
〔
書

評
と

紹
介

〕

常
木

晃
編

『
食
文
化
―
歴
史
と
民
俗
の
饗
宴
』

シ

ュ

ン

ポ

シ

オ

ン

白
石

睦
弥

人
文
科
学
諸
分
野
、
す
な
わ
ち
考
古
学
を
含
む
歴
史
学
や
民
俗
学
、
文
化
人
類
学
、

民
族
学
、
も
し
く
は
文
学
研
究
な
ど
に
お
い
て
も
、
食
に
つ
い
て
の
探
求
心
は
尽
き

な
い
。
特
に
研
究
を
目
的
と
し
て
い
な
く
て
も
、
食
に
関
す
る
書
籍
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
ほ
ど
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
食
事
は
人
間
の
最
も
根
源
的
な
欲
求
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
人
間
の
原
点
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
文
化
と
し
て
成
立
し
た
の
は
新
し
い
こ

と
で
は
あ
る
ま
い
。
人
間
の
食
事
は
、
材
料
の
入
手
か
ら
加
工
・
調
理
器
具
、
調
理

方
法
や
食
器
、
作
法
な
ど
に
至
る
ま
で
、
関
連
事
項
は
挙
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
『
食
文
化
―
歴
史
と
民
俗
の
饗

宴
』
は
、
歴
史
学
・
文
化

シ

ュ

ン

ポ

シ

オ

ン

人
類
学
か
ら
食
文
化
の
再
考
を
試
み
た
珠
玉
の
一
冊
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
同

書
は
二
〇
〇
八
年
度
に
筑
波
大
学
で
開
講
さ
れ
た
総
合
科
目
「
民
族
の
世
界
―
世
界

の
食
文
化
」
と
い
う
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
講
義
を
も
と
に
書
き
下
ろ
さ
れ
、
食
文
化

「
学
」
の
入
門
編
と
し
て
テ
ー
マ
を
見
つ
け
る
た
め
に
最
適
な
入
門
書
で
あ
る
。
ひ

と
つ
ず
つ
の
テ
ー
マ
の
末
尾
に
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
基
礎
的
な
文

献
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
る
た
め
の
用
意
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
勉
強
す
る
た
め
の
人
に
と
っ
て
は
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

単
純
に
「
食
」
に
興
味
を
持
つ
人
が
通
読
し
て
も
、
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
大
変
に

興
味
深
い
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
陣
が
専
門
的
な
見
地
を
実

体
験
な
ど
も
交
え
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
研
究
書
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
書
に
お
け
る
「
食
文
化
」
と
は
、
我
々
が
所
謂
「
食
」
と
い
う
言

葉
か
ら
想
定
す
る
も
の
と
は
、
少
し
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
同
書
の
定
義

す
る
「
食
文
化
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

食
文
化
と
は
、
食
に
関
す
る
様
々
な
人
間
活
動
（
食
料
の
獲
得
か
ら
、
運
搬
、
分

配
、
売
買
、
貯
蔵
、
加
工
、
調
理
、
配
膳
、
消
費
な
ど
）
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る

文
化
（
食
の
作
法
、
食
べ
方
、
タ
ブ
ー
、
信
仰
、
社
会
組
織
な
ど
）
の
総
体
の
こ
と

で
、
人
間
集
団
や
社
会
組
織
の
あ
り
方
、
変
遷
な
ど
と
密
接
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
集
団
の
特
徴
な
ど
が
表
出
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
狩
猟

採
集
民
と
農
耕
民
で
は
食
料
の
獲
得
方
法
で
あ
る
生
業
形
態
の
違
い
が
生
ま
れ
る
な

ど
、
食
文
化
の
相
違
は
社
会
生
活
の
多
く
の
部
分
に
異
な
る
要
素
を
孕
ま
せ
る
。
そ

れ
は
、
ひ
い
て
は
異
な
る
様
式
の
社
会
や
宗
教
の
構
成
な
ど
に
つ
な
が
り
、
人
間
集

団
の
形
成
と
そ
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
食
文
化
を
捉
え
て
い
る
た
め
、
編
者
の
常
木
氏
曰
く
、
同

書
で
は
、
西
日
本
の
ブ
リ
料
理
と
東
日
本
の
サ
ケ
料
理
の
味
付
け
の
違
い
や
、
犬
肉

食
の
調
理
法
、
オ
リ
ー
ヴ
の
不
飽
和
脂
肪
酸
が
ど
れ
だ
け
体
に
よ
い
か
、
ヨ
ー
グ
ル

ト
の
家
庭
で
の
作
り
方
な
ど
に
は
残
念
な
が
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
同
書
が
希
求

し
た
の
は
、
歴
史
学
や
文
化
人
類
学
の
視
点
か
ら
食
文
化
を
捉
え
る
と
そ
の
社
会
は

ど
う
理
解
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
食
文
化
か
ら
見
る
と
、
あ
る

歴
史
的
事
象
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
か
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
あ
る
時
代
の
食
文
化
に
関
す
る
通
説
は
文
献
史
料
に
照
合
す
る
と
ど
の
よ
う
に

見
え
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
学
や
文
化
人
類
学
の
研
究
手
法

と
差
異
が
な
い
。
前
に
同
書
が
研
究
書
で
あ
る
と
謳
っ
た
所
以
で
あ
る
。
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さ
て
、
同
書
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
括
弧
内
に
は
各
テ
ー
マ
の
執
筆
担

当
者
と
専
門
分
野
を
示
し
た
。
参
考
に
さ
れ
た
い
。

「
古
代
の
人
々
と
酒
」
（
根
本
誠
二
…
日
本
古
代
史
）
で
は
、
食
生
活
を
語
る
上

で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
酒
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
提
供
す
る
。
主
に
奈
良
・
平
安

期
、
人
々
の
食
生
活
の
中
で
、
酒
の
持
つ
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
酒
の
種
類
や
価
格

に
限
ら
ず
、
宗
教
的
な
営
み
に
お
い
て
酒
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
検
討
さ

れ
て
い
る
。
酒
を
め
ぐ
る
古
代
人
の
意
識
や
倫
理
観
に
は
、
所
謂
「
ホ
ン
ネ
」
と

「
タ
テ
マ
エ
」
の
よ
う
な
も
の
が
介
在
し
た
と
い
い
、
仏
教
受
容
へ
の
影
響
も
示
唆

さ
れ
た
。

「
列
島
の
食
文
化
―
サ
ケ
を
め
ぐ
る
文
化
」
（
浪
川
健
治
…
日
本
近
世
史
）
で
は
、

サ
ケ
と
日
本
人
と
の
関
わ
り
の
歴
史
を
述
べ
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
圏
に
お
け
る
、
サ

ケ
を
主
と
し
た
漁
労
の
文
化
が
、
近
世
国
家
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
か
言

及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
が
行
っ
た
漁
法
や
、
利
根
川
の
サ
ケ
漁
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
捕
獲
さ
れ
た
サ
ケ
は
塩
引
や
鮨
（
イ
イ
ズ
シ
）
な
ど
に
加
工

さ
れ
、
各
地
の
年
越
し
儀
礼
で
重
視
さ
れ
た
食
材
だ
と
い
う
。
そ
し
て
古
代
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
、
食
文
化
と
い
う
も
の
が
歴
史
の
中
で
変
容
す
る
こ
と
を
詳
細
に
検

討
し
指
摘
さ
れ
た
。

「
日
光
と
う
が
ら
し
―
「
日
光
の
社
寺
」
の
儀
礼
に
お
け
る
食
」
（
山
澤
学
：
近

世
日
本
宗
教
社
会
史
）
は
、
日
光
ト
ウ
ガ
ラ
シ
に
つ
い
て
、
日
光
の
名
物
と
も
な
っ

て
い
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
漬
の
生
産
や
土
産
物
な
ど
と
し
て
の
流
通
の
側
面
や
、
祭
礼
の

供
物
と
し
て
の
役
割
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
日
光
山
輪
王
寺
の
強
飯
式

ご

う

は

ん

し

き

に
お
け
る
供
物
、
つ
ま
り
ハ
レ
の
食
材
と
し
て
使
用
さ
れ
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
修
験
者

を
清
め
祓
い
法
力
を
獲
得
す
る
助
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

「
韓
国
の
食
文
化
を
読
む
」
（
中
野
泰
…
民
俗
学
）
で
は
、
現
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
に
よ
り
、
現
在
の
食
事
の
内
容
や
歴
史
的
背
景
、
食
膳
の
型
や
、
食
事
作
法

な
ど
に
つ
い
て
、
日
常
食
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
年
中
行
事
や
人
生
儀
礼
に
お

け
る
非
日
常
的
な
食
事
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
当
該
地
域
に
お
い
て
犬
肉

は
ご
ち
そ
う
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
人
間
関
係
を
よ
り
密
接
に
し
た

り
、
修
復
・
緩
和
さ
せ
る
宴
と
な
る
事
例
を
提
示
さ
れ
た
。

「
中
国
の
食
文
化
―
古
代
中
国
に
お
け
る
食
を
考
え
る
た
め
に
」
（
丸
山
宏
…
中

国
宗
教
）
で
は
、
ま
ず
現
在
の
中
国
の
食
事
に
つ
い
て
、
主
に
台
湾
を
事
例
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
張
光
直
氏
の
研
究
に
基
づ
き
、
古
代
中
国
の
食
文
化
に

つ
い
て
概
説
さ
れ
て
お
り
、
社
会
が
ど
れ
ほ
ど
食
事
を
重
視
し
て
い
る
か
と
い
う
指

標
に
照
ら
せ
ば
、
中
国
文
化
は
世
界
で
も
屈
指
の
食
事
志
向
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
儒
教
や
仏
教
な
ど
中
国
の
主
要
な
思
想
や
宗
教
に
お
い
て
、
食
文
化
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
清
朝
の
皇
帝
儀
礼
と
祖
霊
に
供
え
た
食
物
」
（
楠
木
賢
道
…
東
洋
史
・
清
朝
史

・
東
北
ア
ジ
ア
史
）
で
は
、
清
朝
二
代
目
君
主
ホ
ン
タ
イ
ジ
期
に
お
い
て
中
国
王
朝

的
な
儀
礼
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
り
、
伝
統
的
な
満
州
族
の
儀
礼
と
の
共
存
状
況
を

意
識
的
に
創
り
上
げ
て
い
っ
た
と
い
い
、
そ
れ
は
支
配
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
維
持
装
置
と
し
て
の
必
要
性
に
基
づ
く
。
ま
た
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
伝
統
的
に
祭
祀

者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
君
主
権
の
継
承
者
だ
け
で
な
く
、
一
族
の
王
侯
た
ち
と
と
も

に
儀
礼
を
行
い
、
供
物
を
共
食
し
て
お
り
、
そ
れ
は
当
時
の
清
朝
が
皇
帝
独
裁
的
体

制
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
カ
ラ
ス
と
食
べ
物
を
分
け
合
う
女
」
（
内
山
田
康
…
社
会
人
類
学
）
で
は
、
イ

ン
ド
で
筆
者
が
直
接
見
聞
し
た
不
可
触
民
の
女
性
の
食
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
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語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
カ
ー
ス
ト
間
の
階
層
関
係
が
、
何
を
食
べ
る
か
、
ど
う

食
べ
る
の
か
、
食
べ
物
が
ど
の
よ
う
に
や
り
と
り
さ
れ
る
の
か
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
れ
が
現
在
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
女
性
は
貧
し
い
中
で

も
少
な
い
食
事
を
カ
ラ
ス
に
与
え
続
け
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
近
親
の
死
者
を
悼
む

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

「
オ
リ
ー
ヴ
の
地
中
海
」
（
常
木
晃
…
西
ア
ジ
ア
考
古
学
）
で
は
、
地
中
海
世
界

に
お
い
て
オ
リ
ー
ヴ
と
人
間
の
関
係
史
を
繙
き
、
考
古
遺
跡
に
見
ら
れ
る
オ
リ
ー
ヴ

油
生
産
の
痕
跡
や
、
史
料
中
の
記
述
だ
け
で
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
オ
リ
ー
ヴ
が

い
か
に
地
中
海
世
界
で
重
要
な
食
物
で
あ
る
か
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
結
実

ま
で
長
期
間
を
要
す
る
そ
の
樹
木
は
、
自
分
た
ち
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
子
孫
に
実

り
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ノ
ア
の
箱
船
で
放
た
れ
た
鳩
が
オ
リ
ー
ヴ
を
く
わ
え

て
戻
っ
た
こ
と
も
そ
れ
を
象
徴
し
、
宗
教
的
重
要
性
の
高
い
植
物
で
あ
る
こ
と
も
示

さ
れ
て
い
る
。

「
乳
を
食
べ
る
人
々
―
西
ア
ジ
ア
の
乳
製
品
」
（
三
宅
裕
…
西
ア
ジ
ア
考
古
学
）

で
は
、
西
ア
ジ
ア
と
い
う
肉
食
の
印
象
の
強
い
地
域
に
お
い
て
、
実
際
に
は
肉
は
ハ

レ
の
日
の
食
事
で
あ
り
、
日
常
の
食
卓
で
は
乳
製
品
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
例
年
同
じ
規
模
で
牧
畜
を
営
む
た
め
に
は
自
ず
と
食
す
る
こ
と
の
で

き
る
個
体
数
は
限
ら
れ
、
食
す
る
場
合
に
は
余
す
と
こ
ろ
無
く
全
て
を
食
べ
尽
く
す

こ
と
も
特
徴
的
だ
。
ま
た
、
歴
史
的
に
見
て
い
く
と
、
伝
統
的
に
乳
を
用
い
る
地
域

は
西
ア
ジ
ア
型
農
耕
と
深
い
関
わ
り
が
あ
り
、
西
ア
ジ
ア
農
耕
文
化
圏
ひ
い
て
は
乳

製
品
文
化
圏
の
広
ま
り
は
現
在
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
解
析
な
ど
に
基
づ
き
検
証
が
行
わ
れ
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ト
ル
コ
料
理
の
世
界
―
オ
ス
マ
ン
宮
廷
料
理
の
復
元
」
（
小
松
香
織
…
オ
ス
マ

ン
帝
国
・
ト
ル
コ
共
和
国
近
現
代
史
）
で
は
、
料
理
書
な
ど
の
史
料
を
用
い
て
復
元

さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
宮
廷
料
理
の
内
容
を
示
し
、
そ
の
特
徴
は
高
価
で
あ
っ
た
砂

糖
や
蜜
を
使
用
し
た
甘
み
が
強
い
肉
料
理
に
あ
り
、
そ
れ
が
宮
廷
の
み
な
ら
ず
民
衆

の
間
で
も
安
価
な
甘
味
料
を
使
用
し
て
浸
透
し
て
い
た
味
覚
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
デ
ザ
ー
ト
は
別
に
し
て
も
全
く
甘
み
の
無
く
な
っ
た
現
在
の
ト
ル
コ

料
理
へ
の
転
機
と
し
て
、
砂
糖
の
価
格
低
下
や
新
大
陸
か
ら
新
た
な
食
材
が
流
入
し

た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
ロ
ー
マ
皇
帝
た
ち
の
食
卓
―
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
・
ア
ウ
グ
ス
タ
』
に
見
る
」
（
井

上
文
則
…
古
代
ロ
ー
マ
史
）
で
は
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
皇
帝

た
ち
の
食
生
活
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
飽
食
と
美
食
の
印
象
の
強
い
ロ
ー
マ
皇
帝
た

ち
の
食
生
活
が
意
外
と
質
素
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
手
の
込
ん
だ
料
理
が
少
な
く
、
重

視
さ
れ
た
の
は
調
理
法
よ
り
も
食
材
の
珍
し
さ
や
量
で
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
皇
帝
が
市
民
的
で
あ
る
べ
き
と
い
う
元
首
政
的
な
理
想
が

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
三
、
四
世
紀
に
顕
著
と
な
る
「
肉
食
は
非
文
明
的
な
食
事
」

と
す
る
ロ
ー
マ
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
食
文
化
は
ひ
と
つ
の
時
代
や
文
化
・
国
に
お
い
て
、
大
変
重

要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
富
め
る
者
も
貧
し
い
者
も
、
高

貴
な
者
も
賤
し
い
者
も
、
男
性
も
女
性
も
、
い
か
な
る
人
に
も
い
か
な
る
場
合
に
も

食
は
人
間
の
重
要
な
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
摂
取
の
目
的
で
無

い
こ
と
は
同
書
が
示
し
て
く
れ
た
通
り
で
あ
り
、
食
の
た
め
に
多
く
の
文
化
が
構
築

さ
れ
、
様
々
な
文
化
の
た
め
に
食
は
変
化
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
研
究
は
今
後
も
益

々
隆
盛
を
極
め
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
同
書
は
大
い
に
そ
れ
に
貢
献
す
る
も
の
と
考

え
る
。
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最
後
に
同
書
で
引
用
さ
れ
た
『
万
葉
集
』
の
「
讃
酒
歌
」
か
ら
一
首
。

價
無
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
益
さ
め
や
も
（
三
四
五
）

あ

た

い

ま

「
價
無
き
宝
」
と
は
仏
教
の
「
無
價
宝
」
に
通
じ
、
仏
教
の
教
え
よ
り
も
一
杯
の

む

げ

ほ

う

酒
が
勝
る
と
い
う
意
味
と
の
こ
と
。
い
か
な
る
宗
教
学
問
に
対
す
る
欲
求
も
、
本
当

は
「
食
」
に
は
か
な
わ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
四
六
判
、
二
五
三
頁
、
悠
書
館
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
二
一
〇
〇
円
）

（
し
ら
い
し
・
む
つ
み

弘
前
大
学
特
別
研
究
員
）

『
新
編
弘
前
市
史

資
料
編

岩
木
地
区
』
（

民
俗

編
）

大
湯

卓
二

本
書
は
、
当
初
『
岩
木
町
史
』
編
纂
事
業
と
し
て
計
画
さ
れ
た
が
、
岩
木
町
が
弘

前
市
と
合
併
と
な
り
、
そ
の
た
め
既
刊
の
『
新
編
弘
前
市
史
』
十
一
巻
の
続
刊
と
し

て
『
新
編
弘
前
市
史

資
料
編

岩
木
地
区
』
（
平
成
二
二
年
三
月
）
の
刊
行
と
な

っ
た
。

従
っ
て
、
本
書
は
旧
岩
木
町
の
自
治
体
史
と
し
て
の
体
裁
を
と
り
、
考
古
、
歴
史
、

民
俗
、
近
現
代
、
編
年
資
料
と
い
う
各
分
野
の
資
料
編
と
し
て
構
成
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
『
新
編
弘
前
市
史
』
十
一
巻
で
は
、
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
民
俗
分
野

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

本
書
の
総
頁
数
は
、
九
〇
七
頁
ほ
ど
で
、
そ
の
約
三
分
の
一
が
民
俗
分
野
に
当
た

っ
て
い
る
。

第
Ⅴ
部
民
俗
分
野
の
編
集
方
針
を
見
る
と
、
岩
木
地
区
の
庶
民
の
生
活
を
記
録
す

る
た
め
、
民
俗
調
査
を
実
施
し
、
調
査
資
料
を
基
に
編
纂
し
た
と
あ
る
。
対
象
と
な

っ
た
話
者
は
一
四
四
名
に
上
る
。

そ
こ
で
第
Ｖ
部
の
具
体
的
な
記
述
内
容
は
、
民
俗
の
一
般
的
な
民
俗
分
類
（
社
会

構
成
、
生
業
、
衣
食
住
、
人
生
儀
礼
、
年
中
行
事
、
信
仰
、
口
承
文
芸
）
の
八
項
目

分
類
を
用
い
、
そ
れ
に
「
工
芸
」
と
い
う
項
目
を
加
え
、
九
章
を
八
人
の
執
筆
者
で

ま
と
め
て
い
る
。

第
章
の
「
社
会
構
成
」
は
、
ム
ラ
社
会
と
人
の
繋
が
り
と
機
能
に
つ
い
て
、
第

1

一
節
の
家
と
同
族
（
家
族
の
形
態
、
家
族
の
役
割
、
家
の
な
ら
わ
し
、
同
族
の
結


