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本
書
は
、
環
境
民
俗
学
の
大
家
で
あ
る
野
本
寛
一
氏
（
以
下
、
野
本
）
が
自
身
の
研
究
人

生
に
つ
い
て
語
る
評
伝
的
記
録
で
あ
り
、
野
本
か
ら
近
畿
大
学
大
学
院
文
芸
学
研
究
科
で
直

接
薫
陶
を
受
け
た
地
方
史
家
の
筒
江
薫
氏
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
野
本
は
絶
え

ず
山
・
川
・
海
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
で
、
生
態
環
境
と
日
本
人
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
、
膨
大
な
民
俗
誌
を
生
産
し
て
き
た
功
績
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
五
年
の
文
化
功

労
者
に
選
出
さ
れ
た
。
本
書
に
は
「
野
本
民
俗
学
」
の
真
髄
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
野
本

の
生
い
立
ち
や
人
と
な
り
も
併
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
野
本
の
学
問
の
価
値
と
個
性
の
豊

か
さ
を
我
々
の
生
き
方
に
役
立
た
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
本
書
は
「
は
じ
め
に
」
と

「
お
わ
り
に
」
を
除
く
七
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
付
録
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
お
み
や

げ
「
書
斎
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
と
野
本
の
主
要
な
「
著
作
紹
介
」
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
野
本

が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
収
集
し
た
民
具
四
四
点
と
そ
の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書

評
で
は
本
書
の
核
と
な
る
第
一
章
か
ら
第
七
章
の
み
を
対
象
と
す
る
。

第
一
章
「
最
初
の
旅
」
で
は
、
野
本
の
民
俗
学
の
基
礎
が
「
峠
」
の
歩
き
か
ら
始
ま
り
醸

成
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
辿
る
。
野
本
は
峠
を
越
え
る
こ
と
で
変
わ
る
文
化
景
観
に
興
味
を

抱
き
、
と
り
わ
け
焼
畑
の
生
業
・
生
計
シ
ス
テ
ム
に
魅
せ
ら
れ
て
「
焼
畑
民
俗
文
化
論
」
を

展
開
し
た
。
そ
し
て
、
個
人
に
密
着
し
た
調
査
を
行
う
こ
と
で
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
人
の
生

業
の
戦
略
構
造
を
分
析
し
、
自
然
の
摂
理
が
個
人
の
行
動
様
式
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る

点
に
感
銘
を
受
け
た
結
果
、
野
本
は
「
生
態
民
俗
学
」
や
「
環
境
民
俗
学
」
と
い
う
独
自
の

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
っ
た
。

第
二
章
「
五
人
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
で
は
、
野
本
の
民
俗
学
的
素
養
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や

お
か
あ
さ
ん
か
ら
受
け
継
が
れ
、
培
わ
れ
て
い
っ
た
点
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
野
本
は
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
や
お
か
あ
さ
ん
が
関
わ
る
年
中
行
事
や
話
す
方
言
を
よ
く
理
解
し
、
吸
収
し
た
事

実
を
彼
自
身
の
記
憶
や
記
録
か
ら
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
民
俗
学
で
肝
要
な
の
は
、
老
人
の

若
い
世
代
へ
の
伝
承
力
で
あ
る
と
説
き
、
と
り
わ
け
孫
の
世
話
に
従
事
す
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
魅
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
を
紹
介
し
、
野
本
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
関
係
性
が
、
野
本

の
民
俗
学
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
現
代
日
本
社
会
で
は
家
族
関
係
の
変

化
に
よ
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
孫
と
の
関
係
性
は
希
薄
化
し
た
が
、
野
本
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
有
す
る
力
の
再
評
価
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
記
す
。

第
三
章
「
子
ど
も
の
こ
ろ
」
で
は
、
野
本
の
子
ど
も
時
代
を
回
顧
す
る
。
戦
中
の
校
内
で

の
年
齢
階
梯
制
度
を
始
め
、
戦
争
の
雰
囲
気
に
馴
染
め
ず
小
学
校
の
時
か
ら
読
書
に
没
頭
し

て
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
特
に
魅
了
さ
れ
た
の
が
柳
田
國
男
の
本
で
、
子
ど

も
の
頃
は
日
本
の
伝
統
や
日
本
人
の
伝
承
知
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
生
態
民

俗
論
に
つ
な
が
る
欲
求
を
涵
養
し
て
い
っ
た
。
一
九
歳
の
時
に
は
、
自
ら
の
要
領
の
良
さ
を

親
族
な
ど
に
た
し
な
め
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
誠
実
さ
を
持
っ
て
人
に
接
す
る
制
約

を
自
身
に
課
し
た
。
一
方
で
、
そ
れ
以
来
、
そ
う
し
た
儒
教
的
な
生
き
づ
ら
い
思
想
に
対
し

て
、
老
荘
思
想
的
な
気
楽
に
生
き
る
と
い
う
感
覚
を
併
せ
持
っ
た
人
生
を
歩
ん
だ
。

第
四
章
「
高
校
教
員
・
野
本
寛
一
」
で
は
、
野
本
の
高
校
教
員
時
代
に
触
れ
る
が
、
教
員

と
民
俗
学
者
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
く
こ
と
の
困
難
さ
に
つ
い
て
吐
露
し
て
い
る
。
教
育
や

教
務
に
追
わ
れ
、
野
本
が
民
俗
学
者
の
道
を
歩
き
出
す
の
に
は
、
教
員
に
な
っ
て
か
ら
一
二

年
ほ
ど
を
要
し
た
。
教
員
の
忙
し
さ
が
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
ら
れ
る
一
方
で
、
野
本
は
家
庭
訪
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問
に
も
膨
大
な
時
間
を
割
く
が
、
家
庭
を
訪
問
す
る
こ
と
で
生
徒
だ
け
で
な
く
生
徒
の
親
族

と
の
関
係
を
良
好
に
構
築
し
、
生
徒
の
祖
父
母
か
ら
民
俗
的
情
報
の
収
集
を
行
っ
た
。
こ
う

し
た
態
度
は
実
際
の
民
俗
学
の
調
査
に
大
い
に
役
立
っ
た
が
、
公
務
の
多
忙
か
ら
基
本
的
に

民
俗
学
調
査
は
土
日
に
し
か
で
き
ず
、
こ
の
時
点
で
は
日
本
民
俗
学
会
年
会
に
出
る
こ
と
が

か
な
わ
な
か
っ
た
。
後
に
大
病
を
患
い
、
そ
の
際
に
出
世
作
と
な
る
『
生
態
民
俗
学
序
説
』

の
構
想
を
練
っ
た
が
、
野
本
の
民
俗
学
調
査
は
順
風
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
校
教
員

と
し
て
、
さ
ら
に
夫
や
父
親
と
し
て
制
約
さ
れ
た
環
境
下
で
も
、
野
本
は
わ
が
ま
ま
に
歩
き

回
っ
た
。
そ
こ
に
は
幼
児
の
時
代
に
戦
争
で
父
親
を
失
っ
た
父
親
像
の
欠
如
が
影
響
し
て
い

た
と
す
る
。

第
五
章
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
民
俗
学
の
原
点
」
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
野
本

流
の
楽
し
み
方
を
紹
介
す
る
。
野
本
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
醍
醐
味
は
、
自
ら

歩
く
こ
と
で
得
た
知
見
を
一
次
資
料
と
し
て
、
自
ら
が
立
て
た
仮
説
を
検
証
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
あ
る
。
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
環
境
や
人
や
モ
ノ
と
の
出
会
い

が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
し
た
現
在
で
も
変
わ
ら
ず
、
考
え
、
実
際
に
歩

か
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
す
る
。
野
本
の
環
境
民
俗
学
は
、
事
実
の
積
み
重
ね
と
体
系
化

に
あ
り
、
無
味
乾
燥
的
な
自
然
科
学
と
は
一
線
を
画
す
る
性
質
を
有
し
、
観
念
で
は
解
決
で

き
な
い
徹
底
し
た
現
場
主
義
が
あ
る
こ
と
を
記
す
。

第
六
章
「
展
開
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
」
で
は
、
野
本
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
徹
底
し
た
現

場
主
義
を
突
き
詰
め
る
。
川
、
海
、
山
、
島
の
自
然
と
民
俗
と
の
関
係
を
解
明
す
る
に
は
、

自
然
環
境
の
連
続
性
を
具
体
的
に
す
る
目
的
で
多
く
の
地
域
を
歩
き
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
そ

し
て
、
自
然
と
民
俗
と
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
を
対
象
と
し
た
生
き
た
民
俗
を
扱
う
場

合
の
調
査
マ
ナ
ー
の
必
要
性
に
触
れ
る
。
例
え
ば
、
調
査
地
を
訪
問
す
る
際
の
タ
イ
ミ
ン

グ
、
地
元
民
へ
の
心
的
配
慮
な
ど
に
つ
い
て
、
外
来
者
が
土
足
で
踏
み
込
む
こ
と
は
絶
対
に

許
さ
れ
ず
、
常
に
謙
虚
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
し
、
謙
虚
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
っ
て
も
受
け
入
れ

ら
れ
る
と
人
間
関
係
の
本
質
を
説
く
。
ま
た
、
何
か
を
知
る
た
め
に
は
根
気
が
必
要
で
あ
る

と
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
の
ス
タ
イ
ル
を
振
り
返
る
。

第
七
章
「
時
間
は
と
め
ら
れ
な
い
」
で
は
、
民
俗
学
を
学
ぶ
者
の
宿
命
と
し
て
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
の
別
れ
を
読
者
に
伝
え
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
再
訪
し
て
も
物
故
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
物
故
し
た
人
と
の
付
き
合
い
方
の
可
能
性
を
野
本
は
模
索

す
る
が
、
こ
れ
は
民
俗
学
者
に
と
っ
て
時
間
が
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
す
象
徴
的
な
課
題

で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
経
験
し
た
貨
物
船
、
吹
雪
、
台
風
、
野
宿
、
酒
に

関
す
る
失
敗
や
人
心
の
温
か
み
の
思
い
出
を
振
り
返
る
。
貨
物
船
で
船
酔
い
し
た
が
同
乗
者

か
ら
有
益
な
話
が
聞
け
た
り
、
台
風
の
た
め
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
り
、
駅
の

ベ
ン
チ
で
一
夜
を
過
ご
し
た
り
、
酒
を
通
じ
て
人
々
と
打
ち
解
け
話
を
聞
か
し
て
も
ら
っ
た

り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
者
が
遭
遇
し
う
る
良
し
悪
し
は
あ
る
が
フ
ィ
ー
ル
ド
の

洗
礼
と
そ
の
対
応
と
い
う
重
要
な
体
験
談
で
も
っ
て
本
書
に
お
け
る
野
本
の
話
は
締
め
く
く

ら
れ
る
。

以
上
、
本
書
は
旺
盛
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
展
開
し
、
膨
大
な
実
績
を
積
み
上
げ
て
き

た
現
代
を
生
き
る
民
俗
学
者
の
中
で
も
指
折
り
の
民
俗
学
者
、
野
本
の
調
査
研
究
と
生
い
立

ち
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
編
集
し
た
書
籍
で
あ
る
。
野
本
を
語
り
尽
く
す
に
は
い
さ
さ
か
物
足
り

な
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
だ
が
、
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
野
本
の
民
俗
学
者
と
し
て
の
顔
、
人
物

像
、
抱
い
て
い
る
思
想
を
お
お
よ
そ
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
膨
大
な
業
績
を
そ

の
足
で
稼
い
で
き
た
野
本
の
調
査
ス
タ
イ
ル
や
理
念
に
つ
い
て
も
本
書
は
容
易
に
紹
介
し
て

い
る
。

評
者
は
日
本
民
俗
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
人
間
関
係
や
相
手
側
の
都
合
が
大
き
く

影
響
す
る
非
常
に
難
し
い
調
査
手
法
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
人
々
と
う
ま
く
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
評
者
自
身
の
失
敗

に
端
を
発
す
る
が
、
実
体
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
日
本
各
地
を
頻
繁
か
つ
長
年
に
か
け
て
歩
き
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い
て
は
、
他
の
民
俗
学
者
に
引
け
を
取
ら
な
い
。
地
味
な
印
象
が
拭
え
な
い
理
由
は
説
明
し

に
く
い
が
、
本
書
の
中
で
野
本
自
身
も
「
民
俗
学
と
い
う
素
朴
な
学
問
を
鈍
重
に
つ
づ
け
て

い
る
地
味
な
学
徒
だ
」
と
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
評
者
の
評
価
自
体
は
的
外
れ
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
本
書
が
野
本
と
い
う
民
俗
学
者
を
一
般
向
け
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
運

び
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
特
に
、
自
然
と
民
俗
と
の
関
係
を
扱
っ
た
環
境
民
俗
学
が
、
評

者
を
始
め
生
態
人
類
学
と
い
う
自
然
と
人
と
の
関
係
性
を
探
求
す
る
学
問
に
従
事
す
る
者
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
上
に
、
野
本
民
俗
学
が
評
価
さ
れ
れ
ば
、
今
後
の
自
然
と
民
俗

と
人
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
よ
り
高
い
次
元
へ
と
導
く
と
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
本
書
だ
け
で
は
野
本
の
学
問
体
系
と
そ
の
詳
細
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
。
各
章
で
断
片
的
に
野
本
の
調
査
の
記
録
が
織
り
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
例

え
ば
、
野
本
の
「
生
態
民
俗
学
」
の
学
術
的
意
義
は
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
具
体

的
な
研
究
対
象
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
き
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
本
書
に
野
本
の
学
術
面
の
エ
ッ
セ
ン
ス
や
理
論
を
体
系
化
し
た
章
を
設
け
る
と
、
野
本

民
俗
学
の
深
み
に
読
者
を
誘
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
の
点
い
さ
さ
か
残

念
で
あ
る
。
評
者
が
最
も
野
本
の
業
績
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
『
生
態
と
民
俗
―
ヒ
ト
と

動
物
の
相
渉
譜
』（
二
〇
〇
八
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
は
、
日
本
各
地
の
自
然
を
利
用
す

る
人
々
の
民
俗
や
動
植
物
に
関
す
る
民
俗
伝
承
お
よ
び
知
恵
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
記
録
し
て

お
り
、
日
本
人
の
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
動
植
物
と
の
共
生
・
共
存
・
葛
藤
・
対
立
と
い
う

構
図
を
相
渉
と
い
う
概
念
で
捉
え
た
野
本
民
俗
学
の
傑
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
面
に

も
あ
る
程
度
の
ペ
ー
ジ
を
割
か
な
い
と
、
野
本
民
俗
学
の
価
値
を
適
切
に
評
価
さ
れ
る
機
会

を
損
ね
て
し
ま
う
。
野
本
の
も
と
で
学
ん
だ
編
者
に
こ
そ
取
り
組
ん
で
欲
し
か
っ
た
重
要
な

課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
向
け
に
も
書
か
れ
て
お
り
、

野
本
民
俗
学
の
導
入
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
野
本
の
代
表
的
な
著
作
は
一
〜
三
行
程
度
の

回
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
々
と
の
関
係
を
構
築
す
る
調
査
を
是
と
す
る
野
本
の
相
当
な
技
術

と
覚
悟
が
わ
か
る
。
野
本
は
子
ど
も
時
代
に
身
に
付
け
た
「
謙
虚
さ
」
を
武
器
と
し
、
こ
れ

ま
で
調
査
を
展
開
し
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
常
に
謙
虚
で
い
る
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は

な
い
。
野
本
は
ま
た
何
度
も
同
じ
人
々
を
訪
ね
て
調
査
を
行
っ
た
が
、
評
者
も
大
学
院
時
代

の
指
導
教
員
か
ら
「
自
分
が
尊
敬
で
き
る
人
を
調
査
対
象
に
し
な
さ
い
」
と
説
か
れ
た
こ
と

が
複
数
回
あ
り
、
野
本
が
徹
底
し
て
自
身
が
尊
敬
で
き
る
人
々
を
調
査
対
象
と
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
一
方
で
、
野
本
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
も
淡
々
と
調
査
を
で
き
た
わ
け
で
は

な
く
、
本
書
で
も
告
白
さ
れ
る
よ
う
に
「
い
く
つ
に
な
っ
て
も
心
臓
は
強
く
な
ら
な
い
ね
。

緊
張
感
が
あ
る
」
と
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
や
は
り
生
涯
謙
虚
さ
に
根
ざ
し
て
い
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
本
書
は
、
簡
略
な
が
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
許
さ
れ
な
い
マ
ナ
ー

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
者
は
野
本
の
流
儀
に
学
ぶ
べ
き
点

が
多
々
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
性
の
素
質
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
全
般
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。

野
本
は
高
校
教
員
の
傍
、
民
俗
学
調
査
を
行
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
研
究
機
関
に
勤
め

る
民
俗
学
者
と
し
て
は
遅
咲
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
校
の
教
務
の
都
合
上
、
学
会
に
も
出
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
野
本
は
休
日
を
利
用
し
て
コ
ツ
コ
ツ
と
調
査
を
行
う
と

と
も
に
、
生
徒
の
家
庭
訪
問
の
機
会
を
利
用
し
て
生
徒
の
祖
父
母
か
ら
民
俗
学
的
情
報
を
集

め
る
以
前
、
そ
れ
も
幼
少
の
頃
か
ら
民
俗
学
に
関
心
を
抱
き
、
民
俗
学
に
生
涯
を
か
け
た
人

生
を
送
っ
て
き
た
と
解
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
功
績
に
よ
り
文
化
功
労
者
と
な
っ
た
が
、
一

般
に
野
本
を
知
る
人
は
多
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
評
者
は
近
畿
大
学
経
営
学
部
で
非
常
勤

講
師
を
務
め
る
が
、
野
本
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
る
学
生
は
こ
れ
ま
で
誰
一
人
と
し
て
い
な

か
っ
た
。
日
本
民
俗
学
で
は
、
柳
田
國
男
、
南
方
熊
楠
、
折
口
信
夫
、
宮
本
常
一
が
有
名

で
、
谷
川
健
一
や
宮
田
登
も
民
俗
学
を
一
般
に
普
及
さ
せ
て
き
た
功
労
者
で
あ
る
。
彼
ら
と

比
較
し
て
、
野
本
は
地
味
な
印
象
が
あ
る
が
、
研
究
業
績
と
そ
れ
に
比
例
し
た
歩
く
量
に
お
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い
て
は
、
他
の
民
俗
学
者
に
引
け
を
取
ら
な
い
。
地
味
な
印
象
が
拭
え
な
い
理
由
は
説
明
し

に
く
い
が
、
本
書
の
中
で
野
本
自
身
も
「
民
俗
学
と
い
う
素
朴
な
学
問
を
鈍
重
に
つ
づ
け
て

い
る
地
味
な
学
徒
だ
」
と
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
評
者
の
評
価
自
体
は
的
外
れ
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
本
書
が
野
本
と
い
う
民
俗
学
者
を
一
般
向
け
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
運

び
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
特
に
、
自
然
と
民
俗
と
の
関
係
を
扱
っ
た
環
境
民
俗
学
が
、
評

者
を
始
め
生
態
人
類
学
と
い
う
自
然
と
人
と
の
関
係
性
を
探
求
す
る
学
問
に
従
事
す
る
者
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
上
に
、
野
本
民
俗
学
が
評
価
さ
れ
れ
ば
、
今
後
の
自
然
と
民
俗

と
人
と
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
よ
り
高
い
次
元
へ
と
導
く
と
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
本
書
だ
け
で
は
野
本
の
学
問
体
系
と
そ
の
詳
細
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
て
い
な
い
。
各
章
で
断
片
的
に
野
本
の
調
査
の
記
録
が
織
り
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
例

え
ば
、
野
本
の
「
生
態
民
俗
学
」
の
学
術
的
意
義
は
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
具
体

的
な
研
究
対
象
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
き
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
本
書
に
野
本
の
学
術
面
の
エ
ッ
セ
ン
ス
や
理
論
を
体
系
化
し
た
章
を
設
け
る
と
、
野
本

民
俗
学
の
深
み
に
読
者
を
誘
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
の
点
い
さ
さ
か
残

念
で
あ
る
。
評
者
が
最
も
野
本
の
業
績
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
『
生
態
と
民
俗
―
ヒ
ト
と

動
物
の
相
渉
譜
』（
二
〇
〇
八
年
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
は
、
日
本
各
地
の
自
然
を
利
用
す

る
人
々
の
民
俗
や
動
植
物
に
関
す
る
民
俗
伝
承
お
よ
び
知
恵
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
記
録
し
て

お
り
、
日
本
人
の
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
動
植
物
と
の
共
生
・
共
存
・
葛
藤
・
対
立
と
い
う

構
図
を
相
渉
と
い
う
概
念
で
捉
え
た
野
本
民
俗
学
の
傑
作
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
面
に

も
あ
る
程
度
の
ペ
ー
ジ
を
割
か
な
い
と
、
野
本
民
俗
学
の
価
値
を
適
切
に
評
価
さ
れ
る
機
会

を
損
ね
て
し
ま
う
。
野
本
の
も
と
で
学
ん
だ
編
者
に
こ
そ
取
り
組
ん
で
欲
し
か
っ
た
重
要
な

課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
向
け
に
も
書
か
れ
て
お
り
、

野
本
民
俗
学
の
導
入
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
野
本
の
代
表
的
な
著
作
は
一
〜
三
行
程
度
の

回
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
人
々
と
の
関
係
を
構
築
す
る
調
査
を
是
と
す
る
野
本
の
相
当
な
技
術

と
覚
悟
が
わ
か
る
。
野
本
は
子
ど
も
時
代
に
身
に
付
け
た
「
謙
虚
さ
」
を
武
器
と
し
、
こ
れ

ま
で
調
査
を
展
開
し
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
常
に
謙
虚
で
い
る
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は

な
い
。
野
本
は
ま
た
何
度
も
同
じ
人
々
を
訪
ね
て
調
査
を
行
っ
た
が
、
評
者
も
大
学
院
時
代

の
指
導
教
員
か
ら
「
自
分
が
尊
敬
で
き
る
人
を
調
査
対
象
に
し
な
さ
い
」
と
説
か
れ
た
こ
と

が
複
数
回
あ
り
、
野
本
が
徹
底
し
て
自
身
が
尊
敬
で
き
る
人
々
を
調
査
対
象
と
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
一
方
で
、
野
本
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
も
淡
々
と
調
査
を
で
き
た
わ
け
で
は

な
く
、
本
書
で
も
告
白
さ
れ
る
よ
う
に
「
い
く
つ
に
な
っ
て
も
心
臓
は
強
く
な
ら
な
い
ね
。

緊
張
感
が
あ
る
」
と
彼
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
や
は
り
生
涯
謙
虚
さ
に
根
ざ
し
て
い
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
本
書
は
、
簡
略
な
が
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
許
さ
れ
な
い
マ
ナ
ー

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
者
は
野
本
の
流
儀
に
学
ぶ
べ
き
点

が
多
々
あ
る
。
こ
れ
は
「
天
性
の
素
質
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
全
般
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。

野
本
は
高
校
教
員
の
傍
、
民
俗
学
調
査
を
行
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
研
究
機
関
に
勤
め

る
民
俗
学
者
と
し
て
は
遅
咲
き
で
あ
る
。
ま
た
、
高
校
の
教
務
の
都
合
上
、
学
会
に
も
出
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
野
本
は
休
日
を
利
用
し
て
コ
ツ
コ
ツ
と
調
査
を
行
う
と

と
も
に
、
生
徒
の
家
庭
訪
問
の
機
会
を
利
用
し
て
生
徒
の
祖
父
母
か
ら
民
俗
学
的
情
報
を
集

め
る
以
前
、
そ
れ
も
幼
少
の
頃
か
ら
民
俗
学
に
関
心
を
抱
き
、
民
俗
学
に
生
涯
を
か
け
た
人

生
を
送
っ
て
き
た
と
解
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
功
績
に
よ
り
文
化
功
労
者
と
な
っ
た
が
、
一

般
に
野
本
を
知
る
人
は
多
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
評
者
は
近
畿
大
学
経
営
学
部
で
非
常
勤

講
師
を
務
め
る
が
、
野
本
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
る
学
生
は
こ
れ
ま
で
誰
一
人
と
し
て
い
な

か
っ
た
。
日
本
民
俗
学
で
は
、
柳
田
國
男
、
南
方
熊
楠
、
折
口
信
夫
、
宮
本
常
一
が
有
名

で
、
谷
川
健
一
や
宮
田
登
も
民
俗
学
を
一
般
に
普
及
さ
せ
て
き
た
功
労
者
で
あ
る
。
彼
ら
と

比
較
し
て
、
野
本
は
地
味
な
印
象
が
あ
る
が
、
研
究
業
績
と
そ
れ
に
比
例
し
た
歩
く
量
に
お
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根
ざ
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
今
日
で
の
有
用
性
と
意
義
が
よ
り
多
く
の
読
者
に
伝
わ
る

と
確
信
す
る
。
ま
た
、
日
本
民
俗
学
の
存
在
意
義
に
も
一
石
を
投
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
特

に
、
野
を
歩
き
考
え
る
学
問
を
時
代
錯
誤
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
に
こ
そ
、
ぜ
ひ
手

に
と
っ
て
読
ん
で
も
ら
い
た
い
一
冊
で
あ
る
。

 （
東
京
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
九
年
、

149
頁
、2200

円
＋
税
、ISBN

978-4-472-

30306-7

）

説
明
に
過
ぎ
な
い
が
「
著
作
紹
介
」
の
項
で
示
さ
れ
て
お
り
、
野
本
民
俗
学
を
基
礎
か
ら
学

ぶ
上
で
本
書
に
目
を
通
し
て
お
く
意
義
は
あ
る
。

今
日
、
自
然
と
民
俗
と
の
関
係
性
は
近
代
化
、
原
発
事
故
や
津
波
・
地
震
に
よ
る
自
然
災

害
、
自
然
開
発
な
ど
の
要
因
に
よ
り
急
速
に
薄
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
野

本
が
記
述
し
て
き
た
民
俗
知
を
有
す
る
人
々
の
死
に
よ
る
知
の
消
滅
と
継
承
の
困
難
も
要
因

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
若
い
世
代
を
中
心
に
、
何
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
情
報
に
頼
ろ
う

と
す
る
風
潮
が
強
く
確
認
で
き
る
。
民
俗
学
を
始
め
、
自
分
の
足
で
歩
き
、
考
え
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
学
問
体
系
は
死
に
体
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
く
ま
な
く

世
を
歩
く
こ
と
で
野
本
民
俗
学
は
構
築
さ
れ
て
き
た
。
野
本
民
俗
学
は
歩
き
考
え
る
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
基
本
と
根
気
、
そ
し
て
他
者
へ
の
誠
実
さ
を
支
え
に
展
開
し
て
き
た
こ
と
を

本
書
は
伝
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
基
本
的
な
他
者
と
の
付
き
合
い
方
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
方
法
や
他
者
と
の
関
係
性
に
関
す
る
英
知
の
欠
如
が
、
今
日
の
排
他
主
義
や
国
際
関

係
な
ど
狭
い
視
野
に
陥
り
が
ち
の
問
題
を
助
長
さ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
が
恣
意
的
に
流
す
情
報
だ
け
で
な
く
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
バ
イ
ア
ス
な
ど
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
の
情
報
に
信
頼
性
が
欠
け
つ
つ
あ
る
昨
今
、
我
々
は
こ
う
し
た
情
報
に
惑
わ
さ
れ

ず
か
つ
扇
動
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
に
気
を
つ
け
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
問
題

に
対
し
て
、
日
本
人
の
伝
承
や
心
意
を
主
な
研
究
対
象
と
し
、
日
本
人
あ
る
い
は
人
間
と
し

て
の
根
源
に
た
ど
り
着
く
こ
と
で
自
然
や
他
者
へ
の
配
慮
を
認
識
し
実
践
す
る
野
本
民
俗
学

は
、
今
日
の
偏
狭
な
社
会
や
世
界
を
生
き
る
上
で
一
貫
性
を
持
っ
て
大
ら
か
に
生
き
る
た
め

の
指
針
を
我
々
に
提
供
し
て
お
り
、
そ
の
思
想
に
つ
い
て
学
ぶ
価
値
は
高
い
。

野
本
民
俗
学
の
手
法
は
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
自
然
と
民
俗
の
関
係
性
だ
け
で
な

く
、
社
会
問
題
や
人
間
関
係
に
も
幅
広
く
応
用
可
能
な
学
問
で
あ
る
。
本
書
は
野
本
民
俗
学

を
世
に
広
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
中
の
閉
塞
感
を
よ
り
良
い
向
き
に
軌
道

修
正
し
て
い
こ
う
と
意
図
し
た
書
と
念
頭
に
置
い
て
読
む
こ
と
で
、
野
本
民
俗
学
と
そ
れ
に
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付
　
　
録

民
俗
学
研
究
所
第
三
〇
回
公
開
講
演
会

文
芸
学
部
設
立
三
〇
周
年
記
念
事
業
講
演
会

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

　
会
場
　
近
畿
大
学
２
号
館
実
学
ホ
ー
ル

　
講
師
　
近
畿
大
学
名
誉
教
授
・
元
民
俗
学
研
究
所
所
長
・
文
化
功
労
者
　
野
本
寛
一 

氏

　
演
題
　
近
畿
大
学
と
民
俗
学

　
モ
デ
レ
ー
タ
ー
　
藤
井
弘
章
（
近
畿
大
学
文
芸
学
部
教
授
）

　
主
催
：
近
畿
大
学
文
芸
学
部
・
民
俗
学
研
究
所

　
参
加
者
：
教
職
員
・
大
学
院
生
・
学
生
・
卒
業
生
・
一
般
の
方
　
約
二
〇
〇
名

野

　本

　寛

　一

　「近
畿
大
学
と
民
俗
学
」

（
講
演
内
容
）

　
野
本
寛
一
氏
は
、
精
力
的
に
民
俗
調
査
を
続
け
ら
れ
、
環
境
民
俗
学
を
提
唱
さ
れ
た
民
俗

学
者
で
あ
る
。
国
か
ら
文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
、
ま
た
、
叙
勲
さ
れ
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
る
。
野
本
氏
は
近
畿
大
学
に
お
い
て
、
民
俗
学
研
究
所
の
立
ち
上
げ
か
ら
尽
力
さ

れ
、
二
代
目
所
長
を
長
年
務
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
文
芸
学
部
に
お
い
て
民
俗
学
の
教
育
に
も

尽
力
さ
れ
た
。
現
在
で
は
近
畿
大
学
は
西
日
本
に
お
け
る
民
俗
学
研
究
・
教
育
の
拠
点
と

な
っ
て
い
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
歩
ん
で
き
た
道
の
り
を
、
当
初
か
ら
の
経
緯
を
よ
く

知
っ
て
い
る
野
本
寛
一
氏
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
世
耕
政
隆
氏
（
元
近
大
総
長
・
理
事

長
）
や
谷
川
健
一
氏
（
研
究
所
初
代
所
長
・
文
化
功
労
者
）
を
は
じ
め
、
近
畿
大
学
の
民
俗

学
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
方
々
の
功
績
に
ふ
れ
つ
つ
、
近
畿
大
学
文
芸
学
部
の
卒
業
生

で
民
俗
研
究
に
お
い
て
活
躍
す
る
卒
業
生
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
た
だ
い
た
。
現
在
の
教
職

員
、
学
生
に
と
っ
て
は
、
自
校
学
習
と
し
て
も
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 

（
文
責
　
藤
井
弘
章
）

講演中の野本氏


