
書
評
と
紹
介
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本
書
は
、
近
畿
大
学
名
誉
教
授
で
民
俗
学
者
で
あ
る
野
本
寛
一
氏
が
日
本
人
と
生
き
も
の

の
関
係
を
描
い
た
民
俗
誌
で
あ
る
。
本
書
は
、
全
体
で
七
〇
二
頁
に
の
ぼ
る
大
著
で
あ
り
、

「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
を
の
ぞ
き
、
序
章
と
終
章
を
く
わ
え
た
全
七
章
か
ら
構
成

さ
れ
る
。

序
章
「
天
城
山
麓
の
ム
ラ
か
ら
」
で
は
、
天
城
山
麓
の
ム
ラ
の
ワ
サ
ビ
栽
培
の
事
例
を
あ

つ
か
い
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
も
の
を
食
物
連
鎖
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
登
場
さ
せ
、
ワ
サ

ビ
農
家
に
苦
楽
を
も
た
ら
す
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
が
生
き
も
の
の
民
俗
を
文

化
に
と
り
い
れ
、
生
き
も
の
と
の
か
け
ひ
き
を
豊
か
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
ム
ラ
で
の
生
を

充
実
さ
せ
て
き
た
人
の
歴
史
を
証
明
し
、
生
業
と
生
き
も
の
の
密
接
な
か
か
わ
り
に
つ
い
て

本
書
の
意
図
を
明
確
に
す
る
。

第
一
章
「
獣

－

ケ
モ
ノ
」
で
は
、
シ
カ
、
ク
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
キ
ツ
ネ
、
モ
グ
ラ
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
各
地
の
民
俗
に
つ
い
て
、
生
態
、
食
文
化
、
自
然
暦
、
儀
礼
と

い
っ
た
側
面
か
ら
の
多
様
な
民
俗
事
例
に
つ
い
て
個
別
に
網
羅
す
る
。
シ
カ
の
事
例
で
は
、

観
光
資
源
と
し
て
の
ほ
か
、
角
の
薬
効
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
実
用
性
が
あ
る
反
面
、
シ
カ

に
よ
る
作
物
・
森
林
食
害
が
各
地
で
深
刻
化
し
て
お
り
、
シ
カ
に
寄
生
す
る
ヤ
マ
ビ
ル
も
拡

散
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
各
地
で
は
、
シ
カ
の
追
放
・
服
従
芸
能
や
狩
猟
儀
礼
と

い
っ
た
民
俗
が
発
達
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
に
濃
淡
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
獣
も
人

と
の
関
係
に
お
い
て
実
用
性
を
と
も
な
う
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
い
っ
ぽ
う
で
、
害
獣

と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
点
に
も
ふ
れ
て
お
り
、
獣
と
人
が
密
接
な
利
害
関
係
に
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。

第
二
章
「
鳥

－

ト
リ
」
で
は
、
ツ
バ
メ
と
ツ
ル
の
民
俗
事
例
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ツ
バ

メ
も
ツ
ル
も
人
に
と
っ
て
吉
兆
を
意
味
す
る
鳥
で
あ
り
、
神
と
結
び
つ
き
、
人
は
こ
れ
ら
の

鳥
に
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
つ
き
あ
っ
て
き
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
ツ
バ
メ
が
玄
関

に
巣
を
作
る
と
そ
の
家
は
繁
盛
す
る
と
さ
れ
、
赤
飯
を
炊
い
た
と
い
う
民
俗
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
鳥
害
と
し
て
多
く
の
地
域
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
鳥
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側

面
に
つ
い
て
は
あ
つ
か
っ
て
い
な
い
。

第
三
章
「
蛇

－

ヘ
ビ
」
で
は
、
マ
ム
シ
、
ハ
ブ
、
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
を
と
り
あ
げ
る
。
マ

ム
シ
や
ハ
ブ
は
毒
性
の
強
さ
か
ら
忌
避
の
対
象
と
な
り
、
防
除
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗

儀
礼
が
存
在
す
る
。
民
間
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
る
マ
ム
シ
に
は
、
マ
ム
シ
捕
り
を
生
業
に
く

み
こ
ん
だ
生
業
民
俗
も
存
在
し
て
い
た
。
沖
縄
や
奄
美
大
島
で
は
ハ
ブ
よ
け
の
呪
術
と
技
術

が
発
達
し
て
い
る
が
、
ハ
ブ
を
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
食
害
す
る
ノ
ネ
ズ
ミ
を
駆
除
す
る
有
益
な
生

き
も
の
と
と
ら
え
る
地
域
も
あ
る
。
無
毒
の
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
は
家
の
主
と
し
て
大
事
に
さ

れ
る
い
っ
ぽ
う
、
食
用
慣
行
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ビ
の
種
類
に
よ
っ
て
民
俗
が
こ
と

な
る
点
を
事
例
を
も
と
に
示
し
て
い
る
。

第
四
章
「
魚
・
貝

－

サ
カ
ナ
・
カ
イ
」
で
は
、
ア
マ
ゴ
と
タ
ニ
シ
に
焦
点
を
あ
て
て
い

る
。
ア
マ
ゴ
は
海
の
魚
に
縁
遠
い
山
に
生
き
る
人
に
と
っ
て
最
高
の
ご
ち
そ
う
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
漁
撈
暦
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
、
漁
獲
量
の
豊
穣
の
た
め
に
神
饌
と
し
て
粟
粒
を

も
ち
い
た
鮓
を
作
る
民
俗
、
毒
流
し
漁
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
の
タ
ニ
シ
は
、

農
薬
の
使
用
に
よ
り
し
だ
い
に
水
田
か
ら
姿
を
消
し
た
が
、
人
に
と
っ
て
身
近
な
ご
ち
そ
う

で
あ
り
、
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
で
あ
る
。
ひ
な
祭
り
に
タ
ニ
シ
を
食
べ
る
地
域
は
全
国
的
に

野
本
寛
一
著
『
生
き
も
の
民
俗
誌
』

辻
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み
ら
れ
、
さ
ら
に
雨
乞
い
、
火
伏
せ
、
眼
病
の
呪
物
と
し
て
民
俗
的
に
認
識
か
つ
利
用
さ
れ

て
き
た
事
例
に
ま
で
話
が
お
よ
ぶ
。

第
五
章
「
昆
虫

－

ム
シ
」
で
は
、
コ
オ
ロ
ギ
、
ケ
ラ
、
ワ
タ
ム
シ
（
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
一

種
）、
カ
メ
ム
シ
、
ク
ス
サ
ン
（
ガ
の
一
種
）
と
い
っ
た
昆
虫
が
、
野
菜
な
ど
の
害
虫
の
ほ

か
、
雪
や
雨
な
ど
を
予
測
す
る
自
然
暦
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ブ
ユ
や
カ
、
ノ
ミ
や
シ
ラ
ミ

は
防
除
の
た
め
の
民
俗
的
対
処
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
ハ
チ
、
と
く
に
ス
ズ
メ
バ

チ
は
ハ
レ
の
日
の
ご
ち
そ
う
の
ほ
か
、
食
用
や
薬
用
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
と
り
あ
つ
か
っ

て
い
る
。
ま
た
、
人
に
と
っ
て
害
に
な
る
昆
虫
に
は
、
害
虫
駆
除
お
よ
び
昆
虫
の
大
発
生
の

抑
止
目
的
で
虫
送
り
や
虫
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
日
本
各
地
で
昆
虫
の

害
が
根
深
い
点
に
も
ふ
れ
て
い
る
。

終
章
「
旅
の
終
わ
り
に
」
は
、
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
農
耕
様
式
で
あ
る
焼
畑
と
生
き
も

の
と
の
関
係
に
話
題
を
展
開
す
る
。
イ
チ
モ
ン
ジ
セ
セ
リ
（
チ
ョ
ウ
の
一
種
）
や
ニ
ホ
ン
ミ

ツ
バ
チ
は
焼
畑
に
植
え
ら
れ
た
ソ
バ
の
受
粉
に
大
き
く
貢
献
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
た
い
っ

ぽ
う
で
、
ス
ジ
ム
シ
（
ガ
の
一
種
の
幼
虫
）
が
大
発
生
す
る
と
ヒ
エ
に
被
害
を
あ
た
え
る
こ

と
の
ほ
か
、
オ
オ
カ
ミ
が
焼
畑
を
荒
ら
す
動
物
の
駆
除
の
役
目
を
に
な
っ
て
い
た
事
例
を
は

じ
め
、
焼
畑
民
の
生
き
も
の
と
の
利
害
関
係
に
注
目
す
る
。
焼
畑
で
は
、
火
入
れ
に
よ
り
多

く
の
生
き
も
の
の
命
を
奪
う
こ
と
に
ふ
れ
つ
つ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
単
に
害
虫
だ
か
ら

と
い
っ
て
生
き
も
の
の
命
を
簡
単
に
奪
う
傾
向
を
批
判
し
、
人
の
自
然
と
の
距
離
の
乖
離
が

生
き
も
の
に
対
す
る
人
の
い
つ
く
し
み
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
ふ
り
か
え
り
、

か
つ
考
え
直
す
重
要
性
を
示
唆
し
、
本
書
を
し
め
く
く
る
。

以
上
、
本
書
は
、
生
き
も
の
と
人
と
の
関
係
が
過
去
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
、
き
わ
め
て
多
重

か
つ
多
彩
で
あ
り
、
双
方
が
厚
い
民
俗
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
こ
と
を
長
年
に
お
よ
ぶ
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
収
集
し
た
知
見
を
も
と
に
証
拠
立
て
記
述
し
た
民
俗
誌
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
生
き
も
の
が
怖
い
」「
気
色
が
悪
い
」
な
ど
と
毛
嫌
い
す
る
風
潮
の
到
来
に
対
し
て
、

民
俗
学
の
力
に
よ
っ
て
生
き
も
の
と
人
と
の
本
来
的
な
関
係
の
近
し
さ
を
世
に
問
う
こ
こ
ろ

み
で
も
あ
る
。

本
書
は
、
生
き
も
の
と
人
の
意
外
な
関
係
を
象
徴
す
る
民
俗
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
第
一
章
の
シ
カ
の
角
の
ス
ル
メ
イ
カ
の
擬
似
餌
と
し
て
の
利
用
か
ら
は
、
山
と

海
を
生
業
に
す
る
人
の
交
流
に
つ
い
て
し
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
章
の
モ
グ
ラ
の

駆
除
が
、
農
業
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
地
震
の
鎮
圧
も
想
定
し
て
い
る
点
や
、
第
六
章
の
虫

供
養
を
目
的
と
し
た
バ
ッ
タ
塚
の
存
在
は
本
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
し
る
こ
と
が
で
き
た
民

俗
で
あ
り
、
評
者
に
と
っ
て
新
し
い
知
の
発
見
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
書
に
は
古
老
の

語
り
、
自
然
暦
、
唄
を
は
じ
め
、
日
本
各
地
の
生
き
も
の
に
関
す
る
多
彩
な
民
俗
が
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
著
者
が
み
と
め
て
い
る
と
お
り
、
両
生
類
や
植
物
は

ほ
と
ん
ど
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
両
生
類
や
植
物
に
関
す
る
民
俗
も
本
書
に
は

所
々
で
お
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
動
物
も
植
物
も
連
鎖
の
関
係
に
あ
る
こ
と

を
意
識
し
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
自
然
の
生
き
も
の
を
対
象
と
し
た
民
俗
誌
で

あ
る
と
い
え
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
大
著
の
材
料
の
ほ
と
ん
ど
が
、
著
者
独
自
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

に
よ
り
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
生
き
も
の
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
が
尋
常
で
は
な

く
、
そ
の
知
見
が
質
的
に
も
量
的
に
も
膨
大
か
つ
豊
か
な
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の

デ
ー
タ
は
古
い
時
代
の
古
老
へ
の
聞
き
取
り
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
り
の
束

は
今
日
で
は
も
は
や
聞
け
な
い
で
あ
ろ
う
民
俗
遺
産
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
。
ま
た
、
語

り
に
は
、
古
老
の
生
年
月
日
も
付
記
さ
れ
て
お
り
、
古
い
場
合
は
明
治
時
代
に
生
ま
れ
た
人

の
語
り
も
確
認
で
き
る
。
民
俗
学
の
特
性
で
あ
る
消
滅
の
危
機
に
瀕
す
る
民
俗
を
急
ぎ
記
録

す
る
と
い
う
課
題
を
な
し
と
げ
た
労
作
で
も
あ
る
。
著
者
が
日
本
各
地
を
く
ま
な
く
歩
き
、

詳
細
に
民
俗
調
査
を
お
こ
な
っ
て
き
た
足
取
り
が
本
書
の
端
々
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
、
二
三
頁
に
も
お
よ
ぶ
地
名
索
引
は
圧
巻
で
あ
る
。
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事
象
の
早
急
な
聞
き
取
り
と
成
果
発
信
に
お
い
て
大
い
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
と
生

き
も
の
の
関
係
を
あ
つ
か
う
人
類
学
、
生
物
学
、
生
態
学
の
分
野
と
も
本
書
は
結
び
つ
き
が

深
く
、
民
俗
学
以
外
の
分
野
に
お
け
る
調
査
研
究
の
参
考
や
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
奈
良
公

園
の
シ
カ
と
外
国
人
観
光
客
、
く
ま
モ
ン
や
テ
デ
ィ
ベ
ア
な
ど
ゆ
る
い
民
俗
情
報
に
つ
い
て

も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
内
容
は
け
っ
し
て
一
般
向
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
急
速
に
進
む
近
代
化
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
と
り
こ
ま
れ
た
日
本
人
の
生

き
も
の
と
の
関
係
の
希
薄
化
を
憂
慮
し
、
生
き
も
の
に
関
す
る
民
俗
の
は
ぐ
く
む
情
緒
や
思

考
が
ひ
か
え
め
な
人
間
性
の
涵
養
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
国
内
外
問
わ
ず

よ
り
多
く
の
人
の
目
に
と
ま
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
著
者
は
若
い
人
に
現
代

社
会
が
か
か
え
る
生
き
方
の
問
題
と
方
向
性
の
見
直
し
を
問
い
か
け
て
い
る
と
評
者
は
感
じ

と
っ
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
本
書
で
確
認
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
日
本
民
俗
学
の
生
き

も
の
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
民
俗
学
そ
の
も
の
へ
の
理
解
が
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
本
書
を
読
む
際
の
注
意
点
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
本
書
に
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ

た
貴
重
な
民
俗
資
料
と
し
て
の
写
真
に
撮
影
年
代
が
付
随
さ
れ
て
い
な
い
。
お
お
よ
そ
著
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
軌
跡
か
ら
類
推
可
能
で
は
あ
る
が
、
写
真
資
料
の
時
代
背
景
を
確

実
に
で
き
な
い
点
は
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
ツ
バ
メ
や
ツ
ル
と

い
っ
た
人
に
と
っ
て
好
ま
し
い
鳥
の
民
俗
事
象
の
み
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
人
の
生
活
や
生

業
の
害
に
な
り
う
る
、
た
と
え
ば
、
カ
ラ
ス
、
ス
ズ
メ
、
ト
ビ
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
鳥
の
両
義
性
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
で
も
コ
イ
や
タ
イ
、

ア
ワ
ビ
と
い
っ
た
民
俗
学
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
生
き
も
の
が
登
場
し

な
い
点
に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
が
、
あ
り
ふ
れ
た
話
題
だ
け
に
著
者
が
あ
え
て
敬
遠
し
た
可

能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
に
登
場
す
る
生
き
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ん

で
掲
載
し
た
の
か
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非
常
に
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
サ
ル
、
オ
オ
カ
ミ
、
ネ
ズ
ミ
、
カ
エ
ル
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
、
サ
メ
、

サ
ケ
、
カ
メ
、
植
物
と
い
っ
た
そ
の
ほ
か
の
生
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
著
者
の
他
の
著
書

で
論
じ
ら
て
い
る
（
野
本
　
二
〇
〇
八
）。

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
著
者
は
本
書
を
「
資
料
提
供
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、

本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
生
き
も
の
に
つ
い
て
列
挙
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書

は
未
完
で
あ
り
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
生
き
も
の
の
民
俗
を

可
能
な
か
ぎ
り
列
挙
し
た
と
評
価
さ
れ
か
ね
な
い
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
を
実
証

的
な
民
俗
調
査
に
も
と
づ
い
て
大
著
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
情
熱
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で

あ
る
。
本
書
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
生
き
も
の
に
つ
い
て
は
著
者
の
ひ
き
つ
づ
い
て
の
課
題

で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
く
生
き
も
の
（
ス
イ
ギ
ュ
ウ
、
ウ
ツ
ボ
、
フ
ナ
ク
イ
ム
シ
、
ア
メ
フ
ラ

シ
、
ホ
シ
ム
シ
）
に
つ
い
て
人
類
学
的
に
調
査
研
究
を
お
こ
な
う
評
者
に
と
っ
て
、
資
料
と

し
て
も
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
り
深
く
刺
激
を
受
け
た
。

本
書
は
学
術
的
に
き
わ
め
て
価
値
が
高
く
、
民
俗
学
の
分
野
で
の
消
滅
し
つ
つ
あ
る
民
俗
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事
象
の
早
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な
聞
き
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り
と
成
果
発
信
に
お
い
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に
成
功
し
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る
。
ま
た
、
人
と
生

き
も
の
の
関
係
を
あ
つ
か
う
人
類
学
、
生
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野
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け
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調
査
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究
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や
助
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な
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だ
ろ
う
。
奈
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公

園
の
シ
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と
外
国
人
観
光
客
、
く
ま
モ
ン
や
テ
デ
ィ
ベ
ア
な
ど
ゆ
る
い
民
俗
情
報
に
つ
い
て
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ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
内
容
は
け
っ
し
て
一
般
向
け
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は
な
い
。

し
か
し
、
急
速
に
進
む
近
代
化
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
と
り
こ
ま
れ
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日
本
人
の
生
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の
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関
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の
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薄
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を
憂
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し
、
生
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に
関
す
る
民
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は
ぐ
く
む
情
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や
思
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が
ひ
か
え
め
な
人
間
性
の
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養
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つ
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が
る
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を
示
唆
し
て
お
り
、
国
内
外
問
わ
ず

よ
り
多
く
の
人
の
目
に
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ま
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こ
と
を
期
待
し
た
い
。
と
り
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け
、
著
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は
若
い
人
に
現
代
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が
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え
る
生
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の
問
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と
方
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の
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直
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評
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感
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た
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確
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日
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き

も
の
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
民
俗
学
そ
の
も
の
へ
の
理
解
が
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

引
用
文
献

野
本
寛
一
　
二
〇
〇
八 『
生
態
と
民
俗
―
人
と
動
植
物
の
相
渉
譜
』
講
談
社

（
京
都
、
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
、
七
〇
二
頁
、
六
五
〇
〇
円
＋
税
、ISBN

978-4-8122-

1823-5

）

 
こ
こ
で
本
書
を
読
む
際
の
注
意
点
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
本
書
に
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ

た
貴
重
な
民
俗
資
料
と
し
て
の
写
真
に
撮
影
年
代
が
付
随
さ
れ
て
い
な
い
。
お
お
よ
そ
著
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
軌
跡
か
ら
類
推
可
能
で
は
あ
る
が
、
写
真
資
料
の
時
代
背
景
を
確

実
に
で
き
な
い
点
は
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
章
で
ツ
バ
メ
や
ツ
ル
と

い
っ
た
人
に
と
っ
て
好
ま
し
い
鳥
の
民
俗
事
象
の
み
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
人
の
生
活
や
生

業
の
害
に
な
り
う
る
、
た
と
え
ば
、
カ
ラ
ス
、
ス
ズ
メ
、
ト
ビ
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
鳥
の
両
義
性
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
で
も
コ
イ
や
タ
イ
、

ア
ワ
ビ
と
い
っ
た
民
俗
学
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
生
き
も
の
が
登
場
し

な
い
点
に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
が
、
あ
り
ふ
れ
た
話
題
だ
け
に
著
者
が
あ
え
て
敬
遠
し
た
可

能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
に
登
場
す
る
生
き
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ん

で
掲
載
し
た
の
か
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非
常
に
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
サ
ル
、
オ
オ
カ
ミ
、
ネ
ズ
ミ
、
カ
エ
ル
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
、
サ
メ
、

サ
ケ
、
カ
メ
、
植
物
と
い
っ
た
そ
の
ほ
か
の
生
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
著
者
の
他
の
著
書

で
論
じ
ら
て
い
る
（
野
本
　
二
〇
〇
八
）。

本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
著
者
は
本
書
を
「
資
料
提
供
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、

本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
生
き
も
の
に
つ
い
て
列
挙
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書

は
未
完
で
あ
り
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
に
調
査
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
生
き
も
の
の
民
俗
を

可
能
な
か
ぎ
り
列
挙
し
た
と
評
価
さ
れ
か
ね
な
い
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
を
実
証

的
な
民
俗
調
査
に
も
と
づ
い
て
大
著
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
る
情
熱
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で

あ
る
。
本
書
に
掲
載
で
き
な
か
っ
た
生
き
も
の
に
つ
い
て
は
著
者
の
ひ
き
つ
づ
い
て
の
課
題

で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
く
生
き
も
の
（
ス
イ
ギ
ュ
ウ
、
ウ
ツ
ボ
、
フ
ナ
ク
イ
ム
シ
、
ア
メ
フ
ラ

シ
、
ホ
シ
ム
シ
）
に
つ
い
て
人
類
学
的
に
調
査
研
究
を
お
こ
な
う
評
者
に
と
っ
て
、
資
料
と

し
て
も
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
り
深
く
刺
激
を
受
け
た
。

本
書
は
学
術
的
に
き
わ
め
て
価
値
が
高
く
、
民
俗
学
の
分
野
で
の
消
滅
し
つ
つ
あ
る
民
俗


