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書 

評

　

本
書
は
、
柳
田
が
自
ら
の
口
承
文
芸
理
論
を
確
立

し
て
い
く
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
か
な
る
文
献
を

読
み
、
そ
の
方
法
論
と
知
識
を
い
か
に
応
用
し
て

い
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
。

　

後
書
き
に
よ
れ
ば
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
の

共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
柳
田
國
男
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
口
承
文
芸
」
が
二
〇
〇
三
年
四
月
に
組
織
さ

れ
、
そ
の
後
三
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
が
こ
の
本
で

あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
者
は
、
英
文
学
、
独
文

学
、
仏
文
学
、
日
本
文
学
、
民
俗
学
各
分
野
の
専
門

家
で
あ
り
、
内
容
も
き
わ
め
て
広
い
範
囲
に
及
ん
で

い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
柳
田
國
男
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
関
わ
り
を
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
の
視
点
か
ら
多

角
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

成
城
大
学
に
は
一
九
六
二
年
、
柳
田
が
逝
去
し
た

と
き
に
寄
贈
さ
れ
た
約
二
万
冊
の
蔵
書
が
あ
り
、
こ

の
「
柳
田
文
庫
」
に
は
、
単
行
本
一
四
三
四
冊
、
雑

誌
約
九
〇
〇
冊
の
洋
書
群
が
収
め
ら
れ
て
い
る
そ

う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
柳
田
の
読
了
自
記
や
、
ア
ン

ダ
ー
ラ
イ
ン
、
欄
外
メ
モ
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
り
、
柳
田
が
何
に
注
目
し
な
が
ら
読
ん
で
き

た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
書
は
、
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
は

「
柳
田
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
口
承
文
芸
研
究
」、
第
二
部
は

「
昔
話
・
伝
説
の
東
西
」、
第
三
部
は
「
テ
ー
マ
研
究
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
書
の
要
で
あ
る
第
一
部
を

中
心
に
そ
の
特
色
を
紹
介
し
、
感
じ
た
と
こ
ろ
を
述

べ
て
い
き
た
い
。

　

第
一
部
「
柳
田
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
口
承
文
芸
研
究
」

は
、「
国
別
」
と
「
ジ
ャ
ン
ル
別
」
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。「
国
別
」
は
、「
ド
イ
ツ
」「
イ
ギ
リ
ス
」「
フ

ラ
ン
ス
」「
そ
の
他
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
／
ロ
シ
ア
）」

の
四
項
目
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
柳
田
が
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
文
献
に
ど
う
取
り
組
ん
で
き
た
か
が
検
証

さ
れ
て
い
る
。

　
「
ド
イ
ツ
」
は
、
編
者
の
高
木
昌
史
氏
が
、
お
も

に
柳
田
の
著
書
か
ら
証
言
を
引
い
て
、
柳
田
が
ド

イ
ツ
語
の
文
献
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
利
用
し
た

か
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ベ
ヒ
ト
ル
ト
・

シ
ュ
ト
イ
プ
リ
編
の
『
ド
イ
ツ
俗
信
辞
典
』
は
、
ド

イ
ツ
の
み
で
な
く
、
各
国
学
会
の
協
力
体
制
で
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
柳
田
が
こ
れ
を
高
く
評
価

し
、『
郷
土
生
活
の
研
究
法
』
の
中
で
、「
こ
の
合
同

の
効
果
は
か
な
り
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
」

と
書
い
て
い
る
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
の

目
に
、
各
国
の
研
究
者
が
協
力
し
あ
っ
て
比
較
研
究

の
基
盤
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
、
理
想
的
に
映
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
柳
田
が
ハ
イ
ネ
の
『
流
刑
の
神
々
』
に
つ

い
て
「
夙
に
其
中
に
は
今
日
大
い
に
発
達
す
べ
か
り

し
学
問
の
芽
生
を
見
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
を
引
用
し
、
高
木
氏
は
「
柳
田
は
日
本
文
化
の
古

層
に
目
を
向
け
民
俗
学
を
樹
立
す
る
べ
き
重
要
な

示
唆
を
『
流
刑
の
神
々
』
か
ら
読
み
と
っ
た
と
思
わ

れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ル
テ
／
マ
ッ

ケ
ン
ゼ
ン
の
『
ド
イ
ツ
昔
話
事
典
』
や
、
各
種
の
民

俗
学
学
会
誌
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
昔
話
に
、
そ
の
類

話
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
日
本
の
昔
話
の
題
名

な
ど
を
さ
か
ん
に
書
き
込
ん
で
い
た
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ド
イ
ツ
」
の
項
か
ら
は
、
柳

田
の
三
つ
の
興
味
、
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
俗

学
の
研
究
体
制
へ
の
興
味
、
神
話
的
な
も
の
へ
の
興

味
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
と
日
本
の
昔
話
の

高
木
昌
史
編

『
柳
田
國
男
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
　
口
承
文
芸
の
東
西
』

加 

藤
　
耕 

義
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比
較
へ
の
興
味
、
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
じ
こ
と
が
、牧
野
陽
子
氏
に
よ
る
「
イ
ギ
リ
ス
」

か
ら
も
読
み
と
れ
る
。
こ
の
項
は
私
に
は
と
り
わ

け
興
味
深
か
っ
た
。「
イ
ギ
リ
ス
」
で
は
、
と
く
に

ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ゴ
ム
と
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ

ト
・
ソ
フ
ィ
ア
・
バ
ー
ン
を
と
り
あ
げ
、
柳
田
自
身

に
よ
る
書
き
込
み
を
通
じ
て
、
柳
田
が
自
ら
の
口
承

文
芸
研
究
を
築
い
て
い
く
上
で
何
を
吸
収
し
よ
う

と
し
た
の
か
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
試

み
を
通
し
て
得
ら
れ
て
い
る
結
果
は
、
本
書
全
体
に

と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る

が
、
直
接
引
用
す
る
。

　
「
柳
田
の
書
き
入
れ
箇
所
に
関
し
て
全
体
的
な

特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
本
全
体
の
、
ま

た
各
章
の
序
論
、
概
説
に
あ
た
る
部
分
に
多
く
下

線
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
民

俗
学
」
の
考
え
方
、
捉
え
方
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ

を
お
さ
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
本
論
や
後
半
部
分
の
イ
ギ
リ
ス
各
地
、

各
国
の
民
話
、
民
俗
の
例
な
ど
具
体
的
な
内
容

の
記
述
に
入
る
と
こ
ろ
で
は
、
下
線
は
少
な
く
、

対
応
す
る
日
本
の
風
習
や
民
話
を
欄
外
に
書
き

入
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
柳
田
の
関
心
が
こ
こ
で

は
、
事
例
の
対
比
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
、
柳
田
は
外
国
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
も
日
本
の

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
常
に
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
読
ん

で
い
た
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
欧
米

や
ア
ジ
ア
な
ど
外
国
の
民
俗
そ
の
も
の
に
興
味

が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
柳
田
の
場
合
は
あ
く

ま
で
も
日
本
の
民
俗
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

の
模
索
、
類
型
の
参
考
と
し
て
、
読
ん
で
い
た
印

象
を
う
け
る
。
そ
し
て
、
柳
田
は
欄
外
の
脚
注
、

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
事
項
、
参
考
文
献
に
も
細
か
く

下
線
や
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
お
り
、
引
用
や
出
典

の
記
載
を
自
分
の
研
究
に
十
分
に
利
用
し
て
い

る
。」

　
「
ド
イ
ツ
」
の
項
で
は
、
柳
田
の
文
献
へ
の
興
味

の
あ
り
方
を
彼
の
著
作
か
ら
み
た
が
、
同
じ
こ
と
が

蔵
書
の
下
線
か
ら
も
み
て
と
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

興
味
ぶ
か
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
こ
の
項
で
面
白
い
の
は
、
柳
田
の
考

え
方
の
変
遷
も
、
柳
田
が
引
い
た
下
線
か
ら
読
み
と

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
牧
野
氏
は
、「
興

味
深
い
の
は
、
再
読
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ゴ
ム
の
著

作
の
場
合
で
あ
り
、
最
初
に
読
ん
だ
時
の
書
き
込
み

と
七
年
後
に
二
度
目
に
読
ん
だ
時
の
も
の
が
は
っ

き
り
と
区
別
で
き
る
。
二
度
目
の
時
期
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
赴
任
の
体
験
を
経
た
後
に
な
り
、
そ
こ
に
柳

田
國
男
の
関
心
の
推
移
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
柳
田
は
、
ゴ
ム
の
「
残
存
物
」
と
い
う

考
え
方
に
注
目
し
、
繰
り
返
し
こ
の
言
葉
に
下
線
を

引
い
て
い
る
。
伝
承
を
古
い
信
仰
、
習
慣
、
記
憶
の

残
存
と
捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
「
残
存
物
」

に
つ
い
て
、
一
度
目
の
下
線
と
七
年
後
の
下
線
で
、

考
え
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
民
俗
の
な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
古
代
の
習
慣

や
信
仰
は
、
外
的
な
力
に
よ
っ
て
発
展
を
中
断
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
全

く
凍
り
付
い
た
状
態
で
残
っ
て
い
く
か
、
崩
壊
し

分
裂
し
て
断
片
と
化
し
て
し
ま
う
。
単
な
る
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
に
退
化
す
る
か
、
力
を
失
っ
て
単
な
る

迷
信
に
な
っ
て
し
ま
う
。
共
同
体
全
体
が
が
日
常

的
に
遵
守
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
あ
る
階
級

ま
た
は
一
部
の
人
々
が
個
人
的
に
守
る
だ
け
と

な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
人
々
の
行
動
全
般
に
影

響
す
る
こ
と
な
く
、
孤
立
し
息
を
ひ
そ
め
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に

お
い
て
は
、
よ
り
高
度
な
文
化
段
階
へ
の
発
展
は

な
い
。」

　

直
線
の
下
線
が
二
度
目
の
読
書
の
際
に
赤
ペ
ン
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で
引
か
れ
た
下
線
で
、
最
後
の
波
線
は
一
度
目
に

引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
柳
田
は
同
書
次
ペ
ー
ジ

の
、「
文
明
社
会
に
お
い
て
は
無
意
味
に
存
在
す
る

（
？
）」
と
い
う
部
分
に
下
線
と
疑
問
符
を
付
け
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
牧
野
氏
は
、
柳
田
が
こ
れ

ら
の
下
線
部
分
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
と
分
析
し
、

「
柳
田
は
、
古
い
伝
承
や
習
俗
な
ど
が
、
単
な
る
「
残

存
物
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
に
お
い

て
も
な
お
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
意
味
を

見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
う
し
た
『
民

俗
』
が
生
き
て
い
る
文
化
と
し
て
日
本
を
見
よ
う
と

し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
す
で
に

一
度
目
に
も
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
お
い
て
は
、
よ
り

高
度
な
文
化
段
階
へ
の
発
展
は
な
い
」
と
い
う
部
分

に
下
線
を
ひ
い
て
い
る
の
で
、
当
初
か
ら
柳
田
が
こ

れ
に
同
意
で
き
ず
、
二
度
目
に
そ
の
思
い
を
さ
ら
に

強
め
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
柳
田

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る

の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
日
本
の
伝
承
の
あ

り
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
吟
味
し
な
が
ら
読
ん
で
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
彼
の
民
俗
学
に
対
す
る
考

え
方
を
浮
き
彫
り
に
し
た
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る

と
思
う
。

　

次
に
「
フ
ラ
ン
ス
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て

お
く
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
物
へ
の
読
了
記
録
が
始
ま

る
の
は
、
英
語
文
献
を
精
力
的
に
読
ん
だ
お
よ
そ
十

年
後
、
柳
田
が
国
際
連
盟
委
任
統
治
委
員
と
し
て

一
度
目
の
渡
欧
を
し
た
一
九
二
一
年
か
ら
だ
そ
う

で
あ
る
。
こ
の
項
で
は
、
ジ
ェ
デ
オ
ン
・
ユ
エ
『
民

間
説
話
論
』
が
、
柳
田
の
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
、
ま
た
柳
田
が
ペ
ロ
ー
を
「
優
れ

た
学
者
」
と
評
価
し
た
こ
と
、
ポ
ー
ル
・
セ
ビ
オ
か

ら
は
柳
田
が
「
口
承
文
芸
」
と
い
う
言
葉
を
得
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
『
郷
土
生
活

の
研
究
法
』
で
は
、「
仏
蘭
西
の
概
況
」
と
題
し
て
、

仏
蘭
西
の
研
究
が
「
日
本
と
同
様
に
、
実
は
あ
ま
り

ま
だ
統
一
せ
ら
れ
て
居
な
い
」
と
、
あ
ま
り
評
価
を

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
「
そ
の
他
の
国
」
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
カ
ー

ル
レ
・
ク
ロ
ー
ン
『
民
俗
学
方
法
論
』
を
昭
和
六

年
九
月
に
読
了
し
て
い
る
こ
と
や
ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー

ル
ネ
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
に
つ
い
て

は
、
ア
フ
ァ
ナ
シ
ェ
フ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
が
国
別
の
項
で
あ
り
、
い
わ
ば

縦
割
り
の
分
類
に
従
っ
た
分
析
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、「
ジ
ャ
ン
ル
別
」
で
は
、「
昔
話
」「
伝
説
」「
聖

者
伝
」「
民
謡
」「
諺
」
の
五
項
目
に
分
け
て
、
い
わ

ば
横
方
向
の
分
類
に
従
っ
た
分
析
を
試
み
て
い
る
。

こ
こ
で
は
「
昔
話
」
と
「
伝
説
」
に
触
れ
た
い
。

　
「
昔
話
」
の
項
で
高
木
氏
は
、
柳
田
が
「
ま
ず
昔

話
研
究
の
中
心
人
物
を
グ
リ
ム
兄
弟
に
、
そ
し
て
当

時
の
『
学
問
発
達
の
中
心
』
を
ド
イ
ツ
に
見
て
い

た
」
と
指
摘
し
、
ド
イ
ツ
語
の
文
献
を
中
心
に
扱
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ボ
ル
テ
／
ゲ
オ
ル
ク
・

ポ
リ
フ
カ
の
『
グ
リ
ム
童
話
集
注
』
全
五
巻
の
う
ち
、

柳
田
が
数
多
く
の
下
線
を
引
き
、
集
中
的
に
研
究
し

て
い
た
の
は
、
第
四
巻
と
第
五
巻
の
「
世
界
民
間
説

話
史
」
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
が

グ
リ
ム
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
そ
の
も
の
へ
の
注
釈
や

類
話
よ
り
も
、
ボ
ル
テ
／
ポ
リ
フ
カ
の
研
究
や
方
法

論
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
、「
国
別
」
の
項
で
繰

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。

　

グ
リ
ム
童
話
集
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
柳
田
が

所
有
し
て
い
た
レ
ク
ラ
ム
版
と
ボ
ル
テ
・
ポ
リ
フ
カ

の
注
釈
書
へ
の
書
き
込
み
箇
所
を
対
比
し
、
詳
し
く

紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
柳
田
が
徹
底
研
究
し
た

Ｋ
Ｈ
Ｍ
テ
ク
ス
ト
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

・	

日
本
に
も
類
話
が
あ
り
比
較
研
究
が
可
能
な

も
の
＝
『
灰
か
ぶ
り
』
と
『
千
匹
皮
』、『
三

つ
の
言
葉
』、『
手
の
な
い
娘
』
等
々
。

・	

笑
話
＝『
賢
い
エ
ル
ゼ
』、『
ハ
ン
ス
ば
か
』、『
物

知
り
博
士
』

・	

年
寄
り
の
悲
哀
物
語
＝『
年
取
っ
た
お
祖
父
さ

ん
と
孫
』、『
老
犬
ズ
ル
タ
ン
』。
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・	

動
物
の
主
人
公
＝
『
猫
と
ね
ず
み
の
共
暮
ら

し
』、『
狐
と
が
ち
ょ
う
』
等
。

・	
民
俗
学
的
に
奥
深
い
テ
ー
マ
を
宿
す
話
＝
『
ね

ず
の
木
の
話
』
や
『
熊
皮
の
男
』。

　

こ
れ
は
、
柳
田
の
比
較
研
究
を
発
展
的
に
試
み

た
、
本
書
の
第
二
部
「
昔
話
・
伝
説
の
東
西
」
へ
と

通
ず
る
シ
ェ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

　
「
伝
説
」
は
、
牧
野
氏
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
関
連
と
、

富
山
典
彦
氏
に
よ
る
ド
イ
ツ
関
連
の
紹
介
に
分
か

れ
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
項
で
興
味
深
い
の
は
、
柳
田

が
、
繰
り
返
し
、「
子
孫
」
と
か
、「
妖
精
の
先
祖
」

と
い
っ
た
語
に
下
線
を
引
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
書
第
三
部
に
あ
る
田
中
宣
一
氏
の

「
柳
田
國
男
の
口
承
文
芸
研
究
」
と
照
ら
し
合
わ
せ

る
と
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
田
中

氏
は
、
柳
田
の
口
承
文
芸
へ
の
関
心
が
、
地
名
や

家
名
な
ど
へ
の
興
味
か
ら
発
展
し
広
が
っ
て
い
っ

た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
柳
田
は
、

現
行
の
昔
話
は
神
話
と
遠
く
離
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
が
、
元
来
、
昔
話
は
神
話
と
無
縁
で
は
な
い

と
考
え
た
。
か
つ
て
一
族
の
始
祖
誕
生
と
一
代
記
を

語
る
神
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
、
こ

れ
と
桃
太
郎
話
の
よ
う
に
主
人
公
の
た
だ
な
ら
ぬ

誕
生
と
成
長
活
躍
を
語
る
昔
話
と
の
類
似
点
に
着

目
し
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
昔
話
を
中
心
に
述
べ

て
い
る
が
、
伝
説
へ
の
興
味
も
同
様
で
あ
る
。

　

富
山
氏
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
伝
説
に
関
す
る
項
で

は
、
カ
ー
ル
レ
・
ク
ロ
ー
ン
の
『
民
俗
学
方
法
論
』

へ
の
書
き
込
み
や
下
線
を
示
し
た
上
で
、
柳
田
は
日

本
の
伝
説
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
問
と
し
て
体
系

化
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
、
ク
ロ
ー
ン
の
方
法
論
の

著
作
と
向
き
合
う
こ
と
で
得
よ
う
と
努
め
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
新
し
い
学
問
に
お
い

て
、
方
法
論
的
な
修
練
を
積
む
だ
け
で
は
十
分
で
は

な
い
。
自
分
独
自
の
思
考
を
す
る
能
力
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
や
「
事
実
の
壁
に
ぶ

つ
か
っ
た
と
き
、
頭
で
も
っ
て
足
早
に
そ
の
壁
に
向

か
っ
て
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
引
き
返
し
て
、
別
の
方

向
に
出
口
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
部

分
に
二
重
線
を
引
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、

柳
田
が
新
し
い
学
問
と
し
て
、
日
本
の
状
況
に
あ
っ

た
形
で
、
民
俗
学
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
意
識
を
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
第
一
部
は
、「
国
別
」
と
「
ジ
ャ

ン
ル
別
」
に
分
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
高
木
氏
が

第
三
部
「
柳
田
國
男
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
口
承
文
芸
地

図
」
で
、「
彼
（
柳
田
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
を
視

野
に
入
れ
た
口
承
文
芸
地
図
を
脳
裏
に
描
い
て
い

た
よ
う
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
国

別
に
整
理
し
た
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
、
ペ
ロ
ー
の
昔
話
に
つ
い
て
は
、「
国
別
」

で
扱
わ
れ
、
グ
リ
ム
童
話
に
つ
い
て
は
「
ジ
ャ
ン
ル

別
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
高
木
氏
は
序
に
お
い
て
、

こ
の
本
が
「
比
較
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
企
図
し

て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
国
別
か
、

ジ
ャ
ン
ル
別
の
ど
ち
ら
か
に
整
理
し
て
い
る
ほ
う

が
、
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

さ
て
、
第
二
部
は
「
昔
話
・
伝
説
の
東
西
」
と

題
し
た
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
研
究
で
あ
る
。

「
昔
話
」
で
は
柳
田
監
修
の
『
日
本
昔
話
名
彙
』
に

あ
る
「
聴
耳
」「
歌
い
骸
骨
」「
糠
福
米
福
」「
姥
皮
」

「
大
工
と
鬼
六
」「
姥
捨
山
」「
う
つ
ぼ
舟
」「
味
噌
買

橋
」
の
八
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
田
中
宣
一

氏
が
、
日
本
の
昔
話
に
つ
い
て
紹
介
と
解
説
を
し
、

磯
部
祥
子
氏
が
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
日
本
霊
異
記
』

『
お
伽
草
紙
』
な
ど
、
日
本
の
古
典
と
の
関
係
を
解

説
し
、
高
木
昌
史
氏
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
類
話
を
解

説
し
て
い
る
。「
伝
説
」
で
は
、『
日
本
伝
説
名
彙
』

の
分
類
に
し
た
が
い
、「
木
（
植
物
）」「
石
・
岩
」「
水
」

「
坂
・
峠
（
山
・
丘
）」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、

磯
部
氏
が
日
本
、
牧
野
氏
が
ケ
ル
ト
、
そ
し
て
高
木

氏
が
ド
イ
ツ
の
伝
説
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
第
二
部

を
高
木
氏
は
序
に
お
い
て
「
柳
田
が
開
拓
し
た
口
承

文
芸
の
比
較
研
究
を
発
展
的
に
継
承
す
る
試
み
」
と
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位
置
づ
け
て
い
る
。
柳
田
が
築
い
た
基
礎
の
上
に
積

み
上
げ
ら
れ
て
き
た
口
承
文
芸
研
究
の
成
果
を
、
今

後
世
界
に
む
け
て
、
ど
う
発
信
し
う
る
の
か
と
い
う

こ
と
の
ヒ
ン
ト
を
こ
の
第
二
部
は
与
え
て
く
れ
る

も
の
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
第
二
部
は
、
柳

田
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
を
ど
う
取
り
入
れ
た
か

と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
第
一
部
と
対
を
な

す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

第
三
部
は
口
承
文
芸
に
つ
い
て
の
個
別
論
文
で

あ
る
。
田
中
宣
一
「
柳
田
國
男
の
口
承
文
芸
研
究
」、

上
野
英
二
「

奕
姫
と
白
鳥
処
女
：
柳
田
國
男
『
昔

話
と
文
学
』
覚
え
書
き
」、
富
山
典
彦
「
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
民
俗
学
者
レ
オ
ポ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
民

話
論
」、
前
川
恵
「『
ペ
ロ
ー
ル
説
話
集
』
の
書
き
込

み
に
つ
い
て
」、高
木
昌
史
「
柳
田
國
男
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
口
承
文
芸
地
図
」
の
五
編
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
専
門
性
の
高
い
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

に
内
容
は
独
立
し
て
い
る
が
、
第
一
部
と
関
連
づ
け

な
が
ら
読
む
と
い
っ
そ
う
興
味
ぶ
か
い
と
思
う
。

　

本
書
は
、
大
き
く
独
立
し
た
三
部
構
成
で
、
し
か

も
各
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
成
果
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
視
点

が
前
面
に
で
て
い
る
。
こ
れ
を
個
々
の
独
立
し
た
も

の
と
捉
え
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
を
関
連
づ
け
て
読

ん
で
い
く
と
、
本
書
全
体
と
し
て
「
柳
田
國
男
が
ど

う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
俗
学
と
か
か
わ
っ
た
か
」
と
い

う
テ
ー
マ
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
第
一
部
、
第

二
部
、
第
三
部
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
と
考
え
ず
に
、

柳
田
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
何
を
吸
収
し
た
か
、
日
本

は
こ
れ
か
ら
何
を
発
信
で
き
る
か
、
現
在
の
柳
田
研

究
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
風
に
関
連
づ
け

る
こ
と
で
、
本
書
の
「
比
較
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

と
し
て
の
有
用
性
が
浮
か
び
か
が
っ
て
く
る
と
思

う
。（

二
〇
〇
六
年
、
本
体
三
五
〇
〇
円
、
三
交
社
）

（
か
と
う
・
こ
う
ぎ
／
学
習
院
大
学
）


