
民
具
研
究
と
日
本
常
民
文
化
研
究
所

山

口

徹

は
じ
め
に

民具研究と日本常民文化研究所

今
年
は
、
財
団
法
人
口
本
常
民
文
化
研
究
所

(以
下
、
常
民
研
と
略
称
)
が
神
奈
川
大
学

に
招
致

さ
れ
て
満

二
〇
年

に
当
た
り
ま
す
。

本
研
究
所
で
は
数
え
歳

で
二
〇
年

に
当

た
る
昨
年
と
、
今
年

の
常
民
文
化
研
究
講
座
を
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所

(以
下
、
神

奈
川
常
民
と
略
称
)

の
二
〇
周
年
記
念
講
座

と
設
定
し
、
準
備
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
記
念
講
座

の
第

一
の
ね
ら

い
は
、

二
〇
年
と

い
う
ひ
と

つ
の
節
目
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
常
民
研
を
本
学
に
移
管
し
た
原
点

に
立

ち
か
え

っ
て
、
神
奈
川
常
民
が
設
立
以
来

の
常
民
研
の
活
動
を
批
判
的

に
継
承
し
、
常
民
研

の
理
事
会

と
取
り
交
し
た

「覚
書
」
に
あ
る

責
任
を
果
た
し
て
き
た
か
ど
う
か
を
、
神
奈
川
常
民
を
と
り
ま
く
今
日
的
状
況
を
踏

ま
え
、
ム
,
後

の
神
奈
川
常
民
の
活
動
方
向
を
見
定
め

る
視
点

に
立

っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、

一
九

二
五
年

(大
正

↓
四
)
、

ア
チ

ッ
ク

こ
、＼
ユ
ー
ゼ
ア
ム

(以
下
、

ア
チ

ッ
ク
と
略
称
)
と
し
て
創
設
さ
れ
、
以
後
、
民
間
研
究
所
と
し

て
官
学
ア
カ
デ

ミ
ズ

ム
が
手
を
付
け
な

い
日
本
の
民
俗
学
、
民
族
学
、

民
具
学
、
さ
ら

に
漁
業

・
漁
村
史
研
究

に
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
常
民
研

の
活
動
を
創
設
者

・
澁
澤
敬
三
の
意
思
と
活
動
を
含
め
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て
ふ
り

か
え

る

こ
と
は
簡

単

に
で
き

る

こ
と

で
は
あ

り

ま
せ

ん
。

そ

こ
で
、
私

た

ち
は
常
民

研

の
二

つ
の
柱

で
あ

る
、

日
本

に
お
け

る
民
俗

学
、
特

に

マ
テ

リ
ア

ル

・
カ

ル
チ

ュ
ア

の
研
究

、
民

具
学

の

発

展

に
先

駆
的
役

割

を
果

た
し

た

一
連

の
研
究

活
動

と
、

一
九

三

二
年

(昭
和

七
)
、

伊
豆

内

浦

の
漁

民
史

料

の
発
見

を
契

機

に
す
す

め

ら
れ

た
漁

業
史

研
究
室

に
お

け
る
漁
業

に
か

か
わ

る
研
究

に
分

け
、
昨
年

度

は
漁
業

に
か

か
わ

る
研
究

を

、
今
年
度

は
民
俗

.
民
具

に
か

か
わ

る
研
究

を

ふ
り

か
え
る

こ
と

に
し

ま
し
た
。

こ

の
二

つ
の
研
究

分

野
は
、

昨
年

も
指
摘

し

た
よ
う

に
、
常

民
研

を
本
学

に
移
管

す
る

に
当

た

っ
て
、

旧
常

民
研

の
理
事
会

と
本
学

理

事
会

と

の
間

で
と
り
交

し
た

「
覚
書

」

の
第

四
条

二
項

に

「①

民
俗

に
関

す

る
調

査
、
②

民

具

の
調

査

と
蒐
集
、
③

農

林
漁
業
資

料

の
調

査
蒐
集

、
④

其
他

常
民

に
か
か

わ
る
生
産
技

術

の
調
査

」

と
し

て
そ

の
活

動
を
引

き
継

ぐ

こ
と
が

明
記

さ
れ

て

い
る
こ
と

に
よ

る
も

の
で

す
。

神
奈

川
常

民

は
、

こ
の

「
覚
書

」

の
内

容

に
沿

っ
て
、

『民
具

マ
ン
ス
リ
ー
』

の
編
集

・
刊
行

、

「
民
具
研
究

講
座

」

の
開

講
、

民
具

学
会

の
支

援
、
特

定

民
俗

・
民

具
調
査

の
委
託

、
「
民

具
調
査

報
告

書
」

の
刊

行
を

お

こ
な

っ
て
き

ま
し
た
。

こ
の
よ
う

に
、

発
足
当
初

の
神

奈
川
常

民

の
活
動

は
、

旧
常
民

研

の
歴
史

を
理
解

し
、
神

奈

川
大
学

と

い
う
場

に

お

い
て
、
新

た
な
活

動

を

ど
う
展
開

す

る

か
を
検

討

し
、

さ
し
あ

た

っ
て
活
動

し

て

い
る
事
業

を
継

承

す

る
こ
と

に
力
点

が
置

か
れ

て

い
ま
し

た
。

こ

の
こ
と

は
、
本
学

に
常

民

研
を
移
管

す
る
時
期

に
は
、
戦
後

の
漁
業

制
度

改
革

に
か

か
わ
る
基
礎
資

・
史

料

の
調
査

、
蒐
集

、
史
料

化

を
精

力
的

に
お

こ
な

い
、

い
わ

ゆ
る
地
方

史
料

を
中
心

と
し

た
戦
後

歴
史
学

の
発

展

に
寄
与

し

て
き
た
常

民
研

に
お
け
る
漁
業
史

研

究
が
休

止
状
態

で
あ

っ
た

こ
と
を
物
語

っ
て

い
ま
す
。

と

こ
ろ

で
、

こ
う

し
た
常

民
研

が
本

学

に
移
管

さ

れ
た
時

期

の
常

民
研

の
活
動

状
況

、

お
よ
び

ア
チ

ッ
ク
時
代

か
ら

の
経
緯

か
ら

み
て

も
、

常

民
研

の
歴
史

を

ふ
り

か
え
る
場
合

は
、

ま
ず

民

俗
学

に
か
か
わ

る

マ
テ
リ

ア

ル

・
カ

ル
チ

ャ
ー
、

民
具
研
究

か
ら

ふ
り
か
え

る

こ

と
が
ご

く
自
然

の
流

れ

で
あ

ろ

う
と
思

い
ま

す
が
、
実

際

に
は
準
備

の
都

合

か
ら
、
昨

年
度

は
漁
業

史
研
究

室

の
活
動

を

ふ
り

か
え
る

こ

と

に
な

り

ま
し

た
。
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常
民
研
を
本
学

に
移
管
し
再
建
す
る
事
業

に
最
初
か
ら
参
加
し
、
移
管
後
も
十
数
年

に
わ
た
り
神
奈
川
常
民
を
運
営
し
て
き
た
者
と
し

て
、
常
民
研

の
設
立
以
降

の
経
緯
と
そ
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
り
、
常
民
研
が
わ
が
国

の
学
術
研
究
上

に
果
た
し
た
役
割
、
意
味
を
明
ら
か

に
し
、
さ
ら
に
、
「
漁
業

に
お
け
る
歴
史
と
民
俗
」
と
題
し
て
、
ア
チ

ッ
ク
以
来

の
漁
業
史

研
究
室

の
活
動
を
ご
く
粗
く

ふ
り

か
え

っ
た

の
が
昨
年

の
報
告

で
す
。

そ
の
報
告

の
中

で
研
究
所
招
致
の
経
過
と
神
奈
川
常
民
が
負
う

べ
き
責
任
、
具
体
的
課
題

に
つ
い
て
も
述

べ
て
お
き
ま
し
た
が
、
わ
が

国
の
民
俗
学
、
民
具
学
等

の
面

で
常
民
研
の
果
た
し
た
役
割

に
つ
い
て
は
十
分
に
触

れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

昨
年

に
引
き
続
き
再
度
、
講
座

の
前
座
を
引

き
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
右

の
点
を
、
常
民
研

の
移
管

の
過
程
に
か
か
わ

っ
た
者

と
し

て
は

っ
き
り
さ
せ
て
お
く

こ
と
を
要
請
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

一

民
具
研
究
と
日
本
常
民
文
化
研
究
所

民具研究 と口本常民文化研究所

こ
こ
で
は
、

わ
が
国

の
民
具
研
究

と
常

民
研

が

ど
う

か
か
わ

っ
て

き
た

の
か
を
、

ま
ず
時

代

を
追

っ
て

み
て

い
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

わ
が
国

の
物
質

文
化

、
生
活

文
化

を
今

日

に
伝

え

る
民
具

の
研
究

が
緒

に

つ
い
た

の
は
そ
れ

ほ
ど
古

い
こ
と

で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

民
具

や
絵

画
が

歴
史

や
民
俗

を
今

日

に
伝

え

る
素

材

11
資
料

・
史
料

と

し

て
認
識

さ
れ
利
用

さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

の
は

つ
い
最
近

の
こ
と

で

す
。

特

に
歴
史

学

に
お

い
て
は
永

い
間

、
古

文
書

、
古

記
録
、
各

種

の
出
版

物

な
ど

の
文
字

で
書

か
れ

た
、

い
わ

ゆ
る
文

献
資
料

を
史

料

と
し

て
利

用
し
、

「
モ
ノ
」

資
料

や
絵

画
資
料

を
史

料

と
し

て
利

用

す

る
こ
と

は
あ

り
ま

せ

ん

で
し
た
。

利

用

し

て
も
補
助

的

な
資

料

と

し

て
利
用

し

、
し

た

が

っ
て
、

「
モ

ノ
」

(民

具

を
含

む
)

や
絵

画

資

料

を
史
料

学

と
し

て
正
面

か

ら

と
り

あ
げ

て

き
ま

せ

ん

で
し

た
。

「
モ
ノ
」
資

料

や
絵

画
資

料

は
人
類

学
、

考
古

学

、
民

俗
学

に
お

い
て
部
分

的

に
利

用

さ
れ

る
だ

け

で
、
調

査
、

蒐
集

、
保
存

や
資

・
史

料
化

は
ほ

と
ん
ど

お

こ
な

わ
れ

て

い
な

か

っ
た
よ

う

に
思

わ

れ
ま
す
。
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「
モ
ノ
」
特

に
民
具
や
絵
画
資
料
が
歴
史
や
民
俗
を
今
日
に
伝
え
る
素
材
と
し
て
認
識

さ
れ
、

わ
が
国

の
物
質
文
化
、
生
活
文
化
を
理
解

す
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
資
料

と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
澁
澤
敬
三
と
ア
チ

ッ
ク

こ
こ
ユ
ー
ゼ
ア
ム

(日
本

常
民
文
化
研
究
所
)
の
同
人
た
ち
に
よ

っ
て
民
具
の
蒐
集
、
研
究
が
は
じ
め
ら
れ
た
昭
和
初
年

の
こ
と
で
す
。

わ
が
国

の
歴
史
や
民
俗
を
今
日
に
伝
え
る
資
料
が
文
化
財

と
総
称
さ
れ
、
そ
の
保
護
を
目
的
と
し
た

「文
化
財
保
護
法
」
が
制
定
さ
れ

た
の
は
、
第

二
次
大
戦
後

の

一
九
五
〇
年

(昭
和

二
五
)

の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は

「
国
宝
保
存
法
」

一
九
二
九
年

(昭
和
四
)
、

「重
要
美
術
品
等

の
保
存

に
関
す
る
法
律
」

一
九
三
三
年

(昭
和
八
)
な
ど
の
法
律

に
よ

っ
て
、
美
術
上
、
観
賞
上
価
値

の
高

い
も

の
が

保
存

の
対
象

と
さ
れ
た
に
過
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。

「
文
化
財
保
護
法
」

の
第

二
条
を
見
ま
す
と

「
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
、
書
跡
、
典
籍
、
古
文
書
そ
の
他

の
有
形

の
文
化
的
所

産

で
我
が
国

に
と

っ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値

の
高

い
も

の
並
び

に
考
古
資
料
及
び
そ
の
他

の
学
術
上
価
値

の
高

い
歴
史
資
料
」
と
あ

り
、
文
化
財
は
芸
術
的
価
値
と
は
別

に
歴
史
を
今
口
に
伝
え
る
歴
史
資
料
と
し
て
の
学
術
上
の
価
値
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

「
文
化
財
保
護
法
」

の
第
三
条
で
も

「
文
化
財
が
我
が
国

の
歴
史
、
文
化
等

の
正
し

い
理
解

の
た
め
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
」
と

明
確

に
規
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
五
四
年

(昭
和

二
九
)

の

「
文
化
財
保
護
法
」
の
改
正
で
有
形
文
化
財
か
ら
有
形
民
俗
文

化
財
を
別
個

の
体
系
と
し
て
規
定
し
直
し
た
た
め
、
有
形
文
化
財

の
保
護

の
基
準

は

「
歴
史

上
又
は
芸
術
上
価
値

の
高

い
も
の
」
「
芸
術

上
又
は
観
賞
上
価
値

の
高

い
も
の
」

に
限
定

さ
れ
た
た
め
、
武
家
、
貴
族
、
僧
侶
、
神
官
な
ど
の
非
常
民
が
用

い
た
武
具
を
は
じ
め
と
す

る
器
具
や
物
件
は
保
護

の
対
象

か
ら
除

か
れ
、
非
常
民

の
有
形
文
化
財
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
利
用
を
遅
ら
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

こ
れ
は
歴
史
学
が
民
具
を
は
じ
め
と
す
る
有
形
文
化
財

u

「
モ
ノ
」
資
料
を
史
料
と
し
て
活
用
し
て
こ
な
か

っ
た
結
果
で
も
あ

り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
民
具
を
は
じ
め
と
す
る

「
モ
ノ
」
や
絵
画
が
歴
史
や
民
俗
を
今
日

に
伝
え
る
価
値

の
高

い
文
化
財
、
資

・
史
料

と
し
て
保

護

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
第

二
次
大
戦
後

の

一
九
五
〇
年

(昭
和
二
五
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
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い
ま
す
。

一
九

二
五
年

(大

正

一
四
)

に
澁
澤

敬
三

に
よ

っ
て

ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム
が

設
立

さ
れ

ま
し

た
が
、

こ

の
頃

に
は

一
九

一
九
年

(大

正

八
)

の

「
史
跡
名

勝
記
念

物
保

護
法

」
が

あ

る

の
み

で
、

さ
き

に
ふ
れ

た

「
国
宝
保

存

法
」

や

「
重
要
美

術

品
等

の
保
存

に
関

す

る
法

律
」

す

ら
ま
だ
存
在

し
な

か

っ
た

の
で
す
。

こ

の
よ

う

に
文
化

財

一
般

に

つ
い
て

の
関

心
が

き
わ

め

て
希
薄

な
状
況

の
も
と

で
、
澁
澤

敬
三

と

ア
チ

ッ
ク

の
同
人

た

ち
は
、

わ
が
国

の

一
般

の
人

々
が

日
常

生
活

の
必
要

か
ら
製
作

し
、
使

用

し

て
き

た
生
産

・
生

活
用

具
を

「我

々

の
同
胞

が
日
常
生

活

の
必
要

か
ら
技
術

的

に
作

り
出

し
た
身

辺
卑

近

の
道

具
」

と
定

義

し
、
民

具

と
名

付
け
、

民
俗

学
、

歴
史
学

の
資

・
史
料

と
し

て
活

用
す

る
端

緒

を
開

い
た

の
で
す
。

「
国
宝

保
存

法
」

が
制
定

さ

れ
た
翌
年

、

一
九

三
〇
年

(昭
和

五
)

に
は
、

ア
チ

ッ
ク
に
お

い
て
、
早

川
孝
太
郎

を
中

心

に

「
民

具
蒐

集

物

目
安

」
が
作

成

さ
れ

て

い
た

こ
と

は
、
わ

が
国

の
民

具
研

究
、
文

化
財
保

護

・
利

用

の
面

で
重
要

な

画
期

を
示
す

も

の
と
し

て
注

目
さ

れ
ま
す

。

と

こ
ろ

で
、

一
九

三

一
年

(昭
和

六
)

か
ら

一
九
三

三
年

(昭
和

八
)

に

か
け

て
は
、

ア
チ

ッ
ク
が
資

・
史
料

の
提

供
者

に
対

す

る
社

会

的

責
任

を
自
覚

し

た
研

究
活

動
を
開

始

し
た
転
機

で
も
あ

り
ま
し

た
。
そ

の

一
つ
の
契
機

を
与

え

た

の
が
、
豆
州
内

浦

の
大
川

四
郎
左

衛

門

か
ら
漁
業

史
料

を
提
供

さ
れ
た

こ
と

で
し
た
。

一
九

三
三
年

(昭
和

八
)

に
は
、

澁
澤

邸
内

に
ア
チ

ッ
ク

・
ミ

ュ
ー
ゼ

ア

ム
を
新
築

し
、

さ
ら

に
内
浦

漁
民
史

料
を
整

理

す

る
漁
業

研

究

室

(祭
魚

洞

文
庫
)

を
開

い
て

い
ま

す
。

ま
た
竜
門
社

が
実

業
史
博

物
館

設
立

準
備

の
た

め
民
具

蒐
集

を
始

め
た

の
も
、

こ

の
年

で
す
。

こ

の
時
期

は
ア
チ

ッ
ク

に
お
け

る
研
究

が
本
格
化

し

た
時
期

で
、

こ

の
時

期

に
、
そ

の
後

の
ア
チ

ッ
ク
か
ら
常

民
研

に

か
け

て
の
研
究

の
二

つ
の
柱

、

す
な
わ

ち
、

民
具

研
究

と
漁
業

史
研
究

が

車

の
両
輪

の
よ
う

に
動

き
出

し
た

と

い
え

ま
し

ょ
う
。

一
九

三
四
年

(昭

和
九
)

に
は

「薩
南

十
島

巡
航
実

地

調
査
」

な
ど

の
大

規

模

な

フ
ィ
ー

ル
ド

・
ワ

ー
ク
も
開
始

さ
れ
、

ア
チ

ッ
ク
ミ
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ユ
ー
ゼ

ア
ム
彙
報

、
同

ノ
ー
ト

の
出

版
も
開

始

さ

れ
て

い
ま

す
。

澁

澤

敬
三

は

一
九

三
五
年

(昭

和

一
〇

)

に
は
、
白

鳥
庫

吉
博
士

と

国
立
民
族

学
博

物
館

設
立

を
建
議

し

て

い
ま

す
。

こ

の
よ
う

に

一
九

三
三
年

(昭

和

八
)
前

後

は
ア
チ

ッ
ク
が
本
格

的
研

究
所

と
し

て
の
活

動

を
開
始

し
、

さ
ら

に
わ
が
国

に
お
け
る
民

具
研
究

の
端
緒

を
開

い
た
時
期

で
あ

っ
た

と
言

え

ま
す
。

一
九

三
六
年

(昭

和

一
一
)

に
は

ア
チ

ッ
ク

の

「民

具
蒐

集
調
査

要
目

」
が
作

成

さ
れ
、
同

好

の
士

に
配

ら

れ

て

い
ま
す
。

こ

の
調
査

要

目

に
は
、
①

別
名

・
部
分
名

を
含

む
名

称
、
②

採
集

の
場

所

と
日
時
、
採

集
当

時

の
状
況

、
③

自
製

品

で
あ

る

か
販
売

品

で
あ

る

か
、

販
売

品

の
場
合

は
価
格

や
仕

入
先

、
自
製

品

の
場

合

は
製
作

場
所

と
製
作

人
、

製
作
時

間

と
製
作
方

法
、

製
作

に
使

わ
れ
た

道

具

、
製
作
地

に
関

す

る
情
報

等

々
、

お
よ

そ
蒐
集

民
具

に
関

す

る
事
柄

に

つ
い
て

の
、

二
六
項

目

の
基

本
項

目
が

あ
げ
ら

れ

て

い
ま
す
。

こ

の
二
六
項

目

に
お
よ

ぶ
民
具

蒐
集
記

録
作
成

の
基
本
項

目

は
民

具
研
究

、
特

に
民
具

の
資

.
史

料
化

に
と

っ
て
、
今

日

で
も
十
分
役

立

ち
う

る
も

の
で
あ

る
と

い
え
ま
す
。

右

の
点

は
ア
チ

ッ
ク

に
お
け

る
民
具
研
究

が

わ
が

国

の
民

具
研
究

、
物

質
文
化

、
生

活
文

化
研
究

に
と

っ
て
、

決
定
的
役

割

と
意
味

を

も

っ
て

い
た

こ
と
を
示

す
と

と
も

に
、

わ
が
国

の
民
具
研
究

が
澁

澤
敬

三

と
ア
チ

ッ
ク

に
お
け

る
研
究

を
軸

に
成

立
、

発
展

し

て
き

た

こ

と
を
物
語

っ
て

い
ま
す
。
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二

日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
諸
活
動

か
く

し

て
、

ア
チ

ッ
ク

の
活

動

は

一
つ
の
ピ

ー
ク
を
迎

え

る
こ
と

に
な

り
ま
す
。

一
九

三
五
年

(昭
和

一
〇
)
ご

ろ

に
は
、
第

一
部
会

(毎

週
土

曜
日

の
研

究
会

)
、
第

二
部
会

(民

具
研
究

会

)
、
漁
業

史

研

究
室

、
内

浦
漁

民
史

料

の
編
纂

等

が
軌
道

に

の

っ
て

き

て
、

一
九

三
七
年

(昭
和

一
二
)

に
は
橋
浦
泰

雄

を
招

き
、

絵
巻
物

に
現

わ

れ
る
庶

民

の
姿

を
描

い
た

「絵

引
」

の
作
成

作
業

も
進

め
ら
れ
、
絵

引
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の
会

、
絵
巻
物

研
究

会

も

お
こ
な

わ
れ

て

い
ま

す
。

.、
の
頃
に
は
、
『
豆
州
内
浦
漁
民
史
料
』

二

九
三
七
⊥

一充

年
)
、

『式
内
水
産
物
籍

志
考
』

(
一
九

四
〒

四
三
年
)
・
『
日
本
魚
名

集
覧
;

九
四
〒

四
四
年
)
な
ど
、
漁
業
史
研
究
室

の
成
黍

相
次

い
で
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

登

州
内
浦
漁
民
史
料
』
は
単
な

る

水

産
史

料

.
漁

業
関
係

史

料

と
し

て
ば

か
り

で
な

く
、

わ
が
国

の
土

地
制

度
史

、
財

政
史

、
金
融
史

に
も
目
を

ー
ば

っ
た
史
料

集

と
し

て

注
目
さ
れ
、
百

本
魚
名
集
覧
』
は
、
の
ち
に
金
墨

春
彦
氏
を
し

て
日
本
方
言
学

の
名
著

と
言
わ
し
め
た
視
野

の
広

い
も
の
で
し
た
・

常
民
研

の
漁
業
史
研
究
室

の
研
究
が
狭

い
意
味

で
の
水
産
卑

漁
業
史

で
は
な
く
、
漁
業
民
俗
、
漁
業

・
漁
村
民
具
研
究
を
基
層

に
置

い
た
も
の
で
あ
る
.、
と
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。
ま
な

、
の
頃

に
は

『
日
本
漁
民
藷

隆

、

萌

治
前
漁
業
技
術
史
』

の
編
繁

精
力
的

に

進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
第

茨

大
戦

の
影
響
を
受
け
、
そ
の
成
果
が
日
の
目
を
み
た
の
は
戦
後

の

一
九
五
五

か
ら
六
〇
年

の
こ
と
で

し

た

。

第

二
次

大
戦
中

は
、

当
然

の
.、
と
な

が
ら
常

民
研

の
活
動

は
制
限

さ

れ
、

死

四

二
年

(昭
和

一
七
)

に
は
ア

チ

ッ
ク

:
、＼
ユ
ー
ゼ

ア

ム
の
研
究
所
名
も
日
本
常
民
文
化
研
究
所

に
改
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時

の
刊
行
物

の
目
録
を
見
ま
す
と
、

冗

四
三
年

(昭
和

天

)

に
は

百

本
魚
名
集
篁

第
二
部

・
第
三
部

(澁
澤
敬
三
)
・
『喜

界
島
年
中
行
事
』

(岩
倉
市
郎
)
、
『
屋
久
島
民
俗
誌
』

(宮
本
常

一
)
、

『明
治
前
期

に
於
け
る
肥
料
技
術
』

(戸
谷
敏
之
)
、
『
お
し

ら
さ
ま

図
録
』

(日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
)
、

『土
佐
捕
鯨
史
』

(伊
豆
川
浅
吉
)
な
ど
民
俗
学
関
係

の
成
果
が
刊
行

さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
・

一
九
四
四
年

に
入
り
ま
す
と
、
以
前

か
ら
の
継
続
刊
行
物
で
あ
る

百

本
魚
名
集
覧
』
第
二
部
が
同
年

δ

月

に

需

刊
行

さ
れ
た
に
過

ぎ

ま
せ
ん
。
そ

の
後
、
常

民
研
の
彙
報
や

イ

ト
な
ど
、
研
究
成
果

の
刊
行
が
再
開
さ
れ
た
の
は
、
内

田
武
志

の

冒

本
星
座
方
言
資

料

』

が
刊
行

さ

れ
た

】
九

四
九
年

(昭
和

二
四
)

二

月

の
こ
と

で
す

。

戦
後
、
澁
澤
敬
三
は
大
蔵
大
臣
と
な
り
、
戦
中

に
東
条
内
閣

の
日
本
銀
行
総
裁
を
引
き
受
け
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
・

蒔

期
公
職

を

追
放
さ
れ
ま
し
た
が
、
九
学
会
獲

口
の
総
△
・
調
査
、
文
部
省
史
料
館

の
設
立
等
を
推
進
し
、

一
九
四
九
年

(昭
和

二
四
)
に
は
常
民
研

は
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水
産
庁
よ
り
水
産
資
料

の
整
備
蓬

を
委
託
さ
れ
、
各
地

の
漁
業
資
料

の
蓬

と
筆
写
稿
本

の
作
成
を

お
こ
な
,つ
.」
と
に
な
り
ま
し
た
.

垢

こ
の
事
業
は
・
東
海
水
産
研
究
所

の
教
室

に
置

か
れ
た
常
民
研

の
分
室

(月
島
分
室
)
で
水
産
庁
資
料
整
備
委
員
会
と
い
.つ
名
前
で
始

め
ら
れ
・

の
ち
に
水
産
庁
資
料
館

に
表
向
き
は
発
展
し
ま
す
。
そ

の
初
代
館
長
を
務
め
た

の
が
櫻
田
勝
徳

で
す
.
櫻
田
鷺

は

一
九
五
〇

年

(昭

和

二
五
)
・
常

民
研

が
財

団
法

人
化

し
た
際

に
理
事

長

に
就

任

し

て

い
ま

す
.

こ

の
時

期

の
活

動

は
当

然

の
.」
と
な
が

ら
、
海

付

の
村

々
の
肇

・
漁
民

・
漁
村
史
料

の
蒐
集

・
史
料
化
が
忠

で
し
た
.
そ
の
妻

は

一
九
五
五
年

(昭
和
三
〇
)
、
水
産
庁

の
委
託
助

成
窃

れ
る
と
中
止
さ
れ
・
月
島
分
室
も
閉
鎖

さ
れ
ま
し
た
.

こ
の
間

の
成
果
は

『
漁
業
制
度
資
料
目
録
』

(全
九
集
)
、
『奥
能
登
時
国

家
蕃

』

(五
集
二

備
巾
真
鍋
島

の
史
料
』

(八
集
)
、
『陸
前
唐
桑

の
史
料
』
、
『紀
州
加
太
の
史
料
』
を
は
じ
め
と
す
る
漁
業

.
漁
民

.

漁
村
史
料
や

百

本
漁
民
轟

略
』
、

百

本
鰹
漁
業
史
』
、
『滋
賀
県
漁
業
史
』
、
冒

本
水
産
史
』
な
ど
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
.

こ
の
時
期

に
は
・
知
里
真
志
保

の

『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典
』
、

『菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
』
な
ど
漁
業
、
漁
村
以
外

の
研
究
成
果
も
刊
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
九
毛

年

(昭
和
三
三

に
は
常
民
研

の
最
も
蕪

の
時
期
を

天

で
支
え
た
河
岡
武

春
が
入
履

間
も
な
く

冒

本
常
民
生
活
絵
引
』
の
仕
事
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
.

.」
の
妻

は
、
戦
前

繕

浦
泰
雄

に
よ

っ
て
描
か
れ
た

絵
引
原
票

藁

で
す

べ
て
焼
失
し
た
た
め
、
村
田
泥
牛

に
よ

っ
て
再
度
描
き
あ
ら
た
め
る
こ
と
か
ら
始

め
ら
れ
ま
し
た
.

澁
澤
敬
三
昼

九
六
三
年

(昭
和
三
八
)
に
世
を
去
り
、
『絵
引
』

の
完
成
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
.
『絵
引
』

の
製
作
は

敬
三

の
死
後
も
進
め
ら
れ
二

九
六
七
年

(昭
和
四
二
)
に
角
川
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
.
な
お
奎

日
は
神
奈
川
常
民

に
お
い
て
改

訂

し
、

一
九

八
四
年

(昭
和

五
九
)

に
卒

凡
社

か
ら
新
版

を
刊
行

し

て

い
ま
す
。

常

民
研
は
澁
澤
敬
三
の
死
後

一
九
六
五
年

(昭
和
四
〇
)
頃
か
ら
財
政
的

に
も
厳
し

い
状
況
を
迎

え
、
漁
業
史
研
究
室

の
縮
小
な
ど
、

一
つ
の
転
…機
に
立

た

さ
れ
ま

す
。

主
薯

を
失

っ
た
常
民
研
は
・
有
賀
喜
左
衛
門
を
理
事
長

に
迎
え
、
民
俗

良

具
研
究
室

の
活
動

に
重
点
を
置
き
、
河
岡
武
春
を
忠

撞

営
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
二

九
七
二
年

(昭
和
四
七
)

に
研
究
所
は
東
京
都
港
区
三
里

一
の
橋

の

マ
ン
シ

ョ
ン
の
八
階
に
移
り
ま
し
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た
。

こ
れ
よ
り
先

、

一
九
六

八
年

(昭
和

四

三
)

に
は

罠

具

マ
ン
ス
リ
⊥

や

罠

具
論
集

』
を
刊

行

し

て

い
ま
す
・

ま
空

九
七

四

年

(昭
和
四
九
)

に
は
、
日
本
青
年
館

に
お
い
て
、
第

一
回
民
具
研
究
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

一
九
七
六
年

(昭
和
五

一
)
の
第

三
回
の
民
具
研
究
講
座

の
席
上
、
日
本
民
具
学
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
事
務
所
は
常
民
研
に
置
か
れ

ま
し
た
。
以
後
、

充

九
五
年

の
第

二
二
回
講
座
ま
で
常
民
研

の
民
具
研
究
講
座

と
日
本
民
具
学
会
は
同
じ
会
場

で
併
行
し
て
開
催

さ
れ
・

両
者

の
準
備
も
響

も
、
協
力
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
常
民
研

の
理
事

で
あ

っ
た
有
賀
喜
左
衛
門

と
河
岡
武
春

の
活
動
に

よ

っ
て
、
北
海
道
東
北
、
新
潟
、
東
海
、
近
畿
、
中
国
四
国
、
鹿
児
島
等

の
幾

民
具
学
会
が
誕
生
し
、
常
民
研

は
民
具
研
究

の
セ
ン
タ

ー

の
役

割

を
果
た

す
よ
う

に
な

り
ま

し
た
。

.
、
の
よ
.つ
に
、

?、
の
時
期

は
常

民
研

が
わ
が

国

の
民
目
耕

究

の
発

展

に
と

り
先

駆
的
役

割

を
果

た
し
、

わ

が
国

の
民
具
研
究

・
民

具
学

会

の
発
展

の
基
礎
を

つ
く
り
出
し
た
時
期
で
あ
る
と
同
時

に
、
常
民
研
が
ア
チ

ッ
ク
の
時
代
以
辛

芳

の
柱

で
あ

っ
た
漁
業
史
研
究
室

の
活
動

を
休
止

し
、

財
政
的

に
も
危
機

に
立

た

さ
れ
た
時
期

で
あ

っ
た
と

い
え
ま

し

ょ
う

。

フ、
の
状
況
が
、
常
民
研
を
神
奈
川
大
学

に
招
致
し
再
建
す
る
契
機
と
な

っ
た
北景

で
す
。

つ
ぎ

に
神
奈

川
常
民

の
設
立
の
経
過
と
神
奈

川
常

民

二
〇
年

の
活

動
を

ふ
り
か

え
り
、
現

在

の
常
民
研

の
持

つ
史
的

規
定

と
、

そ
れ

と

の
か

か
わ
り

か
ら
見

え
る
今
後

の
活
動

の
方
向

を
考

え

て
み
る

こ
と

に
し

た

い
と
思

い
ま
す
。

三

神
奈
川
常
民
の
現
状
と
課
題

す

で

に
指
摘

し

て
き
た

よ
う

に
、
常

民
研

は
澁

澤
敬

三
没

後

も
、

民
間

研

究
機

関

と

し

て
、
河

岡
武

春

を

中

心

に

『
民

具

マ
ン

ス
リ

⊥

の
公
刊
、

『民
目
六論
集
』
の
刊
行
、
民
具
研
霧

座

の
開
催
と
、
民
具
研
究
を
中
心
と
し
た
活
動

を
続
け
て
き
ま
し
た
・
ま
た
文
化

庁

の
援
助

の
も
と
に
各
種

の
民
俗
馨

を

ち

、
な

い
、
そ

の
報
告
書
を
刊
行
し
、
国

の
文
化
財
指
定
な
ど
の
文
化
財
行
政
を
支
え

る
活
動

17



を

お

こ
な

っ
て

い
ま
す
。

18

こ
う
し

た
民
具

研
究

分
野

で
の
活

動

は
、
河

岡
武
春

を
中

心

に
、

ア
チ

ッ
ク
以
来

の
常
民

研

の
物

質
文

化
、
生

活
文

化
研
究

の
持

つ
立臼心

味

を
理
解

し

た
人

々

の
力

に
よ

っ
て
支

え

ら
れ
た

も

の
で
し

た
。

民
具
研
究
分
野

で
の
新
し

い
活
動

の
展
開

に
比

べ
、
常
民
研

の

芳

の
柱

で
あ

っ
た
漁
業
史
研
究
室
を
支
え
た
人
々
は
、
他

の
大
学
、

研
究
機
関

教
育
機
関

に
転
出
し
、
漁
業
史
研
究
室
は
閉
室

の
状
態

に
置

か
れ
、
月
島
分
室

で
調
査

.
蒐
集
、
筆
写
さ
れ
た
彪
大
な
漁
業

資
料
は
完
全

に
史
料
化
し
な

い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
当
時
借
用
し
た
史
料
も
未
返
却

の
ま
ま
で
、
常
民
研

の
姿
勢
が
問
わ
れ
か
ね
な

い
状

態
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
克
服
し
、
水
産
庁

か
ら
委
託
さ
れ
た
責
任
を
果
た
す
た
め
に
漁
業
史
分
野

の
研
究

の
再
開
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

た
め

に
も
・
澁
澤
敬
三
没
後
、
財
政
的
基
盤

の
弱
く
な

っ
た
常

民
研
を
神
奈
川
大
学

に
招
致

す
る
こ
と
が
必
要

で
あ

る
と
考
え
る
に
い
た

っ
た
の
で
し
た
。

一
九
七
九
年

(昭
和
五
四
)
、
常
民
研
を
神
奈
川
大
学

に
招
致
す
る
議
が
本
学

璽

部

の
教
員

の
中

か
ら
尊

、
り
、
大
学
当
局

に
要
望

書
を
提
出

し
・
翌
年

に
招
致
検
討
委
員
会
が
発
足
、
招
致
を
望
ま
し

い
と
す
る
同
委
員
会

の
答
申
を
受
け
て
、
神
奈
川
大
学
理
事
会

は
招

致
を
決
定
し
ま
し
た
・

冗

△

年

(昭
和
五
六
)
招
致
奢

貝
会
が
設
置
さ
れ
、
同
年
七
月

に
受
け
皿
と
し
て
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文

化
研
究
所
が
設
立
さ
れ
・
八
月

百

付

で
山

・
徹
が
所
長

に
就
任
し
、
財
団
法
人
日
本
常
民
文
化
研
究
所

の
解
散
の
霧

と
同
常
民
研

の

理
事
会
と
神
奈
川
大
学
理
事
会
と
の
問

の
研
究
所
委
譲

に
関

す
る

「覚
書
」

の
作
成
、
調
印
の
事
務
が
す

べ
て
お
.」
な
わ
れ
、

兄

八
二

年

(昭
和
五
七
)

三
月
三

百

に
財
団
法
人
日
本
常
民
文
化
研
究
所
は
蟹

、
同
年
四
月

百

よ
り
神
奈
川
大
学
口
本
常
民
文
化
研
究
所

が
正
式

に
発
足

し

ま
し

た
。

神
奈
川
常
民
は
・
本
学
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
河
岡
武
春
を
忠

に

罠

具

マ
ン
ス
リ
⊥

の
饗

発
行
、
民
具
研
究
講
座

の
開
講
、

文
化
庁

の
研
究
助
成

(
八
割
助
成
)
を
肩
替
わ
り
し
ま
し
た
。

ま
た
、
委
託
研
究

の
実
施
、
調
査
墾

暑

の
刊
行
を
た
だ
ち
に
実
施
し
ま
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し
た
。

こ
れ
ら

の
事
業
は

「覚
書
」

の
中
で
本
学
常
民
研
が
責
任
を
持

っ
て
引
き
継
ぎ
実
施
す

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う

に
、
「覚
書
」

に
明
示
さ
れ
て
い
る
旧
常
民
研

の
活
動
を
継
承
す
る

一
方
、
休
止
状
態

に
あ

っ
た
漁
業
史
研
究

を
再
開
し
、

茨
城
県
北
浦
村
、
愛
媛
県
中
島
町

二
神
島
、
千
葉
県
九
十
九
里
の
漁
村
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

民
具
研
究
分
野

に
お
い
て
も
、

一
九
八
四
年

(昭
和
五
九
)
に
な
る
と
横
浜
市

の
委
託
に
よ
る
横
浜
市

の
技
能
文
化

の
調
査
研
究
、
展

示
資
料

の
収
集
、
整
理
展
示
の
制
作

.
監
修
、
相
模
原
市

の
博
物
館
設
立

の
た
め
の
製
糸
業
調
査
、
横
浜
市

の
委
託

に
よ
る

穰

浜
市
農

村
生
活
館
獅

子
ケ
谷
欝

屋
敷
L

の
展
示
公
開
な
ど
、
研
究
所
独
自

の
研
究
活
動
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
ま
た
・
こ
の
過
程

で
神
奈
川
常

民
を
母
体

と
し
て
、

一
九

八
五
年

(昭
和
六
〇
)

に
は
学
芸
員
資
格
修
得
課
程
を
開
設
し
、
民
具
お
よ
び
文
献
資
料

(古
文
書
等
)
を
扱

い
得

る
学
芸
員

の
養
成
を
目
的
と
し
た
教
育
活
動
も
開
始
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う

に
設
立
以
来
、
神
奈
川
常
民
は
旧
研
究
所

の
事
業
を
継
承
す
る
と
と
も

に
、
休
止
状
態

に
あ

っ
た
漁
業
史
研
究
室

の
活
動
を

再
開
し
、
さ
ら
に
独
自

の
民
具
研
究
分
野
で
の
活
動
を
開
始
す
る
と
と
も

に
、
旧
研
究
所
で
は
不
可
能

で
あ

っ
た
学
芸
員

の
養
成

に
と

り

く

み
、
大
学
教
育
の

一
環

に
、
常
民
研

の
活
動
を
組

み
込
ん
で
い

っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
神
奈
川
常
民
独
自

の
新
た
な
活
動
は
、
「覚
書
」

の
枠

を
越

え
た
幅
と
深

さ
を
持

っ
て
変
化
し

て
い

ま
す
。
神
奈
川
常
民
設

立
当
初

に
比

べ
て
も
、
こ
こ
二
〇
年

の
問

に
常
民
概
念

に
対
す
る
理
解
、
物
質
文
化
、
民
具

に
関
す
る
理
解

も
大
き
く
前
進
し
、
海

の
世

界
に

つ
い
て
の
関
心
も
深
ま

っ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
常
民
研
と
二
人
三
脚

で
開
催
さ
れ
て
き
た
日
本
民
具
学
会

の
年
次
大
会
も
日
本
民
具
学
会
と
し
て
自
立
し
・
独
自

の
大
会
を

持

て
る
よ
う

に
な
り
、
今
年
度

の
地
方
史
研
究
協
議
会

の
大
会

で
は

「
瀬
戸
内
文
化

の
個
性
」
と
題
し
た
特
別
講
演
を
私
ご
と
き
者
が
お

こ
な
う
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
二
〇
年
前
、
少
な
く
と
も
私
が
常
民
研
を
所
長
と
し
て
預

か
り
、
民
具
研
究
講
座
を
主
催
し
、

漁
業
史
研
究
を
再
開

す
る
た
め
に
漁
村

に
入
り
込
ん
だ
時
期

に
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
す
。

私
自
身

の
神
奈
川
大
学
、
さ
ら
に
常
民
研
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
の
研
究

の
変
化
を
考

え
た
だ
け
で
も
、
常
民
研

の
伝
統
が
大
き
な
影
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響

を
与

え

て
き
た

こ
と

は
事
実

で
す
。

そ

の
意

味

を
常

民
研

の
今

日
的

状
況

を
踏

ま

え

て
考

え
、
新

た

な
方

向

を
模
索

す

る
必
要

が
あ

る

と
考

え
ま

す
。

昨
年

と
今

年

の
講

座

を
常
民

文
化

研
究

所
移
管

二
〇

周
年

記
念

と

し
て
、
漁

業
史

と
民

具
研
究

の
二
本

の
柱

を
原
点

に
立

ち

か
え

っ
て
反
省

す

る

こ
と

に
し
た
意

図

は
右

の
点

に
あ

る

の
で
し

ょ
う
。

と
も
あ

れ
、
常

民
研

を
招

致

し
た
頃

に
比

べ
る
と
、
漁
業

・
漁

村

・
海
を

と

り
ま
く
研
究

状

況
も

、
民

具
研
究

を

と
り
ま
く
状

況

も
大

き
く
変

わ

り
ま
し

た
。
常

民
研

を

と
り
ま
く

環
境

も
、
文

化
庁

か
ら
文
部
省

に
管

轄
が
変

わ
り
、
学

芸
員

課
程

の
実
施
、

大
学
院

歴
史

民

俗
資

料
学

研
究

科

の
設
置

と
大

き

く
変

化

し
ま

し

た
。

こ

の
変

化

は
常

民
研

の
今

後

の
発

展

の
方
向

を
再

確
認

す

る

こ
と

を
要

求

す

る
も

の
で
あ

り
・
私

た

ち
所

員
ば

か
り

で
な

く
、
常

民
研

の
再
建

に
社
会

的
責

任

を
負

っ
た
神

奈
川

大
学
、

さ

ら

に
常
民

研

の
運
営

.
活

動

に
、

直
接

、
間

接

に
か
か
わ

り
を
持

っ
て
き
た
学
外

の
多

く

の
方

々

の

一
人

ひ
と
り

に
考

え

て
も

ら

い
た

い
問
題

で
す
。

二
〇
年
前

、
民
間

研
究

所

で
あ

っ
た
常
民

研

を
本
学

に
招
致

し
、

一
応

の
財
政

的
基

盤

を

つ
く

っ
て
再
建

し
な

い
と
、

常

民
研

の
伝

統

を
今

日

に
生

か
す

こ
と
が

で
き

な

い
と
考

え
、
常

民
研

の
移
管

を
実

現

し
た

わ
け

で
す
。

し

か
し
、
私

た

ち
は
神
奈

川
常
民

発
足

の
当
初

か
ら
・

常
民
研

が
持

つ
自

由

な
伝
統
、
誰

で
も
参
加

で
き
る
研
究

所

の
活
動

を
継

承
す

る

こ
と
が

で
き

る
か
ど
う

か
に
不
安

を

い
だ

い
て

お
り
ま
し

た
。

右

の
点

に

つ
い
て
は
神
奈

川
常

民
が
正
式

移
管

の
準

備
作
業

を

す
す

め

て

い
た

一
九

八

二
年

一
月

二
〇
日

に
網
野
善

彦

の
司
会

に
よ

り
、

河

岡
武
春

、

二
野
瓶
徳

夫

、
丹

羽
邦
男

、
山

口
和
雄

、
山

口
徹

が
、

「渋

沢

敬

三

と
日
本

常

民
文

化

研
究

所
」

と

い
う
座

談

会

を
卒

凡
社

で
お

こ
な

い
、
そ

の
座
談

会

の
締

め
く
く

り
と

し

て

「
こ
れ
か
ら

の
日
本
常

民
文

化
研
究

所
」

に

つ

い
て
話

し
合

わ

れ
ま
し
た
。

ま
ず

最

初

に
・
常

民
研

を
神
奈

川
大

学

の
場

に
お

い
て
預

か
る
私

に
ど
う

い
う
展

望

と
方

針

を
持

っ
て

い
る

か
を
話

す

よ
う

に
と
司
会
者

か
ら
発

言

を
求

め
ら

れ
ま

し
た
。

そ

こ
で
私

は
次

の
よ

う

に
話

し

ま
し
た
。
常

民
研

に

こ
れ

ま

で
ま

っ
た
く

か
か
わ
り

を
持

っ
て

い
な

い
。

そ

れ
ゆ
え

に
こ
の
問
題

(移

管

の
問
題

)

に
か

か
わ
り

を
持

っ
て

か
ら
、

手
探

り
で

い
ろ

い
ろ
勉

強

す
る

こ
と

か
ら
始

め
た
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
常

民
研
を

預

か
る

20
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と
な

る
と
非
常

に
粗

い
も

の
で
あ

っ
て
も
、

一
応

の
方

針
を

立

て

て

い
か
な
け

れ
ば
机

一
つ
要

求

で
き

な

い
。

し
た
が

っ
て
・

手
探

り

で

そ

の
歴
史

を
学
び

つ
つ
、

そ
の
歴
史

な
り
実

態
を

客
観

的

に
ど
う

い
う

ふ
う

に
と
ら

え
、

現
段
階

で
位

置

づ
け
、
問

題
を
認

識

し

て

い

っ

た
ら

よ

い
か
と

い
う
視
点

が
必
要

と
な

っ
て
く

る
。

こ
う

し
た
視
点

か
ら
、
今

回

の
常
民

研

の
移
管

を
考

え

て

み
る
と
、
例

え
ば
澁

澤
敬

三
が
吉
田
三
郎
や
進
藤
松
司
な
ど
の
農
民
や
漁
民
に
直
替

記
を
書

か
せ
、
歴
史

・
民
俗
情
報
を
蓬

し
、
彼
等

に
直
接
・
民
俗
を
語

ら

せ
、
研
究
所

の
主
体
に
加
わ

っ
て
も
ら
う
と
い
う
発
想
が
開
花
し
て
、
河
岡
武
春
氏
が
中
心

に
お
こ
な

っ
て
い
る
民
具
研
究
講
座
や

『民

目
六
マ
ン

ス
リ

⊥

に
か
か
わ

る
組
織

へ
結

び
付

い
て

い

っ
た
も

の
が
あ

る
よ

う

な
気

が

す
る
。

ま
た
、

こ
う

し
た
自
由

な
伝
統

を
・
私

学

で
あ

っ
て
も
や

は
り
神

奈
川
大

学

は
大
学

で
あ

り
、

ア
カ
デ

ミ
ズ

ム

の
に
お

い
が
し

て
く

る
危

険

が
あ

る
わ

け

で
・
そ

の
中

で
常

民
研

の

持

っ
て

い
る
自

由

な
伝
統

を
守

り
、
大

学

と

い
う
枠

の
中

で
ど
う
継
承

し

て

い
く

か
に

{
抹

の
不
安

が
あ

り
・
今
後

の
常

民
研

を
考

え

る

う

え

で
常

に
考
慮

に
入

れ

て
お
か
ね
ば

な
ら

な

い
問
題

で
あ

る
、

と
話

し
し

た
わ

け

で
す
・

.」
の
問
題

の
根

本

に
は
、

研
究
所

を

ど

の
よ

う

に
考

え

る

か
と

い
う

こ
と

が
あ

る
わ

け

で
、
当

時

、

『
民
具

マ
ン
ス
リ

⊥

の
購
読
者

に
会
員

名
簿

を

つ
く

る
中

で
ア

ン
ケ

ー

ト
を
と
り

、
四
〇

〇
名

く
ら

い
の
ア

ン
ケ

ー

ト
を
回
収

し
た

わ
け

で
す

が
、

そ

の
中

に
常

民
研

が

大
学

と

い
う
枠

の
中

に
入

る

こ
と

へ
の
危

惧

が

か
な
り
多

く
寄

せ
ら

れ
た
わ

け

で
す
。

こ

の
点

に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま

で
常

民

研
を

死
守

し

て
こ
ら

れ
た
河
岡

さ
ん

も
同

じ
意
見

を
持

ち
、
有
賀

先
生

の
常

民
文
化

観

と
か
、

民

具
学
会

観

を
紹
介

し

て
く

れ
ま
し

た
。
有
賀

先
生

は
柳

田

さ
ん
が

つ
く

っ
た
民
間

伝

承

の
会

の
よ
う
な

あ
り
方

を
研
究

所
だ

と

い
う

ふ

う

に
定
義

し

て

い
た
と
思
う

し
、
常

民

研

の
基
本

的

あ
り
方

も
、

そ
う

い
う
も

の
で
は

な

い
か
と
述

べ
て
お
ら
れ

ま
す
。

こ

の
点

は
、
神

奈
川

大
学

と

い
う
枠

の
中

で
考

え

ま
す

と
、

じ

つ
は

】
番
む
ず

か
し

い
問

題

で
す
。

い
わ

ゆ
る
大
学
紛

争

の
余
韻

が
残

る
中

で
.」
の
問
題
を
考
え
て
き
た
私
と
、
紛
争
以
降
、
大
学

の

頁

に
な

っ
た
現
在

の
大
学

の
中
核
を
支
え

る
者
と
の
間

で
は
理
解
の
差

が

か
な

り
あ
り

ま

す
。
特

に
設
立
当

初

の
メ

ン
バ
ー
が
し

り
ぞ

き
、
民
俗

学

に
し

て
も
、

民
具
学

に
し

て
も

ア
カ
デ

ミ

ッ
ク
な
枠

の
中

で

育

っ
て
き
た
研
究
者

を
主

体

と
す

る
状

況

で
は
、
常

民

研

の
あ

り
よ
う
を
考

え

る
考

え
方

か
ら

ま

っ
た

く
違

っ
て

い
る
と
思

い
ま
す
・

常



民
研
と
大
学

・
大
学
院
と
の
関
係
を
ま

っ
た
く
問
題

と
し
な

い
立
場
や
、
常
民
研
を
自
己
の
研
究

の
場
と
し
か
考
え
な

い
者
も
存
在
す
る

今
日
的
状
況
を
考
え
る
と
、
二
〇
年
前

に
考
え
て

い
た
問
題
が
古
く
て
新
し

い
問
題
と
し
て
常
民
研
の
今
後
を
考
え
る
課
題
と
し
て
、
生

き

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
、

『歴
史
と
民
俗
』

の
創
刊
号

に
再
録

さ
れ
て

い
る

「
渋
沢
敬
三
と
日
本
常
民
文
化
研
究
所
」
と
題
す
る
座
談

会

の
記
事

を
読

み
な
お
し
な
が
ら
感
じ
た
次
第

で
す
。

新
し

い
常
民
研

の
発
展
の
方
向
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、
常
民
研
を
自
ら
の
存
在

と
の
か
か
わ
り
の
中

で
直
視
し
、
そ
の
歴
史
を
批
判

的

に
継
承
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
、
そ

の
た
め
に
は
常
民
研
を
招
致
し
た
原
点

に
戻
り
、
常
民
研
を
単
な
る
歴
史
研
究
所
で
も
な
く
、
民

俗
研
究
所

で
も
な
く
、
歴
史
民
俗
研
究
所

で
も
な
く
、
ま
た
二

つ
の
柱

で
あ
る
漁
業
史
部
門

と
民
具
研
究
部
門
を
歴
史
研
究
、
民
俗
研
究
、

さ
ら

に
民
具
研
究
・
歴
史
民
俗

一
般

に
吸
収
せ
し
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
研
究

に
新
し

い
提
言
を
し

て
い
く
主
体
性
を

確
立
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

お
わ
り
に

私
た
ち
は
、
昨
年
と
今
年

の
二
年
度

に
わ
た

っ
て
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
二
〇
周
年
記
念

の
講
座
を
お
こ
な

っ
て
き
ま
し

た
。
常
民
研
を
本
学

に
招
致
し
再
建
す
る
こ
と
を
提
起
し
、
神
奈
川
常
民
設
立
当
初

の
研
究
所
を
預
か
り
、
主
宰
し
て
き
た
者

と
し
て
、

常
民
研

の
漁
業
史
と
民
具
研
究
と

い
う
二

つ
の
柱

の
歴
史
を
設
立
当
初

と
は

い
ち
じ
る
し
く
状
況

の
変
化
し
た
中
で
ふ
り
か
え
り
、
新
し

い
発
展

の
方
向
を
模
索
す
る
問
題
点
を
提
供
す
る
の
が
私

に
与
え
ら
れ
た
課
題

で
し
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
神
奈
川
常
民
を
と
り

ま
く
状

況

は

こ
三

〇
年

、
大

き
く
変

わ

り
ま
し

た
。
神
奈

川
常

民
設
立

当
初

と
は
違

い
、
民

目
薪

究

も
独

り
立
ち

す
る

ほ
ど

に
成
長

し
、

学
芸
員
の
養
成
も
大
学

の
教
育
課
程

に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
民
具
研
究
講
座
も

一
九
九
五
年

に
宇
都
宮
市
総
合

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
で
開

か
れ
た

「
民
具
再
考
」
を
最
後

に
、
常
民
文
化
研
究
講
座
と
し
て
発
展
的

に
解
消
し
ま
し
た
。
常
民
文
化
研
究
講
座
で
は
常
民
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研

の
伝

統

を
引

き
継

ぎ
、
第

一
回

「海

民

文
化

と
漁

業
」
、
第

二
回

「資

料

学
事

始

め
」
、

第

三
回

「
伝
統

文

化

の
中

の
現

代
」
・

第

四
回

「漁

業

に
お
け
る
歴
史

と
民
俗

」
、
第

五
回

「絵

画
資
料

と
民

具
研
究

」

と
常

民

研

の
海

の
世
界

、

「
モ
ノ
」
・
絵

画

の
利
用

、
研
究

を
踏

ま

え
な
が

ら
視

野

を
広
げ

る
取

り
組

み
が

な
さ

れ
て

い
ま
す
。

一
方

、
大

学

に
籍

を
置

く
当
然

の
結

果

と
し

て
、
神
奈
川

常

民

は
学

芸
員

の
養
成

の
た

め

の
教

育
課

程
を
担

当

す

る
こ
と

に
な

り
・

ま

た
大
学
院

歴
史

民
俗

資
料

学
研
究

科
を

支

え
る

こ
と

に
な
り

ま

し
た
。

こ
う

し
た
変

化

に
と
も

な

い
、
研

究

所

の
陣
容

も
、
性

格

も
大

き

く
変

化

す

る
こ
と

に
な
り
、
常

民

研

の
新

し

い
方

向

を
展
望

す

る
こ

と
が
む
ず

か
し
く
な

っ
て

い
る
と
言

わ
ざ

る
を

え
ま

せ
ん
。

こ
う
し

た
常

民

研

を
と
り

ま
く
状

況

の
変

化

の
中

で
、

今
後

を
展
望

し
、

新

し

い
方

向
を

示
す

こ
と

は
必
ず

し
も

た
や
す

い
こ

と
で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

二
度

に
わ
た

る

二
〇
周

年
記
念

講
座

で
は
、
常

民
研

の
招

致

か
ら
初

期

の
運
営
、

そ

の
後

は
漁
業
史

研
究

の
再
構
築

に
努

め

て
き
た

一
人

と

し

て
、

そ

の
過
程

で
動

き
な
が
ら
考

え
、
行

動

し

て
き
た
経

験

を
も

と

に
描

い
て
き

た

こ
と
を
、
今

と

い
う
時
点

で
整

理
し
、
ご

く
粗

く
問

題
点

を
ま

と
め
た

の
が
、
昨

年

お
よ
び
今

回

の
報
告

で
す
。

そ

の
土
台

に
な

っ
た

の
は
、

澁
澤
敬

三
と
常
民

研
、
神
奈

川

常
民
設

立
当

初

に
学
内

外

の
人

々
に
経

過
報

告

の
意

味

を

こ
め

て
神
奈
川

大
学

通
信

一
三
六

号

に
書

い
た

「
日
本

常

民
文
化

研
究

所

の
招

致

に
あ
た

っ
て

ー
ー

そ

の
歴
史

と
業

績
」

(
の
ち

に

『歴
史

と
民

俗
』

1

号

に
再
録

)
、
李

凡
社

で
お

こ
な

っ
た
座

談
会

「
渋
沢

敬

三
と

日
本

常
民

文
化
研

究

所
」

(『
歴
史

と
民
俗

』

1
号

に
再

録
)
、

私

た
ち
が
卒

凡
社

と
協
力

し

て
お

こ
な

っ
た

『
澁
澤

敬

三
著

作
集

』

(全

五
巻

)

の
各

巻

の
著

作

及

び
解

説
、

『澁

澤
敬

三
』

上

・
下
、

『常

民

文
化

論

集
』

を

は
じ
め
各

種

の
刊

行
物

、
漁
業

経
済

史

に

つ
い
て

の
学

術

・
学
会
誌

上

の
研
究

動
向
、

展
望

を
述

べ
た
記
録
、
毎
年

講
座

を
準
備

す
る
際

に
そ
れ
ぞ

れ

の
テ
ー

マ
に
そ
く

し

て
記
述

し
た
講
座

案
内

、
要

覧
、

論
集

の
年

間

の
総
括

文

な
ど

で
す
。

こ
れ
ら
を

一
つ
ひ
と

つ
研
究

史
的

に
整

理

し
分
析

し
、
報

告

を
準
備

し

た
わ
け

で
は
な
く
、

こ
れ
ら

を
大

黒
様

の
持

つ
大

き

な
袋

の
中

に
入

れ
、
今

回

の
問
題

意
識

に
沿

っ
て
中

を

か
き
回

し
、

引

き
出

し

て
描

き
出

し

た
も

の
が
本
報
告

で
す
。

私

に
と

っ
て
も

、
常

民
研

に
か
か
わ

る
人

々

に
と

っ
て
も
必

要

な

の
は
、
知
識

と
し

て
常

民
研

を
整

理

す

る

こ
と

で
は
な

く
・

た
と
え
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間
違

っ
て

い
よ
う

と
も
恐

れ
ず

に
、
考

え

て

い
る

こ
と

を
ま
ず
吐

き
出

し
、

お
互

い
の
違

い
を
確

認

し
、
議
論

し
、

共
通

の
認
識

を
持

ち

合

う

こ
と

で
し

ょ
う

。
相

互
批
判

は
相

互
信
頼

を
前
提

に
な

し
う

る
こ
と

で
あ

り
、

こ
う

し

た
論

議

の
場

が
、

サ

ロ
ン
的

雰
囲
気

が
研
究

所

の
内

外

に
生

ま
れ

る

こ
と

を
期
待

し
、
あ

え

て
本

報

告
を
書

き
あ

ら

た
め

ま
し

た
。

読

み
返

す

ま
で
も

な
く
、

で

き

の
悪

い
文

章

で
す

が
、
病
身

で
あ
り
、

老
骨

で
も
あ

る
こ

の
身

に
免

じ

て
、

お
許

し

い
た
だ
き

た

い
。

(や
ま
ぐ
ち

・
て

つ

日
本
近
世
史

・
日
本
経
済
史

)
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