
シ
リ
ー
ズ

は
じ
め
に

　

歴
史
民
俗
学
の
見
地
か
ら
安
倍
晴
明
を

研
究
し
た
繫し
げ
た
し
ん
い
ち

田
信
一
氏
に
よ
れ
ば
、「
晴
明
」

の
正
し
い
読
み
方
は
わ
か
ら
な
い
と
い
い

ま
す
。
私
た
ち
の
よ
く
知
る
「
ア
ベ
ノ
セ

イ
メ
イ
」
の
ほ
か
、「
～
ハ
ル
ア
キ
」「
～

ハ
ル
ア
キ
ラ
」「
～
ハ
レ
ア
キ
ラ
」
と
、
ど

れ
も
確
証
の
あ
る
読
み
方
で
は
な
い
よ
う

で
す
。

　

１
９
８
０
年
代
に
発
表
さ
れ
た
夢ゆ
め
ま
く
ら
ば
く

枕
獏

氏
の
小
説
お
よ
び
、
そ
れ
を
原
作
と
し
た

岡お
か
の野
玲れ
い
こ子
氏
の
マ
ン
ガ
に
よ
っ
て
巻
き
起

こ
さ
れ
た
「
陰お
ん
み
ょ
う
じ

陽
師
ブ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
、

安
倍
晴
明
は
だ
れ
も
が
知
る
平
安
時
代
の

ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
陰お
ん

陽み
ょ
う
ど
う
道
の
秘
術
を
も
っ
て
鬼
や
魔

物
を
退
治
す
る
物
語
の
「
セ
イ
メ
イ
」
は
、

実
在
し
た
安
倍
晴
明
と
は
似
て
非
な
る
虚

構
の
人
物
で
す
。

　

安
倍
晴
明
を
は
じ
め
と
す
る
陰
陽
師
た

ち
の
研
究
は
、
明
治
末
か
ら
細
々
と
始
ま

り
、「
陰
陽
師
ブ
ー
ム
」
を
う
け
て
活
性
化

し
、
限
ら
れ
た
史
料
の
な
か
か
ら
、
少
し

ず
つ
彼
ら
の
実
態
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
研
究
者
の
う
ち
、
髙た
か
は
ら
と
よ
あ
き

原
豊
明

氏
は
全
国
に
散
ら
ば
る
安
倍
晴
明
伝
承

を
収
集
、
分
類
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

３
１
４
カ
所
の
伝
承
の
う
ち
、
井
戸
に
関

す
る
も
の
が
45
カ
所
と
最
も
多
く
、
全
体

の
１
４
・
３
％
に
も
お
よ
ん
だ
と
言
い
ま
す
。

小こ
ま
つ
か
ず
ひ
こ

松
和
彦
氏
の
見
解

　

民
俗
学
者
の
小
松
和
彦
氏
は
、
安
倍
晴

明
伝
承
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
下
級
の
陰

陽
師
系
の
宗
教
者
た
ち
が
安
倍
晴
明
を
神

格
化
し
、
自
分
た
ち
を
そ
の
継
承
者
と
し

て
祭
祀
・
呪
術
活
動
に
根
拠
を
与
え
よ
う

と
、
晴
明
伝
説
を
各
地
に
語
り
伝
え
た
と

推
測
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。

　
「
留
意
し
た
い
の
は
、
晴
明
ゆ
か
り
の
旧

跡
の
多
く
が
、
晴
明
が
見
出
し
た
と
い
う

伝
説
を
と
も
な
っ
た
井
戸
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
ら
の
多
く
は
井
戸

掘
り
や
土
木
工
事
に
も
長
け
て
い
た
の
だ

ろ
う
」

　

小
松
氏
の
い
う
安
倍
晴
明
伝
承
を
広

め
、「
土
木
工
事
に
も
長
じ
た
下
級
の
陰
陽

師
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
陰
陽
道
の
歴
史
と
絡
め
て

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

陰
陽
道
と
は

　

ま
ず
、
陰
陽
師
た
ち
の
駆
使
す
る
陰
陽
道

と
は
、
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
古
代
中
国

の
陰
陽
・
五
行
説
、
天
文
説
、
道
教
や
密
教
、

そ
れ
に
日
本
の
神じ
ん
ぎ祇
信
仰
を
取
り
混
ぜ
な

が
ら
、
日
本
独
自
に
作
り
出
さ
れ
た
思
想
、

祭
祀
法
、
呪
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
ベ
ー

ス
と
な
っ
た
中
国
の
思
想
は
、
６
世
紀
半

ば
に
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
７
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
壬じ
ん
し
ん申

の
乱
に
勝
利
し
て
即
位
し
た
天
武
天
皇
は
、

律り
つ
り
ょ
う令
制
を
ひ
い
て
中
央
集
権
国
家
の
確
立

を
目
指
し
ま
す
が
、
こ
の
折
に
「
陰
お
ん
み
ょ
う
り
ょ
う

陽
寮
」

と
い
う
組
織
が
設
け
ら
れ
、
陰
陽
道
形
成

の
基
盤
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

奈
良
時
代

　

奈
良
時
代
に
定
め
ら
れ
た
律
令
に
よ
れ

ば
、
陰
陽
寮
は
「
国
家
や
天
皇
に
関
わ
る

占
い
」「
天
文
観
測
と
そ
の
結
果
に
よ
る
占

い
」「
暦
の
作
成
」「
時
刻
の
測
定
・
管
理
」

を
所
管
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
陰
陽

師
」
と
は
そ
の
組
織
の
役
職
名
の
一
つ
で
、

先
に
述
べ
た
「
国
家
や
天
皇
に
関
わ
る
占

い
」
や
、
宮
殿
や
寺
院
の
建
立
に
あ
た
っ

て
、
土
地
の
良
し
悪
し
の
占
い
を
す
る
国

家
公
務
員
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
陰
陽

寮
の
司
る
学
術
な
ど
は
国
家
機
密
と
位

置
付
け
ら
れ
、
門
外
不
出
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
陰
陽
師

た
ち
は
、「
国
家
の
た
め
」
の
占
い
師
だ
っ

た
と
言
え
ま
す
。

平
安
時
代

　

８
世
紀
末
に
平
安
時
代
を
む
か
え
る
と
、

平
安
京
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
成
熟
し
た
都

市
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
す
る
と
不
思

議
な
現
象
が
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
粛
々

と
行
わ
れ
て
い
た
国
家
規
模
の
穢け
が

れ
を
祓は
ら

う
行
事
で
あ
る
「
大お
お
は
ら
え祓
」
に
、
穢
れ
に
敏

感
な
は
ず
の
平
安
貴
族
た
ち
が
関
心
を
示

さ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
平
安
京
と
い
う
大
都
市
生
活
者

の
彼
ら
が
、
国
家
よ
り
も
個
人
と
し
て
の
穢

れ
や
障さ
わ

り
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

風
潮
を
感
じ
取
っ
た
陰
陽
師
た
ち
は
、「
国

家
の
た
め
」
の
み
な
ら
ず
「
個
人
の
た
め
」

の
占
い
師
・
呪
術
師
に
職
域
を
拡
げ
、
役

職
名
で
は
な
く
職
能
人
と
し
て
「
陰
陽
師
」

と
呼
ば
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
安
倍

晴
明
は
ま
さ
に
こ
の
平
安
時
代
中
期
に
活

躍
し
た
の
で
す
。

不
遇
な
晴
明

　

そ
の
安
倍
晴
明
は
、
同
時
代
の
史
料
に

「
天て
ん

文も
ん
と
く
ご
う
し
ょ
う

得
業
生
」
と
い
う
身
分
で
初
め
て
登

場
し
ま
す
。
天
文
得
業
生
と
は
、
天
文
学

の
学
生
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
と
き
晴
明

は
40
歳
で
し
た
。
ま
た
記
録
上
「
天
文
博

士
」
と
い
う
身
分
に
昇
進
し
た
こ
と
が
わ

か
る
の
は
52
歳
の
こ
と
で
、
若
く
ク
ー
ル

な
天
才
陰
陽
師
と
い
う
物
語
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ

「
傑
出
し
た
陰
陽
師
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

陰
陽
道
第
一
者
と
長
寿

　

安
倍
晴
明
が
生
き
た
平
安
時
代
中
期
に

は
、
国
家
の
組
織
で
あ
る
は
ず
の
陰
陽
寮

は
、「
陰
陽
寮
に
所
属
す
る
官
人
」
お
よ
び

「
か
つ
て
陰
陽
寮
に
所
属
し
た
官
人
」
た
ち

に
よ
る
官
人
職
能
者
集
団
に
よ
っ
て
統
制

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
頃
、「
陰
陽
道
」
は
、
そ
の
集
団
を
指
す

言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

中
で
も
貴
族
と
し
て
最
も
高
い
位
階
を
も

つ
者
が
「
陰
陽
道
第
一
者
」
と
し
て
重
き

を
な
し
、
天
皇
か
ら
の
占
い
や
呪
術
の
依

頼
を
受
け
、
名
声
を
得
る
機
会
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。

　

安
倍
晴
明
が
陰
陽
道
第
一
者
に
な
れ
た

の
は
、
才
能
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
陰

陽
道
の
大
家
だ
っ
た
賀か
も
の
た
だ
ゆ
き

茂
忠
行
・
保や
す
の
り憲

親
子
に
師
事
し
、
彼
ら
に
引
き
立
て
ら
れ

た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
そ
の
栄
光
は
、
60
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
天
皇
に
対
す
る
禊
み
そ
ぎ

に
効
験
が
あ
っ
た
と
し
て
正し
ょ
う
ご
い
じ
ょ
う

五
位
上
に
加

階
さ
れ
た
の
が
73
歳
の
こ
と
と
、
彼
の
な

に
よ
り
の
武
器
は
85
歳
ま
で
生
き
た
と
い

う
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
長
寿
に
他
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
晴
明

　

ま
た
、
長
徳
元
年
（
９
９
５
）
の
75
歳

の
お
り
に
は
、
陰
陽
寮
か
ら
違
う
役
所
に

異
動
し
て
い
ま
す
が
、
天
皇
や
大
貴
族
を

相
手
と
す
る
陰
陽
師
と
し
て
の
活
動
は
と

ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
何
事
も

先
例
通
り
に
行
う
と
い
う
当
時
の
常
識
を

覆
し
、
天
皇
が
新
造
内
裏
へ
と
遷う
つ

る
際
に

通
常
行
う
「
散さ
ん
ぐ供
」
と
は
異
な
る
「
反へ
ん

閇ば
い

」

と
い
う
呪
法
を
行
っ
た
り
、
天
皇
の
母

が
死
去
し
た
た
め
停
止
命
令
が
で
て
い
た
、

疫え
き
き鬼
を
祓
う
「
追つ
い
な儺
」
の
儀
式
を
自
宅
で

執
り
行
い
民
衆
に
喝
采
さ
れ
る
な
ど
、
陰

陽
師
と
し
て
の
自
分
を
さ
ら
に
ア
ピ
ー
ル

し
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
安
倍
晴
明
は
陰
陽
道
第
一
者
の

立
場
を
利
用
し
て
、
亡
く
な
る
直
前
ま
で

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
陰
陽
師
と
し
て
名
声
を

高
め
て
い
き
、
彼
の
死
後
は
そ
の
威
を
受

け
た
子
孫
た
ち
が
、
師
匠
筋
の
賀
茂
氏
と

な
ら
び
陰
陽
寮
の
要
職
を
世
襲
す
る
よ
う

に
な
り
、
陰
陽
道
の
双
璧
と
し
て
並
び
立

つ
の
で
す
。

異
能
伝
承
の
誕
生
と
土つ
ち
み
か
ど

御
門
家

　

と
は
い
え
、
平
安
時
代
後
期
に
は
、
ま

だ
ま
だ
賀
茂
氏
が
安
倍
氏
を
圧
倒
し
て
お

り
、
そ
の
他
、
密
教
僧
侶
な
ど
他
教
の
者

も
陰
陽
師
の
職
域
を
お
び
や
か
す
競
合
相

手
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
状
況
を
打
破
す
る
べ
く
、
５
代
目

に
あ
た
る
安
倍
泰や
す
な
が長
は
貴
族
た
ち
に
対
し
、

初
代
晴
明
の
験げ
ん
り
き力
や
、
晴
明
の
故
地
で
あ

る
私
宅
の
霊
験
譚
を
吹
聴
し
て
信
頼
を
得

よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
推す
い
じ
ょ
う
た
な
ご
こ
ろ

条
掌
を
さ
す
が
ご
と
し

（
占
い
に
疑
問
の
余
地
が
な
い
）」
と
称
え

ら
れ
、「
さ
す
の
神み

こ子
」
と
呼
ば
れ
た
６
代

目
の
泰や
す
ち
か親
も
、
自
ら
が
あ
や
つ
る
陰
陽
術

の
比
類
な
き
こ
と
を
、
流
祖
で
あ
る
晴
明

に
求
め
、
そ
の
異
能
ぶ
り
を
伝
え
は
じ
め

た
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
安
倍
晴

明
伝
説
の
発
祥
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
後
の
世
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

を
生
み
出
す
発
端
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
子
孫
た
ち
の
努
力
の
甲
斐

が
あ
り
、
室
町
時
代
に
い
た
っ
て
将
軍
足

利
義
満
に
引
き
立
て
ら
れ
た
14
代
目
の
安

倍
有あ
り
よ世
は
従
二
位
ま
で
栄
進
し
、
流
祖
で

あ
る
晴
明
も
果
た
せ
な
か
っ
た
国
政
を
担

う
「
公く
ぎ
ょ
う卿
」
に
列
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
、
安
倍
氏
は
「
土
御
門
家
」

を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
は

す
べ
て
の
陰
陽
師
系
宗
教
者
を
支
配
す
る

権
限
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。

次
回
へ

　

さ
て
、
こ
こ
で
話
を
平
安
時
代
中
期
に

戻
し
ま
す
。
こ
の
頃
、
安
倍
晴
明
た
ち
官

人
陰
陽
師
と
は
別
に
、
民
間
人
で
あ
り
な

が
ら
陰
陽
師
と
し
て
活
動
す
る
者
た
ち
が

現
れ
て
い
ま
し
た
。
国
家
機
密
で
あ
る
は

ず
の
陰
陽
道
が
外
部
に
漏
れ
て
久
し
い
た

め
と
も
、
官
人
陰
陽
師
た
ち
と
は
全
く
別

の
呪
術
を
使
う
者
た
ち
だ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
て
お
り
、
小
松
和
彦
氏
の
い
う
「
土

木
事
業
に
長
じ
た
下
級
の
陰
陽
師
」
と
は
、

主
に
こ
う
し
た
人
々
の
中
か
ら
生
ま
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
安
倍
氏
と
は
何
ら
関
係
の

な
い
彼
ら
が
、
安
倍
晴
明
の
伝
承
を
各
地

に
広
め
る
担
い
手
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

（
つ
づ
く
）

（
文
：
江
口
知
秀
）
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