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あ
と
が
き

本
書
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
神
奈
川
大
学
大
学
院
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
「
一
九
三
〇
、
四

〇
年
代
の
日
本
民
俗
学
と
中
国
」
に
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
戦
前
、
と
く
に
一
九
三
〇
、
四
〇
年
代
に
、
柳
田
国
男
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
日
本
の
民
俗
学
が
中
国
と
如
何
な
る
関
係

を
持
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
日
本
の
民
俗
学
に
如
何
な
る
意
味
を
与
え
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
史
の
角
度
か

ら
概
略
的
に
ま
と
め
れ
ば
、
本
書
の
主
張
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

日
本
が
内
地
以
外
の
多
く
の
土
地
を
所
有
し
な
が
ら
拡
張
し
つ
つ
あ
る
帝
国
で
あ
っ
た
時
代
、「
一
国
民
俗
学
」
と
し
て
展
開
し
よ

う
と
し
た
日
本
の
民
俗
学
は
常
に
学
問
の
守
備
範
囲
で
あ
る
「
日
本
（
＝
内
地
）」
と
、
政
治
・
軍
事
の
支
配
範
囲
と
し
て
の
「
日
本
」

と
の
ず
れ
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
、
外
地
を
す
べ
て
喪
失
し
た
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て
文
字
通
り
の
「
一
国
民
俗
学
」
が
定
着
し
た
の
で

あ
る
。
中
国
は
戦
時
中
、
日
本
民
俗
学
の
そ
う
し
た
矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
る
重
要
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ま
た
矛
盾
を
解

決
す
る
た
め
の
「
比
較
民
俗
学
」
の
試
み
が
実
践
さ
れ
よ
う
と
す
る
主
要
な
場
で
も
あ
っ
た
、
と
。

書
く
べ
き
こ
と
は
果
た
し
て
本
文
の
な
か
で
書
け
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
読
者
の
判
断
に
待
つ
ほ
か
な
い
が
、
こ
こ
で
本
研
究
の
経
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緯
や
筆
者
の
立
場
に
つ
い
て
補
足
的
な
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

筆
者
は
中
国
人
で
あ
る
。
中
国
の
大
学
、
大
学
院
で
日
本
語
、
日
本
文
化
を
専
攻
し
、
や
が
て
日
本
に
留
学
し
て
民
俗
学
を
専
門
と

し
た
。
日
本
の
民
俗
学
に
つ
い
て
は
、
一
か
ら
勉
強
し
た
。
柳
田
国
男
の
学
問
に
感
動
し
、
そ
の
翻
訳
を
試
み
た
こ
と
も
あ
る
し
、

「
郷
土
人
」
の
「
自
省
」
を
掲
げ
る
「
一
国
民
俗
学
」
の
論
理
に
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
、
日
本
の
村
落
で
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
行
っ

て
い
た
。

戦
前
の
民
俗
学
関
係
雑
誌
で
日
本
の
民
俗
学
者
に
よ
る
中
国
関
係
の
記
事
に
出
会
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
民
俗
事
象
の
古
い
姿
や
そ

の
研
究
史
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
っ
た
。
ま
も
な
く
一
九
三
〇
、
四
〇
年
代
の
『
民
間
伝
承
』
や
『
旅
と
伝
説
』
に
は
数
多
く

の
中
国
関
係
の
内
容
を
有
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
衝
撃
を
受
け
た
。
民
俗
学
の
概
説
書
に
は
中
国
が
ま
っ
た
く
登
場
せ
ず
、

民
俗
学
会
の
機
関
誌
『
日
本
民
俗
学
』
に
お
い
て
中
国
を
対
象
と
す
る
論
考
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
、
当
時
の
筆
者

は
す
で
に
慣
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

思
い
が
け
な
い
中
国
と
の
関
連
を
目
の
前
に
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
な
ど
、
知
り
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
っ

た
。
し
か
し
民
俗
学
の
学
史
研
究
に
当
た
っ
た
結
果
、
中
国
と
の
関
わ
り
が
多
か
っ
た
戦
時
下
に
関
す
る
研
究
は
多
く
な
か
っ
た
う
え

に
、
議
論
は
戦
争
加
担
・
植
民
地
主
義
な
ど
の
責
任
論
に
大
き
く
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
中
国
に
深
く
関
わ
っ
た
事
実
さ

え
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
で
は
自
分
で
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

戦
時
下
、
多
く
の
民
俗
学
者
が
様
々
な
形
で
中
国
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
決
し
て
秘
密
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
年
譜
や
文

章
、
自
他
に
よ
る
回
想
文
に
中
国
関
係
の
記
録
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
す
る
と
、
従
来
の
学
史
研
究
が
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
な
か
っ
た

の
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
学
史
の
内
容
と
し
て
捉
え
る
意
識
が
希
薄
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
戦
時
下
に
お
け
る
中
国
関
連
の
活
動
は
研
究
成
果
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
個
人
的
な
事
情
、
政
治
的
な
外
力
に
よ

る
「
逸
脱
」
だ
と
判
断
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
戦
時
下
に
お
い
て
は
概
念
や
理
論
、
論
文
や
著
書
だ
け
を
指
標
に
す
る
な
ら
、
民
俗
学
は
恐
ら
く
序
章
で
ふ
れ
た
関
敬
吾
の
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場
合
の
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
と
戦
後
と
の
間
の
、
も
っ
ぱ
ら
時
局
の
影
響
に
よ
る
「
停
滞
」
と
し
て
映
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

ろ
う
。
中
国
と
の
関
わ
り
を
「
逸
脱
」
と
し
て
見
ず
、
そ
れ
を
媒
介
に
当
時
の
民
俗
学
と
当
時
の
日
本
と
の
関
係
を
考
え
る
の
が
本
研

究
の
出
発
点
で
あ
る
。

日
本
民
俗
学
と
中
国
と
の
関
わ
り
は
、
日
本
が
中
国
に
対
し
て
行
っ
た
長
期
の
戦
争
と
支
配
と
い
う
時
代
状
況
に
大
き
く
規
定
さ
れ

て
い
た
が
、
学
問
を
め
ぐ
る
政
治
性
を
指
摘
す
る
の
は
本
書
の
目
的
で
は
な
い
。
本
書
で
所
々
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
時
下
、
日
本

の
民
俗
学
は
中
国
へ
の
関
わ
り
方
に
お
い
て
、
個
人
の
場
合
で
も
、
組
織
の
場
合
で
も
、
そ
の
認
識
や
行
動
に
明
ら
か
に
限
界
を
も
っ

て
い
た
。
そ
の
意
味
で
主
観
的
な
意
図
を
問
わ
ず
、
戦
争
加
担
や
植
民
地
主
義
の
責
任
が
問
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
て
大

き
な
被
害
を
蒙
っ
た
中
国
か
ら
き
た
と
い
う
身
分
が
、
ま
た
筆
者
に
そ
の
よ
う
に
批
判
す
る
た
め
の
有
利
な
立
場
を
提
供
し
て
い
る
。

し
か
し
、
批
判
は
直
接
的
な
手
段
で
は
あ
る
が
、
最
も
有
効
な
方
法
だ
と
は
限
ら
な
い
。
尽
き
る
と
こ
ろ
、
人
間
は
反
省
を
通
し
て
し

か
、
真
に
責
任
を
感
じ
る
こ
と
も
、
責
任
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。
責
任
論
か
ら
自
由
に
な
っ
て
初
め
て

複
雑
な
状
況
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
反
省
の
た
め
の
確
実
な
材
料
を
提
供
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。

様
々
な
限
界
が
あ
る
が
、
戦
時
下
に
お
い
て
日
本
の
民
俗
学
が
「
一
国
」
を
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
筆
者
は
基
本
的
に
評
価
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
書
の
最
後
に
提
出
し
た
、「
日
本
の
民
俗
学
は
学
問
と
し
て
日
本
以
外
の
地
域
と
関
わ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う

か
、
必
要
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
方
と
関
係
す
る
。

す
な
わ
ち
、
民
俗
学
は
自
国
以
外
の
地
域
と
関
わ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
異
な
る
国
家
や
民
族
の
民
俗
事
象
間
の
相
違
点
や
共

通
点
を
並
べ
、
民
俗
学
の
資
料
で
は
証
明
で
き
な
い
起
源
や
伝
播
、
或
い
は
自
国
・
自
民
族
の
特
質
な
ど
を
説
明
と
し
て
付
す
る
も
の

と
異
な
り
、
自
国
で
の
研
究
で
培
っ
た
手
法
を
ま
っ
た
く
新
し
い
場
で
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
般
性
を
め
ざ
す
、
民
俗
学

の
方
法
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
試
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。
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戦
時
下
の
「
比
較
民
俗
学
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
相
対
化
す
る
意
図
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
、「
日
本
人
」

に
よ
る
「
日
本
（
＝
内
地
）」
の
研
究
と
い
う
閉
鎖
的
な
世
界
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
途
端
、
従
来
の
民
俗
学
の
方
法
へ
の
反
省
が
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
敗
戦
に
よ
っ
て
挫
折
し
、
戦
後
早
々
、
す
べ
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
反
省
さ
れ

る
べ
き
な
の
は
関
わ
り
方
を
め
ぐ
る
政
治
性
で
あ
り
、
関
わ
り
そ
の
も
の
を
簡
単
に
切
っ
て
し
ま
う
だ
け
で
は
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

戦
時
下
の
認
識
、
行
動
を
反
省
す
る
機
会
と
、
民
俗
学
の
方
法
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
同
時
に
失
う
だ
け
で
あ
る
。

執
筆
す
る
間
、
同
じ
時
代
を
生
き
、
同
じ
状
況
に
い
た
な
ら
、
学
問
、
戦
争
、
国
家
、
民
族
、
権
力
、
自
由
な
ど
に
つ
い
て
自
分
が

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
た
の
か
は
、
よ
く
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
図
ら
ず
も
、
現
在
を
生

き
る
者
と
し
て
、
今
の
状
況
に
お
い
て
同
じ
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
を
自
問
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

執
筆
は
終
わ
っ
た
が
、
様
々
な
場
面
で
こ
れ
か
ら
も
こ
の
自
問
は
続
く
だ
ろ
う
と
思
う
。

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
本
書
は
反
省
す
べ
き
点
が
多
い
。
当
時
の
民
俗
学
者
の
格
闘
を
追
体
験
し
よ
う
と
思
う
が
、
ま
だ
彼
ら
の
思

想
・
認
識
の
深
い
と
こ
ろ
ま
で
ふ
れ
え
て
い
な
い
。
戦
後
の
日
本
民
俗
学
に
つ
い
て
は
単
な
る
展
望
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
実
態
や

三
十
年
代
か
ら
の
展
開
と
の
関
連
の
解
明
が
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
全
体
を
描
き
出
す
た
め
に
内
容
の
一
部
に
は
状
況
証

拠
の
累
積
に
よ
る
推
測
、
推
論
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
自
分
の
さ
ら
な
る
研
究
や
同
じ
関
心
を
持
つ
方
々
の
業
績
に
よ
っ
て
、
間
違

い
を
訂
正
し
、
必
要
な
場
合
、
一
部
を
新
た
に
書
き
な
お
し
て
い
く
覚
悟
を
持
っ
て
い
る
。
ご
批
判
、
ご
指
摘
、
ご
意
見
を
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

本
書
は
筆
者
に
と
っ
て
初
め
て
の
単
著
で
あ
る
。
多
く
の
方
々
の
ご
指
導
と
ご
助
言
を
な
く
し
て
は
本
書
の
研
究
は
完
成
し
得
な
か

っ
た
。

博
士
課
程
の
指
導
教
官
で
あ
る
福
田
ア
ジ
オ
先
生
と
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
一
九
九
九
年
、
北
京
は
秋
で
あ
っ
た
。
当
時
ち
ょ
う
ど
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半
年
間
の
赴
任
中
に
あ
っ
た
先
生
は
筆
者
の
修
士
論
文
の
審
査
委
員
と
し
て
口
頭
試
問
に
加
わ
り
、
懇
切
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ

た
。
そ
の
後
日
本
に
留
学
し
、
さ
ら
に
機
を
得
て
先
生
の
も
と
で
本
格
的
な
ご
指
導
を
い
た
だ
け
た
こ
と
は
幸
せ
で
あ
っ
た
。
現
代
民

俗
学
の
方
法
構
築
と
い
う
問
題
意
識
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と
文
献
資
料
を
駆
使
す
る
研
究
手
法
、
そ
し
て
徹
底
的
な
批
判
精
神
や
謹
厳

な
る
学
風
な
ど
、
先
生
か
ら
学
ん
だ
多
く
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
時
間
を
か
け
て
し
っ
か
り
消
化
し
て
い
き
た
い
。
先
生
の
学
恩
に
最
大

の
謝
意
を
表
し
た
い
。

筑
波
大
学
時
代
か
ら
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
佐
野
賢
治
先
生
、
そ
し
て
蔡
文
高
先
生
、
岩
田
重
則
先
生
に
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
た
い
。
博
士
論
文
の
審
査
に
際
し
て
諸
先
生
か
ら
頂
い
た
厳
し
い
ご
批
判
と
多
く
の
ご
助
言
は
、
筆
者
に
と
っ
て
貴
重
な
財

産
で
あ
っ
た
。

身
辺
の
事
情
に
よ
り
途
中
で
研
究
が
挫
け
そ
う
に
な
り
か
け
た
時
、
孫
安
石
先
生
と
知
り
合
っ
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
時
に
は
日

本
で
学
位
を
取
得
し
た
外
国
人
研
究
者
と
い
う
大
先
輩
と
し
て
、
時
に
は
中
国
近
代
史
の
専
門
家
と
し
て
、
学
問
か
ら
生
活
に
い
た
る

ま
で
の
ご
指
導
と
ご
配
慮
は
、
研
究
の
大
き
な
励
ま
し
と
な
っ
た
。

泉
水
英
計
先
生
の
ご
紹
介
で
最
終
年
度
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
「
旧
日
本
植
民
地
研
究
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」
研
究
会
は
い

つ
も
良
い
刺
激
と
楽
し
さ
が
溢
れ
て
い
た
。
関
連
資
料
の
紹
介
だ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
中
生
勝
美
先

生
、
鶴
見
太
郎
先
生
を
は
じ
め
、
メ
ン
バ
ー
の
皆
様
に
深
く
感
謝
す
る
。

大
学
院
に
い
る
六
年
間
、
様
々
な
形
で
ご
指
導
い
た
だ
い
た
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
科
、
外
国
語
学
部
中
国
語
学
科
や
常
民
文
化
研

究
所
の
諸
先
生
、
い
つ
も
楽
し
い
雰
囲
気
の
中
で
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
福
田
ゼ
ミ
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
院
生
、
比
較
民
俗
研
究

会
、
良
友
研
究
会
の
皆
様
、
そ
し
て
本
書
の
研
究
で
資
料
閲
覧
と
利
用
の
便
を
図
っ
て
く
だ
さ
っ
た
神
奈
川
大
学
常
民
文
化
研
究
所
、

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
、
北
京
師
範
大
学

案
館
、
直
江
千
鶴
子
氏
に
謝
意
を
記
し
て
お
き
た
い
。

在
学
中
の
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
年
度
に
は
文
部
省
よ
り
国
費
奨
学
金
の
交
付
、
そ
し
て
本
書
の
出
版
に
際
し
て
神
奈
川
大
学
21
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字
資
料
の
体
系
化
」
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
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二
〇
〇
五
年
度
よ
り
Ｒ
Ａ
研
究
員
（Research A

ssistant

）、
Ｐ
Ｄ
研
究
員
（Post-D

octoral Fellow

）
と
し
て
関
わ
っ
て
き
た
。
学
位

論
文
の
作
成
、
提
出
か
ら
本
書
の
出
版
ま
で
、
こ
こ
で
の
環
境
と
経
験
な
く
し
て
は
困
難
で
あ
っ
た
。
関
係
す
る
先
生
、
職
員
の
方
々
、

そ
し
て
研
究
員
同
僚
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
す
る
。

今
回
の
論
文
選
定
お
よ
び
出
版
に
際
し
て
ご
配
慮
と
ご
指
導
を
頂
い
た
香
月
洋
一
郎
先
生
と
世
織
書
房
の
伊
藤
晶
宣
氏
、
地
図
作

成
、
校
正
な
ど
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん
、
土
田
拓
さ
ん
、
藤
本
真
由
海
さ
ん
ほ
か
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

長
年
親
代
わ
り
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
吉
村
亨
先
生
と
奥
様
、
佐
藤
文
明
さ
ん
、
そ
し
て
留
学
中
お
世
話
に
な
っ
た
皆
様
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
後
に
こ
の
場
を
借
り
て
、
一
人
っ
子
で
あ
り
な
が
ら
近
く
に
い
て
親
孝
行
し
て
こ
な
か
っ
た
筆
者
の
わ
が
ま
ま
を
許
し
、
い
つ
も

支
え
て
く
れ
た
両
親
に
感
謝
し
た
い
。
二
人
が
揃
っ
て
還
暦
を
迎
え
た
今
年
に
、
遅
ば
せ
な
が
ら
の
報
告
と
し
て
本
書
を
二
人
に
捧
げ

た
い
と
思
う
。

二
〇
〇
八
年
二
月
二
七
日

王　

京


