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池

田

哲

夫

前
号
ま
で
は
、
佐
渡
に
お
け
る
中
山
徳
太
郎
等
を
中
心
と
L
た
民
俗
研
究
者
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
年
中
行
事
や
葬
送
儀
礼
な
ど
の
採
集
項
目
を
紹
介
し
た
。

な
が
ろ
う

越
後
側
の
新
潟
で
も
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
頃
か
ら
、
小
林
存
＊
1
（
一
八
七
七
～
一
九
六
一
）
が
民
俗
研
究
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

小
林
は
旧
横
越
付
出
身
で
、
新
潟
新
聞
主
筆
な
ど
を
経
て
一
九
三
五
年
郷
土
研
究
誌
『
高
志
路
』
を
創
刊
L
、
民
俗
の
研
究
活
動
を
展
開
L
て
い
る
。

一
九
三
五
年
に
は
、
柳
田
国
男
の
指
導
の
も
と
、
東
京
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
日
本
民
俗
学
講
習
会
に
、
新
潟
県
か
ら
糸
魚
川
の
青
木
重
孝
と
と
も
に
参
加
し

て
い
る
。
小
林
は
山
九
三
六
（
昭
和
二
）
年
七
月
に
、
新
潟
市
に
柳
田
を
迎
え
民
俗
学
の
講
演
会
芸
を
開
催
す
る
な
ど
、
新
潟
県
の
民
俗
研
究
の
指
導
者

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

一
九
三
八
（
昭
和
〓
ニ
）
年
に
は
、
民
俗
採
集
の
た
め
の
調
査
項
目
を
掲
載
し
た
『
郷
土
研
究
入
門
手
帳
』
を
作
成
L
、
希
望
者
に
頒
布
し
て
い
る
の
で
、

本
号
で
は
こ
れ
の
紹
介
を
し
て
み
た
い
。

な
お
、
今
日
の
人
権
意
識
な
ど
か
ら
み
る
と
不
適
切
な
部
分
も
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
原
文
の
ま
ま
記
載
し
た
。

（
表
紙
）

3
7

郷
土
研
究
入
門
手
帳

版社志高
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六
判
　
一
〇
八
頁
　
高
志
社
費
萱
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序

言

こ
の
小
さ
な
採
集
手
帳
は
､
我
が
越
後
に
於
け
る

〓
∴
.

｢
民
間
伝
泰
の
会
｣
発
行
の
｢
郷
土
生
活
採
集
手
帖

紙
上
に
載
せ
ら
れ
た
各
種
採
集
要
目
を
参
考
と
し
て
､

｣
､~

____

般
郷
土
研
究
者
の
要
求
に
応
じ
て
試
み
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
内
容
は
柳
田
国
男
先
生
御
編
輯

(
山
村
周
と
沿
海
地
方
用
と
二
種
あ
る
)
に
主
と
し
て
基
づ
き
､
部
分
部
分
は
諸
家
の
｢
民
間
伝
容
｣

地
方
の
事
情
を
酌
ん
で
僅
か
ば
か
り
加
除
し
た
に
過
ぎ
な
い
､
勿
論
折
角
の
よ
い
も
の
を
悪
-
し
た
責

任
は
此
方
に
あ
り
恐
縮
に
堪
へ
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
o

大
体
郷
土
研
究
と
云
ふ
仕
事
は
親
し
-
自
分
の
面
貌
を
見
よ
う
と
す
る
類
で
､
直
接
に
は
ど
う
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
､
で
､
ま
ず
後
者
に
就
い
て
間
接
に

ど
ん
な
手
段
が
あ
る
か
と
調
べ
て
見
る
と
1
つ
は
辛
か
何
か
で
触
れ
て
見
る
触
感
に
よ
る
方
法
､
三
は
鏡
に
写
し
て
見
る
投
映
に
よ
る
方
法
､
-
つ
は
地
人

の
要
望
か
ら
推
測
し
て
見
る
比
較
の
方
法
と
凡
そ
三
通
り
の
区
別
が
分
か
れ
る
｡

郷
土
研
究
に
も
そ
れ
-
之
に
対
応
す
る
三
ケ
条
が
あ
る
､
第
1
は
郷
土
の
言
伝
へ
又
は
仕
来
-
と
い
ふ
や
ふ
な
こ
と
を
尋
ね
て
之
を
綜
合
し
そ

の
本
質
を

知
る
の
で
あ
る
､
か
う
い
ふ
も
の
を
我
々
の
方
で
は
民
間
伝
承
と
言
っ
て
自
分
が
そ
の
中
に
屠
っ
て
採
集
す
る
こ
と
も
毒
も
差
支
へ
は
な
い
､
民
間
伝
承
は

現
在
の
生
活
の
中
に
求
め
ら
れ
る
言
は
h
,
生
活
戦
線
の
予
備
軍
後
備
軍
で
平
生
第
姦
に
こ
至
芸
て
ゐ
な
い
が
必
要
の
場
合
に
は
何
時
で
も
吃
度
現
は
れ

て
来
る
も
の
で
あ
る
､
前
代
の
遺
物
で
は
断
じ
て
な
-
､
こ
の
対
象
に
於
い
て
考
古
学
と
民
俗
学
は
先
ず
異
な
る
､
先
粗
か
ら
の
遺
伝
要
素
が
屡
々
子
孫
の
精

神
肉
体
の
上
に
発
現
し
て
そ
の
生
命
と
力
と
を
制
限
す
る
こ
と
は
不
可
思
議
且
つ
不
可
避
な
現
象
で
あ
る
が
､
民
間
伝
承
は
之
と
相
似
て
､
し
か
も
半
ば
意
識

的
に
左
右
さ
れ
る
､
郷
土
に
あ
つ
て
古
今
を
通
じ
て
毒
せ
る
生
命
と
力
の
資
料
を
記
載
す
る
こ
と
が
本
手
帳
の
使
命
で
あ
る
､
仮
令
ば
こ
の
頃
は
､
ど
こ
の

家
で
も
電
燈
を
つ
け
る
が
､
俄
に
停
電
し
た
時
に
は
､
ラ
ン
プ
又
は
蝋
燭
を
点
け
て
明
-
を
取
る
､
こ
の
場
合
電
燈
は
現
役
軍
で
あ
る
が
そ
の
兵
力
が
不
足
す

る
為
め
に
予
備
軍
後
備
軍
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
が
現
代
生
活
の
中
に
そ
れ
が
な
け
れ
ば
早
速
出
て
来
る
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
､
こ
の
現
役
軍
と
予
備
軍
後

備
軍
の
援
護
状
況
の
聯
か
も
漸
滞
な
-
行
は
れ
る
有
様
を
見
る
と
､
我
々
は
先
組
以
来
の
灯
火
に
対
す
る
経
験
の
深
さ
を
再
認
識
せ
ず
に
は
決
し
て
屠
ら
れ
な

い
､
こ
の
再
認
識
が
後
世
に
遣
る
と
､
又
た
そ
の
代
の
民
間
伝
承
と
な
る
の
で
あ
る
｡

第
1
1
i
i
大
き
な
鏡
に
投
影
し
て
見
る
方
法
は
郷
土
を
国
家
の
細
胞
と
し
て
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
o
こ
の
詳
し
い
話
は
曾
て
新
潟
市
の
有
志
教
員
諸
君
に
射
し

講
演
し
た
｢
郷
土
教
育
に
就
い
て
｣
中
の
壷
産
土
郷
土
論
に
説
い
て
あ
る
か
ら
姦
に
省
-
が
､
国
に
対
し
て
は
県
も
郷
土
､
県
に
軒
し
て
は
郡
､
郡
に
対
し

て
は
柑
､
村
に
対
し
て
は
部
落
が
郷
土
と
な
つ
て
､
郷
土
の
限
界
は
祖
国
日
本
に
帰
着
す
る
の
で
､
こ
の
事
実
を
忘
れ
る
と
国
も
風
土
も
も
た
な
い
漂
泊
の
人

間
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
言
換
へ
て
見
る
と
こ
の
方
法
は
国
民
性
の
特
殊
な
生
括
の
硯
は
れ
方
を
郷
土
に
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
､
l
と
し
な
み
に

民
間
伝
承
と
言
っ
て
も
地
方
地
方
に
よ
つ
て
天
然
風
土
の
差
別
が
あ
-
風
俗
慣
行
行
事
の
や
う
な
も
の
も
そ
れ
に
よ
つ
て
違
へ
ば
､
言
霊
の
事
は
ふ
日
本
の
国

語
は
三
で
あ
る
可
き
筈
な
の
に
各
地
に
そ
れ
-
国
手
形
と
言
は
れ
る
や
う
な
方
言
が
あ
る
､
川
宗
山
1
つ
離
れ
て
も
こ
れ
は
異
な
る
の
で
あ
る

､
本
手

帳
の
使
用
者
は
こ
の
差
別
性
の
中
に
含
ま
れ
た
統
遍
を
盲
面
倒
な
注
文
で
は
あ
る
が
常
に
頭
の
中
に
置
い
て
､
郷
土
自
慢
と
い
ふ
観
念
か
ら
で
な
く
虚
心

38
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坦
懐
の
鏡
に
物
を
写
す
心
で
記
載
し
て
貰
ひ
た
い
｡

尚
ほ
或
る
郷
土
誌
を
読
ん
で
見
る
と
､
そ
の
土
地
の
沿
革
や
地
理
誌
の
こ
と
博
物
の
こ
と
な
ど
を
蒜
的
の
歴
史
若
し
-
は
地
理
審
博
物
書
か
ら
技
き
出
し

て
掲
げ
た
や
う
な
も
の
が
あ
る
が
､
併
し
前
述
し
た
や
う
に
郷
土
と
は
…
の
伝
統
を
も
つ
て
ゐ
る
土
地
と
そ
こ
に
定
住
し
て
ゐ
る
人
と
の
交
渉
で
あ
る
か

ら
､
こ
"
に
こ
ん
な
古
城
が
あ
る
,
岩
石
が
あ
る
､
動
植
物
が
あ
る
と
言
っ
た
h
,
け
で
､
鷺
の
卵
を
望
ん
で
時
点
の
卵
を
得
た
よ
り
も
つ
と
無
駄
な
労
力
で
あ

る
､
そ
れ
で
は
生
命
が
な
い
､
力
が
な
い
､
郷
土
の
地
物
に
よ
つ
て
定
住
者
は
何
を
利
益
し
又
損
失
し
た
か
､
我
々
の
採
集
は
そ
れ
を
説
明
す
る
や
う
に
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
､
古
城
な
ど
で
は
､
誰
氏
の
時
代
に
何
と
い
ふ
大
将
が
守
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
よ
り
は
､
城
祉
が
次
第
々
々
に
取
崩
さ
れ
て
結
局
現
在
の
や
う

に
開
墾
さ
れ
､
立
派
な
田
圃
や
畑
と
な
つ
た
､
そ
の
経
過
が
寧
ろ
聞
き
た
い
の
で
あ
る
､
古
城
に
依
っ
た
豪
傑
達
は
常
時
多
分
お
互
ひ
の
事
業
を
壊
し
合
ふ
可

く
､
毎
日
闘
つ
た
で
あ
ら
う
が
､
部
落
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
平
凡
な
常
民
階
級
に
よ
つ
て
時
代
々
々
の
空
気
に
慮
じ
維
持
さ
れ
発
達
さ
へ
も
し
て
来
た
の
で
あ

る
､
常
民
階
級
の
不
退
転
の
姦
団
結
の
力
､
相
互
扶
助
の
力
は
大
き
い
､
我
々
の
採
集
は
徒
ら
に
過
古
の
蒜
の
栄
華
の
跡
を
渡
弔
せ
ん
と
す
る
も
の
で
な

く
し
て
将
来
永
遂
に
亘
る
彼
等
の
生
活
開
展
の
姿
を
祝
福
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

第
三
は
比
較
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
､
こ
れ
は
琴
一
の
細
胞
論
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
､
つ
ま
り
日
本
全
国
の
中
に
は
部
落
と
い
ふ
細
胞
の
数
が
無
数
に

あ
る
の
で
､
各
地
位
と
栄
養
と
元
気
と
が
異
っ
て
ゐ
る
､
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
判
定
し
て
或
る
地
方
は
自
動
車
を
現
役
軍
と
し
て
ゐ
る
が
或
る
地
方
は
そ
ん
な

も
の
は
見
た
こ
と
も
な
い
と
い
ふ
や
う
な
文
化
傾
斜
上
に
於
け
る
階
段
を
知
-
､
新
ら
し
い
比
較
関
係
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
､
こ
"
で
理
想
と
し
て
は
日

本
中
の
全
郷
土
誌
を
部
落
単
位
か
何
か
で
作
-
上
げ
て
､
ど
ち
ら
の
方
は
文
化
の
程
度
が
高
-
ど
ち
ら
の
方
は
低
い
と
か
､
ど
ち
ら
の
方
の
文
化
の
性
質
が
ど

う
で
あ
る
と
か
い
ふ
こ
と
を
悉
く
調
査
し
て
見
る
の
で
な
け
れ
は
国
民
生
活
の
本
当
の
処
は
分
ら
な
い
､
か
う
い
ふ
点
を
主
眼
と
す
れ
ば
郷
土
研
究
即
ち
祖
国

認
識
の
竺
基
礎
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
,
こ
の
方
面
の
事
業
は
従
来
考
へ
ら
れ
た
や
う
に
閑
人
の
閑
事
業
で
な
-
､
寧
ろ
春
秋
に
富
み
祖
国
愛

の
意
気
に
燃
ゑ
る
新
進
篤
学
者
の
事
業
に
相
塵
は
し
き
も
の
が
あ
る
｡

本
手
帳
の
使
用
者
諸
君
は
何
卒
こ
れ
を
手
引
き
と
し
て
さ
う
い
ふ
重
大
な
研
究
の
同
志
と
な
つ
て
頂
き
た
い
､
そ
う
し
て
そ
の
結
果
を
本
社
ま
で
報
合
し
て

頂
き
た
い
､
本
手
帳
を
そ
の
儀
お
返
下
さ
れ
ば
猶
更
ら
結
構
で
あ
る
､
か
-
し
て
こ
の
手
帳
を
作
っ
た
教
だ
け
の
報
告
が
定
全
に
集
ま
れ
ば
､
菅
あ
つ
て
ま
だ

花
の
咲
か
な
い
と
言
は
れ
る
我
が
越
後
の
郷
土
研
究
の
花
は
漸
-
咲
-
で
あ
ら
う
｡
従
来
の
研
究
者
は
多
-
過
去
の
文
献
に
よ
つ
て
机
上
で
我
々
の
生
活
を
掃

へ
て
議
論
し
て
ゐ
た
､
今
後
俄
々
は
も
つ
と
我
々
自
身
の
魂
の
接
触
に
よ
つ
て
そ
の
所
在
を
探
求
し
て
逆
に
文
献
の
記
載
を
批
判
す
る
や
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
､
私
達
は
そ
の
理
想
の
日
の
1
日
も
速
か
に
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
共
同
努
力
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
.

39

参
考
書
概
要

本
手
帳
に
よ
っ
て
更
に
専
攻
的
に
進
ま
ん
と
す
る
人
々
の
為
め
に
き
わ
め
て
手
軽
-
得
ら
る
J
V
l
l
三
の
参
考
書
を
掲
げ
て
置
く
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単
行
昏
の
部

一
郷
土
生
活
の
研
究
法
(
柳
田
国
男
先
生
)

二

山
村
生
活
調
査
(
第
二
回
報
告
)

三

山
村
生
活
の
研
究
(
昭
和
十
二
年
版
)

四

山
村
語
嚢
(
正
続
二
冊
)

五

分
類
農
村
語
嚢

六

漁
村
語
桑

七

婚
姻
習
俗
語
義

八

服
装
習
俗
語
桑

九

葬
送
習
俗
語
桑

10

禁
忌
習
俗
語
桑

1

1

民
間
伝
承
論
(
柳
田
先
生
)

7二

郷
土
史
研
究
講
座

｢
五
〇五〇

1
'
i
(
0

七〇

｢
0
0

1
'
五
C
)

｢
0
〇

一
､
0
〇

七五

刀
江
書
院

民
間
伝
承
の
会

同上大
日
本
山
林
会

民
間
伝
承
の
会

｢
島
｣
抜
刷

民
間
伝
承
の
会

同同同
取
次

二
､
二
〇

共
立
社

雄
山
間

40

こ
れ
は
確
か
十
輯
位
迄
出
て
ゐ
る
が
七
輯
ま
で
-
足
る
と
思
ふ
､
合
本
の
定
価
は
不
同
で
あ
る
｡

尚
ほ
1
二
人
文
地
理
学
の
本
を
読
め
ば
よ
い
､
故
佐
々
木
彦
1
郎
氏
の
著
啓
な
ど
が
手
頃
で
な
い
か
､
郷
土
史
類
と
し
て
は

二
)

維(こ

越
後
野
誌

(
二
冊
)

七
､
0
0

寓
松
堂

は
刊
本
が
あ
-
､
｢
北
越
雑
記
｣
､
｢
越
後
名
寄
｣
は
覆
刻
が
背
中
絶
し
て
ゐ
る

加
牟
披
良
夜
謬
(
文
野
自
駒
氏
)

絶版

伝
説
の
越
後
と
佐
渡
(
中
野
城
水
氏
)
絶
版

な
ど
も
必
ず
l
読
し
て
置
か
ね
ば
な
る
ま
い

誌

の

郡

民
間
伝
麻

(
毎
月
一
回
十
銭
)

そ
の
会

こ
れ
は
柳
田
先
生
御
統
卒
の
全
国
会
員
の
報
告
機
関
で
あ
る

(
二
)
｢
高
志
路
｣

(
毎
月
一
回

三
十
銭
)

之
は
創
立
既
に
四
周
年
を
経
過
し
た
県
下
唯
一
の
郷
土
研
究
誌
で
あ
-
､
買
つ
て
下
さ
い
､
読
ん
で
下
さ
い
､
書
い
て
下
さ
い
の
三
才
主
義
を
標
模
し
て
全



県
及
び
天
下
の
同
志
に
呼
び
掛
け
多
大
の
成
績
を
収
め
て
ゐ
る
､
同
志
と
し
て
此
の
際
加
入
し
て
下
さ
い
｡

そ
の
他
各
部
門
に
亘
っ
て
は
ま
だ
い
ろ
-
あ
る
だ
ら
う
が
大
体
こ
の
程
度
で
予
備
知
識
を
作
っ
て
置
け
ば
さ
し
て
困
る
こ
と
は
な
い
と
信
ず

る
､
以
上
の

中
民
間
伝
承
の
会
で
発
行
の
も
の
は
こ
N
に
掲
載
の
価
格
に
郵
税
を
九
銭
､

上
げ
ま
す
｡

山
村
生
活
の
研
究
だ
け
は
十
四
銭
つ
け
て
お
送
り
下
さ
れ
ば
本
社
で
取
次
い
で
も

日

次

(
1
)
類
型

(
2
)
起
源
の
一

(
3
)
起
源
の
二

(
自
然
的
要
目
)

(
人
為
的
要
目
)

(
4
)

興廃

(
5
)
場
所
の
区
画

(
6
)
部
落
と
家

(
7
)
家
族
制
度

(
8
)
本
家
と
分
家

(
9
)
親
方
子
方

(
1
0
)
部
落
民
の
権
利
義
務

(
l
l
)
部
落
民
の
出
人

小林存著『郷土研究入門手帳』

( ( ′-■ヽ

14 13 12
ヽ-....′ ) ヽー

(1
5)

(16)(17)(1
8)

(1
9)

行
政
事
情

産
業
系
統

交
通
関
係

飲
料
水
､
使
用
水
と
潅
概
水

部
落
の
中
心
勢
力

信
仰
の
伝
統

年
中
行
事
の
一
(
新
年
)

年
中
行
事
の
二

(
小
正
月
)

(2

0
)
年
中
行
事
の
三

(2

1
)
年
中
行
事
の
四

(22)

年
中
行
事
の
五

′~■･ヽ
( (

25 24 23
) ヽJ

)

(2
6)

(2
7)

(2
8)

(2
9)

(30)

年
中
行
革
の
六

年
中
行
事
の
七

年
中
行
事
の
八

産
業
暦

産
業
神

住居衣服食物

(
二
月
三
月
)

(
四
月
五
月
)

〓
ハ
月
七
月
)

(
八
月
九
月
)

(
十
月
十
一
月
)

(
十
二
月
)

( ( ( ′~■■■■ヽ

34 33 32 31
＼_/ ) ) )

祭 食
礼 制

(3
5)

(3
6)

(3
7)

(38)(3
9)

出産衝姻婚
姻
の
考
察

葬
式
の
一
(
内
部
の
作
法
)

葬
式
の
二

(
野
で
の
作
法
)

墓制年
忌
日

( ( ( ( ′~､ヽ
(

45 44 43 42 41 40
) ) ) )

ヽ
J )

若
者
観

若
者
組
の
試
練

(4
6)

(47)(4
8)

(4
9)

(50)
′一■■■■'■･ヽ

( (

53 52 51
) ヽヽ._.′ )

(54)(55)(56)(57)(58)(59)

部
落
内
の
相
互
扶
助

部
落
の
協
力
作
業

生
産
物
の
配
当

私
財
産

家
々
の
標
識

占
有
を
許
さ
る
-
場
合

部
落
の
制
裁

主
婦
と
子
供

年
齢
感
覚

自
治
自
足

市文
化
の
伝
播
者

部
落
の
渡
り
鳥

特
殊
階
級
と
い
ふ
や
う
な
も
の

部
落
の
偉
人
功
労
者

部
落
の
大
事
件

住
民
の
労
働
振
-

41
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(60)(61)(62)(63)(64)(65)
.′~ヽ

( ( ( ( (

.
( (

73 72 71 70 69 68 67 66
) ) ヽJ )

■

) ヽJ ) ヽ J

休

日

交

際

饗

宴
民
間
信
仰
の
一

民
間
信
仰
の
二

民
間
信
仰
の
三

民
間
信
仰
の
四

民
間
借
仰
の
五

(
本
体
の
あ
る
神

(
自
然
現
象
崇
拝
)

(
陰
陽
崇
拝
)

(
神
仏
崇
拝
)

(
呪
物
崇
拝
)

妖
怪
変
化

信
仰
に
関
す
る
タ
ブ
-

生
活
に
関
す
る
タ
ブ
-

一
般
的
俗
信

民
間
信
仰
の
上
に
生
活
す
る
階
級

部
落
で
は
ど
ん
な
自
然
物
が
注
意
さ
れ
る

(74)(75)(76)(77)(78)(79)(80)(81)(82)
( (

′{ヽ

85 84 83
) ) ヽ

J

(8
6)

ヽめ自
然
暦

伝説昔

話

世
間
話

民

謡

部
落
の
娯
楽

前
項
の
伝
承
者
の
生
活

方

言

子
供
の
遊
び

郷
土
玩
具

民
間
の
こ
と

狩
猟
者
の
団
体

そ
の
他
山
で
の
生
活

(87)(88)(89)(90)(91)(92)
( ′一■ヽ､ ′一ーヽ ( ( ( ( (

10099 98 97 96 95 94 93
＼ J ) ) ヽー ) ) ) )

漁
業
者
の
団
体

柄そ
の
他
海
で
の
生
活

淡
水
漁
業

そ
の
他
川
で
の
生
活

舟港
の
習
俗

山
言
葉
と
沖
詞

特
殊
産
業
に
就
い
て

工
場
の
あ
る
地
方
の
こ
と

雪
の
1

(
雪
の
自
然
現
象
)

雪
の
二

(
雪
中
生
活
)

雪
の
利
害
､

結び

以上



小林存薯『郷土研究入門手帳』

T
)
類

型

こ
の
手
帳
の
調
査
項
目
は
大
体
部
落
(
大
字
)
を
目
安
に
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
調
べ
や
う
と
す
る
部
落
が
純
農
相
か
山
村
漁
村
か
そ
れ
と
も
商
業
地
(
町
)
か
と
い
ふ
見
掛
け
の
上
の
姿
を
審
-
､
半
農
半
商
等
の
状
態
で

あ
れ
ば
そ
の
通
記
載
し
て
置
く
し
､
地
理
や
交
通
､
歴
史
な
ど
の
関
係
で
自
然
的
に
さ
う
な
つ
て
ゐ
る
訳
(
所
謂
立
地
要
因
)
が
分
か
れ
ば
猶
更
ら
結

構
で
あ
る
｡

(
2
)
起
源
の
一
(
自
然
的
要
因
)

部
落
の
起
-
は
峠
の
日
光
を
受
け
る
方
(
日
向
ビ
ラ
)
に
山
小
屋
の
立
並
ん
だ
の
が
初
ま
り
だ
と
か
､
清
水
を
練
っ
て

家
居
の
出
来
た
の
が
源
だ
と
か
､
さ
う
し
た
言
伝
へ
を
書
-
､
古
は
狩
の
獲
物
の
豊
富
な
処
､
田
地
の
拓
き
易
い
処
な
ど
に
か
う
い
う
可
能
性
が
多
か

つ
た
ら
う
し
､
兎
に
角
何
か
住
み
よ
い
条
件
が
あ
つ
て
そ
こ
に
人
が
衆
落
を
作
っ
た
､
そ
の
物
語
､
鉱
物
､
石
油
の
存
在
､
瓦
斯
井
の
利
用
な
ど
も
こ

の
項
に
入
る
｡

(
3
)
起
源
の
二
(
人
為
的
要
因
)

城
が
あ
つ
た
為
の
城
下
部
落
､
大
き
な
寺
が
あ
つ
た
為
め
の
門
前
部
落
な
ど
は
も
と
よ

り
成
立
の
由
来
が
知
れ
る
し
､

興
野
(
荒
野
)
新
田
な
ど
の
つ
-
地
名
は
土
地
の
開
墾
に
よ
つ
て
衆
落
を
招
致
し
た
も
の
で
あ
る
｡
若
し
部
落
を
そ
つ
く
り
他
か
ら
移
住
し
て
来
た
も

の
で
あ
れ
ば
そ
の
原
因
(
河
洗
の
圧
迫
等
で
移
転
を
余
儀
な
-
さ
れ
た
類
)
を
書
-
､
村
名
､
多
い
姓
､
草
分
百
姓
の
話
､
測
地
制
､
社
寺
の
縁
起
､

場
合
に
よ
り
伝
説
昔
話
薄
行
事
等
の
1
般
資
料
も
参
考
に
な
る
o

(
4
)
興
廃

書
物
に
書
い
て
あ
る
や
う
な
外
か
ら
見
た
経
過
の
有
様
で
は
な
-
､
人
々
は
ど
う
い
ふ
時
代
に
ど
う
い
ふ
暮
し
方
を
し
て
生
活
が
楽
で
あ
り
､

ど
う
い
ふ
時
代
に
は
難
儀
で
あ
つ
た
と
い
ふ
部
落
内
の
言
伝
へ
を
書
-
､
楽
だ
つ
た
為
め
に
堕
落
し
た
事
実
は
な
い
か
､
難
儀
な
時
に
は
ど
ん
な
指
導

者
が
出
て
ど
ん
な
方
法
で
そ
れ
を
切
-
抜
け
た
か
等
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
｡

(
5
)
場
所
の
区
画

部
落
に
は
そ
れ
-
-
名
を
持
っ
た
土
地
の
区
画
(
小
字
や
区
で
な
く
寺
小
路
と
か
宮
原
と
か
岡
の
上
と
か
各
地
と
か
何
か
そ
の
地
区

の
特
色
を
暗
示
す
る
や
う
な
)
が
あ
り
､
そ
こ
に
あ
る
家
は
親
を
為
し
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
は
な
い
か
､
作
物
な
ど
も
あ
る
地
区
に
は
或
る
作
物
を
作

り
他
に
は
別
な
も
の
を
作
る
例
も
考
へ
ら
れ
る
､
尚
ほ
歴
史
的
に
悪
所
と
恐
れ
て
立
入
ら
ぬ
場
所
が
あ
る
か
､
部
落
民
の
或
る
場
合
の
一
定
の
集
り
場
､

(
例
へ
ば
踊
り
場
､
馬
洗
ひ
場
)

の
こ
と
等
々
o

(
6
)
部
落
と
家

尊
ば
れ
る
家
､
卑
ま
れ
る
家
は
ど
う
し
て
出
来
た
か
､
旧
家
は
ど
ん
な
取
扱
ひ
を
受
け
る
か
､
祭
礼
､
仏
参
の
場
合
な
ど
特
に
階
級
的

の
差
別
が
あ
る
か
､
一
般
交
際
の
上
で
は
ど
う
か
等
々
､
こ
れ
は
漁
村
に
最
も
多
い
や
う
で
あ
る
が
家
の
緯
名
､
そ
の
由
来
も
こ
J
V
に
.

(
7
)
家
族
制
度

家
族
制
度
の
上
に
何
か
注
意
す
可
き
こ
と
は
な
い
か
､
家
の
主
人
夫
婦
の
立
場
､
老
人
達
の
地
位
､
老
人
は
隠
居
す
る
か
､
そ
の
時
に

は
財
産
の
分
配
を
ど
う
す
る
か
､
二
三
男
､
嫁
､
娘
達
は
そ
れ
-
ど
ん
な
待
遇
を
受
け
る
か
､
血
続
き
の
も
の
を
何
処
ま
で
も
家
内
に
集
め
て

置
-

大
家
族
制
､
若
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
可
き
も
の
(
例
へ
ば
下
男
と
下
女
を
安
食
せ
て
家
内
で
使
役
す
る
も
の
)
が
な
い
か
｡

(
8
)
本
家
と
分
家

本
家
に
対
し
て
分
家
､
分
家
に
対
し
て
本
家
を
何
と
い
ふ
か
(
例
へ
ば
オ
モ
ヤ
､
ホ
ン
ケ
､
シ
ン
タ
ク
､
イ
ヘ
モ
チ
等
)
､
分
家
を
出
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す
時
々
の
事
情
､
財
産
上
の
条
件
な
ど
､
傭
人
を
そ
の
ま
J
V
分
家
と
す
る
こ
と
は
な
い
か
(
ヤ
マ
ゴ
ロ
イ
ヘ
モ
チ
の
類
)
､
分
家
を
殖
や
す
に
部
落
と
の

交
渉
を
要
し
な
い
か
､
分
家
又
分
家
等
の
本
家
､
総
本
家
等
に
対
す
る
義
務
は
ど
う
か
等
々
｡

親
方
子
方

個
人
的
の
親
方
子
方
(
例
へ
ば
西
頚
城
郡
で
烏
帽
子
親
を
と
る
類
､
女
で
は
鉄
賛
親
､
拾
ひ
親
な
ど
)
家
と
し
て
の
親
方
子
方
(
例
へ

ば
族
長
と
し
て
の
佐
渡
の
オ
モ
ヤ
､
名
子
､
出
入
り
の
も
の
J
V
類
)
が
あ
る
か
､
そ
の
内
容
と
制
度
o

部
落
民
の
権
利
義
務

新
し
-
部
落
へ
入
っ
て
来
た
人
々
は
ど
う
い
ふ
手
続
き
を
経
て
部
落
民
と
認
め
ら
る
ミ
か
､
旧
来
か
ら
の
住
民
と
新
し
い

人
々
と
の
部
落
内
に
於
け
る
権
利
義
務
に
差
別
は
な
い
か
､
入
会
山
､
共
有
林
等
の
仲
間
に
な
る
に
は
ど
ん
な
規
則
が
あ
る
か
等
々
｡

部
落
民
の
出
入

部
落
民
は
出
稼
ぎ
す
る
か
､
そ
れ
と
も
人
を
傭
ふ
方
が
多
い
か
､
何
処
へ
､
或
は
何
処
か
ら
､
何
の
為
め
に
と
い
ふ
や
う
な
人
口

動
態
､
及
び
そ
れ
を
制
限
又
は
誘
致
す
る
や
う
な
条
件
｡

行
政
事
情

昔
は
何
領
で
あ
つ
た
か
､
所
謂
天
領
と
か
藩
領
と
か
い
ふ
こ
と
の
為
め
に
付
近
部
落
と
の
間
に
問
題
が
起
-
今
日
に
及
ぶ
ま
で
響
い
て

屠
る
と
い
ふ
や
う
李
｣
と
は
な
い
か
､
自
治
制
の
芽
生
､
即
ち
五
人
組
十
戸
親
等
の
こ
と
は
特
に
詳
し
-
書
い
て
欲
し
い
､
尚
ほ
行
政
上
経
済
上
の
方

針
を
走
る
に
あ
た
り
村
是
と
い
ふ
や
う
な
成
文
律
が
設
け
て
あ
る
な
ら
､
そ
の
部
落
生
活
と
相
捗
る
点
を
挙
げ
よ
｡

産
業
の
系
統

主
業
と
副
業
､
昔
と
今
の
職
業
の
適
り
変
り
､
産
業
上
の
利
益
は
ど
う
い
ふ
風
に
分
け
る
か
(
農
村
な
ら
ば
地
主
と
小
作
人
､
漁
業

な
ら
ば
網
元
と
曳
子
､
都
会
地
な
ら
ば
資
本
家
卸
し
屋
と
中
小
商
工
業
者
等
｢
そ
れ
を
記
す
｡

交
通
関
係

交
通
関
係
は
今
ど
う
い
ふ
道
を
通
っ
て
ど
う
い
ふ
処
を
交
通
す
る
か
､
古
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
(
古
の
道
は
多
-
山
の
嶺
を
通
っ
た
､

そ
れ
が
近
来
で
は
だ
ん
′
ト
山
腹
を
蘇
る
や
ふ
に
な
つ
た
と
い
ふ
や
ふ
な
自
然
の
変
遷
に
注
意
せ
よ
)
､
古
の
宿
場
と
か
助
郷
と
か
の
歴
史
は
な
い
か
｡

飲
料
水
使
用
水
と
潅
概
飲
料
水

使
用
水
は
河
水
か
井
戸
か
泉
か
水
道
か
､
部
落
の
共
同
井
戸
は
な
い
か
､
耕
地
の
潅
概
は
ど
ふ
い
ふ
水
を
利
用
し

ま
す
か
､
潅
叔
時
に
水
喧
嘩
な
ど
は
あ
-
ま
せ
ん
か
｡

部
落
の
中
心
勢
力

部
落
の
中
心
勢
力
は
個
人
に
あ
る
か
､
そ
れ
と
も
或
る
階
級
に
あ
る
か
､
若
者
観
な
ど
は
ど
れ
だ
け
の
発
言
権
を
も
つ
か
､
産

業
組
合
な
ど
が
中
心
と
な
つ
て
部
落
の
こ
と
を
決
定
す
る
風
は
な
い
か
､
か
う
い
ふ
点
は
昔
と
今
で
ど
う
い
ふ
差
別
が
あ
る
か
等
々
｡

信
仰
の
伝
統

神
社
及
び
宗
旨
は
ど
う
い
ふ
も
の
が
多
い
か
､
宗
旨
の
本
領
は
よ
-
発
揮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
､
家
神
ナ
イ
チ
ン
ジ
ョ
(
内
鎮
守
)
が
あ

る
か
､
神
棚
の
な
い
家
が
あ
る
か
､
男
女
に
よ
つ
て
宗
旨
を
異
に
す
る
や
ふ
な
家
が
な
い
か
､
本
項
で
は
さ
う
し
た
蒜
的
信
仰
の
大
筋
に
就
い
て
観

察
す
る
､
｢
民
間
信
仰
｣
と
謂
は
れ
る
各
自
勝
手
な
崇
拝
物
-
例
へ
ば
狐
狸
や
三
隣
亡
､
金
神
さ
う
い
ふ
も
の
に
就
い
て
の
問
題
は
別
に
掲
げ
る
0

年
中
行
事
の
一
(
新
年
)

以
下
は
年
中
行
事
で
あ
る
が
交
際
並
に
職
業
に
関
す
る
も
の
は
除
い
て
､
こ
こ
で
は
義
行
事
の
正
月
の
部
分
を
書
-
､

元
旦
か
ら
コ
ド
シ
(
小
年
)
ま
で
の
そ
れ
で
あ
る
､
初
火
､
若
水
､
七
草
､
蔵
開
き
､
船
霊
祭
な
ど
普
通
的
な
も
の
も
多
-
あ
る
が
北
蒲
原
の
栗
柿
年

始
､
岩
船
郡
の
ノ
サ
掛
け
な
ど
特
殊
的
の
も
の
に
は
一
層
の
注
意
を
私
は
れ
た
い
､
尚
ほ
こ
の
後
の
数
項
に
は
中
暦
と
か
新
暦
と
か
暦
法
の
明
記
を
望
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むo年
中
行
事
の
二
(
小
正
月
)

繭
玉
木
(
団
子
木
､
-
他
の
名
が
あ
る
)
暴
風
雨
迫
ひ
､
サ
イ
ノ
カ
ミ
焼
き
､
鳥
追
ひ
､
筒
粥
等
之
も
沢
山
あ
る
､

弼
鵬
i et

@&Giり.

a(71

hq7絹｡二月はいんの子朔､轡嬰(出代りの新奉公に喰はしむる-の)等の遅筆有は節句､-

#
#
.
%
行
事
の
四
(
四
月
､
五
月
)

四
月
釈
迦
の
誕
生
日
位
か
､
三
島
都
西
-
の
部
落
で
は
晋
四
月
八
日
-
薬
師
の
日
に
子
安
が
山
に
登
っ
て
藤

の
花
を
と
り
家
々
の
門
に
挿
し
て
薬
師
に
供
へ
た
､
さ
う
い
ふ
特
殊
な
習
俗
を
持
つ
地
方
が
あ
っ
た
ら
必
ず
採
録
し
て
下
さ
い
､
こ
れ
は
こ
の
月
の
も

の
に
限
ら
な
い
､
五
月
の
節
句
の
菖
蒲
湯
､
菖
蒲
打
ち
の
由
来
等
々
｡

年
中
行
事
の
五
(
六
月
､
七
月
)

六
月
盲
の
キ
ン
ヌ
ギ
朔
､
そ
の
晦
の
夏
越
し
の
破
に
は
ま
だ
-
地
方
に
よ
つ
て
茅
の
輪
を
潜
る
行
事
も
あ

る
｡
七
夕
だ
の
虫
送
り
だ
の
古
い
習
俗
の
ま
だ
残
っ
て
ゐ
る
地
方
が
砂
な
い
､
盆
の
お
精
霊
様
､
盆
に
は
踊
以
外
に
若
者
等
は
何
を
す
る
か
､
ウ
ラ
盆

と
い
っ
て
八
月
の
廿
七
八
日
を
休
む
風
が
あ
る
か
､
元
来
雲
霞
本
来
七
月
の
筈
だ
が
新
暦
で
も
こ
れ
だ
け
は
八
月
に
行
ふ
､
そ
こ
ら
を
掛
酌
し
て
記

し
て
欲
し
い
｡

年
中
行
事
の
六

(
八
月
､
九
月
)

八
月
は
八
朔
た
の
も
の
朔
の
事
､
月
見
の
こ
と
な
ど
さ
ま
-
あ
る
､
月
見
の
晩
は
供
へ
物
や
畑
の
も
の
を
自
由
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に
取
っ
て
よ
い
と
い
ふ
や
う
皇
昆
へ
が
あ
っ
た
ら
注
意
し
て
↑
さ
い
､
新
暦
を
標
準
と
す
れ
ば
盆
も
こ
の
月
で
あ
る
､
九
月
の
節
句
は
ど
う
な
っ
て

ゐ
る
か
､
や
ら
ぬ
地
方
が
多
い
や
う
だ
が
そ
れ
も
記
し
て
欲
し
い
｡

年
中
行
事
の
七
(
十
月
､
十
盲
)

十
月
は
神
無
月
で
あ
る
､
神
迎
へ
神
送
-
な
ど
は
ど
う
す
る
､
神
様
の
出
発
に
就
い
て
何
か
静
が
な
い
か
留
守

居
を
す
る
神
様
が
あ
る
と
か
､
技
の
神
様
が
幾
日
が
前
に
出
発
す
る
と
か
-
市
講
-
亥
の
子
餅
､
大
師
諦
の
小
豆
粥
な
ど
そ
れ
-
面
白
い
採
集

が
出

来
や
､
つ
｡

年
中
行
事
の
八
(
十
二
月
)

事
納
め
と
年
始
め
と
の
関
係
､
煤
払
ひ
､
除
夜
の
こ
と
な
ど
材
料
豊
富
で
あ
る
､
於
迎
ひ
､
十
二
月
棟
､
就
中
岩
船
部

下
川
部
に
あ
る
や
う
な
臼
占
な
ど
雪
中
に
旧
歳
を
送
る
郷
土
に
は
ま
だ
-
珍
し
い
も
の
が
残
っ
て
ゐ
る
､
そ
れ
等
の
こ
と
を
成
る
可
-
概
説

だ
け
で

な
く
言
葉
､
方
法
､
行
ふ
人
の
微
細
な
部
分
迄
注
意
し
て
頂
き
た
い
､
何
者
が
何
の
日
に
何
の
為
に
何
事
を
何
と
言
っ
て
何
の
様
に
行
っ
た
か
と
い
ふ

幾
つ
か
の
何
を
此
の
手
帳
は
要
求
す
る
o

産
業
暦

こ
の
産
業
暦
は
農
相
な
ら
ば
何
月
幾
日
に
ノ
-
ダ
テ
を
す
る
フ
-
ダ
テ
の
意
義
は
各
地
方
で
違
ふ
が
)
､
焼
畑
を
作
る
の
は
何
時
､
江
没
ひ

は
何
時
,
田
植
え
は
何
時
､
刈
上
げ
は
何
時
､
山
村
な
ら
ば
山
明
け
は
何
時
､
薪
(
シ
ホ
キ
)
敬
-
は
何
時
(
古
志
郡
栃
堀
村
で
昔
あ
つ
た
や
う
な
藩

御
用
の
コ
ロ
流
し
な
ど
の
旧
俗
も
見
れ
J
V
ば
逼
結
構
)
､
漁
村
な
ら
ば
納
屋
固
め
(
網
元
と
カ
コ
と
の
契
約
の
酒
を
飲
む
旦
は
何
時
､
鮭
鱒
鰯
な
ど
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そ
れ
ぞ
れ
の
魚
の
網
時
等
を
記
す
o

(
2
7
)
産
業
神

こ
"
に
は
田
の
神
山
の
神
漁
の
神
蚕
の
神
等
は
普
通
何
様
を
耽
る
か
､
そ
れ
は
男
神
か
女
神
か
､
紀
る
仕
方
は
ど
う
か
､
そ
れ
等
の
神
の

お
札
は
何
処
か
ら
配
っ
て
来
る
か
､
田
の
神
と
山
の
神
の
神
域
は
歳
徳
神
の
入
れ
代
る
言
伝
へ
は
な
い
か
､
船
霊
様
な
ど
も
こ
≒
に
入
る
｡

(
空
住
居

本
項
は
住
居
の
間
取
り
､
敷
地
と
の
関
係
､
例
へ
ば
或
る
村
で
河
流
を
挟
ん
で
左
住
居
と
右
住
居
が
相
対
す
る
よ
う
な
例
､
主
人
公
の
頭
を

押
さ
へ
る
と
い
ふ
の
で
茶
の
間
に
天
井
板
を
張
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
が
さ
う
言
っ
た
風
の
こ
と
､
ツ
シ
､
タ
カ
の
こ
と
炉
辺
の
座
の
名
称
の
こ
と
(
ヨ
コ

ザ
､
バ
､
ザ
シ
キ
､
カ
カ
ヂ
ロ
な
ど
)
神
棚
仏
壇
の
位
置
等
､
す
べ
て
ど
う
い
ふ
場
合
に
ど
の
間
を
使
用
す
る
か
､
刈
羽
郡
で
は
八
海
山
の
方
に
魔
の

口
を
ど
う
す
る
と
か
い
ふ
習
俗
が
あ
る
が
そ
ん
な
こ
と
も
｡

(cqo')衣服

常
着
仕
事
着
晴
衣
等
の
別
よ
-
初
め
て
山
袴
の
こ
と
､
被
-
物
の
こ
と
(
-
[
R
働
時
に
女
の
被
る
キ
レ
の
名
称
な
ど
も
)
村
で
洋
服
を
着
る
の

は
主
と
し
て
ど
う
い
ふ
人
々
で
あ
る
か
等
々
の
こ
と
､
資
料
と
そ
れ
が
手
に
入
る
迄
に
ど
う
い
ふ
往
路
を
と
る
か
な
ど
｡

(
m
o
)
食
物

カ
テ
メ
シ
､
ヤ
キ
モ
チ
等
の
常
食
に
近
き
も
の
を
初
め
山
漁
村
等
に
於
け
る
食
物
の
資
料
を
記
し
て
頂
き
た
い
､
海
藻
､
山
草
､
山
果
の
や

う
な
も
の
も
と
り
ど
-
に
味
が
あ
る
｡
三
食
コ
ピ
ル
､
子
ど
も
の
間
食
の
名
称
な
ど
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

(
a
)
食
利

こ
れ
は
普
通
の
食
物
と
異
な
っ
て
美
味
い
も
の
を
食
ふ
日
は
何
日
か
､
セ
チ
と
は
何
か
､
即
正
月
の
料
理
､
ツ
ヨ
ケ
(
雨
降
り
)
休
み
の
ボ

タ
モ
チ
､
カ
マ
ヅ
カ
(
鎌
柄
洗
ひ
)
の
オ
カ
コ
モ
チ
､
除
夜
の
魚
等
を
指
す
の
で
あ
る
､
下
田
郷
の
ヒ
コ
ザ
エ
モ
ン
な
ど
､
あ
あ
い
ふ
風
な
特
殊
の
食

物
は
寧
ろ
こ
つ
ち
に
入
れ
て
然
る
可
き
だ
ら
う
｡

(
E
B
)
祭
礼

鎮
守
様
の
祭
礼
に
就
い
て
氏
子
に
祭
配
当
番
が
あ
っ
て
そ
れ
を
配
る
と
か
一
山
串
や
神
輿
は
ど
う
い
ふ
も
の
が
出
る
と
か
､
余
興
は
如
何

(
鬼
太
鼓
獅
子
舞
の
類
)
､
神
託
が
あ
る
か
な
い
か
､
部
落
の
各
戸
で
は
ど
う
い
ふ
風
に
そ
れ
を
祝
ふ
か
､
順
序
並
に
執
行
の
様
子
を
成
る
町
く
精
し

く
､
唄
や
呪
文
を
伴
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
記
さ
れ
た
し
､
何
か
の
由
来
で
喧
嘩
祭
と
か
ボ
-
タ
ラ
祭
と
か
い
ろ
/
＼
名
の
付
く
こ
と
も
あ

る
､
す
べ
て
洩
ら
さ
な
い
こ
と
｡

(
E
3
)
出
産

以
下
は
人
間
1
生
の
事
だ
が
先
ず
出
産
で
あ
る
､
産
婦
の
腹
帯
は
何
の
日
に
何
で
す
る
か
(
夫
の
禅
と
い
ふ
や
う
な
地
方
も
あ
る
)
､
炭
火
を

心
び
C
,

忌
む
習
俗
､
産
屋
期
間
､
産
屋
明
き
の
祝
､
雪
偲
請
-
等
々
､
鹿
骨
語
餐
に
載
せ
切
れ
ぬ
聴
沢
山
あ
る
､
左
率
み
は
男
の
子
と
言
っ
た
や
う
な
俗
信
も

挙
げ
ら
れ
た
ら
挙
げ
て
欲
し
い
､
両
親
の
厄
歳
に
生
ま
れ
た
子
､
双
子
な
ど
の
処
分
法
も
｡

(
a
;
)
婚
姻

先
ず
婚
姻
準
備
の
手
打
ち
酒
､
結
納
､
嫁
入
行
列
､
結
婚
の
夜
の
諸
式
､
媒
人
の
資
格
､
謡
や
唄
､
曇
日
莱
､
樽
入
れ
､
水
祝
ひ
の
習
俗
､
嫁

披
露
ヤ
ー
ゲ
ン
と
こ
れ
も
多
-
の
事
項
が
あ
る
､
南
魚
沼
郡
で
婚
姻
の
席
上
に
限
っ
て
用
ゐ
ら
る
J
V
オ
カ
ン
コ
(
陰
陽
盃
)
の
や
う
な
特
殊
器
具
も
記

し
て
欲
し
い
､
嫁
方
で
嫁
を
送
-
出
す
酒
宴
即
ち
ヤ
ラ
イ
ギ
ョ
-
の
こ
と
な
ど
も
若
し
あ
る
な
ら
忘
れ
ぬ
や
う
に
｡

(
E
q
)
婚
姻
の
考
察

結
婚
を
忌
ま
る
-
や
う
な
家
は
な
い
か
､
部
落
内
結
婚
と
ど
っ
ち
が
多
い
か
'
自
由
結
婚
血
族
結
婚
は
ど
の
程
度
ま
で
許
さ
れ
る
か
､
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出
稼
ぎ
工
女
が
多
い
為
め
に
柑
の
青
年
が
結
婚
に
苦
む
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
な
い
か
等
々
周
囲
の
事
情
の
考
察
｡

(
3
6
)
葬
式
の
一
(
内
部
で
の
作
法
)

葬
式
は
先
ず
死
人
の
枕
辺
に
飾
る
も
の
､
ツ
ゲ
ト

(
計
便
)
､
香
血
ハ
､
事
務
を
取
扱
ふ
の
は
親
類
か
村
人
か
､
通
夜

は
ど
う
す
る
､
湯
潅
は
ど
う
す
る
､
南
魚
沼
郡
五
十
沢
で
は
出
棺
後
に
家
が
軽
-
な
る
と
言
つ
て
石
を
そ
の
跡
に
置
-
習
俗
が
あ
る
が
さ
う
い
ふ
珍
し

い
例
も
見
付
た
い
｡

(
3
7
)
葬
式
の
二

(
野
で
の
作
法
)

棺
の
出
口
､
中
頚
城
郡
八
千
浦
柑
の
や
う
に
焼
却
の
際
天
日
を
忌
ん
で
｢
日
隠
し
｣
を
作

る
や
う
な
風
習
は
な
い
か
､

棺
を
焼
-
材
料
の
こ
と
(
西
蒲
原
郡
越
前
浜
で
は
榎
材
に
限
つ
て
ゐ
る
)
､
ノ
メ
シ
(
野
飯
)
だ
の
ミ
テ
ロ
-
(
道
蝋
､
越
前
浜
)
だ
の
と
､
野
で
の
作

法
も
な
か
な
か
多
か
ら
う
､
人
夫
や
そ
れ
に
喰
は
せ
る
も
の
J
V
こ
と
な
ど
も
注
意
を
要
す
る
.

(
3
8
)
墓
制

此
の
項
で
は
土
葬
火
葬
の
別
､
墓
地
は
何
処
に
設
け
ら
る
J
V
か
､
ニ
ケ
所
以
上
の
墓
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
､
佐
渡
の
マ
タ
ボ
ト
ケ
､

六
地
蔵
の
卒
塔
婆
､
或
は
南
魚
沼
郡
の
オ
-
エ
ン
ヨ
ケ
(
狼
避
け
)

の
や
う
な
野
獣
の
発
掘
を
恐
れ
て
防
禦
す
る
習
俗
が
あ
る
か
､
外
出
着
は
墓
を
ど

う
し
て
置
く
か
､
遠
方
の
寺
へ
遺
骨
を
納
め
る
こ
と
が
あ
る
か
等
を
記
す
｡

ひ
と
な
ぬ
か

(
g
3
)
年
忌
日

葬
式
の
跡
の
弔
ひ
方
は
ど
う
す
る
､
1
七
日
､
肝
五
日
､
四
十
九
緑
な
ど
に
法
事
を
す
る
か
､
年
忌
は
何
年
毎
に
行
っ
て
何
年
を
経
る
と

す
る
か
､
弔
ひ
納
め
の
日
は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
か
､
祥
月
命
日
に
は
何
を
す
る
か
､
盆
に
精
霊
を
迎
ひ
る
観
念
､
盆
以
外
の
日
(
例
へ
ば
彼
岸
の
例

が
あ
る
)

に
精
霊
を
迎
ひ
る
こ
と
が
な
い
か
等
々
｡

(
4
0
)
以
下
は
次
号
で
紹
介
｡
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