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本
書
の
著
者
は
、
日
本
民
俗
学
の
泰
斗
の
一
人
で
あ
り
、
近
畿
大
学
文
芸
学
部
名
誉
教
授

で
文
化
功
労
者
の
野
本
寛
一
氏
（
一
九
三
七
〜
）
で
あ
る
。
著
者
は
、
徹
底
し
た
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
、
主
に
日
本
人
の
心
意
を
生
態
環
境
民
俗
の
視
座
か
ら
捉
え
よ
う
と

し
て
き
た
。
本
書
は
、
序
章
と
終
章
を
含
め
、
全
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
以
下
、
各
章
の

内
容
を
紹
介
し
た
上
で
本
書
を
評
す
る
。

序
章
「
麦
に
寄
せ
て
」
で
は
、
日
本
人
の
主
食
は
米
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
裏
側
で
麦
が

日
常
的
な
食
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
日
本
人
と
麦
と
の
民
俗
的
関
係
に
読
者
を
誘

う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
今
日
、
日
本
人
と
麦
と
の
関
係
は
疎
遠
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
麦
の

収
穫
に
手
間
暇
が
か
か
る
こ
と
や
、
社
会
変
容
に
伴
う
日
本
人
の
麦
離
れ
が
影
響
し
て
い

る
。
著
者
が
青
年
で
あ
っ
た
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
頃
に
体
験
し
た
麦
踏
み
の
作
業
を

始
め
、
麦
の
民
俗
は
現
代
社
会
か
ら
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
も
ま
た
、
麦

の
研
究
を
疎
か
に
し
、
庶
民
の
生
活
構
造
の
実
態
を
捨
象
し
て
き
た
。
本
書
は
、
こ
の
よ
う

な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
日
本
人
の
麦
に
対
す
る
心
意
や
営
み
に
つ
い
て
、
日
本
各
地
で
の

麦
の
民
俗
を
記
録
し
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。

第
Ⅰ
章
「
麦
の
栽
培
環
境
」
で
は
、
古
く
は
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
に
生
ま
れ
た
古

老
へ
の
聞
き
取
り
と
伝
承
分
析
を
主
軸
に
、
北
は
北
海
道
、
南
は
沖
縄
ま
で
、
麦
の
栽
培
環

境
と
そ
れ
に
応
じ
た
栽
培
技
術
に
つ
い
て
細
や
か
に
検
証
す
る
。
そ
し
て
、
麦
が
基
本
的
に

冬
の
作
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
管
理
の
困
難
な
栽
培
環
境
で
の
麦
栽
培
の
実
態
を
探
り
出

し
た
。
例
え
ば
、
畑
の
養
分
に
乏
し
い
砂
地
畑
、
水
田
が
少
な
い
関
東
地
方
の
斜
面
畑
と

段
々
畑
で
は
、
海
産
物
や
人
畜
の
糞
尿
を
肥
料
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
肥
料
は
、
麦
の
栽
培
に

重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
離
島
や
山
の
奥
地
で
は
、
地
力
と
食
の
様
式
の
制
約
か
ら
焼
畑
で

麦
を
栽
培
し
た
。
水
田
で
は
夏
作
の
稲
代
を
崩
し
、
冬
作
の
麦
代
を
作
る
こ
と
は
重
労
働
の

極
み
で
あ
っ
た
。
積
雪
地
帯
で
も
食
糧
維
持
の
た
め
に
、
融
雪
を
始
め
人
々
は
工
夫
と
努
力

に
よ
り
麦
を
栽
培
し
た
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
環
境
で
麦
を
慣
習
的
に
栽
培
す
る
こ
と
は
経

済
的
事
情
も
あ
る
が
、
主
要
作
物
の
連
作
障
害
を
防
ぐ
他
、
限
ら
れ
た
生
態
資
源
を
余
す
と

こ
ろ
な
く
利
用
す
る
庶
民
の
知
恵
と
希
望
で
あ
っ
た
。

第
Ⅱ
章
「
麦
コ
ナ
シ
か
ら
精
白
ま
で
」
で
は
、
日
本
各
地
に
残
っ
て
い
た
麦
の
穂
落
と
し

か
ら
脱
粒
ま
で
の
作
業
で
あ
る
「
麦
コ
ナ
シ
」
と
精
白
の
技
術
と
伝
承
に
つ
い
て
、
著
者
の

聞
き
取
り
事
例
を
基
に
そ
の
問
題
を
探
る
。
麦
コ
ナ
シ
は
、
麦
を
加
工
で
き
る
状
態
に
す
る

作
業
で
あ
る
が
、
労
力
、
時
間
、
手
間
暇
が
か
か
っ
た
。
特
に
、
麦
の
植
物
的
な
特
徴
が
最

大
の
難
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
麦
は
稈
の
先
端
に
実
が
固
ま
り
穂
を
形
成
す
る
が
、
実

に
は
鋭
く
固
い
芒の

ぎ

（
棘
状
の
突
起
）
が
あ
る
。
こ
の
厄
介
な
穂
を
、
稈
か
ら
火
を
使
い
焼
き

落
と
す
必
要
が
あ
っ
た
。
全
国
的
に
穂
落
と
し
作
業
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
み
、
板
打
ち
、

麦
打
ち
台
、
千
把
扱
き
と
い
っ
た
方
法
が
確
認
で
き
た
が
、「
麦
焼
き
」
が
代
表
的
で
あ
っ

た
。
麦
焼
き
に
は
火
を
用
い
る
こ
と
か
ら
、
水
で
衣
類
を
濡
ら
し
た
り
、
覆
面
や
蓑
を
纏
っ

た
り
す
る
防
熱
対
策
が
必
要
で
あ
っ
た
。
暑
さ
と
熱
気
を
避
け
る
た
め
に
、
多
く
の
地
域
で

は
作
業
を
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
行
っ
た
。
麦
焼
き
は
火
を
扱
う
の
で
麦
を
消
失
し
な
い
よ

う
効
率
性
を
求
め
、
作
業
は
「
結
い
」
で
行
っ
た
。
こ
の
技
術
は
麦
に
対
す
る
依
存
度
の
高

さ
と
焼
畑
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
と
共
に
、
身
体
に
刺
さ
り
む
ず
痒
さ
が
生
じ
る
芒
へ
の
対

策
で
あ
っ
た
。
麦
焼
き
の
後
に
臼
と
杵
を
用
い
、
穂
を
粒
に
し
精
白
し
た
。
脱
粒
は
男
、
麦
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焼
き
と
精
白
は
女
の
作
業
で
あ
っ
た
。
脱
粒
の
方
法
も
多
様
で
あ
っ
た
が
、
麦
を
打
っ
て
粒

化
す
る
カ
ラ
サ
オ
や
ヤ
タ
カ
チ
と
い
う
古
い
形
式
の
道
具
も
用
い
た
。
麦
の
精
白
に
は
、
堅

臼
と
堅
杵
を
使
っ
た
。
精
白
は
時
間
を
要
す
る
が
、
水
を
加
え
る
と
容
易
に
精
白
で
き
る
と

い
う
労
作
唄
に
著
者
は
関
心
を
寄
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
精
白
の
重
労
働
で
あ
る
様
が
労
作
唄

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
稲
作
の
豊
穣
祈
願
芸
能
「
田
遊
び
」
に
も
麦
搗
き
の

様
子
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
麦
搗
き
を
農
家
の
嫁
が
長
く
担
っ
た
こ
と
、
麦
が
農
民
の
食

糧
及
び
社
会
構
造
に
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
だ
と
著
者
は
分
析
し
た
。

第
Ⅲ
章
「
麦
の
食
法
」
で
は
、
麦
の
食
法
が
粒
食
と
粉
食
を
基
本
と
し
、
晴
れ
と
褻
の
食

が
、
麦
飯
、
香
煎
、
醤
油
や
ド
ブ
ロ
ク
や
味
噌
の
原
料
を
始
め
多
岐
に
上
る
こ
と
を
日
本
各

地
の
事
例
か
ら
確
認
す
る
。
香
煎
は
地
域
的
に
、
マ
ム
シ
や
ハ
ブ
や
ム
カ
デ
除
け
の
力
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
。
麦
は
ま
た
、
う
ど
ん
と
の
交
換
に
用
い
ら
れ
た
。
麦
だ
け
を
食
す
る
こ

と
は
少
な
く
、
他
の
穀
物
や
野
菜
や
山
菜
と
混
ぜ
て
食
し
た
。「
麦
こ
が
し
」
や
「
ハ
ッ
タ

イ
粉
」
と
地
域
的
に
呼
ば
れ
る
香
煎
に
も
し
た
。
団
子
の
他
、
う
ど
ん
や
ホ
ウ
ト
ウ
や
ス
イ

ト
ン
と
い
っ
た
麺
に
も
加
工
し
た
。
人
々
は
粉
食
を
神
前
に
供
え
た
他
、
旅
の
は
な
む
け
に

利
用
し
、
粒
食
よ
り
好
ん
だ
。
そ
れ
に
は
、
麦
粉
の
呪
力
が
関
係
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ

の
吸
湿
性
が
、
水
霊
を
象
徴
す
る
ヘ
ビ
や
河
川
の
氾
濫
に
効
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
鎮

咳
の
効
果
も
あ
る
と
さ
れ
た
。
褻
の
食
は
麦
の
団
子
や
麺
の
煮
込
み
、
晴
れ
の
食
は
ツ
ケ
麺

が
主
流
で
あ
っ
た
。
特
に
、
盆
と
素
麺
の
結
び
付
き
が
強
か
っ
た
。
麦
は
正
月
の
餅
と
対
立

的
で
あ
る
が
、
神
饌
に
も
用
い
ら
れ
た
。

第
Ⅳ
章
「
麦
の
豊
穣
予
祝
と
実
入
り
の
祈
願
」
で
は
、
麦
に
ま
つ
わ
る
民
俗
儀
礼
に
つ
い

て
、
聞
き
取
り
と
民
俗
誌
事
例
か
ら
探
る
。
一
月
二
〇
日
は
晴
れ
が
過
ぎ
、
褻
の
入
り
で
あ

る
。
そ
の
寒
い
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
、「
麦
ホ
メ
」
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。
村
の
麦
を
褒

め
散
ら
し
、
人
々
は
麦
畑
の
上
を
転
げ
回
る
奇
抜
な
行
為
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
麦
の

豊
作
を
愛
で
る
こ
と
で
、
そ
の
年
の
麦
の
豊
作
を
予
祝
し
た
。
こ
れ
に
は
、
麦
畑
を
荒
ら
す

モ
グ
ラ
除
け
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
麦
の
熟
れ
る
頃
に
な
る
と
、
農
家
の
嫁

が
里
帰
り
し
、
農
作
業
を
休
み
、
め
で
た
い
食
べ
物
で
あ
る
鯛
を
食
べ
る
「
麦
熟
ら
し
」
の

民
俗
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
麦
が
順
調
に
熟
れ
る
よ
う
に
祈
願
す
る
人
々
の
心
意
か
つ
信
仰

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、「
春
窮
」
と
い
う
季
語
に
着
目
す
る
。
そ
れ

は
、
春
頃
に
前
年
の
収
穫
が
底
を
尽
き
生
活
が
困
窮
し
、
麦
が
重
要
な
食
糧
補
給
源
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
人
々
が
飢
え
に
苛
ま
れ
る
時
期
が
あ
っ
た
の
だ
。
結
果
、「
麦

ホ
メ
」
と
「
麦
熟
ら
し
」
は
、「
春
窮
」
と
い
う
飢
え
に
対
す
る
予
防
的
観
測
を
込
め
た
民

俗
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
突
き
止
め
た
。
人
々
は
「
麦
ホ
メ
」
に
深
い
思
い
を
込
め

て
い
た
。

終
章
「
麦
・
拾
穂
抄
」
で
著
者
は
、
麦
に
対
す
る
希
望
を
示
す
。
麦
の
民
俗
の
希
薄
化

に
は
、
そ
の
面
倒
な
加
工
法
の
他
、
生
活
の
近
代
化
に
よ
り
日
本
人
が
麦
を
軽
視
し
た
背

景
、
麦
を
米
の
脇
役
と
し
て
定
着
さ
せ
た
米
中
心
史
観
が
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
麦
は
厳
し
い
環
境
に
生
き
る
人
々
の
命
を
繋
ぐ
中
心
的
作
物
で

あ
っ
た
こ
と
だ
。
ま
た
、
稈
が
ス
ト
ロ
ー
に
な
る
他
、
堆
肥
素
材
、
飼
料
、
燃
料
と
し
て

も
有
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
麦
を
多
面
的
に
利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
、

日
本
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
国
産
麦
の
自
給
量
は
減
少
し
た
。
日
本
人
と
麦
の
日
常
的

及
び
民
俗
的
関
係
の
再
構
築
に
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
麦
の
自
給
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
と

著
者
は
提
言
し
た
。

以
上
、
本
書
は
著
者
の
青
年
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
麦
の
記
憶
を
綴
っ
た
民
俗
誌
で

あ
る
。
終
章
の
国
家
レ
ベ
ル
で
の
国
産
麦
自
給
に
つ
い
て
の
提
言
に
至
る
前
提
条
件
と
し

て
、
日
本
の
麦
の
自
給
率
（
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
低
い
。
つ
ま
り
、
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど

麦
を
栽
培
し
な
く
な
り
、
日
本
人
と
麦
と
の
関
係
は
希
薄
化
し
た
。
例
え
ば
、「
麦
コ
ナ
シ
」

に
つ
い
て
経
験
的
に
知
る
日
本
人
が
今
日
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
自
身
が
厳

し
い
生
活
環
境
で
麦
の
民
俗
の
豊
か
さ
に
触
れ
た
か
ら
こ
そ
、
今
日
、
消
滅
し
つ
つ
あ
る
麦
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頁
）
と
し
、
加
工
具
や
農
機
具
、
そ
し
て
食
の
近
代
化
に
よ
る
日
本
の
社
会
変
容
が
そ
の
要

因
で
あ
る
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
変
容
の
過
程
に
つ
い
て
丁
寧
に
記
述
し
て
い
れ

ば
、
麦
の
民
俗
の
現
代
的
課
題
を
世
に
問
い
か
け
る
意
義
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
付
言
す
る
と
、
日
本
の
小
麦
の
最
大
産
地
で
あ
る
北
海
道
の
十
勝
地
方
で
は
、
小
麦
食

品
の
普
及
イ
ベ
ン
ト
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
国
的
に
麦
の
記
憶
が
希
薄

化
し
た
訳
で
は
な
い
。
麦
の
記
憶
の
地
域
的
な
濃
淡
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

麦
の
総
合
的
な
研
究
が
単
独
で
は
荷
が
重
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
自
身
が
序

章
で
吐
露
し
た
。
今
後
、
分
野
融
合
的
な
研
究
が
本
書
を
き
っ
か
け
に
立
ち
上
が
る
こ
と
を

著
者
は
期
待
し
て
い
る
。
な
お
、
評
者
も
ま
た
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
小
浜
島
の
麦
の
民
俗
に

つ
い
て
、
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
り
、「
栽
培
し
、
食
用
に
供
す
。
穂
を
子
供
が
ガ
ム

の
よ
う
に
噛
ん
だ
り
、
臼
で
挽
い
て
粉
に
し
た
も
の
を
湯
で
練
っ
た
り
、
砂
糖
と
混
ぜ
た
り

し
て
食
す
。
麦
味
噌
を
作
る
」（
辻
　
二
〇
二
〇
：
五
〇
）
と
記
録
し
た
。
こ
れ
は
戦
中
か

ら
戦
後
に
か
け
て
の
麦
の
利
用
で
あ
る
。
評
者
は
、
植
物
民
俗
の
変
化
の
原
因
を
島
の
い
わ

ゆ
る
「
近
代
化
」、
具
体
的
に
は
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
伴
う
島
の
環
境
開
発
に
求
め
た
が
、

こ
の
よ
う
な
民
俗
は
今
日
の
生
活
で
ほ
と
ん
ど
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
記
録
し

て
お
か
な
い
と
忘
却
さ
れ
る
脆
い
知
識
で
あ
る
こ
と
に
気
を
付
け
て
お
き
た
い
。

本
書
は
、
民
俗
を
究
極
的
に
追
求
す
る
日
本
民
俗
学
の
醍
醐
味
を
そ
の
端
々
で
伝
え
て
い

る
。
さ
ら
に
、
麦
史
観
か
ら
日
本
の
民
俗
を
捉
え
直
す
試
み
で
あ
り
、
従
来
の
米
中
心
史
観

に
対
す
る
挑
発
的
な
民
俗
誌
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

引
用
文
献

辻
貴
志
　（
二
〇
二
〇
）　「
沖
縄
県
八
重
山
郡
小
浜
島
の
民
俗
植
物
学
」『
民
俗
文
化
』
三

二
：
一

-

五
三
。

の
民
俗
の
現
況
を
憂
い
て
い
る
と
評
者
は
読
み
取
っ
た
。

本
書
は
、
生
態
環
境
と
麦
の
関
係
に
つ
い
て
農
学
的
な
視
座
を
援
用
し
明
ら
か
に
し
た
。

麦
は
冬
作
物
で
あ
り
、
主
要
作
物
の
連
作
障
害
を
補
完
す
る
た
め
に
植
え
ら
れ
た
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
環
境
に
も
適
応
的
な
作
物
で
あ
る
こ
と
を
著
者
は
示
し
た
。
そ
れ
は
、
農
家

が
輪
作
の
た
め
に
表
作
と
裏
作
を
決
め
、
厳
し
い
環
境
で
地
力
の
回
復
を
鑑
み
な
が
ら
二

年
五
毛
作
を
行
っ
た
飽
く
な
き
環
境
利
用
の
科
学
的
合
理
性
の
証
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
注

目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
著
者
が
農
学
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
知
見
の
ほ
と
ん
ど
を
徹

底
し
て
古
老
へ
の
聞
き
取
り
か
ら
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
日
本
民
俗
学
の
手
法
で

人
々
の
在
来
の
農
学
的
知
識
を
炙
り
出
し
た
点
は
秀
逸
で
あ
る
。

そ
し
て
、
日
本
民
俗
学
の
視
点
か
ら
、
麦
の
収
穫
や
精
白
作
業
、
そ
し
て
食
文
化
を
始
め

麦
の
民
俗
を
描
き
出
し
た
。
著
者
は
、
聞
き
取
り
の
束
を
整
理
し
、
過
去
の
様
子
を
写
真
の

よ
う
な
精
度
で
記
述
し
た
。
麦
作
に
お
け
る
人
糞
の
堆
肥
利
用
や
牛
馬
の
利
用
は
現
在
の
日

本
で
は
見
ら
れ
な
い
。
牛
馬
の
放
牧
と
畑
作
を
同
時
展
開
す
る
切
替
畑
「
牧
畑
」
で
麦
を
栽

培
す
る
光
景
も
も
は
や
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
著
者
の
収
集
し
た
民
俗
は
今
日
で
は

ほ
ぼ
収
集
不
可
能
で
あ
る
。
現
代
の
都
市
化
は
、「
結
い
」
と
い
う
面
倒
で
は
あ
る
が
集
団

作
業
で
お
互
い
が
助
け
合
い
生
き
て
い
く
社
会
シ
ス
テ
ム
を
弱
体
化
さ
せ
た
。「
結
い
」
社

会
は
慣
習
が
厳
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
農
作
業
の
苦
労
を
軽
減
す
る
労
働
唄
が
発
達
し
、
か
つ

今
日
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
よ
う
な
民
俗
語
彙
を
豊
か
に
し
、
そ
れ
ら
が
人
々
の
心
意
の
随

所
に
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
庶
民
の
生
の
記
録
と
記
憶
を
執
拗
と
思
え
る
ほ
ど
体
系
付
け
た

点
に
、
著
者
の
情
念
の
凄
ま
じ
さ
を
感
じ
る
。
著
者
が
序
章
で
展
開
し
た
日
本
民
俗
学
に
対

す
る
批
判
も
、
こ
の
よ
う
な
強
い
感
性
の
作
用
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
本
書
で
日
本
の
麦
の
栽
培
技
術
や
民
俗
を
詳
細
に
検
証
し
た
が
、
我
々
の
身
の
周

り
か
ら
麦
の
記
憶
が
希
薄
化
し
た
理
由
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
い
な
い
。
た
だ
、「（
大
正
一

〇
年
に
は
）
主
食
と
し
て
の
冬
作
の
麦
が
消
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
」（
一
四
六
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頁
）
と
し
、
加
工
具
や
農
機
具
、
そ
し
て
食
の
近
代
化
に
よ
る
日
本
の
社
会
変
容
が
そ
の
要

因
で
あ
る
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
変
容
の
過
程
に
つ
い
て
丁
寧
に
記
述
し
て
い
れ

ば
、
麦
の
民
俗
の
現
代
的
課
題
を
世
に
問
い
か
け
る
意
義
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
付
言
す
る
と
、
日
本
の
小
麦
の
最
大
産
地
で
あ
る
北
海
道
の
十
勝
地
方
で
は
、
小
麦
食

品
の
普
及
イ
ベ
ン
ト
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
国
的
に
麦
の
記
憶
が
希
薄

化
し
た
訳
で
は
な
い
。
麦
の
記
憶
の
地
域
的
な
濃
淡
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

麦
の
総
合
的
な
研
究
が
単
独
で
は
荷
が
重
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
自
身
が
序

章
で
吐
露
し
た
。
今
後
、
分
野
融
合
的
な
研
究
が
本
書
を
き
っ
か
け
に
立
ち
上
が
る
こ
と
を

著
者
は
期
待
し
て
い
る
。
な
お
、
評
者
も
ま
た
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
小
浜
島
の
麦
の
民
俗
に

つ
い
て
、
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
り
、「
栽
培
し
、
食
用
に
供
す
。
穂
を
子
供
が
ガ
ム

の
よ
う
に
噛
ん
だ
り
、
臼
で
挽
い
て
粉
に
し
た
も
の
を
湯
で
練
っ
た
り
、
砂
糖
と
混
ぜ
た
り

し
て
食
す
。
麦
味
噌
を
作
る
」（
辻
　
二
〇
二
〇
：
五
〇
）
と
記
録
し
た
。
こ
れ
は
戦
中
か

ら
戦
後
に
か
け
て
の
麦
の
利
用
で
あ
る
。
評
者
は
、
植
物
民
俗
の
変
化
の
原
因
を
島
の
い
わ

ゆ
る
「
近
代
化
」、
具
体
的
に
は
沖
縄
の
本
土
復
帰
に
伴
う
島
の
環
境
開
発
に
求
め
た
が
、

こ
の
よ
う
な
民
俗
は
今
日
の
生
活
で
ほ
と
ん
ど
用
を
な
さ
な
く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
記
録
し

て
お
か
な
い
と
忘
却
さ
れ
る
脆
い
知
識
で
あ
る
こ
と
に
気
を
付
け
て
お
き
た
い
。

本
書
は
、
民
俗
を
究
極
的
に
追
求
す
る
日
本
民
俗
学
の
醍
醐
味
を
そ
の
端
々
で
伝
え
て
い

る
。
さ
ら
に
、
麦
史
観
か
ら
日
本
の
民
俗
を
捉
え
直
す
試
み
で
あ
り
、
従
来
の
米
中
心
史
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に
対
す
る
挑
発
的
な
民
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誌
で
あ
る
と
評
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で
き
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。
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在
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点
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や
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な
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こ
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に
、
著
者
の
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し
た
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は
今
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で
は

ほ
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不
可
能
で
あ
る
。
現
代
の
都
市
化
は
、「
結
い
」
と
い
う
面
倒
で
は
あ
る
が
集
団

作
業
で
お
互
い
が
助
け
合
い
生
き
て
い
く
社
会
シ
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ム
を
弱
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さ
せ
た
。「
結
い
」
社

会
は
慣
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れ
ゆ
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に
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働
唄
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著
者
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さ
を
感
じ
る
。
著
者
が
序
章
で
展
開
し
た
日
本
民
俗
学
に
対

す
る
批
判
も
、
こ
の
よ
う
な
強
い
感
性
の
作
用
に
よ
る
で
あ
ろ
う
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は
本
書
で
日
本
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麦
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培
技
術
や
民
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を
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細
に
検
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記
憶
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に
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。
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（講演要旨）平野屋新田会所跡の歴史と保存・活用

活
動
報
告

民
俗
学
研
究
所
第
三
三
回
公
開
講
演
会

日
時
　
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
五
日
（
火
）
一
五
時
〜
一
六
時
三
〇
分

会
場
　
近
畿
大
学
Ｅ
キ
ャ
ン
パ
ス
Ａ
館
三
〇
一
教
室
（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形
式
）

講
師
　
大
東
市
産
業
・
文
化
部
生
涯
学
習
課
　
佐
々
木
拓
哉
氏

演
題
　
平
野
屋
新
田
会
所
跡
の
歴
史
と
保
存
・
活
用

は
じ
め
に

本
講
演
で
は
、
大
東
市
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
深
野
池
の
新
田
開
発
と
平

野
屋
新
田
会
所
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
、
大
東
市
が
進
め
て
い
る
平
野
屋
新
田
会
所
跡
の

保
存
・
活
用
・
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
。

深
野
池
の
新
田
開
発

江
戸
時
代
中
期
ま
で
、
大
東
市
域
に
は
深
野
池
と
い
う
池
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
深
野
池

は
、
縄
文
時
代
に
温
暖
化
に
よ
る
海
面
上
昇
に
よ
っ
て
生
駒
山
麓
付
近
ま
で
海
水
が
進
入
し

て
で
き
た
河
内
湾
（
後
の
河
内
湖
）
の
名
残
と
し
て
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
池
で
あ
る
。
深

野
池
に
は
北
か
ら
寝
屋
川
な
ど
が
、
南
か
ら
は
恩
智
川
や
大
和
川
の
支
流
の
吉
田
川
な
ど
が

流
れ
て
き
て
い
た
。

一
七
世
紀
後
半
頃
に
は
、
山
か
ら
流
れ
て
く
る
土
砂
の
堆
積
に
よ
っ
て
大
和
川
の
天
井
川

化
が
進
行
し
、
大
和
川
の
下
流
で
は
頻
繁
に
洪
水
被
害
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

特
に
深
野
池
周
辺
で
は
た
び
た
び
堤
切
れ
が
発
生
し
て
お
り
、
治
水
対
策
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、
大
和
川
の
治
水
対
策
の
帰
結
と
し

て
、
柏
原
付
近
か
ら
大
和
川
の
向
き
を
堺
方
面
に
向
か
っ
て
西
向
き
に
付
け
替
え
る
、
大
和

川
の
付
替
え
工
事
が
行
わ
れ
た
。
付
替
え
に
よ
っ
て
川
か
ら
の
水
の
流
入
を
失
っ
た
深
野
池

で
は
、
新
田
開
発
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

宝
永
二
年
、
深
野
池
の
地
代
金
の
入
札
が
行
わ
れ
、
東
本
願
寺
難
波
御
坊
が
総
面
積
三
〇

五
町
一
反
五
畝
（
甲
子
園
球
場
八
四
個
分
に
相
当
）
の
深
野
池
跡
の
開
発
権
を
落
札
し
た
。

（
講
演
要
旨
）
平
野
屋
新
田
会
所
跡
の
歴
史
と
保
存
・
活
用

佐
々
木
　
拓
　
哉




