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か
ん
ざ
き
・の
り
た
け
／
民
俗
学
者
、「
旅
の
文
化
研
究
所
」所

長
。郷
里
の
岡
山
県
で
は
宇
佐
八
幡
神
社
宮
司
を
務
め
る
。『
酒

の
日
本
文
化
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）、『
三
三
九
度

│
日
本
的

契
約
の
民
俗
誌
』（
岩
波
書
店
）、『
江
戸
の
旅
文
化
』（
岩
波
新

書
）、『「
ま
つ
り
」の
食
文
化
』（
角
川
選
書
）な
ど
著
書
多
数
。

「
お御 

み神 

き酒
あ
が
ら
ぬ
神
は
な
し
」
と
い
う
。

　
古
く
、
酒
は
、
ま
つ
り
に
あ
わ
せ
て
仕

込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
こ
の
み御

 

き酒
は
　
わ
が
御
酒
な
ら
ず
　
大
和
な
す
　

お
お大 

も
の物 

ぬ
し主
の
か
み醸
し
神
酒
」（
＊
）
と
、
す崇 

じ
ん神
天

皇
の
代
（
４
世
紀
ご
ろ
）
に
さ
か掌 

び
と酒
の
い
く活 

ひ日

が
う
た
っ
た
よ
う
に
、
酒
造
り
そ
の
も
の
が
、

神
が
と
り
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
現
在
も
、
神
ま
つ
り
に
、
酒
は
欠
か
せ

な
い
。
し
ん神 

せ
ん饌
で
は
、
最
上
位
に
そ
れ
が
供

え
ら
れ
る
。

　
ま
つ
り
の
ひ
と
つ
の
意
義
は
、
神
人
共

食
（
共
飲
）
に
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
礼

席
が
な
お直 

ら
い会

で
あ
る
。
直
会
は
、
楽
座
に
な

っ
て
の
酒
宴
（
無
礼
講
）
で
は
な
い
。
こ

こ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
も
儀
礼
（
礼
講
）
な
の
だ
。
そ
こ
に
、
酒
が
深
く
介
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
直
会
の
顕
著
な
伝
承
例
は
、
神
社
で
の
祭
典
の
直
後
に
行
な
わ
れ
る
そ
れ
で
あ
る
。
神
酒

を
下
し
て
頭
屋
（
当
屋
）
や
総
代
な
ど
の
参
列
者
が
い
た
だ
く
。
神
々
が
召
し
あ
が
っ
た
酒

を
人
び
と
が
し
よ
う相 

ば
ん伴

す
る
こ
と
で
、「
お
か
げ
」
が
分
配
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
直
会
で
の
作
法
は
、必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。が
、正
式
な
か
た
ち
は
、

「
式
三
献
」（
式
献
）
に
あ
る
。
原
則
は
酒
一
盃
と
さ
か
な肴
一
品
、
こ
れ
が
一
献
で
あ
る
。
こ
れ

を
三
度
と
り
か
え
て
供
す
る
の
が
式
三
献
で
あ
る
。
神
人
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
、
人
と
人

と
の
あ
い
だ
の
契
約
儀
礼
と
し
て
も
広
ま
っ
た
。
神
聖
な
る
酒
を
肴
で
口
を
あ
ら
た
め
な
が

ら
三
度
も
念
を
入
れ
て
丁
重
に
飲
み
干
す
こ
と
で
、
互
い
に
あ
る
約
束
を
固
め
た
と
す
る
の

で
あ
る
。

　
そ
の
式
献
の
形
式
は
、
平
安
朝
で
の
宮
中
儀

礼
に
は
じ
ま
る
、
と
さ
れ
る
。
の
ち
に
武
家
社

会
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
出
陣
の
宴
。
こ
こ

で
の
肴
は
、
う
ち打 

あ
わ
び鰒
（
の
し
鰒
）、
か
ち
栗
、
昆

布
の
三
品
が
喜
ば
れ
た
。
こ
れ
で
、「
打
ち
勝

ち
喜
こ
ぶ
」
と
相
な
る
の
だ
。
式
献
の
内
容
は

そ
の
と
き
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
も
あ
り
、

そ
の
組
み
合
わ
せ
を
つ
く
る
の
を
「
献
立
」
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
民
間
に
お
い
て
は
、
し
ゆ
う祝 

げ
ん言
（
結
婚
式
）
で

の
「
三
三
九
度
」
が
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

ま
た
、
か
つ
て
は
親
子
盃
・
兄
弟
盃
・
姉
妹
盃

な
ど
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
酒
を
介
し
て

の
人
と
人
と
の
固
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
さ
か
ず
き

　

盃
　

 

ご
と事
」
と
も
い
っ
た
。
き
わ
め
て
日
本
的
な
契
約

儀
礼
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
で
は
、
そ
う
し
た
式
献
・
直
会
・
盃
事
、
つ
ま
り
礼
講
は
、
後
退
し
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
。
が
、
た
と
え
ば
、
か
つ
て
の
式
献
に
お
け
る
酒
と
肴
の
献
立
の
習
俗
は
、
現
代
に

も
伝
わ
る
。
居
酒
屋
で
酒
を
注
文
す
る
と
、
頼
ま
な
い
の
に
先
付
け
（
お
通
し
、
お
つ
ま
み
）

な
る
一
品
が
で
て
く
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
代
金
を
請
求
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
異
議

を
唱
え
る
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
。そ
し
て
、遅
れ
て
き
た
人
に
は
、「
駆
け
つ
け
三
杯
」。こ
れ
も
、

ま
ず
は
三
献
を
す
ま
せ
な
く
て
は
、
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
断
の
文
化
伝
承
と

い
う
し
か
あ
る
ま
い
。

　
な
ら
ば
、
大
事
に
し
よ
う
。
三
献
と
ま
で
は
い
わ
な
い
。
せ
め
て
、
は
じ
め
の
一
献
は
粛
々

と
日
本
酒
で
。
礼
講
を
忘
れ
て
無
礼
講
だ
け
の
日
本
人
、
に
は
な
り
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
＊
）『
日
本
書
紀
』崇
神
天
皇
８
年
12
月
条
の
15
歌
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