
民
俗
学
の
水
脈

伝
統

の
創
造
と
継
承
を
願

っ
て

岸
本
誠
司

一
九
九
〇
年

に
文
芸
学
部

に
入
学
、
学
部

の
四
年
間
、
修
士
課
程

の
二

年

間
を
終

え
、
学
部

副
手

勤
務
五
年
、
そ
の
後

の
民
俗
学
研
究
所
研
究
員

(嘱
託
)
や
非
常
勤
講
師
時
代
を
含
め
る
と
、
私
は
文
芸
学
部

に

一
四
年
も

の
あ

い
だ
関
わ

っ
て
き
た
こ
と
な
る
。
ど
う

や
ら
卒

業
生
で
こ
れ
ほ
ど
長

い
間
文
芸

学
部

に
関
わ

っ
た
者
は
あ
ま
り

い
な

い
ら
し

い
。
長

い
時
間
文

芸

学
部
に
関
わ

っ
て
は

い
た
が
、
そ

の
間
文

芸
学
部

の
全

体
を
把
握
す
る

よ
う

な
立

場
に

い
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
こ

の
紙
幅

で
は
、
私
が
薫
陶

を
受
け
た
民
俗
学
分
野

で
の
体
験
を
振
り
返

っ
て
み
る
こ
と

に
し
た

い
。

私
が
文
芸
学

部
文
化
学
科

に
入
学
し
た
の
は

一
九
九
〇
年

、
文
芸
学
部

設
立

の
二
年

目
に
あ

た
る
年

だ

っ
た
。

一
九

九
〇
年
前
後

の
学
生
は
第
二

次

ベ
ビ

ー
ブ

ー
ム
に
相
当

す
る
世

代

で
、
将

来
確
実

に
到
来

す
る

こ
と

が
わ
か

っ
て
い
た
少
子
高

齢
化

や
学

生
減

少

に
よ

る
大
学
再

編
成

の
陰

は
、
実
感
と

し
て
ど

こ
に
も
感

じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
バ
ブ
ル
最
盛
期
と
も

重
な

っ
た

こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
文
芸
学
部
を
包
ん

で
い
た
雰

囲
気
は
、
豊
か
な
で
国
際
的
な
時
代

に
向
か

っ
て
華

々
し
く

ス
タ

ー
ト
を

切

っ
た
新
学
部

の
勢

い
そ

の
も

の
と
し

て
感
じ
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
雰

囲
気
は
、
各

界
で
活
躍
さ
れ
文
芸
学
部

に
赴
任
し
た
教
授
陣
、
大
学
事
務

局
、
学
生
が
共
有
し
た
も

の
だ

っ
た
。
当
時

の
文
化
学
科
は
現
在

の
よ
う

な

コ
ー

ス
制

に
は
な

っ
て
お
ら
ず
、
各

教
授
陣
が
専
攻
す
る
政
治
学
、

マ

ス
コ
ミ
、
哲
学
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
と

い

っ
た
人
文

分
野
を

広
く
横

断
的

に
学
ぶ

こ
と
が

で
き

る

こ
と

が
魅
力

と
さ

れ
て

い

た
。
単
位
制
度
も

一
科
目
通
年
四
単
位
で
、
夏
期
休
暇
も
た

っ
ぷ
り
2

ヶ

月
あ
り
、
教
員
学
生
と
も
ゆ
と
り

の
あ
る
時
間

の
な
か

で
、
研
究

や
学
生

生
活
に
向

き
合

っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
、

い
ま
思
え
ば
希
有
な
時
代

で

あ

っ
た
。

「
○
○
学
研
究

室
」
と

い
う
大

学
に
設
置

さ
れ
た
学
問
枠

に
そ

っ
て
研
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究
者
が
代
謝
し

て
ゆ
く
よ
う
な
歴
史

の
あ
る
国
立
大
学
と
ち
が

い
、
私
立

大
学

の
多

く
は
現
行
教
授
陣

の
構
成
や
そ

の
パ

ワ
ー
バ

ラ
ン
ス
に
よ

っ
て

運
営
内
容
に
可
塑
性
を
も

つ
た
め
、

]
つ
の
学
問
分
野
が
長
く
学
部
内

に

存
在
す
る
保
証
は
な

い
。
そ

の
な
か

に
あ

っ
て
、
民
俗
学

の
分
野
は
学
部

設
立

か
ら

二
〇
年
近
く

た

っ
た

現
在

で
も

健
全

に
代
謝

し
て

い
る
よ
う

で
、
学
徒

の
ひ
と
り
と
し

て
純
粋
に
喜
ば
し
く
思

っ
て
い
る
。

大
学

の
付

属
研
究
機

関

で
あ

る
民
俗
学

研
究
所

が
開
設

さ
れ
た

の
が

一
九
八
七
年
。
そ

の
二
年
後

に
ス
タ
ー
ト
し
た
文
芸
学
部

で
も
、
文
化
学

科

の
柱

の
ひ
と

つ
と
し

て
民
俗
学
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
民
俗
学
研
究
所

の

初
代
所
長
を
務
め
ら
れ
た
谷
川
健

一
先
生
を
は
じ
め
、
野
本
寛

一
、
胡
桃

沢
勘
司
ら
諸
先
生
と
と
も
に
確
か
な
存
在
感
を
も

っ
て
い
た
。
当
時
、
関

西

で
民
俗
学
を
学
ぶ
こ
と

の
で
き
る
大
学

の
多
く
は
史
学
科

の
な
か
に
位

置
づ
け

ら
れ
て

い
た

こ
と
も

あ

っ
て
、
「
歴
史
民

俗
学
」
を
学

問

ス
タ
イ

ル
と
し

て
標
榜
す
る
大
学
や
研
究
室
が
多
か

っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
谷
川
、

野
本
、
胡
桃
沢
体
制
で

ス
タ
ー
ト
し
た

「
近
大
民
俗
学
」
は
他

の
大
学

に

は
ど

の
よ
う
に
映

っ
た
だ

ろ
う
か
。
鋭
く
豊
か
な
感
性

に
よ

っ
て
古
代
か

ら
現
代
ま
で
を
範
疇
と
す
る
民
俗
学

の
大
家
谷
川
健

一
、

い
ま
や
徹
底
し

た

フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
カ
ー

の
代
名

詞
と
し

て
知
ら
れ
る
野
本
寛

一
、
柳
田

国
男
門
下
胡
桃
沢
勘
内
を
祖
父

に
持
ち
歴
史
学
と
民
俗
学
を
横
断
す
る
胡

桃
沢
勘
司
、

い
ず
れ
も
そ
れ
ま

で
関
西
に
は
無
縁
だ

っ
た
研
究
者

で
あ

っ

た
が
ゆ
え
に
、
歴
史
学
あ
り
き

の
関
西
民
俗
学

の
ス
タ
イ

ル
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
奔
放
か

つ
縦
横
無

尽
な
研
究
活
動
を
行
う

こ
と
が

で
き
た

よ
う

に
思
う
。

そ
う

し
た

近
大
民

俗
学

の
学
風
を

ひ
し
ひ

し
と
肌

で
感
じ

る
よ
う

に

な

っ
た

の
は
、
修
士

課
程

に
進

ん
だ

頃
だ

っ
た
だ

ろ
う

か
。
関

西
在
住

の
私
と

同
世
代

の
学
徒

が
近
大
民
俗
学

に
感

じ
た

の
は
、
そ

の

「
勢

い
」

だ

っ
た
よ
う
だ
。
臆
す

る
こ
と
な
く
現
場

に
向
か
う
姿
勢
と
、
絶
対
的
な

フ
ィ
ー

ル
ド

の
活
動
量

に
関
し

て
は
、
関
西

の
ど

の
大
学

に
も
決
し

て
劣

ら
な

い
も

の
だ

っ
た

に
違

い
な

い
。
今

に
し

て
思
え
ば
、
学
生

や
院
生
た

ち

の
そ

の

「
勢

い
」
が
慎
重
な
方
法
論

や
研
究
史

に
裏
付
け
ら

れ
る
も

の

で
な
く
と
も

、
「
歩
く
、
見
る
、
聞
く
、
そ
し
て
考
え

る
」
と

い
う
民
俗
学

の
最
大
の
魅
力

に
支
え
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
の
は
間
違

い
な
か

っ
た
。

か
く

い
う
私
は
、

こ
の
よ
う
な
近
大
民
俗
学
を
支
え
た
ひ
と
り

の
教
授

野
本
寛

一
に
師
事
し
、
そ

の
後

一
五
年
以
上

に
わ
た

っ
て
多
大
な
薫
陶
を

受
け

て

い
る
。
「
地
域

や
ム
ラ
は
急
激

な
勢

い
で
変
化

し
て

い
る
。
君
た

ち
は
、

伝
統
的

な
生
き
方

を
知

る
日
本

人
に
会
え

る
最
後

の
世

代
だ
」
、

私
が
学
部
生
だ

っ
た

一
九
九
〇
年
頃
、
野
本
先
生
か
ら
再
三

に
わ
た

っ
て

こ
う

し
た
言
葉

を
投

げ
か
け

ら
れ

た
。
当
時

の
私
は

こ

の

「
最
後

の
世

代
」
と

い
う

言
葉

に
少

な
か

ら
ず
心
を

動
か

さ
れ
た

の
を
記
憶

し

て

い

る
。
国
際
化

や
バ
ブ

ル
社
会
な
ど
と
世

の
中
は
騒
が
し

い
け
れ
ど
、
世
間

や
社
会
が
あ
ま
り
注
目
し
な

い
も

の
の
な
か

に
こ
そ
実
は
大
切
な
も

の
が

あ
る

の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
た

の
だ
。
当
時

の
状
況
を
思
え
ば
、
選
択

し
た
学
問

分
野

で
は

か
な
り

の
マ
イ

ナ
ー
志

向
な

の
だ

ろ
う

が
、
実
際
、

民
俗
学

の
講
義

で
聞
か
さ
れ
る
日
本
各
地

の
多
様

で
豊
か
な
民
俗

や
古
老

た
ち

の
い
く

つ
も

の
人
生

の
群

に
た
だ
驚
嘆
し
、
興
奮
を
覚
え
た

の
は
私

だ
け
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ

に
登
場
す

る
人

々
は
、
明
治
末
か
ら
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大

正
時
代

生
ま

れ

の
私

た
ち

の
祖

父
母

に
相
当
す

る
世
代

の
人

々
だ

っ

た
。
私
た
ち
は
果
た
し
て
祖

父
母
た
ち
が
経
験
し
て
き
た
人
生
や
価
値
観

に

つ
い
て
ど
れ
ほ
ど

の
こ
と

を
知

っ
て

い
る
だ
ろ
う

か
。
学
校
教
育
を
通

じ
て
多
く

の
知

識
を
教
え

ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
地
域

に
背
を
向

け
都

会

で
生
き

る
た
め

の
知
識

で
は
な
か

っ
た
か
。
地

域
に
生
き

、
人

々
と

つ

な

が
り
、
周
囲
の
自
然
と
折

り
合

い
を

つ
け
な
が
ら
生
き

て
き
た
祖
父
母

た

ち
と
私
た
ち

の
世
代
と

の
日
本

人
と
し

て
の
格
差

と
は
何
だ

ろ
う

か
。

右
肩

上
が
り
の
人
口
増
加

や
経
済

発
展
の
う

ね
り

の
な
か
に
あ

っ
た
こ

の

半
世
紀

の
あ

い
だ

に
日
本
人
と

し
て
の
本
質

的
な
変

化
が
あ

っ
た

の
で
は

な

い
か
。

そ
う

い
う
気
持
ち
を

強
く
抱

く
よ
う

に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
ゼ

ミ
に
入

っ
て
本
格

的
に
民
俗
学

の
勉

強
を
始
め

る
よ
う

に
な
る

に

つ
れ
、

そ

の
思

い
は
確
信

に
変
わ

っ
て

い
っ
た
。

二
〇
〇
七
年

三
月

、
野
本
寛

一
先
生

の
近
畿
大
学

退
職
と
古
希
を

祝
う

会

に
七

〇
余
名

の
在
校
生

・
卒
業

生
が
集

っ
た
。

野
本
研
究
室

で
学

ん
だ

学
生

の
総
数
は

お
よ
そ

一
四
〇
名

、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
仕
事

や
家
庭
を

も
ち

一
人
前

の
社
会
人
と

し
て
日
常
を

送

っ
て

い
た
。

研
究

の
道

に
進

ん
だ
者

が
数
名
、
ま
た
仕
事
を
も
ち

つ
つ
民
俗
学
を

つ
づ
け

て

い
る
者
も
数
名

い

る
。
民
俗
学
研
究
室

で
は

、
毎
年
夏

に
三
回
生

が
中
心
と

な

っ
て
民
俗
調

査
演
習
を
行

い
、
そ

の
成
果
を

民
俗
誌
体
裁

の
報
告
書
と

し
て
刊
行

し
て

き
た
。

一
九
九

三
年

に
刊
行

さ
れ
た
大
阪
府

河
内
長

野
市

天
見

の
民
俗
誌

に
始
ま
り
、

二
〇
〇

八
年
刊
行

の
奈
良
県

五
條
市
白
銀

に

い
た
る
ま

で
現

在
、
計

一
四
集

が
刊
行
さ

れ
て
お
り
、
貴
重

な
民
俗
資
料
と

し
て
学
会

で

も
認
知
さ

れ
て

い
る
。
卒
業
生

の
多
く

は
、
こ
の
民
俗
誌
作
成

の
体
験

や

そ

の
後

の
卒
業

・
修
士
論

文
作
成

に
あ
た

っ
て
経

験
し

た

フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
、
在
学
時
代

の
貴
重
な
体
験
と
し

て
記
憶
し

て
お
り
、

こ
の
集

い
で
も
在
学
時
代

の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
経
験

の
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
が
話

題

に
あ
が

っ
て
い
た
。
期
待
と
不
安
を
併
せ
持
ち
な
が
ら
、
自
分

の
力

で

地
域

の
人

々
と

の
関
わ
り
を
作
り
出
す
民
俗
学

の
フ
ィ
ー

ル
ド

ワ
ー
ク

の

経
験
は
、
社
会
に
で

て
ど

の
よ
う
な
仕
事

に
つ
い
て
も
貴
重
な
礎
と
な

っ

て
い
た

の
だ

っ
た
。
ま
た
、
卒
業

後
、
社
会
人
と
し
て
仕
事
を
も
ち
な
が

ら
、
在

学
時
代
よ
り
続
け
た
研
究

の
成

果
を
単
著
と
し

て
上
梓
し
た
青
柳

智
之
氏

(
『雷

の
民
俗
』
大
河
書

房
)
、
谷
坂
智

佳
子
氏

(
『自
家

用
茶

の

民
俗
』
大

河
書
房
)

の
存
在

は
、

一
社
会

人
と
し

て
在
野
に
身

を
お
き
民

俗
学
に
関
わ

っ
て

い
く
よ

い
前
例
に
な

っ
て
い
る
。

平
成

一
八
年
の
夏
、
他

の
調
査

も
あ

っ
て
帰
阪
し
た
際
に
、
滋
賀
県
米

原
市
志
賀

谷
で
お
こ
な
わ
れ
た
民
俗
学
研
究
室

の
調
査
合
宿
に
顔
を
出
し

た
。
そ
こ
で
ち
ょ
う
ど
取
材

に
訪

れ

て
い
た
日
本
経
済
新
聞
社

の
記
者
と

野
本
先
生

と

の
問
に
交

わ
さ
れ
た
会
話

が
心

に
残

っ
て

い
る
。

「
近
畿
大

学
に
は
、
こ

の
よ
う
に
民
俗
学
を
学
ぶ
若

者
が
多

く

い
ま
す
。

で
も

、
私

は
彼

た
ち
に
必
ず

し
も

研
究
者

に
な

っ
て
欲
し

い
と
思

っ
て
は

い
ま

せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
行
き

、
多

く

の
先
輩
た
ち

の
人
生
に
耳

を
傾
け
る
。
そ
う
し
た
経
験

を
積

ん
で
、
彼
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が

『
い

い
日
本

人
』

に
な

っ
て
ゆ
け
ば

い
い
ん
で
す
。
日
本

の
将
来
は
そ
う
し
た

若
者

た
ち

が
支

え
て
ゆ
く
べ
き
で
す
か
ら
ー

」

文
芸
学
部

が
創

立
し
て
二
〇
余
年

の
年

月
が
た
ち
、
多

く

の
卒
業
生
は
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在
学
時
代

の
経
験
を
誇
り
と
し

て
社
会

で
活
躍

し
て
い
る
。
築
き
上
げ

て

き
た
伝
統
を
守
り
、

こ
れ
か
ら
も
骨
太

の
日
本
人
を
輩
出
す

る
学
部
と

し

て
発
展
す

る
こ
と
を
心
か
ら
願

っ
て

い
る
。

(終
わ
り
)
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