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縁
結
び
・
縁
切
り
習
俗
の
現
在
（
講
演
要
旨
）

松
　
崎
　
憲
　
三

は
じ
め
に

　

民
俗
学
に
は
歴
史
的
関
心
に
基
づ
く
方
法
と
、
現
在
的
関
心
に
基
づ
く
方
法
と
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
は
歴
史
的
世
界
を
認
識
す
る

た
め
に
現
代
の
民
俗
を
調
査
、
研
究
対
象
と
し
、
後
者
は
現
在
を
理
解
す
る
前
提
と
し
て
歴
史
的
世
界
の
把
握
を
不
可
欠
な
も
の
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
も
過
去
と
現
在
と
の
対
話
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
民
俗
学
の
特
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
筆
者
自

身
は
双
方
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
歴
史
的
変
遷
を
踏
ま
え
て
現
状
を
把
握
し
、
研
究
上
の
課
題
、
あ
る
い
は
民
俗
を
支
え
て
い
る

人
々
が
抱
え
て
い
る
課
題
と
取
り
組
む
べ
く
努
め
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
の
主
た
る
専
門
領
域
は
民
俗
信
仰
論
で
あ
り
、
近
大
民
俗
も

成
城
民
俗
も
実
証
的
な
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
鑑
み
て
、
標
題
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で

あ
る
。

　

さ
て
、
晩
婚
化
が
進
む
昨
今
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
な
の
か
縁
結
び
の
願
掛
け
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
関
東
周
辺
で
は

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
が
目
立
ち
、
週
末
に
な
る
と
縁
結
び
に
ご
利
益
の
あ
る
寺
社
は
女
性
で
長
蛇
の
列
と
い
う
。
そ
の
最
た
る
も

の
が
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
に
あ
る
東
京
大
神
宮
（
旧
日
比
谷
大
神
宮
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
縁
結
び
の
願
掛
け
が
あ
れ
ば
、
他

方
で
は
男
女
の
縁
を
切
り
た
い
、
数
多
の
し
が
ら
み
を
断
ち
た
い
と
い
う
縁
切
り
の
願
掛
け
も
あ
り
、
こ
ち
ら
も
負
け
ず
劣
ら
ず
盛

ん
で
あ
る
。
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一
、
縁
結
び
を
め
ぐ
っ
て

　

今
日
結
婚
式
場
で
行
わ
れ
る
儀
礼
は
キ
リ
ス
ト
教
式
が
多
い
よ
う
だ
が
、
一
頃
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
が
神
前
結
婚
式
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
日
本
の
伝
統
文
化
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
神
前
結
婚
式
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
古
く
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明

治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
嘉
仁
皇
太
子
（
後
の
大
正
天
皇
）
の
成
婚
に
際
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
仲
人
や
親
族
、

地
域
社
会
の
人
々
の
前
で
行
う
人
前
結
婚
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
皇
太
子
の
婚
儀
は
参
列
者
を
は
じ
め
民
間
に
も
多
大
な
関
心
を
呼

び
お
こ
し
た
。
こ
の
結
婚
式
に
基
づ
き
、
日
比
谷
大
神
宮
（
後
の
東
京
大
神
宮
）
の
奉
斎
会
が
会
の
事
業
と
し
て
神
前
結
婚
式
を
取
り

込
み
、
翌
年
以
降
民
間
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
由
緒
に
基
づ
き
、
東
京
大
神
宮
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
の
対
象

と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

縁
結
び
と
の
関
連
で
も
う
一
つ
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
未
婚
の
死
者
の
供
養
と
し
て
行
わ
れ
る
死
霊
結
婚
で
あ
る
。
生
を
全

う
し
え
ず
、
通
常
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
た
夭
折
者
、
事
故
死
者
等
に
は
慰
霊
の
た
め
特
異
な
儀
礼
が
施
さ
れ
る
。
未
婚
の
死
者

も
一
人
前
と
見
な
さ
れ
ず
、
し
か
も
無
縁
仏
と
し
て
災
厄
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
、
遺
族
が
死
者
を
し
て
結
婚
せ
し
む

る
死
霊
結
婚
が
沖
縄
や
東
北
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
し
、
現
在
で
も
盛
ん
な
習
俗
の
一
つ
で
あ
る
。

　

青
森
県
下
の
そ
れ
は
、
花
嫁
・
花
婿
人
形
に
死
者
の
写
真
を
添
え
て
霊
山
や
寺
院
に
奉
納
す
る
と
い
う
も
の
で
、
イ
タ
コ
等
の
呪
術

宗
教
的
職
能
者
が
関
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
山
形
県
下
で
は
、
山
形
市
・
立
石
寺
や
天
童
市
・
若
松
寺
等
を
中
心
と
す
る
村
山

地
方
に
見
ら
れ
る
習
俗
で
、
ム
カ
サ
リ
絵
馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
ム
カ
サ
リ
」
と
は
迎
え
ら
れ
の
方
言

で
、
祝
言
を
意
味
す
る
。
最
も
古
い
ム
カ
サ
リ
絵
馬
は
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
の
も
の
で
、
近
代
以
降
の
習
俗
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

も
や
は
り
オ
ナ
カ
マ
と
呼
ば
れ
る
呪
術
宗
教
的
職
能
者
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
儀
礼
を
実
施
す
る
僧
侶
、
ム
カ
サ
リ
絵
馬
の

絵
師
、
こ
の
三
者
に
よ
っ
て
死
霊
結
婚
は
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
図
柄
は
、
床
の
間
に
掛
け
軸
を
掲
げ
、
松
の
盆
栽
を
置
い
た
よ
う

な
祝
言
の
座
敷
に
、
花
嫁
・
花
婿
を
挟
ん
で
二
組
の
仲
人
が
並
び
、
譜
面
台
を
前
に
差
配
人
が
謡
を
唄
い
、
彼
の
指
示
で
男
蝶
・
女
蝶
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が
三
々
九
度
の
杯
に
酒
を
注
ぐ
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が
古
く
か
ら
あ
る
様
式
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
徐
々
に
簡
略
化
さ
れ
、
今
で
は
花

嫁
・
花
婿
二
人
立
ち
の
記
念
写
真
風
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
て
近
年
は
絵
師
に
頼
ま
ず
パ
ス
テ
ル
画
風
の
自
分
で
書
く

も
の
が
多
く
な
り
、
呪
術
宗
教
的
職
能
者
が
介
在
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
ム
カ
サ
リ
絵
馬
奉
納
習
俗
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
未
婚
の
死
者
を
結
婚
し
た
体
に
し
て
一
人
前
と
し
て
見
な
し
、
祖
霊
化
コ
ー
ス
に
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
慰
霊
に
努
め
る
と
伴
に
、

災
厄
の
ふ
り
か
か
る
の
を
防
ぐ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
日
の
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
あ
の
子
の
た
め

に
奉
納
し
て
あ
げ
た
い
と
、
我
が
子
に
対
す
る
親
や
友
達
の
い
と
お
し
み
や
哀
れ
み
の
気
持
か
ら
奉
納
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
形
態
や
そ
の
持
つ
意
味
に
変
化
は
あ
れ
、
衰
え
る
気
配
は
な
い
。

　

以
上
、
縁
結
び
を
目
的
と
し
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
と
死
霊
結
婚
と
い
う
あ
の
世
で
の
縁
結
び
を
紹
介
し
た
が
、
以
下
民
俗
学
徒

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
三
箇
所
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
縁
切
り
習
俗
の
歴
史
的
変
化
と
現
状
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

二
、
板
橋
区
・
縁
切
榎

　

平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
い
た
ば
し
郷
土
史
辞
典
』
の
「
縁
切
榎
」
の
項
に
は

（
ａ
）
榎
と
欅
（
ツ
キ
）
が
双
生
し
て
い
た
の
で
エ
ン
ツ
キ
と
呼
ば
れ
、
縁
が
尽
き
る
と
い
う
俗
信
が
生
ま
れ
た
。

（
ｂ
）
離
別
を
望
む
妻
は
縁
の
切
れ
る
こ
と
を
願
い
、
密
か
に
樹
皮
を
お
茶
な
ど
に
混
ぜ
て
夫
に
飲
ま
せ
た
と
い
う
。

（
ｃ
）
富
士
講
の
行
者
・
伊
藤
身
禄
は
こ
こ
で
妻
子
と
別
れ
、
入
定
の
た
め
富
士
に
向
か
っ
た
と
い
う
。

（
ｄ
）
宮
家
の
息
女
五い

そ
の十
宮
や
楽さ
ざ

の
宮
が
将
軍
家
降
嫁
の
際
に
は
縁
切
榎
を
避
け
て
通
り
、
皇
女
和
宮
の
降
嫁
の
折
に
は
榎
を
根
本
か

ら
枝
ま
で
菰
で
包
ん
で
隠
し
た
と
言
わ
れ
る
。

と
あ
る
。（
ａ
）
と
（
ｄ
）
に
つ
い
て
は
柳
田
國
男
も
「
争
い
の
樹
と
榎
」『
神
樹
篇
（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
一
一
巻
）
の
中
で
言
及
し

て
い
る
。（（
ｃ
）
に
つ
い
て
は
省
略
）。（
ｂ
）
に
つ
い
て
は
近
世
の
川
柳
に
「
板
橋
の
木
皮
の
能
は
医
者
に
洩
れ
」
と
歌
わ
れ
、
さ
ら
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に
十
方
庵
の
『
遊
歴
雑
記
』（
文
化
一
〇
年
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
元
来
は
、
木
皮
を
相
手
に
煎
じ
て
飲
ま
せ
、
満
願
に
際
し
て
小
絵

馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
そ
ん
な
ま
だ
ら
っ
こ
し
い
手
順
は
省
略
し
て
、
祈
願
を
す
る
時
に
小

絵
馬
を
奉
納
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
。
ち
な
み
に
祈
願
内
容
は
、
近
世
後
期
に
お
い
て
は
男
女
の
縁
切
り
か
酒
と
の
縁
切
り
に
限
ら
れ

て
い
た
が
、
今
日
で
は
世
相
を
反
映
し
て
、
大
嫌
い
な
夫
婦
や
サ
ー
ク
ル
仲
間
と
い
う
の
も
見
ら
れ
、
病
気
や
貧
困
、
ト
ラ
ブ
ル
、
不

登
校
と
の
絶
縁
な
ど
が
加
わ
っ
て
、
多
様
な
様
相
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
絵
馬
の
図
柄
も
、
榎
を
真
中
に
男
女
が
背

中
合
わ
せ
に
立
つ
形
か
ら
、
榎
の
切
株
に
注
連
縄
を
張
り
巡
ら
し
、「
善
縁
を
む
す
び
悪
縁
を
た
つ
」
と
朱
書
き
さ
れ
た
も
の
に
変
化

し
て
い
る
。
祈
願
内
容
の
多
様
化
に
応
じ
て
、
よ
り
汎
用
性
の
あ
る
図
柄
に
切
り
替
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
宗
教
施
設
側
も
そ
れ

な
り
の
努
力
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
足
利
市
・
門
田
稲
荷

　

門
田
稲
荷
に
つ
い
て
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
の
丸
山
太
一
郎
に
よ
る
「
八
幡
村
の
縁
切
稲
荷
」（『
郷
土
研
究
』
二
―
一
）
な

る
小
論
文
が
初
出
で
あ
る
。
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
に
字
宮
前
に
あ
っ
た
小
祠
が
合
祀
さ
れ
た
も
の
で
、
本
名
の
門
田
稲
荷
よ
り

縁
切
り
稲
荷
の
名
で
知
ら
れ
、
し
か
も
本
社
よ
り
身
入
り
が
大
き
い
と
報
告
し
て
い
る
。
本
社
よ
り
も
末
社
の
方
が
名
を
馳
せ
て
い
る

と
い
え
ば
、
広
田
神
社
の
西
宮
戎
を
彷
彿
さ
せ
る
が
、
大
正
期
に
は
そ
れ
な
り
に
知
ら
れ
、
男
女
の
縁
切
り
に
限
ら
ず
、
当
時
か
ら
多

様
な
縁
切
り
に
効
験
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
よ
り
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
女
性
雑
誌
や
新
聞
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
平
成
以
降
で
あ
る
。
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
九
月

二
九
日
付
夕
刊
フ
ジ
「
嫁
姑
・
離
婚
・
不
倫
・
親
戚
」
な
る
記
事
や
、
同
六
年
一
二
月
一
八
日
付
東
京
新
聞
「
い
じ
め
地
獄
…
僕
を
助

け
て
『
縁
切
の
神
様
』
足
利
門
田
稲
荷
」
等
が
主
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
接
し
て
早
速
翌
年
足
利
へ
出
向
い
た
。
朱

の
鳥
居
を
い
く
つ
も
く
ぐ
っ
て
社
殿
に
辿
り
着
く
と
、
絵
馬
懸
が
一
棟
あ
っ
て
表
側
に
木
製
の
底
抜
け
柄
杓
が
多
数
吊
る
さ
れ
て
い
る



 ― 428 ― 

だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
裏
側
に
回
っ
て
我
が
目
を
疑
っ
て
し
ま
っ
た
。
藁
人
形
に
写
真
を
添
え
て
、
釘
を
刺
し
て
あ
る
も
の
が
多

数
見
か
け
ら
れ
た
。
実
名
を
書
い
て
「
死
ね
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
も
存
在
し
た
。
一
方
小
絵
馬
の
願
文
も
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ

た
。
葛
藤
や
憤
り
が
昂
じ
て
く
る
と
怨
念
と
な
っ
て
発
露
す
る
の
か
と
空
恐
ろ
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
に
院
生
を
連
れ
総
勢
十
数
名
で
出
向
い
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
絵
馬
懸
の

様
相
が
一
変
し
て
お
り
、
藁
人
形
や
写
真
の
類
は
消
え
、
底
抜
け
柄
杓
も
古
い
も
の
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
宮
司
の
代
替
わ

り
も
一
つ
の
要
因
だ
が
、
も
う
一
つ
の
要
因
は
足
利
市
の
町
お
こ
し
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
足
利
市
で
は
「
ひ
め
た

ま
ま
ち
な
か
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
＆
肩
車
フ
ェ
ス
タ
」
な
る
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
織
姫
神
社
の
祭
神
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

「
は
た
が
み
・
お
り
ひ
め
」
と
、
門
田
稲
荷
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
「
か
ど
た
・
み
た
ま
」
が
足
利
支
援
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
活
用
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
今
日
の
ユ
ル
キ
ャ
ラ
ブ
ー
ム
と
も
か
か
わ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
ぞ
ま
し
さ
を
取
り
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
民

俗
の
観
光
資
源
化
に
伴
う
変
化
と
い
え
る
が
、
願
文
の
方
の
す
さ
ま
じ
さ
は
増
す
一
方
で
あ
る
。

四
、
福
岡
市
・
野
芥
縁
切
地
藏
尊

　

野
芥
縁
切
地
藏
尊
に
つ
い
て
は
、『
筑
前
國
読
風
土
記
拾
遺
』
や
『
福
岡
県
町
村
誌
』
等
近
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
の
地
誌
類
に
記

載
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
長
者
の
娘
で
嫁
入
り
途
中
、
相
手
の
長
者
の
息
子
が
頓
死
（
あ
る
い
は
出
奔
）

し
た
と
知
ら
さ
れ
、
も
は
や
行
く
べ
き
所
が
な
い
と
自
害
す
る
。
そ
の
時
「
自
分
を
祀
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
不
幸
な
目
に
会
っ
て
い
る

人
々
を
お
守
り
す
る
」
と
遺
言
を
残
し
て
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
の
由
緒
を
持
つ
。
近
世
に
お
い
て
典
型
的
な
、
救
済
志
向
型
霊
神
信

仰
に
属
す
る
。

　

こ
こ
の
場
合
も
、
願
掛
け
に
際
し
て
地
蔵
の
石
を
削
り
取
り
、
煎
じ
て
相
手
に
飲
ま
せ
、
満
願
時
に
男
女
背
中
合
わ
せ
の
小
絵
馬
を

奉
納
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
板
橋
区
の
縁
切
榎
同
様
、
削
っ
た
石
を
相
手
に
飲
ま
す
よ
う
な
こ
と
は
も
う
し
て
い
な
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い
。
絵
馬
の
図
柄
に
変
化
は
な
い
も
の
の
、
祈
願
内
容
は
他
地
域
同
様
多
様
化
し
て
い
る
。
し
か
も
小
絵
馬
に
願
い
を
託
す
と
い
う
よ

り
も
願
文
を
封
筒
に
し
た
た
め
て
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
、
小
絵
馬
の
数
よ
り
こ
ち
ら
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
中
に
は
切
手
が
貼
っ

て
あ
る
投
函
さ
れ
た
と
思
し
き
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

結
び
に
か
え
て

　

今
日
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ブ
ー
ム
と
関
連
し
て
か
、
縁
結
び
の
祈
願
を
目
的
と
し
た
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
が
盛
ん
で
あ
る
。
一
方

で
は
あ
の
世
の
縁
結
び
（
死
霊
結
婚
）
な
る
も
の
も
存
在
し
、
時
代
に
即
応
し
つ
つ
息
づ
い
て
い
る
。

　

ま
た
縁
切
り
習
俗
に
つ
い
て
は
、
今
回
報
告
し
た
三
者
は
願
掛
け
の
対
象
も
縁
起
も
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
文
献
上
近
世
中

期
を
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
榎
の
木
皮
や
石
像
を
削
り
取
っ
て
飲
ま
せ
、
満
願
時
に
男
女
背
中
合
せ
の
小
絵
馬
を
奉
納
す
る
形
か

ら
、
祈
願
に
際
し
て
小
絵
馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
世
に
対
応
し
た
形
と
な
り
、
祈
願
内
容
も
世
相
を
反
映
し
て
多
様
化

し
た
。
そ
れ
と
伴
に
小
絵
馬
の
図
柄
も
汎
用
性
の
あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
は
、
図
柄
に
願
い
を
託
す
形
か
ら
、
願
文

（
文
字
）
に
力
点
を
置
く
も
の
へ
と
移
り
変
わ
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
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