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談話室

　

五
年
前
か
ら
民
俗
研
究
に
通
っ
て
い
る
静
岡
県
周
智
郡
森
町
へ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
か
ら
赴
く
こ
と
を
控
え
、
す

で
に
二
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
町
の
円
田
と
い
う
集
落
に
は
「
カ
サ
ン
ボ
コ
（
傘
鉾
）」
と
呼
ば
れ
る
初
盆
行
事
が
あ
る
。

森
町
を
は
じ
め
遠
州
地
方
で
は
、家
族
を
亡
く
し
た
家
々
で
初
盆
が
丁
寧
に
行
わ
れ
る
た
め
、「
葬
式
が
二
度
あ
る
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
だ
が
、

さ
ら
に
、
青
年
や
子
ど
も
に
よ
る
「
大
念
仏
」
や
「
カ
サ
ン
ボ
コ
」
な
ど
の
死
者
供
養
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

円
田
の
「
カ
サ
ン
ボ
コ
」
で
は
、
小
学
生
た
ち
が
、
八
月
十
三
・
十
四
・
十
五
日
の
三
日
間
に
わ
た
っ
て
新
仏
の
あ
る
家
を
訪
れ
、
和
讃
を

唱
え
る
。
先
頭
の
子
ど
も
が
赤
い
傘
を
持
ち
、
そ
の
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
大
太
鼓
と
締
太
鼓
を
載
せ
た
「
盆
車
」
が
続
い
て
集
落

を
巡
行
す
る
。
新
仏
の
あ
る
家
で
は
、
遺
影
を
庭
に
面
し
た
縁
側
な
ど
に
飾
り
、
カ
サ
ン
ボ
コ
の
子
ど
も
た
ち
は
庭
に
入
る
と
遺
影
の
前
に

並
び
、「
親
和
讃
」「
子
和
讃
」「
妻
和
讃
」
な
ど
故
人
に
ふ
さ
わ
し
い
和
讃
を
唱
え
る
。
家
々
で
は
、
和
讃
が
終
わ
る
と
「
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
子
ど
も
た
ち
に
頭
を
下
げ
て
お
布
施
を
渡
し
、
飲
食
の
接
待
を
す
る
家
も
あ
る
。

　

夕
暮
れ
時
を
過
ぎ
る
と
、
赤
い
傘
の
中
の
行
灯
に
ロ
ウ
ソ
ク
が
灯
さ
れ
、
お
ぼ
ろ
な
光
に
導
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
行
列
が
農
耕
地
の
間

を
進
む
姿
は
、
絵
灯
籠
の
よ
う
で
あ
る
。
人
び
と
は
風
に
乗
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
太
鼓
の
音
色
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
故
人
を
懐
か
し
む
。
子

ど
も
た
ち
の
透
明
感
あ
る
声
は
耳
福
と
い
え
る
も
の
で
、
現
在
は
女
児
も
参
加
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
声
変
わ
り
前
の
男
児
が
和
讃
を
唱

え
る
役
を
果
た
し
て
い
た
。

　

三
年
間
、
カ
サ
ン
ボ
コ
に
同
行
し
た
最
大
の
収
穫
は
、
子
ど
も
た
ち
の
言
動
を
観
察
す
る
中
で
、
彼
ら
が
単
に
小
遣
い
稼
ぎ
の
た
め
に
こ

「
カ
サ
ン
ボ
コ
」
と
「
デ
ギ
ョ
ウ
」

子
育
て
と
民
俗
学

服
部
比
呂
美
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の
行
事
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
実
感
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
行
事
は
保
護
者
の
協
力
な
し

で
は
成
り
立
た
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
親
の
前
で
は
け
っ
し
て
口
を
開
か
な
い
が
、
子
ど
も
だ
け
の
場
面
で
は
「
最
後
ま
で
頑
張
ろ
う
」
と

声
を
掛
け
合
う
。
彼
ら
は
、
行
く
先
々
で
丁
重
に
迎
え
ら
れ
る
体
験
を
重
ね
な
が
ら
、
故
人
の
供
養
を
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
役
割
を
自
覚

す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
猛
暑
の
中
で
も
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
最
後
ま
で
「
頑
張
る
」
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
森
町
に
は
子
ど
も
に
関
す
る
「
オ
デ
ン
ギ
ョ
ウ
」
や
「
デ
ギ
ョ
ウ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
民
俗
も
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
出
饗
」、

つ
ま
り
「
出
振
る
舞
い
」
の
こ
と
で
、
妊
婦
が
臨
月
と
な
っ
た
戌
の
日
に
、
嫁
人
の
実
家
か
ら
紅
白
や
黄
白
の
丸
餅
が
贈
ら
れ
、
婚
家
で
は

こ
れ
を
近
隣
に
配
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
民
俗
に
は
、
胎
児
が
近
隣
か
ら
社
会
的
な
「
い
の
ち
」
の
公
認
を
受
け
る
と
い
う
意
味
が

あ
る
。
同
様
の
意
味
を
持
つ
妊
娠
五
カ
月
目
の
戌
の
日
の
「
帯
祝
い
」
や
出
生
後
七
日
目
の
「
お
七
夜
」
は
全
国
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、
当

地
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
森
町
や
そ
の
周
辺
の
袋
井
市
、
掛
川
市
、
磐
田
市
な
ど
に
は
「
デ
ギ
ョ
ウ
」
が
あ
る
。

　

同
地
域
は
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
カ
サ
ン
ボ
コ
の
分
布
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
集
落
の
一
員
と
し

て
出
生
前
か
ら
近
隣
の
大
人
た
ち
に
見
守
ら
れ
て
き
た
子
ど
も
が
、
新
盆
で
は
カ
サ
ン
ボ
コ
に
よ
っ
て
世
話
に
な
っ
た
大
人
を
供
養
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
生
死
と
い
う
循
環
的
な
時
間
の
中
で
、
子
ど
も
の
成
長
を
後
押
し
す
る
民
俗
文
化
が
育
ま
れ

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、「
こ
ど
も
庁
」
の
創
設
の
報
を
聞
い
た
。
給
食
で
生
命
の
糧
を
得
る
子
ど
も
、
学
校
や
家
庭
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
に
命
を

絶
つ
子
ど
も
…
…
子
育
て
を
支
援
す
る
た
め
の
新
た
な
行
政
窓
口
は
間
違
い
な
く
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
「
古
い
も
の
」「
わ

ず
ら
わ
し
い
も
の
」「
無
駄
な
も
の
」
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
民
俗
を
視
野
に
入
れ
て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
民
俗

は
「
絵
に
か
い
た
餅
」
で
は
な
く
、
人
び
と
が
生
活
の
中
か
ら
創
り
出
し
た
文
化
が
「
具
体
的
な
形
」
で
提
示
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

 

（
日
本
民
俗
学
／
子
ど
も
の
民
俗
文
化
）


