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第1節歴史と民俗

歴
史
記
述
裾
野
市
史
の
一
巻
と
し
て
資
料
編
民
俗
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
一
冊
は
市
史
を
構
成
す
る
多
く
の
巻
の
中

の
常
識
で
は
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
手
に
し
て
読
ま
れ
る
市
民
の
皆
さ
ん
は
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
記
述
の
本
が
歴
史
書

な
の
か
と
い
ぶ
か
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
歴
史
好
き
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
歴
史
の
本
を
読
む
岩
｝
と
を
楽
し
み
に
し
て
き
た

人
達
に
は
、
民
俗
細
の
一
冊
は
と
て
も
歴
史
の
本
と
は
言
え
な
い
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
盲
｝
に

は
ほ
と
ん
ど
何
も
固
有
名
詞
を
持
っ
た
人
物
、
事
件
、
そ
し
て
年
代
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
歴
史
を
小
学
校
以
来
学
校
の
教
科
と
し
て
学
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
原
始
・
古
代
か
ら
始
ま
っ
て
近
現
代
ま
で
時
間
の
経
過
の

中
で
ど
の
よ
う
な
事
件
が
あ
り
、
そ
の
事
件
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
政
治
や
経
済
の
仕
組
み
が
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
し
、

そ
の
事
件
に
関
連
し
た
人
物
の
名
前
を
記
し
て
、
そ
の
人
物
の
役
割
と
か
目
標
と
し
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
上
の
人

物
が
存
在
し
な
い
歴
史
は
面
白
く
な
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
歴
史
の
中
の
特
定
の
人
物
の
生
き
か
た
や
人
間
関
係
に

興
味
を
持
つ
人
も
少
な
く
な
い
。
研
究
成
果
と
し
て
の
歴
史
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
と
の
区
別
を
あ
ま
り
せ
ず
に
、
同
じ
よ
う
に
興
味

を
持
ち
、
同
じ
よ
う
に
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
に
関
心
を
寄
せ
る
人
々
が
多
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
事
件
本
位
、
人
物
本
位
の
歴
史
が
明
治
以
降
の
歴
史
の
記
述
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
自
体
の
重
要
性
は
否
定
す
る
必

要
は
な
い
。
私
た
ち
は
現
代
の
ｎ
本
の
政
治
や
経
済
の
状
況
を
見
て
も
、
政
府
や
政
党
の
中
核
に
い
る
人
物
の
行
動
、
判
断
、
そ
し
て
思

想
が
実
際
の
制
度
の
改
革
や
変
更
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
現
代
は
議
会
制
度
・
選
挙
制
度
を
は

第
一
節
歴
史
と
民
俗
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序章市史と民俗

じ
め
人
口
の
多
数
を
占
め
る
人
々
の
判
断
と
か
意
向
が
政
治
の
動
き
を
形
成
し
た
り
、
左
右
し
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
支
配
者
が
自
分
の
判
断
で
も
の
ご
と
を
決
定
し
処
理
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
権
力
に
関
係
す
る
個
人
の
存

在
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
は
個
人
の
活
躍
で
動
い
て
き
た
か
の
よ
う
な
印
象
も
与
え
る
。
学
校
教
育
の
中
の
日
本
史
の
授
業
で

私
た
ち
は
実
に
多
く
の
人
物
の
名
前
を
知
り
、
彼
ら
が
活
躍
し
た
事
件
を
覚
え
て
き
た
。

固
有
名
詞
に
こ
だ
同
様
に
、
特
定
の
地
域
の
歴
史
で
も
、
そ
の
地
方
の
政
治
や
経
済
の
展
開
に
大
き
な
影
響
や
役
割
を
果
た
し
た
人

わ
る
地
域
の
歴
史
物
は
多
数
い
る
し
、
ま
た
地
域
の
歴
史
を
形
成
し
た
多
く
の
事
件
が
あ
っ
た
。
裾
野
市
史
が
資
料
編
と
し
て
刊
行

し
た
各
巻
に
は
そ
れ
ら
が
残
し
た
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
）
れ
か
ら
刊
行
さ
れ
る
通
史
編
の
記
述
で
は
市
域
で
展
開
し
た

事
件
と
そ
れ
ら
に
か
か
わ
っ
て
活
躍
し
た
人
々
が
歴
史
の
流
れ
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
事
件
と
人
物
が
豊
富
に
登
場
す
る
の
が
歴
史
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
つ
の
柑
識
で
あ
る
。
歴
史
は
常
に
誰
が
ど
こ
で
と
い
う
問
い
に
対
応
し
て
記
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
歴
史
上
の
人
物
と
か

脈
史
上
の
事
件
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
特
定
の
有
力
な
人
物
や
大
き
な
事
件
が
歴
史
を
織
り
な
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
歴
史
は
年
代
を
不
可
欠
な
要
素
に
し
て
い
る
と
い
う
常
識
が
あ
る
。
何
時
と
い
う
問
い
は
歴
史
の
基
礎
で
あ

る
。
市
域
で
起
こ
っ
た
事
件
は
原
則
と
し
て
そ
の
起
こ
っ
た
年
月
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
時
間
の
前
後
関
係
に
よ
っ
て
、
相
違
を
知
り
、
変

化
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
年
代
と
い
う
時
間
の
中
で
変
化
し
て
き
た
》
｝
と
を
全
体
的
に
把
握
し
て
、
一
つ
の
動
向
、
一
つ
の
展

開
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
原
始
・
古
代
に
始
ま
っ
て
、
近
現
代
に
い
た
る
ま
で
時
間
の
経
過
を
基
準
に
し
て
編
成
さ
れ
る
の
が

歴
史
で
あ
る
。
古
い
時
間
は
記
述
の
前
の
方
に
出
て
き
て
、
新
し
い
記
述
は
後
ろ
の
方
に
出
て
く
る
。

そ
の
時
間
の
経
過
は
刻
々
と
変
化
す
る
過
程
で
あ
る
が
、
し
か
し
あ
る
一
定
の
時
間
は
同
じ
よ
う
な
政
治
制
度
が
行
わ
れ
、
経
済
状
況

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
共
通
し
た
時
間
を
時
代
と
呼
び
、
歴
史
は
重
視
す
る
。
江
戸
時
代
と
か
明
治
時
代
と
い
う
表
現
も
そ
う
で
あ
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第1節騰史と民俗

る
し
、
中
世
と
か
近
世
、
あ
る
い
は
近
現
代
と
い
う
区
分
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
時
代
は
社
会
全
体
が
共
通
し
た
組
み
立
て
を
示
し
て
い

た
と
さ
れ
、
そ
の
時
代
の
特
質
と
時
代
か
ら
次
の
時
代
へ
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
が
歴
史
研
究
の
特
色
と
さ
れ
て
き
た
。

日
常
生
活
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
こ
の
一
冊
に
は
人
物
も
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
、
事
件
も
記
述
さ
れ
ず
、
そ
し
て
特
定
の
年
代
も

歴
史
と
民
俗
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
が
果
た
し
て
朧
史
の
本
だ
ろ
う
か
と
、
い
ぶ
か
る
読
者
が
い
る
の
も
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
歴
史
の
記
述
に
つ
い
て
少
し
批
判
的
に
、
あ
る
い
は
反
省
的
に
読
ん
で
み
る
と
『
自
分
た
ち
の
朧
史
と
は

思
え
な
い
〉
）
と
が
あ
る
。
市
域
に
住
ん
で
生
活
し
生
産
に
従
事
し
て
き
た
人
々
の
歩
ん
で
き
た
歴
史
に
し
て
は
、
そ
の
日
常
の
暮
ら
し
ぶ

り
が
川
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
実
際
に
人
生
を
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
て
ｎ
々
行
っ
て
き
た
こ
と
が
、
過
去
に
は
ど
う
で
あ
っ
た

の
か
、
先
祖
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
、
本
史
の
本
や
市
史
を
読
ん
で
も
必
ず
し
も
教
え
て
く
れ
な
い

事
項
が
多
い
。
歴
史
の
本
を
読
む
と
、
そ
の
地
域
の
耕
地
の
面
積
や
種
類
、
そ
こ
で
作
ら
れ
て
い
た
作
物
、
そ
の
土
地
に
賦
課
さ
れ
た
年

貢
や
算
出
さ
れ
て
徴
収
さ
れ
た
税
金
の
額
は
よ
く
わ
か
る
し
、
年
貢
や
租
税
を
徴
収
す
る
一
｝
と
に
関
述
し
て
の
支
配
機
椛
や
行
政
制
度
は

よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
耕
地
で
人
々
は
ど
の
よ
う
な
服
装
を
し
て
、
ど
の
よ
う
な
道
具
を
用
い
て
耕
作
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
と

き
の
労
働
時
間
は
何
時
間
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
体
ｎ
は
あ
っ
た
の
か
等
々
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
な
か
な
か
教
え
て
く
れ

な
い
の
が
従
来
の
朧
史
の
本
で
あ
っ
た
。
耕
地
で
の
生
産
は
そ
れ
で
も
ま
だ
比
較
的
よ
く
わ
か
る
事
柄
で
あ
る
。
衣
食
住
と
か
家
族
生
活

あ
る
い
は
娯
楽
と
か
楽
し
み
と
い
う
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
な
る
と
、
私
た
ち
が
今
日
や
っ
て
い
る
こ
と
の
以
前
の
様
相
は
ほ
と
ん
ど

何
も
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

歴
史
の
研
究
を
す
る
人
の
中
に
は
、
歴
史
は
天
下
国
家
に
か
か
わ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
ら
な
い
Ⅱ
常
茶
飯
事
を

あ
れ
こ
れ
論
じ
る
学
問
で
は
な
い
と
主
張
す
る
人
も
い
る
が
、
そ
れ
で
は
特
定
の
地
域
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
市
史
な
ど
は
ま
っ
た
く

qq
uu



序章市史と民俗

必
要
な
い
〉
｝
と
に
な
る
し
、
ま
た
逆
に
私
た
ち
が
日
常
生
活
の
中
か
ら
抱
く
疑
問
を
歴
史
に
問
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
従
来
の
歴
史
の
記
述
だ
け
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
民
俗
と
い
う
一
巻
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
が
充
分
に
明

ら
か
に
し
て
く
れ
な
い
人
々
の
日
常
生
活
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
を
持
つ
。

＃ 1 1

鯛！

＃

劉

I

、昼
･ 凸

、
屯 ◆

･も
●

軸今
企 む

２

図表l 絵に描かれた民俗

御宿・勝又半次郎のスケッチ画

(1900年頃・勝又重夫氏所蔵）
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第2節 学
資
料
編

俗民
民
俗
文

と狸
よ
う
。

１

そ
れ
か
ら
半
世
紀
余
り
が
経
過
し
て
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
も
よ
う
や
く
そ
の
意
義
を
認
め
ら
れ
、
各
地
の
県
史
や
市
史
の
編
さ
ん
に

際
し
て
そ
の
一
巻
と
し
て
加
え
ら
れ
る
一
）
と
が
多
く
な
っ
た
。
静
岡
県
内
の
刊
行
物
に
つ
い
て
も
そ
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
。
静
岡
県
史
は

資
料
編
・
民
俗
に
伊
豆
、
駿
河
、
遠
江
の
三
巻
を
設
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
総
括
し
て
静
岡
県
内
の
生
活
文
化
の
歴
史
を
記
述
す
る
別
巻

民
俗
文
化
史
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
市
町
村
史
で
も
近
年
は
民
俗
編
を
一
巻
加
え
る
一
｝
と
が
常
識
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え

や
な
ぎ
た
く
に
お

日
本
で
民
俗
学
が
成
立
し
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
）
｝
と
で
は
な
い
。
今
か
ら
六
○
年
ほ
ど
前
に
柳
田
国
男
と
い
う
人

民
俗
学
の
成
立

物
が
旧
来
の
歴
史
研
究
の
限
界
を
指
摘
し
、
歴
史
研
究
を
補
う
新
し
い
学
問
と
し
て
の
民
俗
学
を
提
唱
し
た
。
過
去

に
書
き
記
さ
れ
た
文
字
資
料
が
な
け
れ
ば
、
現
在
に
以
心
伝
心
で
伝
え
ら
れ
、
人
々
が
実
際
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
資
料
に
し
て
研
究
す

れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
上
の
世
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
、
人
々
の
行
為
や
知
識
と
し
て
現
代
に
存
在
す
る
事
象

を
民
俗
と
名
付
け
、
そ
の
民
俗
事
象
を
調
査
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
研
究
す
る
こ
と
で
従
来
は
資
料
が
な
く
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
諦
め

て
い
た
私
た
ち
の
ご
く
平
凡
な
日
常
生
活
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
成
果
を
次
か
ら
次
へ
と
発
表
し
て
、
注
、

さ
れ
た
。

民
俗
学
の
方
法

と
地
域
の
歴
史 第

二
節
市
史
と
民
俗
学

地
域
の
人
々
が
日
々
暮
ら
し
て
い
る
中
で
行
っ
て
い
る
こ
と
や
暮
ら
し
に
関
す
る
知
識
が
民
俗
と
呼
ば
れ
る
事
象
で

あ
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
歴
史
を
組
み
立
て
る
の
が
民
俗
学
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
民
俗
学
は
全
国
か
ら
資
料
を
集
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序章市史と民俗

今
ま
で
の
市
史
に
含
ま
れ
て
い
た
民
俗
の
記
述
も
以
上
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
読
者
と
し
て
は
そ
れ
で
も
民
俗
事
象
の
存
在

を
知
っ
て
興
味
を
抱
く
こ
と
と
な
り
、
ま
た
自
分
た
ち
の
地
域
の
民
俗
に
つ
い
て
認
識
す
る
一
）
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
歩
前

進
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
民
俗
が
こ
の
地
域
に
は
あ
る
の
か
、
〉
｝
れ
と
同
種
の
形
態
の
民
俗
は
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
見
せ
て
分
布
し

て
い
る
の
か
、
地
域
の
歴
史
の
過
程
と
こ
の
よ
う
な
民
俗
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、
考
え
を
深

め
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

写真l イポカミサマヘの祈願（伊豆島田）

め
て
、
そ
れ
を
類
型
化
し
、
比
較
す
る
中
で
歴
史
的
な
過
程
を
再
構
成
す
る
と
い
う
方

法
を
基
本
と
し
て
き
た
。
遠
方
で
思
わ
ぬ
一
致
が
あ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
遠
い
過
去
が

隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
日
本
列
島
は
一
つ
で
あ
り
、
一
つ
の
歴
史
を
形
成
し
て
き

た
。
だ
か
ら
離
れ
た
場
所
で
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
共
通
の
過
去
が
あ
り
、

後
に
そ
の
中
間
に
新
し
い
別
の
姿
が
出
現
し
た
た
め
離
れ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
た
。
日
本
の
民
俗
学
の
開
拓
者
柳
田
国
男
が
終
始
強
調
し
た
の
が
広
域
的
な
比

較
研
究
で
あ
っ
た
。
個
別
の
郷
土
で
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
全
体
と
し
て
研
究

す
る
の
が
民
俗
学
で
あ
る
と
い
う
通
念
が
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
の
た
め
、
個
別
の
地
域

の
民
俗
は
解
釈
や
位
置
付
け
も
さ
れ
ず
に
、
全
国
的
な
比
較
研
究
の
資
料
と
し
て
提
出

さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
民
俗
事
象
が
こ
こ
に
は
あ
る
と
い
う
こ

と
の
み
を
記
述
す
る
一
）
と
が
要
求
さ
れ
、
調
査
し
記
述
す
る
人
が
そ
れ
を
分
析
し
、
意

義
を
考
え
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
。
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第2節市史と民俗学

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
す
る
反
省
は
↓
）
の
数
十
年
の
間
に
深
め
ら
れ
た
。
地
域
に
即
し
て
地
域
の
民
俗
を
考
察
し
て
、
位

置
付
け
す
る
こ
と
が
民
俗
学
の
一
つ
の
立
場
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
地
域
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
民
俗
を
理
解
し
、

ま
た
地
域
の
民
俗
に
よ
っ
て
地
域
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
県
史
や
市
史
、
町

村
史
が
そ
の
構
成
の
一
巻
と
し
て
民
俗
編
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
も
そ
の
民

俗
学
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
地
域
の
民
俗
で
地
域
の

朧
史
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
新
し
い
試
み
で
あ
る
た
め
、
未
だ
そ
の
方
法
は
確

立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
は
試
行
錯
誤
の
時
期
と
も
言
え
る
。
裾
野
市
史
の

一
巻
と
し
て
岩
言
）
に
刊
行
さ
れ
る
民
俗
編
も
、
そ
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

鋤
民
俗
は
人
々
が
両
親
や
祖
父
母
か
ら
継
承
し
て
実
際
に
現
在
行
っ
て
い
る
こ
と
、
知

フ叩
っ
て
い
る
麦
｝
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
上
の
世
代
か
ら
学
び
、
継
承
し
て
き
た
も
の

須

で
あ
る
。
過
去
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
の
基
本
資

２率
料
と
さ
れ
る
文
聿
日
・
記
録
と
は
大
き
く
異
な
り
、
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
時
間
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
。
文
書
・
記
録
は
必
ず
過
去
の
特
定
の
時
間
を
表
示
し
て
い
る
。
そ

れ
を
根
拠
に
過
去
が
復
元
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
の
中
で
の
変
化
が
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
本
が
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
時
間
の
経
過
が
記
述
の
順
序
に
な
っ

て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
民
俗
の
記
述
で
は
そ
の
よ
う
な
時

間
の
経
過
の
順
に
内
容
が
配
列
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
本
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は

フワ
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蹄
個
別
の
民
俗
事
象
が
特
定
の
時
間
を
明
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
あ
る
段
階
に
自
分
た
ち
の
先
祖
が
作
り
出
し
た
り
、
他
所

麩
か
ら
学
ん
だ
り
し
て
成
立
し
た
民
俗
が
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
時
期

市
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
在
の
民
俗
に
は
む
し
ろ
、
成
立
形
成
さ
れ
た
当
時
の
ま
ま
今
日
あ
る
の
で
は
な
く
、
成
立
し

韓
て
か
ら
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
長
い
時
間
の
中
で
の
度
重
な
る
改
変
、
す
な
わ
ち
部
分
追
加
や
部
分
消
滅
を
累
積
し
て
い
る
。
現
行

の
民
俗
は
歴
史
の
過
程
を
累
積
し
て
今
日
ま
で
存
続
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
個
別
の
民

俗
が
特
定
の
時
間
や
時
代
を
表
示
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
の
記
述
は
時
間
軸
で
古
い
時
か
ら
新
し
い
時
へ
と
配

列
さ
れ
な
い
。
人
々
の
生
活
の
諸
側
面
を
把
握
し
、
そ
の
事
象
を
整
理
し
て
、
分
野
と
し
て
記
述
し
て
い
く
の
が
一
つ
の
常
套
手
段
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
一
巻
も
そ
れ
を
採
用
し
て
い
る
。

民
俗
と
い
う
言
葉
が
示
す
範
囲
は
広
い
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
す
ぺ
て
が
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
日
々
の
暮
ら
し
の
単
位
で
あ

る
家
族
や
地
域
の
組
織
、
あ
る
い
は
親
類
の
つ
き
合
い
も
も
ち
ろ
ん
民
俗
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
家
に
住
み
、
い
か
な
る
着
物
を
着
て
、

毎
日
ど
の
よ
う
な
物
を
食
ぺ
て
き
た
か
。
そ
し
て
、
日
々
の
生
産
活
動
が
あ
る
。
農
業
生
産
の
様
相
、
た
と
え
ば
ど
の
よ
う
な
農
具
を
用

い
て
き
た
の
か
、
農
作
業
の
準
備
か
ら
収
穫
ま
で
の
過
程
に
は
ど
の
よ
う
な
作
業
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
問
に
作
業
の
無
事
を
祈
っ
た
り
豊

作
を
願
う
い
か
な
る
儀
礼
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
は
重
要
な
民
俗
で
あ
る
。
民
俗
と
い
え
ば
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
珍
し
い
祭
礼
や
行
事
の

こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
よ
う
に
、
一
年
間
の
年
中
行
事
や
神
社
の
祭
り
が
民
俗
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
冠
婚
葬
祭

と
呼
ば
れ
る
一
生
の
節
々
に
行
わ
れ
る
儀
礼
も
当
然
の
》
｝
と
な
が
ら
民
俗
に
な
る
。
様
々
な
信
心
や
祈
願
の
行
為
、
さ
ら
に
は
芸
能
と
呼

ば
れ
る
も
の
ま
で
含
ま
れ
る
。
欧
米
の
民
俗
学
で
は
、
民
俗
と
い
え
ば
、
昔
話
や
伝
説
あ
る
い
は
民
謡
の
一
｝
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど

に
、
い
わ
ゆ
る
口
承
文
芸
は
民
俗
の
な
か
で
の
比
重
は
大
き
い
。
こ
の
市
史
で
も
、
こ
れ
ら
の
民
俗
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
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ゞ
）
の
巻
は
全
部
で
五
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
「
生
活
環
境
の
民
俗
」
、
第
二
章
「
社
会
と
生
活
」
、
第
三
章
「
時

成
間
と
生
活
」
、
第
四
章
「
心
意
と
生
活
」
そ
し
て
第
五
章
「
社
会
変
化
と
民
俗
」
で
あ
る
。
基
本
的
に
市
域
の
生
活
の
基
盤
を
最
初
に
明

構紳
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
展
開
す
る
生
活
の
仕
組
み
を
述
べ
て
、
次
に
一
年
と
い
う
短
い
時
間
か
ら
一
生
と
い
う
長
い
時
間
で
の
人
々
の
生
活

蹄
と
生
産
の
様
相
を
示
し
、
そ
の
生
活
の
中
に
点
在
し
て
置
か
れ
て
い
る
各
種
の
儀
礼
を
眺
め
て
、
人
々
の
神
社
や
寺
院
と
の
関
係
を
明
ら

鞆
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
近
年
の
急
激
に
変
貌
す
る
市
域
の
様
相
と
民
俗
と
の
関
連
を
考
え
よ
う
と
し
た
。

私
た
ち
の
裾
野
市
域
は
南
北
に
黄
瀬
川
が
走
り
、
そ
の
両
側
に
平
地
が
広
が
り
、
東
側
が
箱
根
、
西
側
が
愛
朧
と
富
士

本
巻
の
編
成

の
山
々
が
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
北
が
高
く
、
南
へ
向
っ
て
緩
や
か
な
傾
斜
が
あ
る
地
域
で
あ
る
。
自
然

と
し
て
は
海
と
海
岸
を
持
た
な
い
だ
け
で
、
そ
の
他
の
人
間
生
活
に
必
要
な
環
境
は
揃
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ゞ
）
の
豊
か
で
変
化
に
富
む

環
境
の
も
と
で
先
祖
は
田
畑
を
開
き
、
山
林
を
統
御
し
、
集
落
を
形
成
し
て
、
ｎ
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
と
工
夫
を
し
て
生
活
を
送
っ
て

き
た
。
近
年
ま
で
は
市
域
の
生
活
の
基
本
は
農
業
で
あ
っ
た
。
水
田
稲
作
、
麦
を
中
心
に
し
た
畑
作
、
あ
る
い
は
養
蚕
が
久
し
い
間
の
市

域
に
暮
ら
す
人
々
の
生
業
で
あ
っ
た
。
民
俗
編
は
そ
の
先
祖
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
た
生
活
の
諸
方
面
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
記
述
し
、

必
要
に
応
じ
て
そ
れ
を
分
析
・
解
釈
し
、
そ
の
民
俗
の
意
義
を
説
明
し
て
、
今
後
の
市
域
の
生
活
を
考
え
て
い
く
参
考
に
供
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。 第

三
節
民
俗
編
の
構
成

qQ
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第3節民俗編の樅成

市
域
の
民
以
下
で
は
各
章
の
特
色
と
市
域
の
民
俗
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
事
象
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
こ
う
。

俗
の
特
色
第
一
章
「
生
活
環
境
の
民
俗
」
で
市
域
に
人
間
が
住
む
前
か
ら
存
在
し
た
環
境
と
そ
れ
を
利
用
し
て
き
た
人
々
の
努
力
の

跡
を
記
述
す
る
。
自
然
環
境
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
環
境
を
利
用
し
、
自
分
た
ち
の
生
活
空
間
に
転
化
し
て
、
安
定
的
な
生
活
を

送
る
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
基
礎
に
は
自
然
へ
の
理
解
、
認
識
、
知
識
が
集
積
さ
れ
て
い
る
。
市
域
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
自
然
を

41



序章市史と民俗

が
、
生
産
は
四
季
の
変
化
と
対
応
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
今
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
竹
で

行
李
や
パ
ィ
ス
ヶ
と
い
う
製
品
を
盛
ん
に
作
っ
て
い
た
様
相
や
そ
の
生
産
技
術
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
冠
婚
葬
祭
を
市
域
で

は
非
常
に
丁
寧
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
中
で
は
駿
東
地
方
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
葬
儀
当
日
の
ハ
マ
オ
リ
、
三
十
五
日

の
ハ
マ
オ
リ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
位
牌
分
け
と
オ
ャ
ネ
ン
ブ
ッ
で
あ
る
。

オ
ャ
ネ
ン
プ
ッ
は
四
十
九
日
ま
で
の
七
日
め
ご
と
に
念
仏
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
子
供
た
ち
が
順
番
に
自
分
の
家
を
会
場
に
し
て

職

鴬
呼
懸
廊

写真5パイスケ （茶畑）

写真6 ハーマオリ （葛山）

か
わ
ら
ず
家
を
相
続
す
る
、
い
わ
ゆ
る
姉
家

督
と
か
初
生
子
相
続
と
呼
ば
れ
る
方
式
が
市

域
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
一
）
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
ち
こ
ち
で
聞
く

こ
と
が
で
き
る
テ
ャ
ー
マ
ッ
ナ
ギ
と
い
う
方

式
も
そ
れ
と
の
関
係
で
注
目
す
ぺ
き
民
俗
で

あ
る
。
地
域
組
織
と
し
て
は
モ
ョ
リ
と
呼
ば

れ
る
単
位
が
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
が
モ
ョ
リ
を
単
位
に
し
て
行
わ
れ

て
き
た
こ
と
を
記
述
し
た
。

第
三
章
「
時
間
と
生
活
」
で
は
四
季
の
変

化
に
富
む
中
で
の
生
活
を
ま
ず
取
り
上
げ
る

12



第
四
章
は
「
心
意
と
生
活
」
と
題
し
た
。
心
意
と
い
う
言
葉
は
、
ご
ろ
接
す
る
こ
と
の
な
い
単
語
で
あ
り
、
不
可
解
に
思
わ
れ
る
人
も

い
る
で
あ
ろ
う
。
￥
）
れ
は
民
俗
学
の
開
拓
者
柳
川
国
男
が
用
い
た
言
葉
で
、
人
々
の
観
念
、
意
識
、
感
覚
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
）
）
で
は
他
の
章
が
専
ら
人
々
の
行
為
と
し
て
外
に
表
れ
た
事
象
を
取
り
上
げ
る
の
に
対
し
て
、
人
々
の
内
面
に
か
か
わ
る

民
俗
事
象
を
扱
う
。
そ
の
中
心
が
信
仰
と
か
信
心
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
市
域
で
は
熱
心
に
信
心
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
特
に
念
仏

が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
各
ム
ラ
で
の
念
仏
講
と
は
別
に
、
大
念
仏
識
と
い
っ
て
広
域
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
川
さ
れ
る
。
同
様
に
幕

末
に
勧
請
さ
れ
た
ヨ
シ
ダ
サ
ン
が
固
定
し
た
神
社
を
持
た
ず
に
複
数
の
ム
ラ
を
送
ら
れ
て
行
く
方
式
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
看
）
と
も
注
Ⅱ
さ

れ
る
。
信
仰
が
ム
ラ
内
で
完
結
し
な
い
伝
統
が
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。

第
五
章
で
「
社
会
変
化
と
民
俗
」
と
題
す
る
よ
う
に
、
近
年
の
市
域
の
急
激
な
変
化
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
農
業
の
変
化
、
住
宅
地
化

の
進
行
、
都
市
的
生
活
様
式
の
採
用
な
ど
、
伝
統
的
な
民
俗
を
改
変
し
、
そ
れ
ま
で
の
民
俗
は
衰
退
し
た
り
、
消
滅
し
た
り
し
、
逆
に
新

し
い
状
況
が
新
し
い
民
俗
を
作
り
Ⅲ
す
と
い
う
過
程
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
新
し
い
民
俗
と
し
て
は
、
「
す
そ
の
阿
波
お
ど
り
」
が
注
目

成
さ
れ
よ
う
。
商
店
街
の
夏
の
イ
、
ヘ
ン
ト
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
市
域
全
体
の
夏
の
楽
し
み
と
し
て
多
く
の
人
々
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
新
た

構細
な
住
宅
団
地
で
も
ド
ン
ド
ャ
キ
が
行
わ
れ
、
新
住
民
の
結
集
、
連
帯
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

蹄
民
俗
は
過
去
の
歴
史
を
今
に
教
え
て
く
れ
る
。
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
は
そ
の
地
域
の
歴
史
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
一
巻
は

節
間
違
い
な
く
裾
野
市
域
の
歴
史
を
示
す
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
民
俗
は
美
し
い
過
去
の
記
憶
で
は
な
い
。
現

３第
在
生
き
て
暮
ら
し
て
い
る
人
々
の
文
化
な
の
で
あ
り
、
未
来
を
指
向
す
る
人
々
の
生
活
で
あ
る
。
過
去
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
現

行
う
。
こ
れ
卿

上
二
言
え
よ
襲
う
０

こ
れ
は
近
年
山
梨
県
か
ら
長
野
県
さ
ら
に
群
馬
県
に
お
よ
ぶ
地
域
で
見
ら
れ
る
位
牌
分
け
と
無
関
係
で
は
な
い
注
目
す
べ
き
民
俗
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在
か
ら
将
来
に
向
け
て
の
市
域
で
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
し
、
ま
た
民
俗
の
研
究
か
ら
今
後
へ
の
展
望
も
開
く
こ
と

が
で
き
る
。
民
俗
学
は
経
世
済
民
、
す
な
わ
ち
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
な
る
学
問
と
し
て
成
立
し
た
。
地
域
の
暮
ら
し
の
幸
福
の
た
め

に
民
俗
の
調
査
研
究
は
行
わ
れ
る
。
こ
の
民
俗
編
は
裾
野
市
史
の
資
料
細
の
一
巻
で
あ
る
が
、
単
な
る
研
究
の
素
材
集
で
は
な
く
、
民
俗

を
通
し
て
歴
史
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
現
実
の
市
域
の
生
活
を
解
説
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
も
、
民
俗
は
固
定
し
た
存
在
で
は
な
い
。

人
々
の
生
活
の
変
化
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
今
は
な
い
過
去
を
懐
か
し
む
一
｝
と
が
で
き
る
民
俗
も
あ
れ
ば
、
今
に
生

き
る
先
祖
た
ち
の
努
力
や
工
夫
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
民
俗
も
あ
る
。
現
代
の
人
び
と
の
地
域
生
活
に
不
可
欠
な
民
俗
も
あ
る
。
さ
ら
に

新
た
に
形
成
さ
れ
た
民
俗
も
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
を
一
）
の
一
巻
の
中
か
ら
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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