
　

第
六
節　

柳
田
國
男
と
鹿
島
踊
（
１
）

 

俵
木　

悟

　

日
本
民
俗
学
の
大
成
者
と
さ
れ
る
柳
田
國
男
は
、
芸
能
を
自
身
の
研
究
対
象
と
し
て
あ

ま
り
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
な
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
膨

大
な
柳
田
の
著
作
の
う
ち
、
芸
能
を
直
接
取
り
上
げ
た
論
考
は
片
手
で
数
え
ら
れ
る
程
度

で
あ
り
、
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
に
は
ラ
ジ
オ
放
送
で
「
芸
能
は
民
間
伝
承
で
は
な

い
」
と
意
見
を
語
っ
た
と
い
う
。

　

そ
ん
な
柳
田
が
、
例
外
的
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
芸
能
の
一
つ
が
鹿
島
踊
で
あ
る
。

「
関
心
を
持
ち
続
け
た
」
と
す
る
根
拠
は
、
柳
田
の
初
期
の
研
究
と
晩
年
の
研
究
の
双
方

に
お
い
て
、
鹿
島
踊
や
そ
の
類
例
と
さ
れ
る
弥
勒
踊
が
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
ま
だ
民
俗
学
と
い
う
言
葉
す
ら
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
明
治
末

か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
時
期
と
、
長
き
に
わ
た
る
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
一
つ
の

到
達
点
と
も
さ
れ
る
『
海
上
の
道
』
に
至
る
一
連
の
研
究
と
い
う
二
つ
の
時
期
に
見
ら
れ

る
鹿
島
踊
へ
の
関
心
に
は
、
大
き
な
着
眼
点
の
違
い
も
う
か
が
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

二
つ
の
時
期
に
お
け
る
関
心
の
あ
り
方
を
通
し
て
、
柳
田
が
鹿
島
踊
を
通
し
て
何
を
見
よ

う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
初
期
の
研
究
に
お
け
る
関
心
を
整
理
す
る
。
管
見
の
限
り
、
柳
田
が
著
作
で
初
め

て
鹿
島
踊
に
触
れ
た
の
は
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
か
ら
『
人
類
学
雑
誌
』
に
連
載

し
た
「
踊
り
の
今
と
昔
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
柳
田
が
著
作
に
お
い
て
鹿
島
踊
に
初
め
て

言
及
し
た
と
思
わ
れ
る
文
章
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

 

鹿
島
踊
り
と
称
し
久
し
き
間
天
下
に
流
行
せ
し
踊
も
、
鹿
島
記
に
依
る
と
き
は
鹿
島
に

て
は
之
を
出
し
た
る
こ
と
な
し
と
言
へ
り
。
然
れ
ど
も
世
事
談
等
に
は
其
由
来
を
説
き

て
、
寛
永
の
初
年
諸
国
に
疫
病
流
行
せ
し
と
き
常
陸
鹿
島
の
神
輿
を
出
し
て
之
を
諸
国

に
渡
し
て
其
災
を
攘
ふ
こ
と
鹿
島
踊
の
根
原
な
り
と
云
へ
り
。
此
踊
の
囃
子
は
オ
ヤ
モ

サ
〳
〵
と
云
ふ
よ
し
也
」
（
柳
田
、
一
九
九
九
、
三
二
頁
）
（
２
）

　

実
際
に
は
こ
の
文
章
は
、
文
中
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
成
立
と
さ
れ
る
北
条
時と
き

鄰ち
か

の
地
誌
『
鹿
島
志
』
の
「
鹿
島
踊
」
の
項
目
の
内
容
を
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
柳
田
は
「
鹿
島
記
」
と
記
し
て
い
る
が
、
天
保

四
（
一
八
三
三
）
年
の
『
東
国
名
所
図
会
』
に
は
「
鹿
島
志
」
が
「
鹿
島
記
」（
下
巻
は
「
鹿

嶋
記
」
）
の
題
簽
を
付
け
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
柳
田
が
参
照
し
た
の
は
こ
れ
だ
ろ
う
。
『
鹿

島
志
』
に
お
け
る
鹿
島
踊
に
関
す
る
記
述
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

 

鹿
嶋
躍　

摂
陽

郡
（
マ
マ
）

談
、
ま
た
世
事
談
に
、
寛
永
の
始
諸
国
に
疫
病
あ
り
常
陸
国
鹿
島

神
輿
を
出
し
所
々
に
渡
し
万
民
の
疫
難
を
祈
し
め
其
患
を
除
因
躍
ら
し
む
是
則
世
俗
の

い
へ
る
鹿
島
躍
な
り
云
々
。
そ
の
遺
風
な
る
べ
し
此
躍
今
な
を
世
の
中
に
は
名
高
く
も

の
す
れ
ど
鹿
島
よ
り
は
出
る
こ
と
な
し
。
或
書
に
、
鹿
嶋
躍
と
い
ふ
も
の
お
や
も
さ
〳

〵
と
拍
す
も
さ
は
猛
者
な
る
べ
し
。
（
北
条
、
一
九
九
七
、
一
三
六
―
一
三
七
頁
）

　

そ
し
て
こ
の
後
し
ば
ら
く
、「
巫
女
考
」（
一
九
一
三
―
一
四
）
、「
毛
坊
主
考
」（
一
九
一
四

―
一
五
）
、
「
掛
け
踊
」
（
一
九
一
六
）
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
、
鹿
島
踊
や
、
そ
れ
を
伝

え
た
と
さ
れ
る
鹿
島
の
事
触
に
つ
い
て
の
言
及
が
断
続
的
に
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
著
作
に
お
け
る
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
、
巫
女
や
毛
坊
主
や
掛
け
踊
に
関

連
す
る
実
例
を
全
国
的
な
視
野
で
紹
介
し
、
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象

の
間
に
文
化
的
な
関
連
性
、
と
り
わ
け
歴
史
的
変
遷
の
過
程
を
見
出
す
と
い
う
、
当
時
の

柳
田
が
と
っ
た
方
法
の
実
践
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
実
験
の
史
学
」
と
名
付
け
た
そ
の
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方
法
を
、
柳
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

 

而
も
現
在
の
国
内
の
事
実
は
殆
ど
こ
の
変
遷
の
総
て
の
段
階
を
、
ど
こ
か
の
隅
々
に
保

存
し
て
ゐ
る
。
一
つ
の
土
地
だ
け
の
見
聞
で
は
単
な
る
疑
問
で
し
か
な
い
奇
異
の
現
状

が
、
多
数
の
比
較
を
重
ね
て
み
れ
ば
忽
ち
に
し
て
説
明
と
な
り
、
若
し
く
は
説
明
を
す

ら
も
要
せ
ざ
る
、
歴
史
の
次
々
の
飛
び
石
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
（
柳
田
、　

二
〇
一
〇
、
四
一
六
頁
）
（
３
）

　

た
だ
し
こ
の
時
期
は
、
柳
田
が
「
実
験
の
史
学
」
を
志
し
て
研
究
を
展
開
し
た
初
期
の

こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
い
う
「
国
内
の
事
実
」
を
博
捜
す
る
術
は
ま
だ
少
な
く
、
情
報
の
出

典
は
そ
れ
ま
で
に
成
さ
れ
た
地
誌
な
ど
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

　

鹿
島
踊
に
つ
い
て
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、こ
の
時
期
の
言
及
は
ど
れ
も
、
前
述
し
た
「
踊

り
の
今
と
昔
」
に
お
け
る
『
鹿
島
志
』
の
引
用
の
範
囲
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
一
目

新
し
い
の
は
、
「
巫
女
考
」
に
お
い
て
、
摂
津
本
荘
村
（
現
神
戸
市
東
灘
区
本
山
）
の
鹿

島
神
社
で
、
寛
永
年
間
の
疫
病
流
行
の
際
に
鹿
島
踊
を
催
し
た
際
に
、
神
輿
が
こ
の
地
を

動
か
ず
、
こ
こ
に
神
社
を
勧
請
し
た
と
い
う
挿
話
を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
柳

田
、
一
九
九
九
、
一
九
〇
頁
）
（
４
）
。
だ
が
こ
れ
も
、
『
鹿
島
志
』
の
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
『
摂
陽
群
談
』
の
次
の
記
述
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

 

鹿
島
神
社　

同
郡
本
庄
村
松
原
に
あ
り
。
所
祭
武
甕
槌
神
也
。
所
伝
云
、
寛
永
の
始
諸

国
に
疫
病
あ
り
。
常
陸
国
鹿
島
神
輿
を
出
し
、
所
所
に
渡
し
、
萬
民
の
疫
難
を
祈
し
め

其
患
を
除
く
、
因
て
■
イ
サ
メ
テ之

躍
し
む
。
是
則
世
俗
の
云
る
鹿
島
躍
な
り
。
此
時
神
輿
、
此

地
を
動
玉
は
す
終
に
勧
請
し
て
叢
祠
を
造
り
祭
て
後
、
神
輿
地
を
去
玉
ふ
と
云
へ
り
。

（
岡
田
、　

一
九
一
六
、
二
一
八
頁
）
（
５
）

　

な
お
こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
興
味
深
い
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
前
述
の
「
踊

り
の
今
と
昔
」
の
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
、
鹿
島
踊
に
特
徴
的
な
「
オ
ヤ
モ
サ
〳
〵
」

と
い
う
囃
し
詞
で
あ
る
が
、
柳
田
は
こ
れ
に
深
く
興
味
を
抱
い
た
ら
し
く
、
後
に
別
の
論

考
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

 

踊
の
風
流
は
右
の
如
き
痛
切
な
趣
旨
が
少
し
忘
れ
ら
れ
た
後
の
も
の
と
は
思
ふ
が
、

そ
れ
で
も
今
日
残
つ
て
居
る
「
俄
ぢ
ゃ
〳
〵
」
と
か
「
え
ら
い
や
つ
ち
や
〳
〵
」
と

か
云
ふ
囃
の
詞
が
、
か
の
歴
史
あ
る
各
地
の
念
仏
踊
の
、
「
な
も
で
や
〳
〵
」
ま
た
は

「
な
ン

ま
ん

だ
ぶ
〳
〵
」
と
同
じ
足
拍
子
を
蹈
ま
せ
る
の
は
、
固
よ
り
偶
然
の
こ
と
で

な
い
と
信
ず
る
。
鹿
島
踊
の
「
を
や
も
さ
〳
〵
」
の
如
き
亦
其
一
例
で
あ
る
。
（
柳
田
、

二
〇
〇
〇
、
一
一
三
頁
）
（
６
）

　

と
こ
ろ
が
筆
者
の
知
る
限
り
、
今
も
民
俗
芸
能
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
鹿
島
踊
や
弥

勒
踊
の
中
で
こ
の
囃
し
詞
を
も
つ
事
例
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、
長
唄
『
月
雪
花
蒔
絵

の
巵
』
の
「
月
の
巻
」
や
、
清
元
『
女
車
引
』
、
常
磐
津
『
神
楽
諷
雲
井
曲
毬
』
な
ど
の

舞
踊
曲
に
挿
入
さ
れ
る
鹿
島
踊
歌
に
「
お
や
も
さ
」
と
い
う
囃
し
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
特
徴
的
な
囃
し
詞
は
、
「
も
さ
は
猛
者
な
る
べ
し
」
と
い
う
解

釈
も
含
め
て
、
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
刊
と
さ
れ
る
曲
亭
馬
琴
の
『
燕
石
雑
志
』
で
述

べ
ら
れ
て
お
り
（
曲
亭
、
一
九
七
五
）
、
『
鹿
島
志
』
の
記
述
も
そ
れ
を
受
け
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
民
間
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
都
市
の
風
俗
文
化
の
中

で
戯
画
化
さ
れ
た
鹿
島
踊
の
特
徴
が
、
当
時
の
文
芸
を
介
し
て
流
通
し
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
（
７
）
。

　

つ
ま
り
柳
田
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
相
応
の
注
目
を
し
な
が
ら
も
、
『
鹿
島
志
』
に
記

さ
れ
た
以
上
の
鹿
島
踊
の
実
態
を
知
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
が
「
国
内
の
事
実
」
と
し
て
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伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
確
認
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
柳
田
が

こ
の
時
点
で
得
て
い
た
鹿
島
踊
に
関
す
る
知
識
は
、
文
字
テ
ク
ス
ト
の
参
照
や
引
用
の
連

鎖
に
よ
っ
て
流
通
し
て
い
た
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
こ
の
時
期
の
柳
田
が
ど
う
し
て
鹿
島
踊
に
関
心
を
向
け
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
る
。
次
の
一
節
な
ど
に
は
、
柳
田
の
関
心
が
よ
く

反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

 

其
中
で
も
民
心
煽
動
の
効
果
が
比
較
的
弱
か
つ
た
為
か
、
少
し
く
馬
脚
を
露
あ
ら
わ

し
か
け
て

居
る
の
は
鹿
島
の
事
触
で
あ
る
。
諸
国
に
虫
害
疫
病
な
ど
の
行
は
る
ゝ
際
に
、
鹿
島
の

神
輿
と
称
し
て
遠
国
ま
で
伝
送
し
、
摂
州
其
他
に
処
々
の
祠
を
残
し
、
又
鹿
島
踊
と
云

ふ
一
種
の
踊
を
伝
へ
た
者
が
あ
つ
た
。
常
陸
の
本
社
で
は
全
然
与
り
知
ら
ぬ
の
み
で
な

く
（
鹿
島
記
下
）
、
後
に
は
誰
も
相
手
に
す
る
者
が
無
い
の
に
、
訳
の
分
ら
ぬ
事
を
託

宣
だ
と
称
し
て
、
狂
人
の
如
く
走
り
廻
る
事
触
と
云
ふ
一
種
の
物
貰
ば
か
り
が
各
地
に

居
た
。
住
吉
踊
や
鞍
馬
願
人
な
ど
も
此
類
の
悪
徒
の
失
敗
者
ら
し
い
が
、
や
は
り
後
に

は
カ
ツ
ポ
レ
と
か
ア
ホ
ダ
ラ
と
か
に
な
つ
て
、
馬
鹿
々
々
し
く
自
分
ば
か
り
踊
つ
て
居

た
。
（
柳
田
、
二
〇
〇
〇
、
一
一
二
―
一
一
三
頁
）
（
８
）

　

ま
っ
た
く
も
っ
て
身
も
蓋
も
な
い
評
価
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
の
瑣
末
さ
の
強
調
は
、

柳
田
ら
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
と
も
読
め
る
。
カ
タ
ツ
ム
リ
の
呼
び
方
に
こ
だ
わ
り
、
妖
怪

は
信
仰
を
失
っ
て
零
落
し
た
神
で
あ
る
と
説
き
、
ま
た
神
話
か
ら
発
し
た
伝
説
が
、
「
昔

話
の
小
鳥
」
に
よ
っ
て
土
地
や
世
代
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
の
に
も
似
て
、
一
見

す
る
と
馬
鹿
げ
た
、
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
卑
近
な
対
象
に
こ
そ
、
文
化
の
歴

史
的
変
遷
の
核
心
に
迫
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
だ
と
す
る
論
法
は
、
大
文
字
の
歴
史
に
対
抗

す
る
柳
田
の
方
法
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

　

で
は
い
っ
た
い
、
こ
の
「
馬
鹿
馬
鹿
し
い
」
と
評
さ
れ
た
踊
り
は
何
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
前
に
引
い
た
「
掛
け
踊
」
の
中
で
は
、
鹿
島
踊
は
、
に
わ
か

踊
り
、
伊
勢
踊
り
な
ど
と
並
ん
で
、
流
行
神
を
村
送
り
す
る
集
団
狂
騒
の
踊
り
と
位
置
付

け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
同
時
に
、
「
蔭
に
隠
れ
て
糸
を
引
く
者
」
た
る
事
触
の
存
在
が
注

目
さ
れ
、
踊
り
を
村
か
ら
村
へ
伝
え
る
煽
動
者
と
し
て
、
願
人
坊
主
な
ど
と
同
様
、
唱
門

師
、
サ
サ
ラ
、
ク
グ
ツ
と
い
っ
た
中
世
以
来
の
漂
泊
芸
能
民
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
こ
れ
ら
が
「
巫
女
考
」
や
「
毛
坊
主
考
」
の
中
で
も
言
及
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
論

考
で
扱
わ
れ
る
民
間
宗
教
者
と
並
べ
置
か
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な
文
脈
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
存
在
は
、
日
本
の
大
多
数
を
占
め
る
定
住
農
耕
を
営
む
人

び
と
（
後
に
「
常
民
」
と
呼
ば
れ
た
存
在
）
に
対
し
て
、
境
界
を
超
え
て
移
動
す
る
遊
動

民
の
歴
史
的
な
存
在
形
態
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
鹿
島
踊
や
そ
れ
を

伝
え
た
鹿
島
の
事
触
は
、
漂
泊
芸
能
民
の
名
残
で
あ
り
、
越
境
し
て
文
化
を
伝
え
広
め
る

特
殊
な
存
在
と
し
て
、
同
時
期
の
山
人
論
と
も
交
錯
し
な
が
ら
（
９
）
、
混
成
的
な
日
本
民
族

の
形
成
論
を
支
え
る
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
こ
れ
ら
の
初
期
の
著
作
に
対
し
て
、
鹿
島
踊
へ
の
関
心
が
集
中
す
る
後
の
一
期

は
、
晩
年
近
く
『
海
上
の
道
』
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
論
考
で
あ
る
。
と
く
に
同
書

の
「
み
ろ
く
の
船
」
の
一
章
は
、
ほ
ぼ
丸
ご
と
鹿
島
踊
・
弥
勒
踊
の
考
察
と
い
っ
て
良
い
。

そ
こ
で
は
鹿
島
踊
歌
（
柳
田
は
「
弥
勒
謡
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
）
の
章
句
を
引
き
合

い
に
、
庶
民
の
世
直
し
に
対
す
る
希
求
が
、
米
の
豊
穣
な
弥
勒
の
世
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に

投
影
さ
れ
て
い
る
さ
ま
が
説
か
れ
て
い
る
（
10
）

。

　

昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
七
月
の
『
民
間
伝
承
』
一
五
巻
七
号
に
柳
田
は
「
知
り
た

い
と
思
う
事
二
三
」
を
寄
稿
し
た
（
柳
田
、
一
九
五
一
ａ
）
。
こ
れ
は
『
民
間
伝
承
』
誌

が
柳
田
の
喜
寿
（
七
七
歳
）
記
念
特
集
号
を
出
そ
う
と
計
画
し
た
の
に
対
し
、
そ
れ
で
あ
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れ
ば
会
員
に
、
自
分
が
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
各
地
か
ら
報
告
を
寄
せ

て
も
ら
い
た
い
と
課
題
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
八
つ
の
課
題
の
う
ち
の
一
つ
が
「
み

ろ
く
船
の
こ
と
」
で
、
常
陸
鹿
島
の
鹿
島
踊
の
祭
歌
と
、
南
方
八
重
山
群
島
の
ニ
ロ
ー
（
ニ

ラ
イ
）
神
と
い
う
遠
く
隔
た
っ
た
二
つ
の
例
を
挙
げ
、「
弥
勒
の
出
現
を
海
か
ら
迎
え
る
」

信
仰
が
同
根
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
の
蓋
然
性
は
、
こ
の
中
間
の
地
方
に
同

様
の
信
仰
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
す
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
経
緯
か
ら
は
、
こ
の
時
期
の
柳
田
が
、
初
期
の
関
心
と
は
異
な
る
態
度
で
こ
の
問

題
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
『
鹿
島
志
』
と
い
う
一
つ
の
地
誌
の
記
述
を
起

点
に
し
た
テ
ク
ス
ト
の
網
の
目
に
依
拠
し
た
当
時
と
違
い
、
こ
こ
で
は
、
柳
田
自
身
が
雑

誌
や
郵
便
と
い
っ
た
近
代
的
な
制
度
に
支
え
ら
れ
て
作
り
上
げ
た
学
問
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
駆
使
し
て
、
な
ん
と
か
自
説
を
実
証
す
る
に
足
る
具
体
的
な
民
間
伝
承
の
事
例
を
発

見
し
た
い
と
い
う
思
い
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
『
郷
土
研
究
』
か
ら
『
民
間
伝
承
』
ま

で
の
研
究
成
果
の
蓄
積
、
民
俗
学
研
究
所
や
民
間
伝
承
の
会
と
い
っ
た
組
織
、
あ
る
い
は

山
村
調
査
に
発
す
る
調
査
手
法
な
ど
を
含
む
、
柳
田
の
学
問
の
集
大
成
と
し
て
の
自
負
を

見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
同
年
一
一
月
の
喜
寿
記
念
号
で
は
、
大
森
義
憲
が
沖
縄
、
坂
口
一
雄
が

伊
豆
大
島
、
土
橋
里
木
が
甲
州
、
井
之
口
章
次
が
福
島
県
伊
達
郡
の
事
例
の
報
告
を
行
っ

て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
柳
田
の
関
心
を
十
分
に
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
11
）

。

な
お
こ
の
号
に
は
、
前
述
の
七
号
掲
載
の
「
知
り
た
い
と
思
う
事
二
三
」
が
誤
植
修
正
の

上
で
再
録
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
単
行
本
『
海
上
の
道
』
に
も
再
録
さ
れ
た
（
大
森
・
坂

口
・
土
橋
・
井
之
口
、
一
九
五
一
）
。

　

実
は
「
み
ろ
く
の
船
」
の
文
章
は
、
こ
の
報
告
を
募
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
『
心
』

誌
に
発
表
さ
れ
て
い
る
（
柳
田
、
一
九
五
一
ｂ
）
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
内
容
に
ほ
と
ん

ど
修
正
を
加
え
ず
一
〇
年
後
の
『
海
上
の
道
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
柳

田
の
「
知
り
た
い
と
思
う
事
」
の
呼
び
か
け
が
不
調
に
終
わ
り
、
そ
の
疑
問
は
十
分
に
解

決
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
鹿
島
踊
に
対
す
る
関
心
は
、
方
法
の
面
か
ら
は
十
分
な
成

果
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
い
っ
た
い
柳
田

は
、
鹿
島
踊
・
弥
勒
踊
を
資
料
と
し
て
、
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
か
、

そ
の
目
的
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

柳
田
は
、
「
み
ろ
く
の
船
」
の
一
節
に
、
多
摩
川
上
流
の
小
河
内
村
の
鹿
島
踊
、
下
総

印
旛
郡
の
村
々
に
分
布
す
る
弥
勒
歌
、
安
房
の
半
島
か
ら
伊
豆
、
大
島
さ
ら
に
其
対
岸
の

海
村
に
現
存
す
る
鹿
島
踊
な
ど
と
、
実
例
を
知
る
限
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
が
一
帯
に
分
布

す
る
の
は
、
「
単
な
る
流
行
と
か
好
み
と
か
い
ふ
以
上
に
、
何
か
下
に
隠
れ
た
る
共
通
の

理
由
が
、
あ
つ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
」
と
い
う
（
柳
田
、
一
九
九
七
、
四
六
〇
頁
）
。

こ
の
「
隠
れ
た
る
共
通
の
理
由
」
こ
そ
、
柳
田
が
解
き
た
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
続
け
て
、
遠
州
島
田
の
大
祭
（
帯
ま
つ
り
）
に
出
る
鹿
島
踊
に
言
及
し
、
そ
の
分
布
に

つ
い
て
「
是
ほ
ど
の
東
西
交
通
に
於
て
、
大
井
川
が
一
方
の
終
端
と
い
ふ
こ
と
は
多
分
は

有
り
得
ま
い
」
と
推
測
す
る
。

　

そ
し
て
こ
の
文
章
の
末
尾
近
く
で
唐
突
に
「
鳥
も
通
は
ぬ
と
さ
へ
言
は
れ
て
居
た
南
の

南
の
島
々
に
、
今
で
も
行
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
年
々
の
弥
勒
踊
が
、
こ
の
東
国
の
同
名
の

行
事
と
、
幾
つ
か
の
類
似
を
も
つ
て
居
て
、
し
か
も
鹿
島
と
の
因
縁
が
捜
し
出
せ
な
い
の

は
大
き
な
意
味
が
あ
る
」
（
柳
田
、
一
九
九
七
、
四
六
二
頁
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
「
南

の
南
の
島
々
」
と
柳
田
が
い
う
八
重
山
諸
島
ま
で
鹿
島
の
事
触
が
歩
い
て
渡
る
こ
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
海
の
彼
方
か
ら
豊
穣
を
も
た
ら
す
船
が
着
く
と
い
う

同
じ
心
意
を
表
す
同
種
の
踊
り
（
弥
勒
踊
）
が
存
在
す
る
こ
と
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
柳
田

は
、
一
つ
の
文
化
に
通
底
す
る
基
盤
的
な
心
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

永
田
衡
吉
は
自
著
の
中
で
、
昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
に
柳
田
か
ら
送
ら
れ
た
葉
書
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を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
柳
田
は
「
ミ
ロ
ク
の
船
が
着
い
た
と
さ
」
と
い
う
鹿
島

踊
歌
の
一
説
に
つ
い
て
自
説
を
唱
え
、
仏
教
の
弥
勒
に
は
船
に
乗
っ
て
渡
来
す
る
と
い
う

要
素
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
で
は
鹿
島
と
八
重
山
と
い
う
は
る
か
隔
た
っ
た
地
に

東
方
か
ら
船
で
来
臨
し
て
弥
勒
の
世
を
も
た
ら
す
存
在
が
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
永
田
、
一
九
八
二
、
一
七
九
頁
）
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
『
海
上
の
道
』
で
も

注
目
さ
れ
た
、
南
島
に
お
け
る
東
方
浄
土
と
し
て
の
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と
い
う
海
上
他
界
観

が
鹿
島
踊
に
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
仏
教
で
説
か
れ
る
阿
弥
陀
の
主
宰
す
る
西
方
浄
土
と
も
異
な
り
、
南
西
の
外
れ

で
あ
る
八
重
山
か
ら
、
東
の
外
れ
で
あ
る
鹿
島
ま
で
、
単
一
の
文
化
的
基
盤
を
も
つ
日
本

の
固
有
の
信
仰
表
現
だ
と
柳
田
が
想
定
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
最
後
ま

で
、
大
井
川
以
西
の
本
土
に
鹿
島
踊
・
弥
勒
踊
の
痕
跡
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
科
学
的
な
実
証
主
義
を
標
榜
し
た
柳
田
に
と
っ
て
、
そ
の
仮
説
は
最
後
ま
で
立
証
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
の
二
期
の
鹿
島
踊
へ
の
関
心
を
並
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
正
反
対

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
初
期
の
関
心
で

は
、
鹿
島
踊
を
持
ち
伝
え
る
鹿
島
の
事
触
と
い
う
存
在
が
、
地
域
に
定
住
し
な
い
、
非
常

民
と
も
言
え
る
漂
泊
者
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
山
人
な
ど
に
も
連
な
る
異
人
的
な
存
在

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
『
海
上
の
道
』
と
い
う
柳
田
民
俗
学
の
一
つ
の

集
大
成
の
中
で
は
、
鹿
島
踊
・
弥
勒
踊
は
、
単
一
民
族
・
単
一
文
化
で
あ
る
日
本
に
固
有

の
基
盤
的
心
性
の
表
れ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
方
法
的
に
も
、
初
期
に
は

近
世
の
地
誌
や
随
筆
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
博
捜
に
頼
っ
て
い
た
の
が
、
後
に
は
自
身
が

主
宰
す
る
雑
誌
の
読
者
を
動
員
し
た
、
民
間
の
事
象
の
広
範
囲
な
資
料
採
集
に
よ
る
実
証

的
な
方
法
に
（
結
果
的
に
は
十
分
な
成
果
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
）
依
拠
し
て
い

た
。
こ
の
相
違
は
、
そ
の
ま
ま
柳
田
國
男
の
学
問
全
体
に
お
け
る
方
法
と
関
心
の
軌
跡
を

な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註（
１
） 

本
稿
は
、
以
前
に
発
表
し
た
小
稿
（
俵
木　

二
〇
一
一
）
を
大
幅
に
増
補
し
改
稿

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
） 

初
出
「
踊
り
の
今
と
昔
」
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
八
月
一
〇
日
『
人
類
学
雑

誌
』
二
七
（
五
）

（
３
） 

こ
の
文
章
は
、
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
八
月
の
日
本
民
俗
学
講
習
会
に
お
け

る
講
演
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
採
集
期
と
採
集
技
能
」
で

あ
っ
た
。
同
年
に
発
表
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
に
も
そ
の
題
目
で
収
め
ら

れ
て
い
る
。
「
実
験
の
史
学
」
は
こ
れ
を
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
に
再
録
す
る
際

に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
原
題
の
「
採
集
期
と
採
集
技
能
」
の
タ

イ
ト
ル
で
収
め
ら
れ
て
い
る
新
版
全
集
か
ら
引
用
し
た
。

（
４
） 

初
出
「
巫
女
考
」
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
一
〇
月
一
〇
日
『
郷
土
研
究
』
一
（
八
）

（
５
） 

こ
の
『
摂
陽
群
談
』
の
記
述
自
体
が
、
定
型
化
さ
れ
た
鹿
島
踊
の
説
明
と
さ
ほ

ど
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ち
な
み
に
同
書
の
成
立
は
元
禄
一
四

（
一
七
〇
一
）
年
と
、
鹿
島
踊
に
関
す
る
文
書
の
記
録
と
し
て
は
最
も
古
く
、
む

し
ろ
『
鹿
島
志
』
等
の
近
世
後
期
の
資
料
に
お
け
る
鹿
島
踊
に
関
す
る
通
俗
的
理

解
が
、
文
字
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
た
間
テ
ク
ス
ト
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

（
６
） 
初
出
「
掛
け
踊
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
九
月
一
日
『
郷
土
研
究
』
四
（
六
）

（
７
） 

池
田
彌
三
郎
は
、
こ
の
「
も
さ
」
と
い
う
囃
し
詞
を
、
近
世
の
下
級
の
武
士
階
級

か
ら
出
て
、
元
禄
期
ご
ろ
に
流
行
し
た
「
奴
詞
」
の
一
例
と
し
て
論
じ
て
い
る
（
池

田
、
一
九
六
七
）
。
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（
８
）
初
出
「
掛
け
踊
」
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
九
月
一
日
『
郷
土
研
究
』
四
（
六
）

（
９
） 
柳
田
の
「
遊
動
性
」
に
対
す
る
注
目
を
論
じ
た
柄
谷
行
人
は
、「
国
家
に
抗
す
る
」

タ
イ
プ
の
遊
動
民
で
あ
る
山
人
と
、
潜
在
的
に
国
家
権
力
に
連
な
る
存
在
で
あ
る

遊
動
民
で
あ
る
漂
泊
的
芸
能
民
の
二
種
類
の
遊
動
性
を
、
柳
田
が
区
別
し
て
い
た

と
論
じ
て
い
る
（
柄
谷
、
二
〇
一
四
）
。

（
10
） 

こ
の
説
は
、
後
に
宮
田
登
に
よ
る
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』
に
引
き
継
が
れ
た

（
宮
田
、
一
九
七
五
）
。
宮
田
も
同
書
で
鹿
島
踊
・
弥
勒
踊
に
注
目
し
て
い
る
が
、

鹿
島
の
事
触
の
伝
え
た
神
踊
と
し
て
の
鹿
島
踊
は
、
鹿
島
送
り
の
儀
礼
な
ど
と
同

様
、
悪
神
追
放
の
神
送
り
で
あ
り
、
念
仏
踊
り
の
系
譜
を
引
く
老
嫗
の
踊
る
弥
勒

踊
は
、
ミ
ロ
ク
の
世
を
待
望
す
る
心
性
の
表
れ
で
あ
る
と
区
別
し
た
上
で
、
両
者

が
後
に
混
淆
し
た
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
、
米
の
豊
穰
な
ミ
ロ
ク
世
を
求

め
る
「
豊
年
祭
型
」
と
、
悪
疫
や
飢
饉
を
も
た
ら
す
悪
神
を
追
放
し
て
新
た
な
ミ

ロ
ク
の
世
を
迎
え
よ
う
と
す
る
「
神
送
り
型
」
と
い
う
、
宮
田
が
設
定
し
た
日
本

の
ミ
ロ
ク
信
仰
の
二
つ
の
類
型
に
対
応
す
る
。

（
11
） 

坂
口
の
伊
豆
大
島
の
鹿
島
踊
の
例
だ
け
は
、
後
述
す
る
同
年
の
「
み
ろ
く
の
船
」

で
紹
介
し
て
い
る
。
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