、
11
月
の

第
2
回
総
会
で
そ
れ
が
事
業
決
定
さ
れ
た
。
黒
板
の
構
想
し
た
国
史
館
は

単
な
る
博
物
館
で
は
な
く
、
日
本
の
歴
史
的
文
化
の
綜
合
的
な
研
究
所
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
後
、
そ
の
国
史
館
建
設
事
業
は
文
部
省

の
所
管
と
な
り
、
計
画
の
具
体
化
が
は
か
ら
れ
る
と
と
も
に
、
建
設
予
定

地
も
現
在
の
千
代
田
区
霞
が
関
1
丁
目
の
帝
国
議
会
旧
議
事
堂
跡
地
に
内

定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
事
業
決
定
直
後
に
黒
板
が
病
に
倒
れ
た
こ
と
も

あ
り
、ま
た
そ
の
後
は
戦
争
の
激
化
の
中
で
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

戦
後
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
文
化
財
保
護
法
が
成
立
し
て
、

文
化
財
保
護
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
歴
史
や
文
化
の
資
源
保
存
と
活

用
と
が
要
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
立
民
俗
博
物
館
設
立
へ
の
運
動
が

始
ま
っ
た
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
十
月
、
日
本
民
俗
学
会
、
日

本
民
族
学
協
会
、
日
本
人
類
学
会
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
は
、
あ
い
つ

い
で
国
立
民
俗
博
物
館
新
設
に
関
す
る
建
議
書
を
文
化
財
保
護
委
員
会
に

提
出
し
た
。
同
年
十
二
月
に
は
日
本
博
物
館
協
会
も
設
立
要
望
を
決
議
す

る
と
と
も
に
、
渋
沢
敬
三
た
ち
は
国
立
民
俗
博
物
館
設
立
に
関
す
る
要
望

書
を
参
議
院
に
提
出
し
た
。し
か
し
、な
か
な
か
採
択
に
は
い
た
ら
な
か
っ

た
。

　

大
き
く
動
き
始
め
る
の
は
、
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
迎
え
る

明
治
百
年
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
の
国
立
歴
史
博
物
館
の
建
設
構
想
の

提
示
か
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
四
月
五
日
、
総
理

府
に
明
治
百
年
記
念
準
備
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
委
員
と
な
っ
た

坂
本
太
郎
は
、
み
ず
か
ら
希
望
し
て
事
業
部
会
に
所
属
し
、
日
本
の
歴
史

を
一
貫
す
る
国
立
歴
史
博
物
館
の
建
設
を
主
唱
し
た（

（11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
歴

史
博
物
館
以
外
に
も
歴
史
民
族
博
物
館
や
民
族
博
物
館
や
明
治
記
念
博
物

館
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
中
で
、
前
述
の
よ
う
に
文

部
省
は
民
族
学
研
究
博
物
館
は
別
途
に
構
想
す
る
の
で
、
こ
の
記
念
事
業
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か
ら
は
外
し
て
、
日
本
に
関
す
る
歴
史
民
俗
博
物
館
を
設
置
し
た
い
と
の

意
見
を
提
出
し
た
。
そ
う
し
て
、
東
京
首
都
圏
へ
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
、
大
阪
千
里
の
万
博
公
園
跡
地
へ
の
国
立
民
族
学
博
物
館
の
創
設
へ
と

い
う
方
針
が
固
ま
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
東
京
首
都
圏
で
の
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
の
建
設
用
地
に
つ
い
て
も
紆
余
曲
折
が
あ
り
難
航
し
た

が
、
国
や
県
な
ど
関
係
者
の
尽
力
に
よ
っ
て
千
葉
県
佐
倉
市
の
現
在
地
に

落
ち
着
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
設
立
へ
の

準
備
室
長
で
あ
り
初
代
館
長
で
も
あ
っ
た
井
上
光
貞
の
努
力
を
こ
こ
に
特

筆
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
当
初
は
文
化
庁
所
轄
の
附
属

機
関
と
し
て
文
化
財
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
東
京
、京
都
、

奈
良
に
あ
る
国
立
博
物
館
に
近
い
も
の
で
、
か
つ
調
査
研
究
を
も
目
的
と

す
る
東
京
の
国
立
科
学
博
物
館
と
同
様
の
形
態
で
発
足
す
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
た
の
を
、
学
術
的
な
調
査
研
究
と
資
料
の
活
用
と
を
目
的
と
し

て
一
足
先
に
設
立
さ
れ
て
い
た
大
阪
千
里
の
国
立
民
族
学
博
物
館
と
同
様

な
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
の
形
態
へ
の
変
更
を
実
現
し
た
点
で

あ
る
。
こ
の
困
難
の
克
服
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
関
係
者
の
努
力
と
理
解
の

賜
物
で
あ
り
、
後
世
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
学
問
へ
の
恩
恵
で
あ
る
。

後
世
に
続
く
人
た
ち
が
こ
れ
を
忘
れ
て
は
バ
チ
が
当
た
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
人
間
一
人
ひ
と
り
が
創
る
も
の
だ
と
い

う
迫
力
あ
る
事
実
が
そ
こ
に
は
あ
る（

（1（
（

。

　

井
上
光
貞
館
長
の
特
筆
す
べ
き
決
定
の
第
二
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
と
い
う
名
称
問
題
へ
の
決
断
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
国
立
歴
史

博
物
館
と
仮
称
さ
れ
て
い
た
の
が
、
文
化
庁
が
担
当
官
庁
と
な
る
中
で
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
へ
と
そ
の
仮
称
が
変
わ
っ
て
き
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
、
民
俗
の
名
称
を
入
れ
る
入
れ
な
い
と
い
う
問
題
で
歴
史
学
・
考
古
学

の
委
員
と
民
俗
学
の
委
員
と
の
間
で
の
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
そ
の
状

態
に
対
し
て
、
井
上
館
長
は
三
学
協
業
の
理
念
と
そ
の
実
践
に
よ
る
新
た

な
広
義
の
歴
史
学
の
開
拓
を
こ
の
研
究
博
物
館
の
目
的
で
あ
り
使
命
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。
意
見
が
分
か
れ
た
中
で
最
終
的
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
名
称
を
決
定
し
て
い
っ
た
井
上
館
長
の
考
え
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
次

の
文
章
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

 「
歴
博
の
準
備
室
に
入
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
従
来
の
い
き
さ
つ
を
知
り
、

ま
た
諸
方
面
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
う
ち
に
、
私
の
考
え
方
は
少

し
ず
つ
変
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
歴
博
の
め
ざ
す
べ
き
学
問
的
裏
付

け
に
お
い
て
、
従
来
の
歴
史
学
を
軸
と
し
、
一
方
に
考
古
学
を
、
他

方
に
民
俗
学
を
ふ
ま
え
た
よ
う
な
方
向
を
考
え
る
こ
と
に
積
極
的
な

学
問
的
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
歴
博
の
名
称
問
題
は
、

大
局
的
に
は
、
マ
イ
ナ
ー
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強
く
な
っ
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て
き
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）　

考
古
学
や
民
俗
学
の
よ
う
な
有
形
・

無
形
の〝
物
〟の
調
査
研
究
に
ま
つ
広
義
の
歴
史
学
の
形
成
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
際

的
研
究
の
場
は
、
従
来
の
学
科
制
に
束
縛
さ
れ
た
大
学
の
史
学
科
で

は
育
ち
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
歴
博
は
、
歴
史
学
、
考
古

学
、
民
俗
学
の
三
部
門
の
寄
り
あ
い
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
私

は
そ
の
よ
う
な
機
関
こ
そ
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
館
員
相
互

の
共
同
作
業
を
通
じ
て
、
た
と
え
ば
古
代
史
と
考
古
学
、
近
世
史
と

民
俗
学
、
な
い
し
た
と
え
ば
三
部
門
協
力
の
民
衆
宗
教
史
や
、
都
市

の
歴
史
な
ど
、
大
学
で
は
形
成
し
に
く
い
共
同
研
究
の
た
め
の
日
常

的
な
場
と
し
て
、
歴
史
学
の
一
分
野
を
形
成
で
き
る
、
と
信
ず
る
も

の
で
あ
る（

（10
（

」。

　

こ
う
し
て
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
改
正

に
よ
っ
て
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
四
月
十
四
日
に
設
置
さ
れ
、

昭
和
五
十
八
年（
一
九
八
三
）三
月
十
六
日
に
は
開
館
式
典
が
挙
行
さ
れ
、

十
八
日
か
ら
展
示
の
一
般
公
開
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に

そ
の
開
館
を
直
前
に
し
て
井
上
光
貞
初
代
館
長
は
二
月
二
十
七
日
に
急
逝

し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
井
上
光
貞
初
代
館
長
に
よ
っ
て
蒔
い
て
お
か
れ

た
学
問
の
種
子
は
、
情
報
資
料
研
究
部
、
歴
史
研
究
部
、
考
古
研
究
部
、

民
俗
研
究
部
と
い
う
五
つ
の
研
究
部
に
五
十
二
人
の
教
授
・
助
教
授
・
助

手
の
研
究
部
定
員
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
歴
史
学
、

考
古
学
、
民
俗
学
の
三
学
協
業
の
掛
け
声
の
下
に
、
歴
史
資
料
分
析
科
学

な
ど
の
参
加
と
と
も
に
新
た
な
広
義
の
歴
史
学
の
開
拓
へ
向
け
て
次
々
と

大
き
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
発
信
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た（

（10
（

。
と
く
に
民
俗
学
の
研
究
職
と
し
て
国
立
の
先
端
的
研
究
機
関
に

十
二
の
ポ
ス
ト
が
得
ら
れ
た
と
い
う
の
に
は
前
述
の
よ
う
に
ひ
じ
ょ
う
に

大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
柳
田
國
男
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
創
設
し
た
日

本
民
俗
学
の
研
究
実
践
へ
の
道
が
よ
う
や
く
そ
こ
に
大
き
く
開
け
た
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
創
設
は
、
間
接
的
な
が
ら
國
學
院
大
学

に
も
一
つ
の
影
響
を
与
え
た
。
卒
業
論
文
で
折
口
信
夫
の
指
導
を
受
け
、

成
城
の
民
俗
学
研
究
所
で
柳
田
國
男
の
指
導
を
受
け
、
そ
の
後
國
學
院
大

学
に
奉
職
し
て
い
た
坪
井
洋
文（
旧
姓
郷
田
）が
、宮
田
登
の
推
薦
に
よ
っ

て
民
俗
研
究
部
の
初
代
部
長
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る（

（10
（

。そ
れ
は
、

國
學
院
大
学
の
歴
史
に
お
け
る
民
俗
学
の
貴
重
な
意
義
、
そ
れ
に
対
す
る

自
己
認
識
、
そ
し
て
そ
の
民
俗
学
の
研
究
と
教
育
の
充
実
へ
、
と
い
う
再

確
認
と
そ
の
具
体
的
な
対
応
へ
と
い
う
動
き
が
起
こ
る
要
因
の
一
つ
と

な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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㈣　

國
學
院
大
学
の
民
俗
学
講
座
再
編

　

平
成
四
年
（
一
九
九
二
）、
國
學
院
大
学
の
日
本
文
学
科
に
「
伝
承
文

学
コ
ー
ス
」
と
い
う
名
前
で
、
民
俗
学
を
専
門
と
す
る
コ
ー
ス
が
あ
ら
た

め
て
設
置
さ
れ
た
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
九
月
の
折
口
信
夫
の

没
後
に
國
學
院
大
學
の
民
俗
学
の
学
統
を
つ
な
い
だ
流
れ
と
し
て
は
い
く

つ
か
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
学
生
た
ち
の
動
向
か
ら
み
る
と
一
つ
は
、
折
口

の
あ
と
日
本
文
学
第
一
研
究
室
を
継
い
だ
高
崎
正
秀
か
ら
そ
の
弟
子
の
桜

井
満
へ
と
い
う
流
れ
で
、「
古
典
と
民
俗
学
の
会
」
に
参
加
し
た
人
た
ち

で
あ
っ
た（

（10
（

。
も
う
一
つ
は
、
折
口
の
指
導
を
受
け
た
の
ち
柳
田
國
男
の
民

俗
学
研
究
所
の
所
員
と
な
っ
た
井
之
口
章
次
や
坪
井
洋
文
た
ち
の
流
れ

で
、「
民
俗
学
研
究
会
」
に
参
加
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た（

（10
（

。
そ
し
て
、
折

口
没
後
約
四
十
年
を
経
て
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
國
學
院
大
学
日

本
文
学
科
に
民
俗
学
を
専
攻
す
る
「
伝
承
文
学
コ
ー
ス
」
が
あ
ら
た
め
て

設
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
「
民
俗
学
コ
ー
ス
」
と
い
う
名
前
に

し
な
か
っ
た
の
か
、
伝
承
文
学
コ
ー
ス
で
は
口
承
文
芸
の
昔
話
や
伝
説
の

コ
ー
ス
と
ま
ち
が
わ
れ
や
す
い
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
あ
え
て
伝
承
文
学
コ
ー
ス
と
し
た
の
に
は
理
由

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
文
学
科
の
コ
ー
ス
だ
か
ら
国
語
科
の
教
員
免

許
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
と
配
慮
し
た
の
で
あ
り
、
民
俗
学
コ
ー
ス
を
名

乗
る
と
社
会
科
の
教
員
免
許
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
日
本
文
学
科
に
属
す
と
い
う
意
味
で
そ
の
名
前
に
「
文
学
」

を
残
し
、
実
際
の
内
容
で
あ
る
民
俗
学
を
「
伝
承
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら

わ
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た（

（10
（

。

　

だ
か
ら
、
國
學
院
大
学
の
日
本
文
学
科
に
属
す
る
伝
承
文
学
コ
ー
ス
と

い
う
の
は
、
内
実
は
完
全
に
柳
田
や
折
口
以
来
の
日
本
民
俗
学
を
専
攻
す

る
コ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。
い
つ
で
も
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
誤
解
を
招
き
や

す
い
名
前
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
苦
心
の
末
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
も
一
つ
の
伝
承
と
し
て
正
確
に
語
り
継
が
れ
書

き
継
が
れ
る
必
要
が
あ
る
。名
前
に
引
き
ず
ら
れ
る
の
が
世
の
常
で
あ
り
、

昔
話
や
伝
説
の
コ
ー
ス
だ
と
い
う
安
易
な
誤
解
が
い
つ
で
も
流
通
し
か
ね

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
が
、
根
本
的
な
こ
の
コ
ー
ス
の
設
置
の
意
図
で
あ
る
。
國
學
院
大
學
の

伝
承
文
学
コ
ー
ス
の
研
究
と
教
育
は
、
昔
話
や
伝
説
な
ど
の
口
承
文
芸
の

研
究
だ
け
に
小
さ
く
し
ぼ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
含
め
て
、
先
に
図

２
で
示
し
て
お
い
た
よ
う
な
、
経
済
伝
承
、
社
会
伝
承
、
信
仰
や
儀
礼
の

伝
承
、
言
語
や
芸
能
の
伝
承
、
と
い
う
４
つ
の
生
活
文
化
全
般
に
関
わ
る

広
い
範
囲
の
民
俗
伝
承
の
研
究
と
教
育
を
目
的
と
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ

の
設
置
の
基
本
的
な
意
図
に
沿
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
実
的

な
対
処
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
入
学
案
内
な
ど
の
印
刷
物
に
、
伝
承
文
学

コ
ー
ス
（
日
本
民
俗
学
専
攻
）
と
し
て
、（　

）
内
に
「
日
本
民
俗
学
専
攻
」
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の
文
字
を
入
れ
て
お
く
の
も
一
案
で
あ
る
。
誤
解
の
流
通
を
避
け
る
た
め

で
も
あ
り
、同
時
に
入
学
希
望
者
の
窓
口
を
狭
く
し
な
い
た
め
で
も
あ
る
。

　

平
成
四
年
に
伝
承
文
学
コ
ー
ス
の
学
生
を
迎
え
入
れ
た
日
本
文
学
科
で

は
、そ
の
四
年
後
の
平
成
八
年（
一
九
九
六
）に
大
学
院
に
伝
承
文
学
コ
ー

ス
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
学
院
の
伝
承
文
学
コ
ー
ス
が
授
与

す
る
学
位
は
、
修
士
（
民
俗
学
）、
博
士
（
民
俗
学
）
と
さ
れ
た
。
伝
承

文
学
コ
ー
ス
と
い
う
の
は
、「
伝
承
」
＝
民
俗
伝
承
を
研
究
す
る
「
文
学
」

科
に
属
す
る
専
門
コ
ー
ス
、
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

博
士
と
い
う
学
位
は
、
国
際
的
に
はPH

.D

と
し
て
認
定
さ
れ
る
学
術

的
な
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
何
度
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
西
欧
中
心

の
学
術
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
中
で
はfolklore
と
い
う
学
問
は
存
在
し
な

い
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
國
學
院
大
学
の
大
学
院

は
世
界
で
唯
一
の
、
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位
を
公
式
に
授
与
す
る
大
学

院
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
民
俗
学
の
学
位
は
英
語
で

folklore

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
名
乗
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

文
化
人
類
学cultural anthropology

や
社
会
学sociology

や
歴
史
学

history

と
は
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
、
そ
の
学
問
と
し
て
の
独
自
性
や
独

創
性
を
、
そ
の
学
問
の
国
際
的
な
名
乗
り
と
と
も
に
明
確
に
示
す
責
任
を

負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
に
対
応
で
き
る
学
問
と
し
て
、

名
前
は
民
俗
伝
承
学cultural traditionology

、
そ
の
内
容
と
特
徴
は
、

伝
承
文
化cultural tradition

に
対
し
て
、
変
遷
論transition

と
伝
承
論

tradition

の
両
方
の
視
点
か
ら
そ
の
動
態
的
な
研
究
を
行
な
う
と
い
う
点

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
け
ば
よ
い
。
日
本
創
生
の
学
問
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
柳
田
や
折
口
の
原
点
確
認
と
い
う
基
礎
作
業
を
ふ
ま
え

て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
あ
ら
た
め
て
新
た
な
方
法
論
を
研
磨
し
な
が
ら
研

究
開
発
を
進
め
、
そ
の
研
究
実
績
を
国
内
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
む
し
ろ
国

際
的
に
発
信
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

國
學
院
大
学
が
、
柳
田
國
男
が
創
生
し
折
口
信
夫
が
理
解
協
力
し
た
日

本
民
俗
学
に
と
っ
て
、
い
か
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
大
学
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
を
、
ま
ず
、
日
本
民
俗
学
の
沿
革
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
作
業
例
を

紹
介
し
な
が
ら
日
本
民
俗
学
の
継
承
と
発
展
の
重
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
折
口
信
夫
の
尽
力
に
よ
っ
て
國
學
院
大
學
に
民
俗
学
の
講
座
が
初
め

て
設
置
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
柳
田
國
男
も
教
授
に
就
任
し
て
神
道
の
講
義

を
行
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
現
在
は
博
士
（
民
俗
学
）
の
学
位

を
授
与
す
る
大
学
院
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
な
が
ら
、

こ
こ
で
は
の
べ
て
き
た
。
日
本
民
俗
学
の
不
幸
、
そ
れ
を
あ
え
て
い
う
な

ら
ば
、
柳
田
と
折
口
を
理
解
で
き
な
い
人
た
ち
、
柳
田
を
否
定
す
る
人
た
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ち
の
何
人
か
が
日
本
各
地
の
大
学
で
民
俗
学
の
教
壇
に
立
っ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
柳
田
へ
の
無
理
解
と
誤
解
の
中
で
の

い
わ
ば
疑
似
民
俗
学
が
伝
言
ゲ
ー
ム
的
に
流
通
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
基

本
的
な
日
本
民
俗
学
の
独
創
性
、
独
自
性
を
明
言
で
き
な
い
状
態
が
現
出

し
て
き
て
い
る
と
い
う
懸
念
が
い
ま
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
は
、

文
化
人
類
学anthropology
や
社
会
学sociology

と
ど
こ
が
ち
が
う
の

か
、
そ
の
亜
流
に
あ
ま
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
内
外
の
き

び
し
い
質
問
に
堂
々
と
答
え
ら
れ
る
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
柳
田
國
男
の
「
民

間
伝
承tradition populaire

の
学
問
」
と
い
う
段
階
か
ら
、
一
歩
前
に

進
ん
で
「
伝
承
文
化
研
究traditionologie culuturelle
の
学
問
」
へ
、

と
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
い
ま
必
要
で
あ
り
重
要
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学

は
日
本
語
で
は
民
俗
伝
承
学
、
英
語
で
はT

h
e C

u
ltu

ral 
T

raditionology

：T
he Study of Cultural T

raditions

と
名
乗
る
べ

き
学
問
で
あ
り
、
柳
田
と
折
口
を
継
承
し
な
が
ら
、
民
俗
文
化
伝
承
を
対

象
と
す
る
学
問
と
し
て
、
歴
史
的
な
視
点
で
の
変
遷
論transition

と
伝

承
論tradition

と
い
う
両
面
か
ら
分
析
を
行
な
う
学
問
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
明
示
し
て
い
く
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。
と
く
に
柳
田
と
折
口

に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
國
學
院
大
學
の
日
本
民
俗
学
は
、
現
在
の
私
た

ち
教
員
に
も
次
世
代
を
担
う
若
き
研
究
者
た
ち
に
も
、
そ
の
こ
と
の
自
覚

と
実
践
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
民
俗
伝
承
と
と
も
に
古
典
と
歴
史
史
料

と
い
う
資
料
情
報
群
を
幅
広
く
活
用
す
る
、
変
遷
論transition

と
伝
承

論tradition

と
い
う
両
面
を
そ
な
え
た
研
究
、
そ
の
実
践
者
が
國
學
院
大

學
の
教
壇
に
立
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
育
て
ら
れ
た
研
究
の
後
継
者

た
ち
も
そ
れ
を
継
承
し
研
磨
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。「
死
者
へ
の
想
像

力
の
豊
か
な
社
会
、
そ
れ
は
文
化
の
豊
か
な
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
、
そ

の
こ
と
を
念
頭
に
、
國
學
院
大
学
の
先
祖
諸
賢
の
中
の
二
人
、
柳
田
國
男

と
折
口
信
夫
の
願
い
を
い
ま
筆
者
な
り
に
想
像
し
て
、
ま
だ
こ
の
世
に
生

の
あ
る
う
ち
に
、
歴
史
と
由
緒
の
古
い
、
か
つ
て
は
折
口
信
夫
も
執
筆
し

た
こ
の
『
國
學
院
雑
誌
』
に
執
筆
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ

の
感
謝
の
意
味
を
こ
め
て
、
い
ま
あ
え
て
こ
こ
に
提
言
し
て
お
く
次
第
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
國
學
院
大
學
と
日
本
民
俗
学
は
未
来
に
向
か
っ
て

大
き
く
前
進
し
て
行
き
続
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
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史
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『
別
冊 

太
陽　

知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
先
覚
者 

平
田
篤
胤
』
平
凡
社　

二
〇
〇
四

『
明
治
維
新
と
平
田
国
学
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
展
示
図
録　

二
〇
〇
四

遠
藤　

潤
『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』
ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
〇
八

中
川
和
明
『
平
田
国
学
の
史
的
研
究
』
名
著
刊
行
会　

二
一
一
〇

宮
地
正
人
『
歴
史
の
中
の
『
夜
明
け
前
』　

平
田
国
学
の
幕
末
維
新
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五

注　（
1
） 

現
在
の
日
本
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
助
成
金
の
制
度
の
上
で
は
、
民
俗
学
は

文
化
人
類
学
の
一
分
野
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
柳
田
國
男
の
創
生
し

た
日
本
民
俗
学
を
学
術
世
界
に
正
統
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
石
田
英
一
郎
を
は

じ
め
と
す
る
お
お
ぜ
い
の
研
究
者
の
努
力
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
的
で
社

会
的
な
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
民
俗
学
の
継
承
と
発
展
の
た
め
に
筆
者
た

ち
も
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
理
解
の
上
で
の
協
力
関
係

と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
2
） 

新
谷
尚
紀
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
吉
川
弘

文
館　

二
〇
一
一　

P.（-P.10

（
3
） 

た
と
え
ば
、
鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
の
民
間
学
』
岩
波
新
書　

一
九
八
三
は
、
柳

田
の
民
俗
学
へ
の
温
か
い
理
解
に
満
ち
た
著
書
で
あ
る
が
、
柳
田
が
そ
の
学
問
を

国
民
1
人
1
人
の
学
問
と
し
た
い
と
意
図
す
る
と
と
も
に
そ
の
一
方
で
確
実
に
日

本
と
世
界
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
に
正
統
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
成
長
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
構
想
し
て
い
た
事
実
を
必
ず
し
も
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
点

で
は
、
柳
田
の
民
俗
学
へ
の
同
情
は
あ
る
が
一
般
読
者
に
曖
昧
な
理
解
を
導
く
懸

念
も
あ
る
。
著
者
の
真
意
に
注
意
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
書
で
あ
る
。
な
お
、
民
俗

学
内
部
で
も
こ
の
「
官
の
学
問
」
と
「
野
の
学
問
」
の
対
比
と
そ
の
意
味
に
つ
い

て
、
そ
の
ち
が
い
を
明
示
し
て
い
な
い
例
が
残
念
な
が
ら
あ
る
。
た
と
え
ば
、
岩

本
通
弥
・
菅
豊
・
中
村
淳
『
民
俗
学
の
可
能
性
を
拓
く
―
「
野
の
学
問
」
と
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
―
』
青
弓
社　

二
〇
一
二
や
、
菅
豊
『「
新
し
い
野
の
学
問
」
の
時
代

へ
―
知
識
生
産
と
社
会
実
践
を
つ
な
ぐ
た
め
に
―
』岩
波
書
店　

二
〇
一
三
、は
、

い
ず
れ
も
内
容
的
に
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
官
の
学
問
」
と
「
野

の
学
問
」
と
い
う
対
概
念
の
理
解
と
い
う
点
で
は
十
分
で
な
い
。
柳
田
國
男
に
よ

る
日
本
創
成
の
民
俗
伝
承
学traditionology

と
い
う
肝
要
な
論
点
が
明
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、「
野
の
学
問
」
で
あ
る
と
い
う
自
己
説
明
だ
け
で
は
、
日
本
民
俗
学

の
独
創
性
へ
の
理
解
を
客
観
的
に
導
く
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
安
易
な
感
覚
的

誤
解
を
増
幅
さ
せ
る
懸
念
さ
え
あ
る
。

（
4
） 

折
口
信
夫
「
民
間
伝
承
学
講
義
」『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ
ー
ト
編
第
（
巻
中
央
公

論
社　

一
九
七
一
（
大
正
九
年
末
か
ら
翌
十
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
國
學
院
大

学
郷
土
研
究
会
で
の
特
別
講
義
）。
た
だ
し
、
昭
和
十
二
年
か
ら
翌
十
三
年
の
「
民

俗
学
へ
の
導
き
」『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ
ー
ト
編
第
（
巻
中
央
公
論
社　

一
九
七
一
で
は
、
民
間
伝
承
学
は
完
全
な
語
で
あ
る
が
長
す
ぎ
る
の
と
い
ろ
い
ろ

な
語
が
あ
る
と
混
乱
す
る
の
で
民
俗
学
と
い
う
名
称
を
使
い
た
い
と
の
べ
て
い

る
。
深
い
思
案
の
中
で
の
こ
の
折
口
の
判
断
と
そ
の
真
意
と
を
い
ま
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

（
（
） 

こ
の
語
は
英
語
で
は
ま
だ
存
在
し
な
い
語
で
、
社
会
人
類
学
の
ト
ム
・
ギ
ル
氏

Prof.T
om

 Gill

の
教
示
に
よ
れ
ば
、W

.W
.N

ew
ell,

一
九
〇
六
年
、Journal of 

A
m

erican Folk-lore

で
、 T

he phenom
ena of traditionology , if the 

term
 m

ay be allow
ed, have therefore som

e resem
blance to those of 

botany

、
と
「
こ
の
よ
う
な
表
現
は
認
め
て
い
た
だ
け
る
な
ら
」
と
述
べ
て
い
る

の
が
実
情
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
、A

.V
.

ジ
ェ
ネ
ッ
プA

.V
.Gennep

が,Le folkloriste s'adresse aussi a ses lecteurs,  en leur dem
andant 

conseil quant au nom
 de la discipline: << A

dm
ettra-t-on un jour 

traditionologie, populologie, populographie ou populosophie ? Si un 
lecteur peut nous offrir une solution raisonnable, nous lui en serons 
tous reconnaissants >> 

（1（（

）.と
述
べ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
現
在
の
学
術
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世
界
で
は
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
語
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
日
本
の
民
俗

学
が
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と
研
究
の
内
実
を
あ
ら
た
め
て
調
え
な
が
ら
発
信
し
て

い
く
必
要
の
あ
る
名
乗
り
の
語
で
あ
る
。　

（
（
） 

新
谷
『
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社
―
「
日
本
」
と
「
天
皇
」
の
誕
生
―
』
講
談
社
選

書
メ
チ
エ　

二
〇
〇
九
、
新
谷
『
伊
勢
神
宮
と
三
種
の
神
器
』
講
談
社
選
書
メ
チ

エ　

二
〇
一
三
な
ど　

（
（
） 「
伝
承
論
」
に
は
、「
広
義
の
伝
承
論
」
と
「
狭
義
の
伝
承
論
」
と
が
あ
る
。「
広

義
の
伝
承
論
」
は
変
遷
論
と
狭
義
の
伝
承
論
（
継
承
論
）
の
二
つ
か
ら
成
る
。

（
（
）
柳
田
國
男
『
蝸
牛
考
』
刀
江
書
院　

一
九
三
〇
（『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
1（
巻
）

（
（
） 

柳
田
國
男
「
聟
入
考
」『
三
宅
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
』
岡
書
院　

一
九
二
九
（『
定
本 

柳
田
國
男
集
』
1（
巻
）

（
10
） 

そ
の
柳
田
や
折
口
に
学
び
な
が
ら
そ
れ
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
現
在
の
民
俗
学

は
、
変
遷
論
の
観
点
か
ら
は
、
墓
と
葬
儀
の
歴
史
（
新
谷
『
両
墓
制
と
他
界
観
』

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
一
、
同
「
石
塔
と
墓
籍
簿
―
実
際
の
死
者
と
記
録
さ
れ
る

死
者
：
両
墓
制
・
単
墓
制
の
概
念
を
超
え
て
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』
第
141
集　

二
〇
〇
八
、
同
『
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
な
ど
）、
ま
た
、
盆
行
事
の
列
島
規
模
で
の
変
遷
論
（
関
沢
ま
ゆ
み
「『
戦

後
民
俗
学
の
認
識
論
批
判
』
と
比
較
研
究
法
の
可
能
性
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
1（（
集
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
開
館
30
周
年
記
念
論
文
集
Ⅰ
）

二
〇
一
三
、同『
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
』吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
な
ど
）、ま
た
、

伝
承
論
の
観
点
か
ら
は
、「
ケ
ガ
レ
と
カ
ミ
」と
い
う
分
析
概
念
の
提
示（
新
谷『
ケ

ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ
』
木
耳
社　

一
九
八
七
、
新
谷
「
ケ
ガ
レ
の
構
造
」
岩
波
講
座

『
日
本
の
思
想
』
第
（
巻 

岩
波
書
店　

二
〇
一
三
）
な
ど
、
そ
の
成
果
を
少
し
ず

つ
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。

　
　

 　

な
お
、民
俗
学
が
民
俗
伝
承
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
内
外
に
示
す
た
め
に
は
、

英
語
で
の
説
明
も
必
要
と
考
え
て
、
次
の
よ
う
な
日
本
語
で
の
説
明
と
、
そ
の
英

文
表
記
と
を
用
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

 　
「
民
俗
学
は
一
般
的
に
はfolklore

と
い
わ
れ
る
が
、
学
問
の
性
格
を
よ
り
正
し

く
表
す
た
め
に
は
、
伝
承
学traditionology

と
い
う
語
が
ふ
さ
わ
し
い
。
な
ぜ

な
ら
、
柳
田
國
男
は
フ
ラ
ン
ス
語
のtradition populaire

を
民
間
伝
承
と
訳
し
、

そ
れ
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
学

と
は
伝
承
分
析
学
と
名
乗
る
べ
き
学
問
で
あ
る
。

　
　

 　

伝
承
と
は
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
運
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
の
流
れ
の

中
で
、変
化
し
て
い
く
部
分
と
、変
り
に
く
く
伝
え
続
け
ら
れ
る
部
分
と
が
あ
る
。

前
者
を
追
跡
す
る
の
が
民
俗
学
の
「
変
遷
論
」
で
あ
り
、
後
者
を
追
跡
す
る
の
が

「
伝
承
論
」
で
あ
る
。
民
俗
学
と
は
そ
の
両
方
を
追
跡
し
研
究
す
る
と
こ
ろ
に
学

問
と
し
て
の
独
自
性
が
あ
る
。

　
　

 　

具
体
的
な
例
で
い
え
ば
、
柳
田
國
男
の
「
蝸
牛
考
」
や
「
聟
入
考
」
が
民
俗
学

の
「
変
遷
論
」
を
代
表
す
る
論
考
で
あ
り
、
折
口
信
夫
の
「
依
代
」
や
「
マ
レ
ビ

ト
」
と
い
う
分
析
概
念
の
抽
出
が
「
伝
承
論
」
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

後
の
研
究
と
し
て
は
、
葬
送
墓
制
の
研
究
や
宮
座
祭
祀
の
研
究
ま
た
盆
行
事
の
変

遷
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
が
伝
承
分
析
学
と
し
て
の
民
俗
学
の
観
点
か
ら
行
な
わ

れ
て
い
る
。」

　
　

“W
hat does M

inzokugaku actually m
ean”

　
　

 T
he term

 “M
inzokugaku

” in Japanese is generally translated as 
“Folklore”, how

ever, in order to explain the characteristics of 
“learning” in a better w

ay, the term
 “D

enshougaku
” or 

“T
raditionology” is m

ore appropriate. T
herefore, Y

anagita K
unio 

translates the F
rench w

ord “T
radition Populaire” literally as 

“M
inkan Denshou” (i.e. folklore) into Japanese and that is w

hy he 
explains “T

radition Populaire” or “M
inkan Densho” as a study of 

doing research on it. H
ence in other w

ords, “M
inzokugaku” should 

be called “T
raditionology” or “T

he Study of T
radition”, that m

eans a 
field of study to analyze “tradition”.  
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 “T
radition” is a m

ovem
ent from

 past to present. T
herefore, there 

are things that keep changing and the things that are diffi
cult to 

change and keep passing on w
ith the flow

 of history.  T
racing back 

the form
er is called “Hensenron” (in Japanese) w

hich m
eans “T

he 
theory of transition” or “T

ransitionology” and keeping records of the 
latter is term

ed as “ D
enshouron

” or “T
raditionology”. T

hus, the 
uniqueness of “M

inzokugaku
” as ‘a field of study’ lies in doing 

thorough study w
hile keeping the track of both “Hensenron” (T

he 
theory of transition) and “ Denshouron”(T

he Study of T
radition). 

　
　

 In order to explain it w
ith m

ore concrete exam
ples, “Kagyuukou” 

and “M
ukoirikou

” can be cited as m
ain w

orks on the study of 
“theory of transition” in the field of “M

inzokugaku” (Folklore) by 
Y

anagita K
unio. A

lso, extracting som
e analytical concepts such as 

“Yorishiro” and “M
arebito” as given by O

rikuchi Shinobu, are the 
representative exam

ples in the field of “Denshouron” or “T
he Study 

of T
radition”. A

s a subsequent research, study on the changes in 
‘Funerals’ grave system

’, ‘M
iyazaki rituals’ and ‘Obon’ etc. has been 

carried out from
 the perspective of “T

raditionology” in the form
 of 

folklore .

（
11
） 

新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
前
掲
注

（
2
）P.（（-P.（1　

（
12
） 『
折
口
信
夫
全
集
』
第
1（
巻
中
央
公
論
社　

一
九
五
六
（
初
出
は
國
學
院
大
学
郷

土
研
究
会
で
の
講
演
筆
記
）　

（
13
） 『
折
口
信
夫
全
集
』
第
1（
巻
中
央
公
論
社　

一
九
五
六
（
初
出
は
日
本
民
俗
協
会

第
1
回
例
会
に
お
け
る
講
演
の
筆
記
）　

（
14
） 『
折
口
信
夫
全
集
』
第
1（
巻
中
央
公
論
社　

一
九
五
六
（
初
出
は
『
古
典
風
俗
』

第
1
巻
1
号
一
九
三
四
）　

（
1（
） 

こ
の
得サ

物ツ

矢ヤ

に
つ
い
て
の
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集 

一
』
一
九
五
七
の
補

注
（1
（P.33（

）
の
解
説
は
こ
の
折
口
の
解
読
を
参
考
に
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

朝
鮮
語
と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
が
、
論
点
が
ず
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

（
1（
） 

折
口
信
夫
「
民
間
伝
承
学
講
義
」『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ
ー
ト
編
第
（
巻
中
央
公

論
社　

一
九
七
一

（
1（
） 

折
口
信
夫
「
民
俗
学
へ
の
導
き
」『
折
口
信
夫
全
集
』
ノ
ー
ト
編
第
（
巻
中
央
公

論
社　

一
九
七
一

（
1（
） 

新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
前
掲
注
（
２
）

の
（
1（2
頁
―
1（（
頁
）
参
照
の
こ
と
。

（
1（
） 

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
五
月
設
立
の
日
本
民
俗
学
会
と
雑
誌
『
民
俗
』
の

そ
れ
は
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
フ
ォ
ル
ク
ス
ク
ン
デ
の
翻
訳
学
問
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
設
立
の
民
俗
学
会
と
雑
誌
『
民
俗
学
』
は
柳
田
が
構
想

し
て
い
た
民
間
伝
承
の
学
つ
ま
り
柳
田
の
日
本
民
俗
学
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
民
俗
学
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
流
通
は
そ
の
内
実
と

は
関
係
な
い
ま
ま
に
制
御
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
谷
『
民
俗

学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
前
掲
注
（
2
）
の
4（
頁
―

4（
頁
、
（4
頁
―
（（
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
20
） 

大
藤
時
彦
は
慶
賀
と
感
謝
の
言
葉
を
呈
し
て
い
る
。「
大
学
と
日
本
民
俗
学
」『
民

間
伝
承
』
4
―
（　

一
九
三
九

（
21
） 「
願
い
の
か
な
え
ら
れ
な
い
の
を
悲
願
と
い
う
。
日
本
で
は
昔
か
ら
想
い
が
残
れ

ば
幽
霊
に
な
っ
て
出
る
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
に
民
俗
学
研
究
所
が
あ
っ
た
、
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
ら
ぬ
も
の
で
も
な
い
」。こ
れ
は
、昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）

十
二
月
二
十
五
日
、
成
城
の
民
俗
学
研
究
所
で
の
研
究
会
の
席
上
、
民
俗
学
の
将

来
を
案
じ
た
柳
田
の
口
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
柳
田
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、

「
民
俗
学
は
、
文
化
人
類
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
、
舶
来
の
も
の

ば
か
り
尚
ぶ
の
は
問
題
で
あ
る
、
広
い
意
味
で
の
歴
史
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ

き
で
あ
る
、
し
か
し
、
い
ま
の
歴
史
学
は
本
当
に
い
け
な
い
、
国
史
は
も
っ
と
具
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体
的
な
も
の
に
し
て
、平
民
の
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
イ
ン
フ
ェ
リ
オ
ー
ル
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」と
、金
切
り
声
で
反
芻
す
る
柳
田
は
、

「
事
実
だ
け
を
大
事
に
し
て
い
る
学
者
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も

強
調
し
て
い
た
。
こ
の
日
の
柳
田
は
ど
う
か
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
雰
囲
気

で
、そ
の
あ
ま
り
の
語
気
の
激
し
さ
に
、み
ん
な
自
分
が
叱
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、

息
詰
ま
る
空
気
の
中
、
顔
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
（
今
井
冨
士

雄
「
柳
田
國
男
の
民
俗
学
」『
成
城
文
芸
』
2（
号　

一
九
八
七
）。
新
し
い
学
問
の

開
拓
者
、
創
始
者
で
あ
っ
た
柳
田
は
、
そ
の
最
晩
年
、「
惜
し
い
こ
と
を
し
た
。

昔
話
や
方
言
な
ど
に
熱
を
上
げ
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
も
う
時
間
が
足
り
な
い
」、

と
い
う
よ
う
な
愚
痴
を
よ
く
こ
ぼ
し
た
と
い
う
。
女
婿
の
宗
教
学
者
堀
一
郎
は
、

「
ま
た
口
癖
が
出
た
な
、
と
思
い
な
が
ら
も
、
あ
り
あ
ま
る
問
題
点
を
か
か
え
な

が
ら
、
刻
々
と
迫
っ
て
く
る
死
期
と
気
力
の
衰
え
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

最
晩
年
の
柳
田
に
、
鬼
気
に
似
た
憂
国
の
情
を
く
み
と
っ
て
粛
然
と
す
る
思
い
で

あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
（
堀
一
郎
「
柳
田
学
の
中
心
課
題
」『
学
鐙
』

一
九
七
五
年
（
月
号
）。
そ
の
堀
一
郎
で
さ
え
、
柳
田
の
学
問
の
独
創
性
に
つ
い

て
の
理
解
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、『
柳
田
国
男
伝
』
三
一
書
房　

一
九
八
八
の
110（
頁
―
1110
頁
（
杉
本
仁
執
筆
）
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
の
ち

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
五
月
十
三
日
に
千
葉
市
で
開
か
れ
た
房
総
民
俗
会

主
催
の
「
柳
田
国
男
先
生
を
囲
む
会
」
で
、
柳
田
は
「
日
本
民
俗
学
の
頽
廃
を
悲

し
む
」
と
い
う
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
。
高
齢
化
の
中
で
そ
の
講
演
は
内
容
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
語
り
も
一
部
に
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
柳

田
の
民
俗
学
へ
の
理
解
が
及
ば
な
い
人
た
ち
の
語
り
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
そ
の
講
演
の
冒
頭
で
柳
田
は
、「
隠
居
老
人
の
ご
と
く
、
だ
い
ぶ
ん
過

ご
し
て
し
ま
っ
て
、
あ
と
ど
う
な
る
の
か
。
猫
も
杓
子
も
民
俗
学
と
い
う
が
、
そ

う
で
も
な
さ
そ
う
な
の
が
、
ま
じ
っ
て
い
る
。
で
、
私
の
よ
う
に
欲
望
の
な
い
の

が
現
わ
れ
て
、
苦
労
を
し
て
い
る
」（
菱
田
忠
義
の
ノ
ー
ト
よ
り
）
な
ど
と
い
い
、

柳
田
の
学
問
の
独
創
的
な
視
点
と
方
法
論
と
が
理
解
さ
れ
ず
継
承
も
さ
れ
な
い
当

時
の
状
況
を
深
く
悲
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柳
田
へ
の
無
理
解
と
誤
読
の

流
通
は
、
柳
田
の
も
っ
と
も
重
要
な
著
書
『
先
祖
の
話
』
に
対
し
て
も
み
ら
れ
る

（
新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
直
す
―
』
前
掲
注

（
2
）
の
133
頁
―
13（
頁
を
参
照
の
こ
と
）。
た
と
え
ば
柳
田
の
民
俗
学
を
「
祖
霊
信

仰
神
学
」
だ
と
決
め
つ
け
る
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
貼
り
の
流
通
で
あ
る
。
柳
田
の
学

問
の
基
本
に
先
祖
祭
祀
を
重
視
す
る
視
点
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
中
村
哲
『
柳
田
国
男
の
思
想
』
法
政
大
学
出
版
局　

一
九
六
七
は
一
定
の
柳

田
理
解
の
中
で
の
一
解
釈
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、そ
の
延
長
線
上
に
現
わ
れ
た
、

藤
井
正
雄
「
無
縁
仏
考
」『
日
本
民
俗
学
』
（4
号　

一
九
七
一
（『
葬
送
墓
制
研
究

集
成
2
』
一
九
七
九
）
や
、
鈴
木
満
男
「
盆
に
来
る
霊
―
台
湾
の
中
元
節
を
手
が

か
り
と
し
た
比
較
民
俗
学
的
試
論
―
」『
民
族
学
研
究
』
3（
巻
3
号　

一
九
七
二

（『
マ
レ
ビ
ト
の
構
造
―
東
ア
ジ
ア
比
較
民
俗
学
研
究
―
』
三
一
書
房　

一
九
七
四
）
で
は
柳
田
を
熟
読
し
な
い
ま
ま
の
牽
強
付
会
が
多
く
、
柳
田
門
下
の

民
俗
学
の
立
場
で
あ
る
は
ず
の
桜
井
徳
太
郎
「
柳
田
国
男
の
先
祖
観
」『
季
刊
柳

田
国
男
研
究
』
（
・
（
号
、
一
九
七
四
～
七
五
、
井
之
口
章
次
「
柳
田
國
男
の
祖

霊
信
仰
論
」『
近
畿
民
俗
』
10（
号　

一
九
八
六
（『
生
死
の
民
俗
』
名
著
出
版　

二
〇
〇
〇
）
に
も
、
そ
れ
ら
流
行
的
な
柳
田
批
判
の
論
調
へ
の
便
乗
追
随
的
な
誤

読
が
続
い
た
。

（
22
） 

岡
正
雄
の
柳
田
へ
の
理
解
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
』

（
前
掲
注
（
2
））（p.（（-P,（（

）、（p.（4-P.101

）、（p.124-p.12（

）
参
照
の
こ
と

（
23
） 

た
と
え
ば
『
日
本
民
俗
学
大
系
２
』
に
は
、「
日
本
民
俗
学
の
課
題
と
方
法
」
と

い
う
章
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
柳
田
の
独
創
性
や
折
口
の
深
い
理

解
に
学
ぶ
姿
勢
は
う
か
が
え
な
い
。
こ
れ
よ
り
早
く
民
俗
学
研
究
所
の
昭
和

二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
六
月
と
八
月
の
研
究
会
で
、
関
敬
吾
が
「
民
俗
学
の
方

法
論
」
と
題
し
て
二
回
に
わ
た
っ
て
、
民
俗
学
の
方
法
に
は
歴
史
的
方
法
、
地
理

的
方
法
、
社
会
的
方
法
、
心
理
的
方
法
が
あ
る
、
と
い
う
論
点
が
曖
昧
な
内
容
の

発
表
を
し
た
の
に
対
し
て
、
柳
田
は
明
確
に
「
歴
史
は
我
々
の
目
的
で
あ
っ
て
方
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法
で
は
な
い
」
と
否
定
し
て
い
る
（『
民
間
伝
承
』
第
12
巻
（
・
（
号
合
併
号
）。

新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
』（
前
掲
注
（
2
））p.14（-P.14（

参
照
の
こ
と
。
な
お
、

こ
の
大
系
刊
行
当
時
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
情
報
と
し
て
は
、
大
藤
時
彦
が
そ
の

大
系
へ
の
原
稿
執
筆
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
実
、
ま
た
鎌
田
久
子
「
蓑
笠
―
さ
さ

や
か
な
昔
―
」（『
鎌
田
久
子
先
生
古
稀
記
念
論
集　

民
俗
的
世
界
の
探
求
―
か

み
・
ほ
と
け
・
む
ら
―
』
一
九
九
六　

慶
友
社　

41
頁
―
42
頁
）
の
一
文
な
ど
が

参
考
に
な
る
。

（
24
） 

東
京
教
育
大
学
は
旧
来
の
東
京
文
理
科
大
学
と
東
京
高
等
師
範
学
校
と
を
併
せ
て

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
四
月
に
設
立
さ
れ
た
新
制
の
国
立
大
学
で
あ
る
。

そ
の
創
設
当
初
の
文
学
部
史
学
科
に
学
科
共
通
の
講
座
と
し
て
「
歴
史
学
」
が
設

置
さ
れ
、
そ
れ
が
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
に
「
史
学
方
法
論
」
と
改
称
さ

れ
て
新
た
に
民
俗
学
と
考
古
学
と
を
専
攻
す
る
講
座
と
な
っ
た
も
の
で
、
史
学
科

の
中
に
日
本
史
学
科
、
東
洋
史
学
科
、
西
洋
史
学
科
、
と
並
ぶ
第
四
の
教
室
と
し

て
「
史
学
方
法
論
教
室
」
が
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
東
京
教
育
大

学
は
昭
和
五
十
二
年
度
（
一
九
七
七
年
度
）
を
も
っ
て
廃
学
と
な
り
（『
東
京
教

育
大
学
文
学
部
記
念
誌
』
一
九
七
七
）、
民
俗
学
関
連
の
教
育
の
場
は
新
し
い
筑

波
大
学
で
の
学
類
や
研
究
科
の
中
に
継
承
さ
れ
た
。

（
2（
） 

史
学
方
法
論
教
室
第
1
期
生
の
平
山
和
彦
の
体
験
談
と
筆
者
宛
私
信
、
お
よ
び
史

学
方
法
論
教
室
初
代
助
手
の
宮
田
登
の
発
言
、『
渋
沢
敬
三
著
作
集 
第
（
巻
』（
付

録 

月
報
（
）
一
九
九
三
。
な
お
、
宮
田
登
「
対
日
本
民
俗
学
批
判
に
つ
い
て
の

一
私
見
」『
民
俗
』
（（
号
相
模
民
俗
学
会　

一
九
六
六
に
は
当
時
の
心
境
が
記
さ

れ
て
い
る
。「
生
前
の
柳
田
翁
を
知
ら
ず
、
大
学
で
日
本
民
俗
学
の
講
座
を
受
け

て
育
つ
世
代
が
、
恐
る
恐
る
隣
接
科
学
と
伍
そ
う
と
す
る
時
、
何
と
も
ひ
よ
わ
な

思
い
に
到
る
。
自
信
を
も
っ
て
民
俗
文
化
の
有
効
性
を
語
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

常
民
と
い
っ
て
も
相
手
に
さ
っ
ぱ
り
通
じ
な
い
。
民
俗
資
料
蒐
集
の
方
法
を
疑
い

深
い
目
で
見
ら
れ
て
も
余
り
自
身
が
な
く
モ
タ
つ
く
。
自
分
の
仲
間
だ
け
通
じ

合
っ
て
満
足
す
る
の
は
（
中
略
）「
井
の
中
の
蛙
」
同
然
で
あ
る
と
の
感
を
い
だ

か
ざ
る
を
得
な
い
」。
こ
れ
が
宮
田
の
本
音
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

（
2（
） 

初
期
の
論
文
が
、福
田
ア
ジ
オ「
民
俗
学
に
お
け
る
比
較
の
役
割
」『
日
本
民
俗
学
』

（1
号　

一
九
七
四
、
同
「
民
俗
学
に
と
っ
て
何
が
明
晰
か
」『
柳
田
国
男
研
究
』

（
号　

一
九
七
四
、
同
「
柳
田
国
男
の
方
法
と
地
方
史
研
究
」『
地
方
史
研
究
』

12（
号　

一
九
七
四
、
で
あ
っ
た
（
の
ち
に
『
日
本
民
俗
学
方
法
序
説
』
弘
文
堂

一
九
八
四
に
収
録
）。
そ
の
後
、『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂　

一
九
八
二
（
初
出
「
村
落
生
活
の
伝
統
」『
日
本
民
俗
学
講
座
』
第
2
巻　

一
九
七
六
な
ど
の
論
文
を
収
録
）
で
も
そ
の
主
張
が
続
い
た
。

（
2（
） 

福
田
の
「
民
俗
を
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
調
査
分
析
し
、
民
俗

の
存
在
す
る
意
味
と
そ
の
歴
史
的
性
格
を
、
伝
承
母
体
お
よ
び
伝
承
地
域
に
お
い

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
民
俗
学
の
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る
」（
福
田
「
民
俗
学

に
お
け
る
比
較
の
役
割
」『
日
本
民
俗
学
』
（1
号　

前
掲
注
（
2（
）
と
い
う
提
言

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
福
田
に
先
行
す
る
論
文
と
し
て
、
宮
田
登

の
地
域
民
俗
学
の
提
唱
（
宮
田
登
「
地
方
史
研
究
と
民
俗
学
」『
史
潮
』
100
号

一
九
六
七
）
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
「
民
俗
を
歴
史
的
に
認
識
す
る
態

度
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
技
術
的
な
方
法
論
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
と

の
評
価
、
つ
ま
り
態
度
で
あ
っ
て
方
法
論
で
は
な
い
、
と
い
う
宮
田
の
理
解
が
当

初
か
ら
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
（
宮
田
登
「
第
三
節
「
郷
土
研
究
に
お
け
る
常

民
」『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究　

新
訂
版
』
未
来
社　

一
九
七
七
）。
た
だ
、
そ
の
程

度
の
福
田
の
主
張
に
、
そ
の
後
の
東
京
教
育
大
学
の
民
俗
学
を
は
じ
め
そ
の
他
の

大
学
の
民
俗
学
関
係
者
へ
と
、
柳
田
の
方
法
論
否
定
へ
の
影
響
が
無
批
判
に
拡
大

し
て
い
っ
た
こ
と
自
体
が
、
民
俗
学
と
い
う
未
完
成
の
学
問
の
脆
弱
さ
を
表
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
2（
） 『
番
と
衆
―
日
本
社
会
の
東
と
西
―
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
七
（
も
と
に
な
っ

た
論
考
は
、
福
田
ア
ジ
オ
「
民
俗
の
母
体
と
し
て
の
ム
ラ
」『
村
と
村
人
』
日
本

民
俗
文
化
大
系　

８　

少
学
館　

一
九
八
四
、
同
「
近
世
の
村
と
民
俗
」『
岩
波

講
座
日
本
通
史　

13
』
岩
波
書
店　

一
九
九
四
な
ど
）
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（
2（
） 

社
会
学
の
村
落
類
型
論
の
蓄
積
は
多
く
、
有
賀
喜
左
衛
門
の
「
家
連
合
」
論
（『
村

落
生
活
―
村
の
生
活
組
織
―
』
国
立
書
院　

一
九
四
八
、「
村
の
生
活
組
織
」『
有

賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
（　

未
来
社　

一
九
六
八
）、
福
武
直
の
「
同
族
結
合
」

の
東
北
日
本
型
と
「
講
組
結
合
」
の
西
南
日
本
型
と
い
う
分
類
（『
日
本
農
村
の

社
会
的
性
格
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
四
九
）、
磯
田
進
の
「
家
格
型
」
と
「
無

家
格
型
」
と
い
う
分
類
（「
村
落
構
造
の
二
つ
の
型
」『
法
社
会
学
』
1
号　

一
九
五
一
、「
村
落
構
造
の
『
型
』
の
問
題
」『
社
会
学
研
究
』
3
―
2　

一
九
五
一
、『
村
落
構
造
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
五
五
）、
川
島
武
宜

の
「
家
凝
集
的
」
と
「
家
拡
散
的
」
と
い
う
分
類
（「
農
村
の
身
分
階
層
制
」『
川

島
武
宜
著
作
集
１
』
岩
波
書
店　

一
九
八
二
、『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族

制
度
』
岩
波
書
店　

一
九
五
七
）
な
ど
が
あ
る
。

（
30
） 

民
族
学
や
社
会
人
類
学
で
は
岡
正
雄
た
ち
の
「
同
族
制
村
落
」
と
「
年
齢
階
梯
制

村
落
」
と
い
う
分
類
（
岡
正
雄
他
「
伊
豆
伊
浜
部
落
の
村
落
構
造
」『
人
文
学
報
』

12
号　

一
九
五
五
、「
日
本
文
化
の
基
礎
構
造
」『
日
本
民
俗
学
大
系
2
』
平
凡
社

一
九
五
八
、
江
守
五
夫
「
社
会
構
造
－
村
落
の
社
会
組
織
に
関
す
る
研
究
の
回
顧

―
」『
日
本
民
族
学
の
回
顧
と
展
望
』
日
本
民
族
学
協
会　

一
九
六
六
）
な
ど
が

あ
る
。
な
お
、
蒲
生
正
男
の
「
当
屋
制
村
落
」
と
い
う
概
念
が
成
立
し
え
な
い
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
第
二
章　

分
析
概
念
と
村
落
民
俗
誌
」『
柳
田
民

俗
学
の
継
承
と
発
展
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
五
参
照
の
こ
と
。

（
31
） 

関
東
の
家
と
「
番
」、
関
西
の
個
人
と
「
衆
」、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
把
握
は
実

態
と
し
て
無
理
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
伊
藤
良
吉
「
村
落
構
造
論
」『
講

座
日
本
の
民
俗
学 

三 

社
会
の
民
俗
』
雄
山
閣
出
版　

一
九
九
七
、
関
沢
ま
ゆ
み

『
宮
座
と
老
人
の
民
俗
』（
3（
頁
―
40
頁
）
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
、
同
「
老
い

の
価
値
―
年
齢
の
輪
の
発
見
―
」『
往
生
考
』
小
学
館　

二
〇
〇
〇
、
同
「
村
落

研
究
と
民
俗
学
」『
日
本
民
俗
学
』
22（
号　

二
〇
〇
一
（
印
刷
ミ
ス
の
部
分
は
22（

号
に
掲
載
）。

（
32
） 

こ
の
点
は
、
の
ち
に
岩
本
・
福
田
論
争
の
一
端
と
な
る
。
岩
本
通
弥
「
戦
後
民
俗

学
の
認
識
論
的
変
質
と
基
層
文
化
論
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

132
集　

二
〇
〇
六
で
、
柳
田
國
男
の
民
俗
学
が
「
形
」
の
変
化
を
重
視
し
て
民
俗

と
生
活
の
変
遷
過
程
の
解
読
を
主
眼
と
し
た
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ

り
、
福
田
の
は
「
型
」
の
理
論
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
ま
た
、
個
別
村
落
の
民
俗

調
査
と
文
献
調
査
が
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
と
人
び
と
の
生
活
史
を
明
ら
か
に
で
き
る

と
い
う
福
田
の
提
唱
す
る
地
域
研
究
法
は
地
域
完
結
的
な
方
法
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
は
柳
田
が
も
っ
と
も
否
定
し
た
「
劃
地
主
義
」
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
柳
田

の
民
俗
学
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
の
が
福
田
の
見
解
で
あ
り
そ
の
主
張
で
あ
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
岩
本
「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
的
変
質
と
基
層
文
化

論
」
は
、
福
田
ア
ジ
オ
の
「
民
俗
学
」
が
、
柳
田
國
男
の
創
始
し
た
民
俗
学
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
論
文
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
の

だ
が
、
実
は
岩
本
は
す
で
に
一
九
九
三
年
の
論
文
で
も
明
確
に
そ
れ
を
指
摘
し
て

い
た
（
岩
本
『
地
域
性
論
と
し
て
の
文
化
の
受
容
構
造
論
―
「
民
俗
の
地
域
差
と

地
域
性
」
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
―
』『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
（2
集　

一
九
九
三
）。
岩
本
は
、
柳
田
の
民
俗
学
は
そ
の
目
的
・
調
査
法
・
分

析
法
（
資
料
操
作
法
）
に
そ
れ
な
り
の
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、

福
田
の
無
理
解
、
誤
解
を
指
摘
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
他
の
民
俗
学
関
係
者

に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
民
俗
学
に
と
っ
て
の
大
き
な
不
幸
で

あ
っ
た
。
こ
の
問
題
が
二
〇
〇
一
年
―
〇
六
年
の
岩
本
・
福
田
論
争
に
よ
っ
て
再

び
浮
上
す
る
の
は
必
然
的
な
展
開
で
も
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

（
33
） 

宮
本
常
一
「
常
民
の
生
活
」『
東
日
本
と
西
日
本
』
日
本
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出

版
部　

一
九
八
一

（
34
）
網
野
善
彦
『
東
と
西
の
語
る
日
本
の
歴
史
』
そ
し
え
て　

一
九
八
二

（
3（
）
福
田
ア
ジ
オ
『
柳
田
国
男
の
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
二

（
3（
） 
①
岩
本
通
弥
「「
節
用
禍
」
と
し
て
の
民
俗
学
」『
柳
田
國
男
全
集
』
月
報
1（
筑
摩

書
房　

一
九
九
九
、
②
岩
本
「『
家
』
族
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
日
本
民
俗
学
』

232
号　

二
〇
〇
二
、
③
日
本
民
俗
学
会
談
話
会
「『
先
祖
の
話
』
を
ど
う
読
む
か
」
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二
〇
〇
三
年
一
月
、
④
福
田
ア
ジ
オ
「
誤
読
し
て
い
る
の
は
だ
れ
か
」『
日
本
民

俗
学
』
234
号　

二
〇
〇
三
、
⑤
岩
本
「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
的
変
質
と
基
層
文

化
論
―
柳
田
葬
制
論
の
解
釈
を
事
例
と
し
て
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

報
告
』
第
132
集　

二
〇
〇
六
）

（
3（
）
日
本
民
俗
学
会
談
話
会
「『
先
祖
の
話
』
を
ど
う
読
む
か
」
二
〇
〇
三
年
一
月

（
3（
） 

関
沢
ま
ゆ
み
「「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
批
判
」
と
比
較
研
究
法
の
有
効
性
」『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1（（
集
（
開
館
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
1
）

二
〇
一
三
）

（
3（
） 

卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
自
分
の
故
郷
の
広
島
県
か
ら
島
根
県
に
か
け
て
伝
承
さ
れ

て
い
た
犬
神
憑
き
や
狐
憑
き
の
憑
物
習
俗
に
つ
い
て
で
、
指
導
教
員
は
文
学
部
で

日
本
民
俗
学
の
講
義
も
担
当
さ
れ
て
い
た
中
世
芸
能
史
が
専
門
の
後
藤
淑
先
生

（
当
時
は
演
劇
博
物
館
勤
務
で
後
に
昭
和
女
子
大
学
教
授
）
で
あ
っ
た
。
修
士
課

程
で
は
中
世
古
文
書
学
の
荻
野
三
七
彦
先
生
、
博
士
課
程
で
は
古
代
史
の
水
野
祐

先
生
の
ゼ
ミ
に
在
籍
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
洞
富
雄
先
生
か
ら
は
ま
た
特
別
な
指
導

を
い
た
だ
い
た
。

（
40
） 

最
上
孝
敬
『
詣
り
墓
』
古
今
書
院　

一
九
五
六
な
ど
で
当
時
両
墓
制
研
究
を
リ
ー

ド
し
て
い
た
。

（
41
）
新
谷
尚
紀
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
一

（
42
） 

柳
田
が
提
唱
し
た
方
法
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
結
果
を
得
た
こ
と
に

よ
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
民
俗
学
の
世
界
で
大
勢
を
占
め
て
い
た
柳
田
批
判

の
風
潮
が
空
虚
な
議
論
の
よ
う
に
思
え
た
。
柳
田
を
批
判
し
否
定
し
て
い
る
民
俗

学
関
係
者
の
実
際
の
論
文
を
冷
静
に
批
判
的
に
読
む
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
多
く

の
研
究
者
が
柳
田
を
熟
読
も
理
解
も
し
て
い
な
い
こ
と
、
折
口
信
夫
の
深
い
柳
田

理
解
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
、
渋
沢
敬
三
が
強
調
し
て
い
た
文
献
記
録
と
と

も
に
物
質
資
料
の
数
値
と
固
有
名
詞
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
実
践
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
が
痛
感
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
民
俗
学
を
名
乗
り
な
が
ら
も
そ

の
学
問
と
し
て
の
独
自
性
が
明
確
で
な
く
社
会
人
類
学
な
ど
隣
接
学
問
に
追
随
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
さ
え
生
じ
た
。

（
43
） 

新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
―
両
墓
の
形
態
よ
り
―
」『
日
本

民
俗
学
』
10（
号　

一
九
七
六

（
44
） 

新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
成
立
の
一
背
景
―
死
体
埋
葬
区
画
の
呼
称
よ
り
―
」『
民
俗

と
歴
史
』
（
号　

一
九
七
九

（
4（
） 

関
沢
ま
ゆ
み
『
宮
座
と
墓
制
の
歴
史
民
俗
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
五
、
同
「
宮

座
祭
祀
と
死
穢
忌
避
」『
排
除
す
る
社
会　

受
容
す
る
社
会
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七

（
4（
） 

新
谷
「
ケ
ガ
レ
の
構
造
」
岩
波
講
座
『
日
本
の
思
想
』
第
（
巻 

岩
波
書
店

二
〇
一
三
、
関
沢
ま
ゆ
み
『
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五

（
21（
頁
―
223
頁
）、
ケ
ガ
レ
の
観
念
に
は
、
Ａ
：
人
類
一
般
の
死
穢
や
血
穢
な
ど
を

忌
み
避
け
る
観
念
と
、
Ｂ
：
日
本
の
平
安
時
代
の
摂
関
貴
族
の
社
会
で
歴
史
的
、

文
化
的
に
形
成
さ
れ
た
触
穢
思
想
に
お
け
る
死
穢
や
血
穢
や
罪
穢
れ
な
ど
を
極
端

に
忌
み
避
け
る
観
念
と
、そ
の
Ａ
と
Ｂ
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
4（
） 

新
谷
尚
紀
「
村
落
社
会
と
社
寺
と
墓
地
―
両
墓
制
概
念
の
克
服
：
奈
良
県
都
祁
村

吐
山
の
事
例
分
析
よ
り
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
112
集　

二
〇
〇
四
（
後
に
「
分
析
概
念
と
村
落
民
俗
誌
―
「
当
屋
制
」
と
「
両
墓
制
」：

奈
良
県
都
祁
村
吐
山
の
事
例
よ
り
―
」『
柳
田
民
俗
学
の
継
承
と
発
展
』
吉
川
弘

文
館　

二
〇
〇
五
年
）、同「
石
塔
と
墓
籍
簿
―
実
際
の
死
者
と
記
録
さ
れ
る
死
者
：

両
墓
制
・
単
墓
制
の
概
念
を
超
え
て
―
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

141
集　

二
〇
〇
八
。

（
4（
） 

関
沢
ま
ゆ
み
「
土
葬
か
ら
火
葬
へ
―
火
葬
の
普
及
と
サ
ン
マ
イ
利
用
の
変
化
：
滋

賀
県
下
の
事
例
よ
り
―
」『
民
俗
学
論
叢
』
2（
号　

二
〇
一
一
、
同
『
盆
行
事
と

葬
送
墓
制
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
。

（
4（
） 

道
祖
神
の
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
著
作
が
参
考
に
な
る
、
大

島
建
彦
「
日
本
神
話
研
究
と
民
俗
学
」『
日
本
神
話
研
究
の
方
法
』
有
精
堂　

一
九
七
七
、
脇
田
雅
彦
「
サ
エ
ノ
カ
ミ
信
仰
に
お
け
る
柴
供
え
と
兄
妹
婚
伝
承
」
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『
性
と
民
俗
』
名
古
屋
民
俗
研
究
会　

一
九
八
〇
、
脇
田
雅
彦
「
サ
エ
ノ
カ
ミ
信

仰
に
お
け
る
灰
の
習
俗
と
兄
妹
婚
伝
承
」『
日
本
民
俗
学
』
1（1
号　

一
九
八
四
、

倉
石
忠
彦
『
道
祖
神
信
仰
論
』
名
著
出
版　

一
九
九
〇
、
大
島
建
彦
『
道
祖
神
と

地
蔵
』
三
弥
井
書
店　

一
九
九
二
、
神
野
善
治
『
人
形
道
祖
神
』
白
水
社　

一
九
九
六
、
椎
橋
幸
夫
『
双
体
道
祖
神
調
査
資
料
集
大
成
』
名
著
出
版　

二
〇
七
、
な
お
、
本
文
中
の
事
例
に
つ
い
て
は
筆
者
も
現
地
調
査
を
行
な
っ
た
。

（
（0
） 

寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
と
さ
れ
て
い
る
群
馬
県
倉
淵
村
権
田
能
久
保
の
道
祖
神

は
正
し
く
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
造
立
で
あ
る
。
椎
橋
幸
夫
『
双
体
道
祖

神
調
査
資
料
集
大
成
』
名
著
出
版　

二
〇
〇
七

（
（1
） 

地
域
的
な
特
徴
も
あ
り
、
丸
彫
単
体
像
が
静
岡
県
の
伊
豆
北
部
に
、
石
祠
の
形
が

山
梨
県
甲
府
盆
地
・
静
岡
県
伊
豆
南
部
に
、
丸
石
の
形
が
山
梨
県
甲
府
盆
地
に
、

そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
る
。

（
（2
） 

藁
製
で
も
顔
ま
で
特
別
て
い
ね
い
に
造
る
例
が
秋
田
県
大
森
町
や
雄
勝
町
の
シ
ョ

ウ
キ
サ
マ
な
ど
一
部
に
は
あ
る
が
。

（
（3
） 

長
野
県
上
伊
那
郡
宮
田
村
の
伝
承
事
例
：
あ
る
所
に
非
常
に
美
し
い
兄
妹
が
二
人

住
ん
で
い
た
。
年
頃
に
な
っ
た
の
で
、
兄
は
美
し
い
嫁
を
、
妹
は
美
し
い
男
を
探

す
た
め
に
、
お
の
お
の
別
の
途
に
出
か
け
た
。
兄
は
各
地
を
巡
遊
し
た
が
、
思
う

よ
う
な
美
し
い
女
は
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
森
を
通
る
と
一
人
の
美
し
い
女
が
い

た
。
兄
は
す
ぐ
さ
ま
求
婚
し
て
二
人
は
夫
婦
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
人
は
い
ろ

い
ろ
話
し
て
み
る
と
、
そ
の
美
し
い
女
は
美
し
い
男
を
得
る
た
め
に
出
た
自
分
の

妹
で
あ
っ
た
。（『
長
野
県
上
伊
那
郡
誌　

民
俗
編
上
』
一
九
八
〇
）

（
（4
） 

熊
本
県
球
磨
郡
球
磨
村
一
勝
地
の
伝
承
例
：
む
か
し
芦
北
方
面
か
ら
旅
し
て
い
た

公
卿
の
父
親
が
、
情
事
（
父
が
娘
を
犯
す
）
の
末
に
、
父
親
が
良
心
の
呵
責
に
堪

え
ら
れ
ず
、
娘
を
切
り
捨
て
、
道
端
に
埋
め
、
柴
を
立
て
て
立
ち
去
っ
た
。
村
人

が
こ
の
こ
と
を
知
り
、
娘
を
哀
れ
み
堂
を
建
て
祀
っ
た
。（『
ふ
る
里
の
伝
統
行
事
』

球
磨
村
教
育
委
員
会
）

（
（（
） 『
拾
遺
集
』
に
同
類
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
暗
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
入
り
ぬ

べ
き
は
る
か
に
照
ら
せ
山
の
は
の
月
」。『
法
華
経
』
化
城
喩
品
に
あ
る
「
従
冥
入

於
冥
、
永
不
聞
仏
名
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
歌
で
あ
る
。

（
（（
） J.G.

フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
』（
簡
約
本
）
永
橋
卓
介
訳
、
岩
波
文
庫

（
（（
） 

波
平
恵
美
子
「
日
本
民
間
信
仰
と
そ
の
構
造
」『
民
族
学
研
究
』
3（
‐
3　

一
九
七
四
、
同
「
通
過
儀
礼
に
お
け
る
ハ
レ
と
ケ
ガ
レ
の
観
念
の
分
析
」『
民
族

学
研
究
』
40
‐
4　

一
九
七
六
、
桜
井
徳
太
郎
「
結
衆
の
原
点
―
民
俗
学
か
ら
追

跡
し
た
小
地
域
共
同
体
構
成
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
―
」
鶴
見
和
子
・
市
井
三
郎
編
『
思

想
の
科
学
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
四
、
波
平
恵
美
子
・
坪
井
洋
文
・
宮
田
登
・
谷

川
健
一
『
徹
底
討
議
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
『
現
代
思
想
』
10
号
』
一
九
八
三
、
波

平
恵
美
子
『
ケ
ガ
レ
の
構
造
』
青
土
社　

一
九
八
四
、
同
『
ケ
ガ
レ
』
東
京
堂
出

版　

一
九
八
五
、
桜
井
徳
太
郎
『
結
衆
の
原
点
』
弘
文
堂　

一
九
八
五
、
同
「
民

俗
宗
教
の
生
活
律
―
ハ
レ
と
ケ
と
ケ
ガ
レ
の
相
関
―
」『
日
本
民
俗
宗
教
論
』
春

秋
社　

一
九
八
二
）

（
（（
） Em

ile D
urkeim

（
一
八
五
八
―
一
九
一
七
）　Les form

es elem
entaires de 

la vie religieuse,1（12

（
古
野
清
人
訳
『
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
』
上
下　

一
九
七
五
）

（
（（
） Edm

und Leach,1（（1,Rethinking A
nthrlopology, London:A

thlon Press, 

エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
『
人
類
学
再
考
』
思
索
社
（
井
上
兼
行
訳　

一
九
八
五
）、
同
「
言
語
の
人
類
学
的
側
面
』『
現
代
思
想
』V

ol.14(3)

（
諏
訪
部

仁
訳
）
一
九
七
六
（
初
出
一
九
六
四
）,   Edm

und Leach,1（（3,Culture and 
Com

m
unication ,Cam

bridge U
niversity Press,

エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ
『
文

化
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』（
青
木
保
・
宮
坂
敬
造
訳　

紀
伊
国
屋
書
店　

1（（1

）、M
ary D

ouglas,　

1（（（, Purity and Danger:A
n A

nalysis of the 
Concepts of Pollution andTaboo,,London:Routledge &

 kegan Paul 

、

メ
ア
リ
ー
・
ダ
グ
ラ
ス　
『
汚
穢
と
禁
忌
』（
塚
本
利
明
訳
）

（
（0
） 

宮
田
登
は
こ
の
桜
井
の
説
を
支
持
す
る
立
場
に
立
ち
、
ケ
を
毛
（
稲
の
霊
力
）
で

あ
る
と
と
も
に
気
（
人
の
生
命
力
）
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
と
し
て
、
ケ
ガ
レ
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を
ケ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
ケ
→
ケ
ガ
レ
と
ケ
ガ
レ
→
ハ
レ

と
を
対
置
さ
せ
て
、
ケ
ガ
レ
が
境
界
領
域
と
し
て
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
（
宮
田

登
『
ケ
ガ
レ
の
民
俗
誌
』
人
文
書
院　

一
九
九
六
）。
し
か
し
、
そ
の
桜
井
と
宮

田
の
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
論
は
、
社
会
学
のP.L.

バ
ー
ガ
ー
の
カ
オ
ス
・
ノ
モ
ス
・

コ
ス
モ
ス
論
（
ノ
モ
ス
＝
世
俗
日
常
的
な
意
味
秩
序
か
ら
、
た
と
え
ば
死
な
ど
の

限
界
状
況
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
オ
ス
＝
意
味
づ
け
不
能
の
混
沌
状
態
へ

と
直
面
す
る
、
し
か
し
そ
の
克
服
の
過
程
で
よ
り
高
次
な
超
俗
的
で
神
聖
な
新
た

な
意
味
秩
序
＝
コ
ス
モ
ス
を
産
み
出
す
、
と
い
う
弁
証
法
的
な
仮
説
的
理
論
）
の

援
用
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。P.L.

バ
ー
ガ
ー
『
聖
な
る
天

蓋
―
神
聖
世
界
の
社
会
学
』（
薗
田
稔
訳
）
新
曜
社　

一
九
七
九
。P
eter 

Ludw
ig Berger ”T

he Sacred Canopy-Elem
ents of a Sociological 

T
heory of Religion” D

oubleday 1（（（  

（
（1
） 『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1（
集
（
共
同
研
究
「
儀
礼
・
芸
能
と
民

俗
的
世
界
観
」
一
九
八
七
）
が
そ
の
成
果
報
告
書

（
（2
） 

記
紀
神
話
に
よ
れ
ば
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ
ク
ヨ
ミ
、
ス
サ
ノ
オ
の
三
貴
神
は
、
い
ず

れ
も
黄
泉
の
国
を
訪
問
し
た
こ
と
に
よ
り
忌
む
べ
き
恐
怖
す
べ
き
死
穢
に
汚
染
さ

れ
た
イ
ザ
ナ
ギ
に
よ
る
そ
の
死
穢
の
禊
祓
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
死
穢
の
逆
転
が
神
々
の
誕
生
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
（3
） 『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
半
ば
の
称
徳
朝
の
詔
勅
に
「
穢
」
の
文
字
が

頻
出
す
る
。
和
気
清
麻
呂
が
別
部
穢
麻
呂
と
名
替
え
さ
れ
た
例
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
天
皇
へ
の
反
逆
心
を
「
穢
」
と
表
現
す
る
詔
勅
が
目
立

つ
。
そ
し
て
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
密
教
の
呪
法
に
通
じ
て
い
た
と

さ
れ
る
弓
削
道
鏡
の
関
与
で
あ
り
、
そ
れ
は
僧
玄
昉
の
請
来
と
伝
え
ら
れ
天
平
期

以
降
に
流
布
し
た『
陀
羅
尼
集
経
』巻
九
に
み
ら
れ
る
烏
樞
沙
摩
解
穢
法
印
や『
大

日
如
来
剣
印
』
の
加
持
三
業
法
に
み
ら
れ
る
解
穢
法
の
記
事
な
ど
か
ら
、
当
時
の

「
穢
」
の
観
念
は
密
教
の
影
響
が
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（4
） 『
記
紀
』『
続
日
本
紀
』
な
ど
古
代
の
文
献
に
み
え
る
「
穢
」
の
表
現
は
い
ず
れ
も

「
穢
き
」
と
か
「
穢
す
」
な
ど
と
い
う
形
容
詞
や
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
は
じ
め
て
公
式
に
規
定
さ
れ
る
の
は
嵯
峨
・
淳
和
朝
に
撰
進
・
施
行
さ
れ

る
『
弘
仁
式
』
に
お
い
て
で
あ
り
「
触
穢
悪
事
応
忌
者
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
人
死
限
三
十
日
、
産
七
日
、
六
畜
死
五
日
、
産
三
日
、
其
喫
宍

及
弔
喪
問
疾
三
日
」
と
あ
る
。
三
橋
正
「
弘
仁
・
貞
観
式
逸
文
に
つ
い
て
―
『
延

喜
式
』
穢
規
定
成
立
考
」『
国
書
逸
文
研
究
』
22
、
一
九
八
九
が
参
考
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
触
穢
の
規
定
が
『
弘
仁
式
』
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ

る
と
い
う
見
解
に
は
疑
問
が
残
る
。な
ぜ
な
ら
、そ
れ
は
十
世
紀
後
半
成
立
の『
西

宮
記
』
の
し
か
も
そ
の
逸
文
を
参
考
と
す
る
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
六
国
史
の
記

事
の
追
跡
が
十
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
名
詞
と
し
て
の
「
穢
」

の
用
例
は
『
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
九
月
十
一
日
条
を
初
見
と
し
て
、

そ
れ
以
降
の
平
安
朝
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
触
穢
思
想
の
圧
倒
的
な
影
響
力
は
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
名
詞
と
し
て
の
「
穢
」
の
用
例
の
定
着
は
「
穢
れ
」
観
念

の
定
着
を
意
味
す
る
。

（
（（
） 

新
谷
尚
紀
「
人
と
烏
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
民
俗
世
界
の
時
間
と
構
造
―
」『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告　

第
1（
集
』
一
九
八
七

（
（（
） 

新
谷
尚
紀
『
ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ
』
木
耳
社　

一
九
八
七
、T

akanori 
Shintani: Heritage of Play in Ethnology, T

he W
heel Extended special 

supplem
ent no.1（ published by T

O
Y

O
T

A
 1（（（,

同
「
火
と
ケ
ガ
レ
」『
日

本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
国
屋
書
店　

一
九
九
二
、
同
「
貨
幣
に
は
死
が
宿
る
―
民
俗

学
か
ら
み
た
貨
幣
―
」『
お
金
の
不
思
議　

貨
幣
の
歴
史
学
』
山
川
出
版
社　

一
九
九
八
、
同
「
死
と
ケ
ガ
レ
」
宮
田
登
・
新
谷
尚
紀
編
『
往
生
考
―
日
本
人
の

生
・
老
・
死
―
』
小
学
館　

二
〇
〇
〇
。
同
「
部
落
の
古
老
女
性
に
聞
く
」『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告　

第
（（
集　

共
同
研
究
「
近
代
社
会
に
お
け
る
差

別
の
史
的
研
究
」』
二
〇
〇
三
。「
ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
へ
―
ケ
ガ
レ
・
ハ
ラ
ヘ
・
カ

ミ
―
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
を
示
唆
す
る
民
俗
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
解
説
上
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の
必
要
性
を
鑑
み
て
、
次
の
五
つ
の
例
を
あ
げ
て
お
く
。
第
一
は
、
神
社
で
の
賽

銭
で
あ
る
。
神
聖
な
る
神
社
の
神
様
に
向
か
っ
て
硬
貨
を
投
げ
込
む
。
人
間
同
士

で
貨
幣
を
投
げ
て
渡
す
の
は
た
い
へ
ん
無
礼
な
行
為
で
あ
る
。
な
ぜ
賽
銭
は
投
げ

る
の
か
。
そ
れ
は
清
水
の
湧
く
池
泉
に
硬
貨
を
投
げ
込
ん
だ
り
、
厄
年
の
人
が
厄

払
い
に
餅
や
貨
幣
を
撒
い
た
り
す
る
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
貨
幣
は
人
び
と
の

ケ
ガ
レ
の
吸
引
装
置
で
あ
り
、
神
社
や
池
泉
が
そ
の
ケ
ガ
レ
を
祓
へ
清
め
る
場
所

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
社
に
祀
ら
れ
る
神
と
は
民
俗
事
象
か

ら
の
帰
納
的
解
釈
に
よ
る
か
ぎ
り
、
ケ
ガ
レ
の
吸
引
浄
化
装
置
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
正
月
や
節
分
な
ど
年
越
し
に
際
し
て
の
祓
へ
清

め
に
登
場
す
る
門
付
け
の
宗
教
者
や
芸
能
者
、
そ
れ
ら
の
儀
礼
的
表
象
と
し
て
の

ナ
マ
ハ
ゲ
や
ト
シ
ド
ン
、
ま
た
観
念
的
表
象
と
し
て
折
口
信
夫
が
発
見
し
た
「
ま

れ
び
と
」（「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
1
巻　

中
央
公

論
社　

一
九
五
五
）
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
人
び
と
の
ケ
ガ
レ
を
背
負
い
祓

へ
や
る
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
り
、
折
口
が
神
の
原
像
と
み
た
「
ま
れ
び
と
」

も
基
本
的
に
は
ケ
ガ
レ
の
吸
引
と
浄
化
の
装
置
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
三
は
、
日
本
の
民
俗
神
の
典
型
例
で
あ
る
村
境
に
祀
ら
れ
る
道
祖
神
で

あ
る
。
そ
れ
が
忌
む
べ
き
兄
妹
婚
の
伝
承
（
近
親
婚
の
禁
忌
違
犯
）
を
と
も
な
い

な
が
ら
火
中
に
投
ぜ
ら
れ
る
石
像
で
あ
っ
た
り
、
人
び
と
の
ケ
ガ
レ
を
依
り
つ
け

た
藁
で
作
ら
れ
巨
大
な
性
器
が
強
調
さ
れ
る
藁
人
形
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
民

俗
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
祖
神
は
人
び
と
の
ケ
ガ
レ
が
集
積
さ
れ
た
人
形
で
あ

り
そ
れ
が
村
境
へ
と
祓
え
出
さ
れ
て
神
へ
と
変
身
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ケ
ガ
レ

（
穢
れ
）が
ハ
ラ
ヘ（
祓
へ
）と
い
う
一
定
の
儀
礼
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ミ（
神
）

へ
と
祀
ら
れ
る
と
い
う
逆
転
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。第
四
は
、

汚
い
水
死
体
が
漁
村
で
は
逆
に
エ
ビ
ス
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
い
う
例
で
あ
る
。

こ
れ
は
ケ
ガ
レ
が
カ
ミ
へ
と
祀
り
あ
げ
ら
れ
る
典
型
的
な
民
俗
例
で
あ
る
。
第
五

は
、
民
俗
の
中
の
多
く
の
縁
起
物
の
類
で
あ
る
。
葬
送
の
棺
担
ぎ
役
の
人
が
脱
ぎ

捨
て
た
草
履
を
拾
っ
て
履
く
と
足
が
丈
夫
に
な
る
、
汚
い
馬
糞
を
踏
む
と
背
が
高

く
な
る
と
か
足
が
速
く
な
る
、
女
性
の
髪
の
毛
が
船
霊
様
の
ご
神
体
と
し
て
祀
ら

れ
る
と
か
、
兵
士
の
弾
丸
除
け
に
な
る
、
等
々
、
普
通
に
考
え
れ
ば
汚
い
不
潔
で

不
気
味
な
も
の
が
逆
に
縁
起
物
や
神
様
の
ご
神
体
と
な
っ
て
い
る
例
が
少
な
く
な

い
。

（
（（
）
前
掲
注
（
（（
）
参
照

（
（（
） 

た
と
え
ば
、
山
本
幸
司
『
穢
と
大
祓
』
平
凡
社　

一
九
九
二
、
門
馬
幸
夫
『
差
別

と
穢
れ
の
宗
教
研
究
』
岩
田
書
院　

一
九
九
七
、
辻
本
正
教
『
ケ
ガ
レ
意
識
と
部

落
差
別
を
考
え
る
』
解
放
出
版
社　

一
九
九
九
、
服
藤
早
苗
他
編
『
ケ
ガ
レ
の
文

化
史
―
物
語
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
儀
礼
』
森
話
社　

二
〇
〇
五
な
ど
。
た
だ
こ
れ
ら

の
中
か
ら
も
歴
史
学
の
若
い
世
代
か
ら
ケ
ガ
レ
概
念
の
学
際
的
な
共
有
の
必
要
性

を
説
き
、
各
学
問
分
野
の
ケ
ガ
レ
論
を
困
難
な
中
に
も
整
理
し
よ
う
と
す
る
、
北

条
勝
貴
「
≲
ケ
ガ
レ
≳
を
め
ぐ
る
理
論
の
展
開
」（『
ケ
ガ
レ
の
文
化
史
』（
前
掲
）

所
収
）
な
ど
の
作
業
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ケ
ガ
レ
論
と
差
別
論
の
克
服

を
論
じ
て
い
る
現
在
の
関
根
康
正
氏
や
新
谷
の
議
論
の
段
階
か
ら
み
れ
ば
北
条
の

ケ
ガ
レ
論
整
理
は
今
一
歩
の
理
論
化
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
。

（
（（
）  Loius D

um
ont,1（（0

（1（（（

）, Hom
o Hierarchicus:The Caste System

 
and its Im

plications

（com
plete revised English edition

）,Chicago:T
he 

U
niv. of Chicago Press

（Hom
o Hierarchicus,Paris:Gallim

ard,1（（（

）

（
（0
）
関
根
康
正
『
ケ
ガ
レ
の
人
類
学
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
五
）。

（
（1
） 

新
谷
が
あ
ら
た
め
て
そ
の
差
別
の
問
題
を
も
含
め
て
の
ケ
ガ
レ
論
を
提
示
し
た
の

が
、「
ケ
ガ
レ
の
構
造
」『
岩
波
講
座　

日
本
の
思
想
６
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
三

で
あ
る
。

（
（2
） 『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料
調
査
報
告
書
９　

死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
』

東
日
本
編
１
、２
、
西
日
本
編
１
、２
（
総
計
約
2000
頁
）
二
〇
〇
〇
、
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
『
葬
儀
と
墓
の
現
在
―
民
俗
の
変
容
―
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
二
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
高
度
経
済
成
長
と
生
活
革
命
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
〇
、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1（1
集　

二
〇
一
一
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（
（3
） 
新
谷
尚
紀
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
前
掲
注
（
3（
）、
こ
こ
で
「
無
縁
」
と
類
別
す

る
の
は
金
銭
的
な
報
酬
が
介
在
す
る
葬
儀
の
職
能
者
で
あ
る
。

（
（4
） 
竹
内
利
美
「
村
社
会
に
お
け
る
葬
儀
の
合
力
組
織
」『
ム
ラ
と
年
齢
集
団
』
名
著

出
版　

一
九
九
一
（
初
版
一
九
四
二
）
な
ど
参
照
の
こ
と

（
（（
） 

鈴
木
棠
三
「
陸
中
安
家
村
聞
き
書
き
」『
ひ
だ
び
と
』
（
巻
（
・
10
号　

一
九
三
九

（
（（
） 

こ
の
４
つ
の
事
例
の
詳
細
な
内
容
は
、
新
谷
尚
紀
「
葬
送
習
俗
の
民
俗
変
化
１
」

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1（1
集　

二
〇
一
四
に
紹
介
し
て
あ
る
。

（
（（
） 

関
沢
ま
ゆ
み
「
他
人
を
つ
く
る
村
」『
比
較
家
族
史
研
究
』
11
号　

一
九
九
六
、

の
ち
「
葬
儀
と
つ
き
あ
い
」『
宮
座
と
老
人
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇

所
収

（
（（
） 『
綾
戸
の
民
俗
誌
』
東
京
女
子
大
学
民
俗
調
査
団　

二
〇
〇
三

（
（（
） 

文
献
記
録
を
参
照
し
た
葬
儀
や
墓
制
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
も
『
生
と
死

の
民
俗
史
』
木
耳
社
一
九
八
六
、『
日
本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
國
屋
書
店
出
版
部　

一
九
九
二
、『
お
葬
式
―
死
と
慰
霊
の
日
本
史
―
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
九
な

ど
が
あ
る
が
、文
献
史
学
で
も
、高
田
陽
介「
境
内
墓
地
の
経
営
と
触
穢
思
想
」『
日

本
歴
史
』
4（（
号　

一
九
八
六
、
同
「「
村
の
墓
・
都
市
の
墓
」
シ
ン
ポ
に
寄
せ
て
」

『
遥
か
な
る
中
世
』
13
号　

一
九
九
四
、
水
藤
真
『
中
世
の
葬
送
・
墓
制
』
吉
川

弘
文
館　

一
九
九
一
、
前
嶋
敏
「
中
世
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
遺
体
の
移
葬
に
つ

い
て
―
「
移
」・「
渡
」・「
盗
出
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
中
央
大
学
大
学
院
論
究
』
2（

巻
1
号　

一
九
九
七
、
堀
裕
「
天
皇
の
死
の
歴
史
的
位
置
―
「
如
在
之
儀
」
を
中

心
に
―
」『
史
林
』
（1
巻
1
号　

一
九
九
八
、
同
「
死
へ
の
ま
な
ざ
し
―
死
体
・

出
家
・
た
だ
人
―
」『
日
本
史
研
究
』
43（
号　

一
九
九
九
、
勝
田
至
『
死
者
た
ち

の
中
世
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
三
、
同
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
川
弘
文

館　

二
〇
〇
六
、
上
島
享
「〈
王
〉
の
死
と
葬
送
」『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王

権
』
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
一
〇
（
初
出
は
二
〇
〇
七
）、
島
津
毅
「
中
世

の
葬
送
と
遺
体
移
送
―
「
平
生
之
儀
」
を
中
心
と
し
て
―
」『
史
学
雑
誌
』
122
編

（
号　

二
〇
一
三
、
等
々
の
蓄
積
が
あ
る
。

（
（0
） 『
千
代
田
町
史　

資
料
編　

近
世
（
下
）』
一
九
九
〇
（
443
頁
―
444
頁
）。

（
（1
） 『
安
芸
国
諸
記
』
丑
（
天
明
元
年
十
一
月
十
八
日　

春
の
条
。
な
お
、
近
世
の
安

芸
国
に
お
け
る
講
中
の
形
成
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
沖
野
清
治
『
近
世
浄

土
真
宗
の
寺
檀
関
係
と
講
中
組
織
』兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
修
士
論
文（
一
九
八
九

年
度
提
出
）
一
九
九
〇　

が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
し
た
。

（
（2
） 

新
谷
尚
紀
「
葬
送
習
俗
の
民
俗
変
化
２
―
広
島
県
山
県
郡
北
広
島
町
域
（
旧
千
代

田
町
）
の
事
例
よ
り
：
二
〇
〇
八
年
葬
祭
ホ
ー
ル
開
業
と
そ
の
前
後
―
」『
国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
1（1
集　

二
〇
一
四
。

（
（3
） 

民
俗
学
研
究
所
編
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
第
1
巻　

平
凡
社　

一
九
五
五
、
関

沢
ま
ゆ
み
「
北
巨
摩
郡
柳
沢
の
位
牌
分
け
と
別
帳
場
」『
日
本
民
俗
学
』
204
号　

一
九
九
五
（『
宮
座
と
老
人
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
〇
所
収
）

（
（4
） 

大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
ひ
』
三
国
書
房　

一
九
四
四
（
の
ち
に
岩
崎
美
術
社
）

（
（（
） 

柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
一
九
四
六
（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
10
巻
）

（
（（
） 

吉
本
隆
明
「
月
報
１
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』
付
録

（
（（
） 

新
谷
尚
紀
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
な
お
す
―
』
前
掲

注
（
2
）　

二
〇
一
一
（
133
頁
―
13（
頁
）

（
（（
） 

新
谷
『
民
俗
学
と
は
何
か
―
柳
田
・
折
口
・
渋
沢
に
学
び
な
お
す
―
』
前
掲
注

（
2
）（
13（
頁
―
13（
頁
）

（
（（
） 

折
口
信
夫
「
盆
踊
り
と
祭
屋
台
と
」『
大
阪
朝
日
新
聞
』
付
録　

大
正
四
年

（
一
九
一
五
）（『
折
口
信
夫
全
集
』
2
巻
）、
同
「
盆
踊
り
の
話
」
昭
和
二
年

（
一
九
二
七
）
六
月
草
稿
（『
折
口
信
夫
全
集
2
巻
）、
同
「
年
中
行
事
―
民
間
行

事
伝
承
の
研
究
―
」『
民
俗
学
』
第
2
巻
（
・
10
号
、
第
4
巻
（
―
（
号
、

一
九
二
九
―
三
二
（『
折
口
信
夫
全
集
1（
巻
（
一
九
五
五
）／
『
折
口
信
夫
全
集
』

1（
巻
（
一
九
九
六
）、
同
「
七
夕
祭
り
の
話
」『
旅
と
伝
説
』
3
―
（　

一
九
三
〇

（『
折
口
信
夫
全
集
1（
巻
（
一
九
五
五
））、
同
「
た
な
ば
た
供
養
」『
俳
句
研
究
』

2
―
（　

一
九
三
五
（『
折
口
信
夫
全
集
1（
巻
（
一
九
五
五
））
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（
（0
） 

東
条
操
「
方
言
周
圏
論
と
方
言
区
画
論
」『
国
語
学
』
４
、一
九
五
〇
、
金
田
一
春

彦
「
辺
境
地
方
の
言
葉
は
果
た
し
て
古
い
か
」『
言
語
生
活
』
1（
、
一
九
五
八
、

楳
垣
実
「
方
言
孤
立
変
遷
論
を
め
ぐ
っ
て
」『
言
語
生
活
』
24
、
一
九
五
八
、
長

尾
勇「
俚
言
に
関
す
る
多
元
的
発
生
の
仮
説
」『
国
語
学
』2（
、一
九
五
六
、な
ど
、

一
九
五
〇
年
代
の
研
究
で
は
、
周
圏
論
の
適
用
可
能
な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で

は
な
く
孤
立
変
遷
や
多
元
的
発
生
と
い
う
現
象
も
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
が
、
馬
瀬
良
雄
「
方
言
周
圏
論
再
考
」『
言
語
生
活
』
312
，

一
九
七
七
、
柴
田
武
「
方
言
周
圏
論
」『
蝸
牛
考
』
岩
波
文
庫
解
説　

一
九
八
〇
、
な
ど
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
研
究
で
は
、
一
部
で
は
周
圏
論
の
有
効

性
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

（
（1
）
新
谷
『
両
墓
制
と
他
界
観
』
前
掲
注
（
41
）（
4（
頁
―
（3
頁
）

（
（2
） 

関
沢
ま
ゆ
み
「「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
批
判
」
と
比
較
研
究
法
の
可
能
性
―
盆

行
事
の
地
域
差
と
そ
の
解
読
へ
の
試
み
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
1（（
集　

二
〇
一
三
、
関
沢
ま
ゆ
み
「
民
俗
研
究
映
像
「
盆
行
事
と
そ
の
地
域
差
」

―
盆
行
事
の
民
俗
史
／
火
葬
化
の
現
在
史
―
」『
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
』

二
〇
一
五

（
（3
） 

文
化
庁
に
よ
る
民
俗
地
図
や
無
形
民
俗
文
化
財
記
録
作
成
は
行
政
に
よ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
一
定
の
価
値
あ
る
調
査
事
業
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
学
な
ど
の
民
俗
調

査
報
告
書
の
類
も
日
本
各
地
の
民
俗
調
査
情
報
を
蒐
集
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日

本
各
地
の
事
例
差
な
ど
に
注
目
し
た
計
画
的
な
調
査
は
、
柳
田
批
判
の
風
潮
の
中

で
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
、
高
度
経
済
成
長
期
（
狭
義
で
は

一
九
五
五
年
―
一
九
七
三
年
）
を
経
る
中
で
貴
重
な
民
俗
伝
承
は
多
く
が
消
滅
、

変
容
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
今
か
ら
で
も
遅
く
は
な
い
。
計
画
的
な
共
同

調
査
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
比
較
研
究
の
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。

（
（4
） 

民
俗
伝
承
の
歴
史
的
変
遷
を
析
出
す
る
方
法
と
し
て
の
日
本
民
俗
学
の
視
点
で
ま

ず
優
先
的
な
対
象
と
な
る
の
は
近
世
ま
で
同
質
的
な
歴
史
展
開
を
共
有
し
て
き
た

東
北
地
方
か
ら
九
州
地
方
と
な
る
。北
海
道
・
蝦
夷
地
と
ア
イ
ヌ
の
歴
史
と
文
化
、

沖
縄
と
琉
球
列
島
の
歴
史
と
文
化
、
は
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
で
別
の
研
究
対
象
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、「
ア
イ
ヌ
文
化
」・「
ヤ
マ
ト
文
化
」・「
琉
球
文
化
」
と

し
て
三
者
の
相
互
比
較
と
い
う
比
較
文
化
論
と
し
て
の
比
較
研
究
が
め
ざ
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
比
較
研
究
に
は
、
Ａ
：
民
俗
伝
承
の
歴
史
的
変
遷
を
析
出
す
る
日

本
民
俗
学
の
比
較
研
究
法
、
と
、
Ｂ
：
た
が
い
の
文
化
比
較
を
試
み
る
比
較
文
化

論
的
な
比
較
研
究
法
、
と
の
両
者
が
あ
る
。
小
川
直
之
「
列
島
の
民
俗
文
化
と
比

較
研
究
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
五
な
ど
参
照
。

（
（（
）
折
口
信
夫
「
先
生
の
学
問
」『
日
本
民
俗
学
新
講
』
明
世
堂　

一
九
二
二

（
（（
）
岡
野
弘
彦
『
折
口
信
夫
の
晩
年
』
中
公
文
庫　

一
九
七
七
。

（
（（
） 

昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
に
文
部
省
の
正
式
認
可
を
得
て
「
國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
」
と
し
て
再
発
足
し
た
。

（
（（
） 

二
〇
〇
四
年
の
法
人
化
に
よ
り
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
文
部
教
官
の
身
分
も
定

員
制
も
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
民
俗
学
関
係
の
定
員
制
も
廃
止
さ
れ
た
。

（
（（
） 

丸
山
二
郎
「
仮
称
国
史
館
」『
古
文
化
の
保
存
と
研
究
』
黒
板
博
士
記
念
会　

一
九
五
三

（
100
） 

坂
本
太
郎
・
林
屋
辰
三
郎
・
井
上
光
貞
「
座
談
会　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
歴

博
）
を
つ
く
る
」『
日
本
歴
史
』
第
3（（
号　

一
九
八
一

（
101
） 

坂
本
太
郎
、
林
屋
辰
三
郎
、
井
上
光
貞
の
三
氏
の
一
月
二
十
六
日
の
座
談
会
の
発

言
が
、「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
歴
博
）
を
つ
く
る
」『
日
本
歴
史
』
3（（
号　

一
九
八
一
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の
約
一
ヶ
月
後
に
急
逝
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
井
上
光
貞
初
代
館
長
の
歴
博
創
設
に
向
け
た
思
い
が
語
ら
れ
て

い
る
の
で
そ
の
発
言
の
一
部
を
以
下
に
紹
介
し
、
そ
の
意
志
を
肝
に
命
じ
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　

 「
そ
れ
で
ぼ
く
は
二
つ
ば
か
り
の
こ
と
を
文
化
庁
長
官
の
犬
丸
直
さ
ん
に
申
し

た
の
で
す
よ
。
第
一
に
百
年
の
計
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。（
中
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略
）　

国
家
が
自
分
の
国
の
歴
史
の
博
物
館
を
つ
く
る
と
い
う
と
き
に
、
僅
か

五
年
に
し
て
開
館
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
考
え
は
拙
速
主
義
で
あ
り
、
不
真

面
目
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
が
ぼ
く
の
指
摘
し
た
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
で

長
官
に
お
会
い
し
て
、
と
に
か
く
ぼ
く
は
歴
史
の
国
立
博
物
館
を
完
成
ま
で

百
年
か
け
た
い
と
思
う
と
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
比
喩
で
、
ま
さ
か
「
百

年
河
清
を
俟
つ
」
わ
け
に
ゆ
か
な
い
が
、
今
ま
で
の
十
年
の
蓄
積
は
、
さ
っ

き
い
っ
た
よ
う
に
、
実
際
は
わ
ず
か
な
も
の
だ
、
こ
れ
か
ら
は
じ
め
る
こ
と

に
し
て
、
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
開
館
ま
で
こ
れ
か
ら
十
年
貸
し
て
く
だ
さ

い
、
と
お
話
し
し
た
。（
中
略
）
そ
う
し
た
ら
、
犬
丸
さ
ん
は
、
私
の
い
っ
て

い
る
意
味
を
理
解
し
て
下
さ
っ
た
。（
中
略
）そ
れ
か
ら
第
二
番
目
は
、（
中
略
）

歴
博
は
や
は
り
研
究
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え

方
を
半
年
や
っ
て
い
る
う
ち
に
感
じ
た
わ
け
で
す
。（
中
略
）
ぼ
く
が
歴
博
は

研
究
機
関
に
す
べ
き
だ
と
考
え
た
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
お
よ

そ
博
物
館
と
い
う
の
は
昔
は
皇
室
の
持
っ
て
い
る
財
産
を
国
民
に
み
せ
る
と

い
う
式
の
考
え
方
の
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
博
物
館
は
そ
れ
で

は
い
け
な
い
。（
中
略
）
博
物
館
を
構
成
し
て
い
る
人
的
な
集
団
が
、
頭
脳
集

団
と
し
て
非
常
に
レ
ベ
ル
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
先
決
条
件
で
は
な
か

ろ
う
か
と
、
こ
れ
が
共
同
利
用
機
関
へ
の
転
換
を
必
要
と
す
る
第
一
の
問
題

で
し
た
。
第
二
の
理
由
は
、
博
物
館
の
形
態
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
ぼ
く

の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
国
立
博
物
館
に
研
究
機
関
と
の
関
係
に
関
し
て

三
つ
の
形
態
が
あ
る
。第
一
は
文
化
庁
の
管
理
す
る
東
京
国
立
博
物
館（
東
博
）

ほ
か
三
館
で
、（
中
略
）
第
三
は
最
近
で
き
た
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）
で
、

こ
れ
は
本
質
的
に
は
研
究
機
関
で
あ
り
、
教
授
・
助
教
授
制
を
と
る
博
物
館

で
す
。（
中
略
）
ぼ
く
は
そ
こ
で
（
中
略
）
第
三
の
形
態
、
民
博
の
線
を
と
っ

て
欲
し
い
こ
と
を
主
張
し
た
ん
で
す
。（
中
略
）
研
究
機
関
を
め
ざ
し
て
い
る

と
き
に
そ
う
い
う
よ
い
模
範
が
で
き
て
い
た
。
そ
れ
に
な
ら
っ
て
研
究
機
関

を
め
ざ
そ
う
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
共
同
利
用
機
関
に
ふ
み
切
っ
た
第
二

の
理
由
で
す
。研
究
機
関
を
め
ざ
し
た
の
は
、こ
の
二
つ
が
主
な
理
由
で
す
が
、

ま
だ
あ
と
二
つ
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、（
中
略
）
文
化
行
政

に
あ
た
る
文
化
庁
の
中
に
い
た
ら
研
究
は
頭
打
ち
に
な
っ
て
、
そ
れ
に
適
し

た
予
算
規
模
を
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
、（
中
略
）
こ
れ
に
反
し
て
学
術
国

際
局
の
管
理
す
る
特
別
会
計
に
よ
る
共
同
利
用
機
関
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

自
然
科
学
系
な
ど
巨
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
く
ん
で
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
ま

た
共
同
利
用
機
関
へ
の
転
換
を
は
か
っ
た
大
き
な
理
由
で
し
た
。
そ
れ
か
ら

も
う
一
つ
は
学
問
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
思
想
的
に
自
由
な
立
場

で
作
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
き
た
の
で
す
。
特
に
歴
史
の
博
物
館
を
作
る
と

な
る
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
入
り
込
み
や
す
い
が
、
歴
博
は
時
の
政
治
と
い
う

も
の
に
動
か
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
を
作
り
た
い
、
時
の
権
力
に
動
か
さ
れ

る
よ
う
な
も
の
を
つ
く
る
な
ら
ば
、
そ
ん
な
も
の
だ
っ
た
ら
つ
く
ら
な
い
ほ

う
が
ま
し
だ
と
、
そ
う
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
そ
れ
で
ぼ
く
に
は

合
計
し
て
い
い
ま
す
と
四
つ
の
理
由
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
う
考
え
て

く
る
と
、
共
同
利
用
機
関
を
実
現
す
る
の
で
な
く
て
は
、
歴
博
を
作
っ
て
も

意
味
は
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
ほ
ん

と
う
に
こ
れ
が
も
し
で
き
な
か
っ
た
ら
文
化
庁
も
歴
博
も
や
め
て
し
ま
い
な

さ
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
す
よ
。
そ
れ
な
ら
ば
国
費
の
む
だ
使
い
だ

か
ら
、
や
め
て
し
ま
い
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
こ
と
さ
え
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
幸
い
に
受
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
受
入
れ
ら

れ
た
の
は
ほ
ん
と
う
に
文
部
省
・
文
化
庁
の
上
層
部
の
方
々
や
、
設
立
準
備

委
員
会
の
坂
本
先
生
、
国
立
大
学
協
会
や
学
術
審
議
会
、
い
ろ
い
ろ
な
博
物

館
の
館
長
の
方
々
の
ご
助
力
の
た
ま
も
の
で
す
。（
中
略
）
の
ち
に
、
歴
博
の

歴
史
を
書
く
と
し
た
ら
、
こ
れ
を
特
筆
大
書
し
て
ほ
し
い
と
思
う
ん
で
す
。」

（
102
） 
井
上
光
貞
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
歴
史
学
」『
教
育
委
員
会
月
報
』
第
342
号

一
九
七
九　
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二
〇
〇
四
年
の
法
人
化
に
よ
り
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
の
文
部
教
官
の
身

分
も
定
員
制
も
廃
止
さ
れ
た
。
注
（
（（
）

（
104
） 

そ
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
初
代
民
俗
研
究
部
長
に
は
、
筑
波
大
学
の
宮
田
登

の
推
薦
も
あ
っ
て
國
學
院
大
學
の
坪
井
洋
文
（
旧
姓
郷
田
）
が
就
任
し
た
。
坪
井

は
、
若
き
日
に
広
島
青
年
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
一
時
教
員
を
勤
め
、
そ
の
後
上

京
し
て
國
學
院
大
学
文
学
部
に
編
入
学
し
て
折
口
信
夫
の
指
導
を
受
け
た
の
ち
成

城
の
民
俗
学
研
究
所
で
先
輩
の
井
之
口
章
次
と
と
も
に
柳
田
國
男
の
薫
陶
を
受
け

た
が
、
研
究
所
の
閉
鎖
の
後
は
村
武
精
一
や
蒲
生
正
男
ら
と
親
交
を
深
め
て
社
会

人
類
学
へ
と
接
近
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
の
所
員

と
な
り
、
同
大
教
授
を
経
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
へ
と
移
る
。
同
館
教
授
と
し

て
國
學
院
大
學
の
大
学
院
に
も
出
講
し
、
大
学
院
へ
の
民
俗
学
の
コ
ー
ス
設
置
を

野
村
純
一
や
倉
石
忠
彦
と
検
討
し
た
が
、
そ
れ
は
実
現
せ
ず
、
文
学
科
の
中
に
民

俗
学
の
コ
ー
ス
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
國
學
院

大
学
に
伝
承
文
学
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
上
の
動
向
に
つ
い

て
は
國
學
院
大
學
の
小
川
直
之
教
授
の
教
示
に
よ
る
。

（
10（
） 

そ
の
中
か
ら
野
本
寛
一
（
近
畿
大
学
）、
大
石
泰
夫
（
盛
岡
大
学
）、
上
野
誠
（
奈

良
大
学
）
と
い
っ
た
人
た
ち
が
育
っ
た
（
敬
称
略
）。
こ
の
「
古
典
と
民
俗
の
会
」

に
つ
い
て
は
盛
岡
大
学
の
大
石
泰
夫
教
授
の
教
示
に
よ
る
。

（
10（
） 

そ
の
中
か
ら
倉
石
忠
彦
（
國
學
院
大
學
）、
田
中
宣
一
（
成
城
大
学
）、
小
川
直
之

（
國
學
院
大
學
）
と
い
っ
た
人
た
ち
が
育
っ
た
。
ま
た
、
折
口
信
夫
・
西
角
井
正

慶
門
下
の
倉
林
正
次
、
臼
田
甚
五
郎
門
下
の
野
村
純
一
と
い
う
流
れ
も
あ
り
花
部

英
雄
や
飯
倉
義
之
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
（
敬
称
略
）。

（
10（
） 

倉
石
忠
彦
「
國
學
院
大
学
民
俗
学
研
究
略
史
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
第

41
輯　

二
〇
一
〇


