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本
書
は
、
田
中
館
秀
三
に
地
理
学
を
学
び
、
柳
田
國
男
に
民
俗
学
を
学
ん
だ
山
口

弥
一
郎
（
一
九
〇
二
〜
二
〇
〇
〇
）
の
研
究
と
実
践
を
、
山
口
の
遺
し
た
資
料
群
の

調
査
成
果
か
ら
通
時
的
に
読
み
解
き
、
同
時
代
的
な
意
義
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
口
に
関
し
て
は
民
俗
学
者
の
川
島
秀
一
を
は
じ
め
地
理
学

者
、
社
会
学
者
ら
の
論
攷
が
あ
る
が
、
本
書
は
民
俗
学
を
専
攻
す
る
内
山
大
介
と
、

地
理
学
を
専
攻
す
る
辻
本
侑
生
が
協
同
で
執
筆
す
る
こ
と
で
、
地
理
学
と
民
俗
学
の

両
方
の
視
点
か
ら
山
口
の
仕
事
を
検
証
し
、
山
口
の
研
究
の
多
面
的
な
相
貌
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
遺
さ
れ
た
手
記
や
手
紙
、
親
交
の

あ
っ
た
人
々
の
回
想
な
ど
、
多
彩
な
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
研
究
の
プ
ロ
セ
ス

や
未
完
に
終
わ
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
生
活
と
研
究
と
の
関
わ
り
が
跡
づ
け
ら
れ
、

同
時
代
の
民
俗
学
の
位
置
や
研
究
の
社
会
的
な
意
義
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
書
は
民
俗
学
を
実
践
し
た
人
物
の
伝
記
な
ど
で
は
な
く
、
民
俗
学
の
草
創
期
に

お
い
て
「
何
が
民
俗
学
を
可
能
に
し
た
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
一
つ
の
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
小
池
淳
一
は
民
俗
学
に
お
け
る
「
学
史
の
不
在
」
を
指
摘
し
、

「（
民
俗
学
そ
の
も
の
の
）
存
在
自
体
へ
の
疑
問
、
存
立
基
盤
へ
の
照
射
、
多
元
的
な

発
展
の
可
能
性
」
が
学
史
に
お
い
て
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い

る）
1
（

。
し
か
し
本
書
は
そ
の
よ
う
な
課
題
を
克
服
す
る
「
学
史
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

山
口
弥
一
郎
と
い
う
明
治
三
五
年
に
福
島
県
に
生
ま
れ
た
人
物
が
な
に
ゆ
え
民
俗
学

を
学
び
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
民
俗
学
史
を
捉
え
て
い
く
視
座
と
し
て
小
池

は
「
外
在
的
、
社
会
的
な
要
請
や
必
要
性
の
主
張）

2
（

」
を
挙
げ
て
い
る
。
津
波
被
災
者

が
高
台
に
移
住
し
た
後
も
、
も
と
の
集
落
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う

問
題
を
考
え
る
た
め
に
、「
民
俗
学
を
少
し
や
っ
て
み
て
は
ど
う
か
」
と
地
理
学
者

か
ら
助
言
を
受
け
た
の
が
、
山
口
が
民
俗
学
に
向
か
う
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
本
書

で
は
、
自
身
の
研
究
へ
の
手
が
か
り
や
戦
後
の
農
村
青
年
の
教
育
の
た
め
に
「
必
要

が
あ
っ
て
」
民
俗
学
が
選
び
取
ら
れ
続
け
た
軌
跡
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
民

俗
学
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
作
り
上
げ
た
か
と
い
う
「
構
想
力
」、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
な
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
と
場
を
通
し
て
具
現
化
し
た
か
と
い
う
方
法
と
し
て
の

「
か
た
ち
」、
そ
し
て
対
象
や
ジ
ャ
ン
ル
を
ど
の
よ
う
に
作
り
出
し
て
い
っ
た
か
そ
の

「
認
識
」
を
歴
史
に
問
う）

3
（

と
い
う
意
味
で
、
本
書
は
刺
激
的
な
「
学
史
」
と
な
っ
て

い
る
。

　

な
お
、
本
書
の
も
と
に
な
っ
た
山
口
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
を
は
じ
め
と
す
る
膨

大
な
資
料
は
福
島
県
磐
梯
町
に
寄
贈
さ
れ
、
福
島
県
立
博
物
館
学
芸
員
で
あ
る
内
山

が
そ
の
調
査
整
理
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
成
果
は
福
島
県
立
博
物
館
の
テ
ー
マ
展
「
山

口
弥
一
郎
の
見
た
東
北
」（
二
〇
二
〇
年
二
月
八
日
〜
四
月
一
二
日
）
に
も
活
か
さ

れ
た
。
展
示
で
は
、
炭
鉱
の
閉
山
や
津
波
の
被
害
に
よ
る
離
村
、
ダ
ム
水
没
集
落
の

移
転
と
い
っ
た
、
人
口
の
移
動
に
山
口
が
一
貫
し
て
関
心
を
よ
せ
て
い
た
こ
と
、
高

校
教
員
と
し
て
の
教
育
実
践
に
民
俗
学
が
活
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
会
津
民
俗
研
究

会
で
の
後
進
の
育
成
と
交
流
な
ど
が
、
写
真
や
資
料
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
形
で
示

さ
れ
て
お
り
、
本
書
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
版
と
し
て
刊
行
を
の
ぞ
み
た
い
。
ま
た
、
資
料

〔
書
評
〕「

必
要
」
に
答
え
る
た
め
の
研
究

―
内
山
大
介
・
辻
本
侑
生
著
『
山
口
弥
一
郞
の
み
た
東
北

 

―
津
波
研
究
か
ら
危
機
の
フ
ィ
ー
ル
ド
学
へ
』
―

山
田
　
嚴
子
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の
目
録
や
解
題
な
ど
は
『
山
口
弥
一
郎
旧
蔵
資
料
調
査
報
告
書
』（
福
島
県
立
博
物

館
調
査
報
告
書
第
四
一
集　

二
〇
二
〇
年
三
月
刊
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

山
口
弥
一
郎
は
、
東
北
の
民
俗
に
心
を
寄
せ
る
人
々
の
間
で
は
重
要
な
人
物
で
あ

る
が
、
そ
の
名
を
全
国
的
に
有
名
に
し
た
の
は
、
国
文
学
者
の
石
井
正
己
と
民
俗
学

者
の
川
島
秀
一
に
よ
っ
て
二
〇
一
一
年
六
月
に
『
津
波
と
村
』
が
三
弥
井
書
店
か
ら

再
刊
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

　

山
口
弥
一
郎
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
津
波
の
後
、
三
陸
海
岸
の
集
落
を
調

査
し
、
一
九
四
三
年
に
『
津
波
と
村
』
を
刊
行
し
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
石
井
と
川
島
は
、
こ
の
『
津
波
と
村
』
に
一
九
六
〇
年

の
チ
リ
沖
地
震
の
際
に
山
口
が
新
聞
に
寄
稿
し
た
記
事
を
付
載
し
て
『
津
波
と
村
』

を
再
刊
し
た
。「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
脱
稿
は
五
月
七
日
、
石
井
と
川
島
が
い
か

に
急
い
で
作
業
を
し
た
か
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
震
災
後
の
津
波
で
被
害
を
受
け

た
漁
村
へ
の
高
台
移
住
な
ど
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て
、
山
口
の
研
究
が
今
な
お
有
用
で

あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。『
津
波
と
村
』
で
初
め
て
山
口
を
知
っ
た
読
者
に
も

本
書
は
よ
き
入
門
書
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

序
章　

本
書
の
ね
ら
い

　

一　

学
問
と
の
出
会
い

　

二　

学
問
研
究
か
ら
現
実
の
問
題
へ
の
対
応
へ
―
東
北
を
襲
う
津
波
と
凶
作
―

　

三　

戦
中
・
戦
後
の
農
村
で
暮
ら
す
―
「
寄
寓
採
録
」
と
「
帰
郷
採
録
」
―

　

四　

学
校
教
育
と
郷
土
研
究

　

五　

文
化
財
の
保
護
と
後
進
の
育
成

　

六　

大
学
教
育
と
研
究
の
集
大
成

　

終
章

　

執
筆
分
担
は
、
次
の
通
り
。
序
章
の
1
節
と
3
節
は
内
山
、
2
節
は
辻
本
、
一
章

は
2
節
の
み
辻
本
、
残
る
1
・
3
・
4
・
5
節
を
内
山
、
終
章
は
内
山
と
辻
本
が
分

担
で
執
筆
し
て
い
る
。
二
章
と
六
章
は
辻
本
が
、
三
章
か
ら
五
章
を
内
山
が
執
筆
し
、

章
の
最
後
に
コ
ラ
ム
が
置
か
れ
、
内
山
と
辻
本
が
交
互
に
執
筆
し
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
明
治
三
五
年
福
島
県
大
沼
郡
新
鶴
村
（
現
会
津
美
里
町
）
に
農
家

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
山
口
が
、
教
職
に
就
き
、
炭
鉱
の
研
究
を
進
め
る
過
程
で

地
理
学
者
田
中
館
秀
三
と
、
津
波
の
研
究
を
進
め
る
過
程
で
柳
田
國
男
と
知
り
合
い
、

師
事
す
る
に
至
る
経
緯
が
描
か
れ
る
。
炭
鉱
の
研
究
で
は
、
山
口
は
人
口
流
動
性
の

高
い
炭
鉱
地
域
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
炭
鉱
で
の
「
生
活
」
を
視
点

に
組
み
込
ん
だ
調
査
研
究
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
磐
城
高
等

女
学
校
で
の
戦
前
期
の
学
校
教
育
で
の
民
俗
学
の
実
践
が
示
さ
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、『
津
波
と
村
』
の
調
査
方
法
と
未
刊
に
終
わ
っ
た
『
凶
作
と
村
』

構
想
を
示
す
こ
と
で
、
山
口
の
広
域
調
査
と
ミ
ク
ロ
な
調
査
の
組
み
合
わ
せ
と
い
っ

た
手
法
と
、
人
口
の
流
出
と
家
の
再
興
に
注
目
す
る
視
点
の
共
通
性
を
示
し
た
。
ま

た
、
人
や
集
団
の
移
動
性
へ
の
関
心
か
ら
焼
き
畑
の
研
究
を
行
い
、
食
糧
危
機
に
伴

う
焼
き
畑
を
奨
励
す
る
国
策
を
当
初
は
批
判
的
に
見
て
い
た
も
の
の
、
自
ら
国
策
と

関
連
し
た
調
査
を
請
負
い
、
戦
争
末
期
に
は
焼
畑
の
専
門
家
と
し
て
行
政
に
コ
ミ
ッ

ト
し
つ
つ
、
勤
務
す
る
女
学
校
に
お
い
て
焼
き
畑
を
指
導
し
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
経

緯
が
示
さ
れ
る
。
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山
口
の
関
心
の
中
心
が
人
口
の
移
動
現
象
に
あ
る
こ
と
と
、
流
入
者
で
は
な
く
、

も
と
の
住
人
に
よ
っ
て
集
落
が
維
持
さ
れ
る
必
要
性
を
論
じ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で

示
さ
れ
、
山
口
の
関
心
の
一
貫
性
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
国
策
へ
の
協
力
と
そ
の
失
敗

は
、
の
ち
の
山
口
の
生
き
方
を
決
定
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
未
刊
に
終
わ
っ
た
出

版
計
画
と
負
の
経
験
を
描
く
こ
と
で
、
山
口
の
研
究
の
可
能
性
と
限
界
が
示
さ
れ
る
、

本
書
の
白
眉
と
も
い
え
る
章
で
あ
る
。
山
口
の
経
験
は
、「
実
践
的
」
と
評
価
さ
れ

て
国
家
的
な
も
の
に
動
員
さ
れ
て
し
ま
っ
た
地
方
知
識
人
の
戦
時
中
の
失
敗
の
典
型

例
と
も
い
え
る
。
山
口
が
戦
後
、「
政
策
へ
の
提
言
」
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
す

る
「
終
章
」
の
記
述
は
、
山
口
が
こ
の
経
験
か
ら
国
家
的
な
も
の
と
距
離
を
取
る
こ

と
を
学
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
章
で
は
、
山
口
が
校
長
と
の
軋
轢
に
よ
り
岩
手
県
に
移
住
し
、
教
員
の
傍
ら

戦
中
の
生
活
に
つ
い
て
の
調
査
記
録
を
進
め
る
も
、
校
内
で
は
研
究
へ
の
理
解
が
得

ら
れ
ず
苦
し
む
経
緯
が
示
さ
れ
る
。
終
戦
に
よ
る
社
会
の
混
乱
か
ら
会
津
に
帰
郷
し

て
、
自
身
の
生
活
体
験
を
下
敷
き
に
し
た
、
戦
後
の
生
活
課
題
に
答
え
る
随
想
を
発

表
す
る
。
そ
れ
が
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
刊
の
『
農
村
生
活
の
行
方
』
と
昭

和
二
三
年
刊
の
『
家
の
問
題
』
の
二
冊
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
の
新
し
い
時
代

に
農
村
が
生
き
延
び
て
い
く
た
め
の
助
言
を
行
っ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
戦
後
、
帰
郷
し
た
後
に
奉
職
し
た
会
津
高
等
女
学
校
で
の
社
会
科
教

育
の
実
践
と
女
子
生
徒
と
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
農
村
で
の
青
年
教
育
の
実
践
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
生
徒
と
行
っ
た
ダ
ム
予
定
地
の
奥
会
津
田
子
倉
で
の
生
活
調
査

が
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
組
織
的
な
総
合
調
査

で
あ
り
、「
水
没
の
前
後
か
ら
将
来
を
見
据
え
た
村
の
変
化
や
そ
れ
に
と
も
な
う
人

の
移
動
な
ど
山
口
が
持
ち
続
け
て
き
た
生
活
課
へ
の
向
き
合
い
方
」（
一
一
五
頁
）

が
現
れ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　

第
五
章
で
は
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
に
自
宅
を
私
設
の
研
究
所
と
し
て
開
放

し
、
そ
こ
で
は
学
問
と
農
村
生
活
の
乖
離
を
埋
め
る
こ
と
と
、
農
村
問
題
の
根
本
的

な
解
決
に
つ
な
が
る
「
生
活
改
善
」
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
ま
た
文
化
財
保
護
に
尽
力
し
、
地
域
学
会
で
共
同
調
査
を
行
い
、
後
進
の
育
成

に
尽
力
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

第
六
章
で
は
一
九
六
〇
年
に
地
理
学
で
博
士
号
を
取
得
し
、
大
学
教
員
に
転
身
し

た
後
の
研
究
の
展
開
と
東
北
で
の
研
究
の
集
大
成
を
示
し
て
い
る
。

　

終
章
で
は
内
山
は
山
口
の
研
究
の
特
徴
を
「
生
活
の
危
機
へ
の
ま
な
ざ
し
」「
地

域
社
会
へ
の
動
態
的
な
視
点
」「
現
場
主
義
と
実
践
性
」
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
方
辻
本
は
、
山
口
が
生
活
者
で
あ
り
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
複
数
の
立
場
を
持
ち

な
が
ら
、
そ
れ
を
往
還
す
る
こ
と
の
強
み
に
自
覚
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
柳
田
民

俗
学
の
示
す
方
向
性
に
従
順
で
あ
っ
た
こ
と
、
現
実
の
社
会
問
題
の
解
決
を
志
向
し

つ
つ
も
学
術
研
究
の
側
面
に
回
収
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
山
口
の
限
界
と
し
て
挙
げ

て
い
る
。

　

駆
け
足
で
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
山
口
の
研
究
の
中
核
が
人
々
の
移
動
と
い

う
現
象
へ
の
興
味
で
あ
り
、
移
動
に
伴
う
集
落
の
衰
微
と
復
興
と
い
う
関
心
が
一
貫

し
て
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
戦
後
は
社
会
科
教
育
や
農
村
の
生
活
改
善

の
提
言
に
民
俗
学
の
調
査
方
法
や
知
見
を
取
り
入
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で

「
教
育
」
や
「
生
活
改
善
」
が
目
的
で
あ
り
、
民
俗
学
は
そ
れ
に
資
す
る
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
辻
本
が
い
う

「
柳
田
國
男
の
示
す
方
向
性
へ
の
従
順
さ
」
と
い
う
表
現
に
は
違
和
感
が
残
る
。

　

第
四
章
で
は
、
柳
田
國
男
が
戦
後
、
社
会
科
教
育
に
意
欲
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
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述
べ
、
山
口
が
女
学
校
で
民
俗
学
的
な
調
査
方
法
を
取
り
入
れ
た
社
会
科
の
「
衣

服
」
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
出
さ
せ
た
と
い
う
教
育
実
践
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か

し
、
山
口
は
「
余
り
に
見
解
が
狭
過
ぎ
、
独
断
に
お
ち
い
り
易
い
」
こ
と
を
不
充
分

な
点
と
し
て
挙
げ
、
さ
ら
に
採
集
し
た
資
料
が
過
去
の
資
料
で
あ
る
た
め
「
現
在
の

わ
れ
わ
れ
の
衣
装
が
ど
ん
な
変
化
を
辿
り
、
ど
ん
な
見
透
し
に
あ
る
か
を
考
え
め
ぐ

ら
す
能
力
を
養
う
の
に
は
無
関
係
の
よ
う
に
み
え
」「
社
会
科
の
目
的
は
果
た
さ
れ

て
い
な
い
」（
九
九
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
杉
本
仁
は
山
口
の
こ
の
発
言
を
「（
民

俗
学
が
…
引
用
者
註
）
社
会
科
の
全
部
が
ま
か
な
わ
れ
る
位
（「
民
俗
学
研
究
所
の

成
立
ち
」『
民
間
傳
承
』
一
九
四
七
年
八
月
号
）
に
意
欲
を
見
せ
て
い
た
柳
田
の
意

思
を
挫
く
発
言）

4
（

」
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
山
口
に
は
ま
ず
目
的
意
識
が
あ
り
、
そ
れ

に
有
用
な
方
法
と
し
て
民
俗
学
を
受
け
入
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
民
俗
学
が
最
終
的
な

目
的
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
柳
田
の
構
想
を
現
場
か
ら
批
判
し
て
返
す
力
を
蓄

え
た
上
で
、
そ
れ
で
も
な
お
、
柳
田
民
俗
学
が
当
初
持
っ
て
い
た
「
実
践
性
」
を
評

価
し
て
い
た
と
見
る
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

山
口
は
民
俗
学
を
学
ん
だ
理
由
を
問
わ
れ
る
と
「
必
要
が
あ
っ
て
」
と
答
え
て
い

た
と
い
う
が
、
柳
田
も
ま
た
「
必
要
が
あ
っ
て
」
民
俗
学
を
始
め
た
人
で
あ
っ
た
。

「
御
断
り
を
す
る
迄
も
無
く
自
分
は
学
究
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
職
業
の
上
か
ら
申
し

ま
し
て
も
必
要
以
上
の
学
問
を
す
る
権
利
を
有
た
ぬ
者
で
あ
り
ま
す）

5
（

」
と
官
僚
時
代

の
柳
田
は
『
時
代
ト
農
政
』
で
記
し
て
い
る
。
同
書
で
柳
田
は
「
彼
等
（
新
時
代
に

な
じ
め
な
い
地
方
の
人
々
…
引
用
者
註
）
の
本
然
に
反
し
た
思
遣
り
の
無
い
統
一
政

治
で
は
永
遠
に
彼
等
を
納
得
さ
せ
て
新
時
代
に
導
き
出
す
こ
と
が
難
し
か
ら
う
と
思

ふ）
6
（

」
と
述
べ
、
地
方
の
経
済
上
の
特
殊
事
情
を
知
り
、「
彼
等
」
の
生
活
が
ど
の
よ

う
に
変
遷
し
て
き
た
か
を
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
知
る
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

眼
前
の
生
活
上
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
民
俗
学
を
志
し
た
と
い
う
意
味
で
、
山
口

は
柳
田
の
忠
実
な
「
弟
子
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

わ
ず
か
な
傷
で
あ
る
が
、
一
章
で
山
口
の
学
問
の
特
徴
と
し
て
「
地
域
の
文
化
を

深
く
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
も
一
方
で
中
央
と
の
つ
な
が
り
を
忘
れ
な
い
山
口
の
研
究

姿
勢
」（
四
一
頁
）
と
書
か
れ
て
い
る
点
も
違
和
感
が
残
る
。
民
俗
学
の
草
創
期
に

お
い
て
、
地
方
の
民
俗
学
を
志
す
若
者
の
心
を
捉
え
た
の
は
、
地
方
に
い
な
が
ら
、

郷
土
研
究
を
通
し
て
外
部
と
つ
な
が
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
（
例
え
ば
川
森
博

司
「
中
央
と
地
方
の
入
り
組
ん
だ
関
係
―
地
方
人
か
ら
見
た
柳
田
民
俗
学
―
」
岩
本

通
弥
編
『
ふ
る
さ
と
資
源
化
と
民
俗
学
』
二
〇
〇
七
年　

吉
川
弘
文
館
）。
地
方
の

研
究
者
が
中
央
の
研
究
者
の
も
と
を
訪
れ
、
中
央
の
研
究
者
が
地
方
の
研
究
者
の
も

と
を
訪
れ
る
と
い
う
「
社
交
」
は
、
地
方
の
民
俗
学
徒
を
組
織
し
た
柳
田
民
俗
学
に

も
と
か
ら
組
み
込
ま
れ
て
い
た
「
方
法
」
で
も
あ
る
。
本
書
で
は
、
田
中
館
秀
三
と

山
口
の
関
係
を
、
人
間
同
士
の
信
頼
関
係
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る

が
、
柳
田
と
山
口
の
関
係
は
「
中
央
の
指
導
者
と
地
方
の
弟
子
」
と
い
う
従
来
の
固

定
観
念
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

　

お
ぼ
つ
か
な
い
筆
で
本
書
の
内
容
に
触
れ
て
き
た
。
山
口
弥
一
郎
同
様
、
本
書
に

は
多
く
の
問
題
意
識
が
含
ま
れ
て
お
り
、「
津
波
」
や
「
移
住
」
な
ど
読
者
は
お
の

お
の
、
多
様
な
関
心
に
従
っ
て
読
む
こ
と
で
、
新
た
な
知
見
を
得
ら
れ
る
に
違
い
な

い
。
最
後
に
副
題
の
「
危
機
の
フ
ィ
ー
ル
ド
学
」
に
触
れ
た
い
。
柳
田
が
民
俗
学
を

構
想
し
た
際
に
は
、
民
衆
の
日
常
が
危
機
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
民
俗
調
査
に
お
い
て
、
目
の
前
の
話
者
が
戦
争
や
飢
え
、
災
害

の
経
験
を
語
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
俗
学
は
長
い
こ
と
「
危
機
に
備
え
る
」
使

命
を
忘
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
や
見
え
な
い
形
の
貧
困
が
蔓
延
す
る
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時
代
を
迎
え
て
、
民
俗
学
は
「
ど
の
よ
う
な
目
的
を
作
る
か
」
と
い
う
新
た
な
構
想

力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
山
口
弥
一
郎
の
軌
跡
は
、
過
去
に
民
俗
学
を
志
し
た
読
者

に
は
、
初
発
の
情
熱
を
思
い
出
さ
せ
、
新
た
な
構
想
に
向
か
わ
せ
る
一
助
と
な
ろ
う
。

註（
1
）
小
池
淳
一
「
共
同
研
究
「
日
本
に
お
け
る
民
俗
研
究
の
形
成
と
発
展
に
関
す
る
基

礎
研
究
」
の
構
想
・
経
緯
・
成
果
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
六
五

集　

二
〇
一
一
年

（
2
）
前
掲
（
小
池　

二
〇
一
一
年　

三
頁
）

（
3
）
小
池
淳
一
「
民
俗
学
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挑
発
す
る
」『
民
俗
学
的
想
像
力
』
二
〇
〇
九
年　

せ

り
か
書
房　

一
五
頁
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重
信
幸
彦
「
動
員
と
実
践
の
は
ざ
ま
か
ら
―
バ
ー
ド
・
ホ
ン

ブ
ル
グ
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問
い
」『
日
本
民
俗
学
』
二
六
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号　

二
〇
一
〇
年
八
月　

一
九
五
頁

（
4
）
杉
本
仁
『
柳
田
国
男
と
学
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教
育
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二
〇
一
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社　

七
二
頁

（
5
）
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農
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國
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2
巻　
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九
七
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筑
摩
書
房　
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五
頁
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6
）
註
（
5
）
二
三
六
頁

（
Ａ
5
判
、
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一
〇
頁
、
文
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房
博
文
社
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
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発
行
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本

体
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二
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〇
〇
円
＋
税
）
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文
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