
連
綿
と
続
く
生
命
の
種

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報
工

学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、北

海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術
大

学
非
常
勤
講
師
。節
句
の
会

「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
句
の
饗
応
」

を
は
じ
め
、伝
統
儀
礼
や
風
習

の
意
味
を
民
俗
学
的
に
解
明

し
今
に
具
現
化
す
る
提
案
を

行
う
。著
書
に『
暦
・
し
き
た

り・ア
エ
ノ
コ
ト
　
日
本
人
が
大

切
に
し
た
い
う
つ
く
し
い
暮
ら

し
』な
ど
。

第
五
回

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り

子
孫
繁
栄
と

無
病
息
災
の
願
い
が

込
め
ら
れ
た

「
亥
の
子
餅
」

　
毎
年
11
月
に
な
る
と
、
和
菓
子
店
に
は
大
豆
、

小
豆
、
柿
や
栗
な
ど
を
入
れ
た
「

い亥
の
子
餅
」

と
呼
ば
れ
る
餅
が
軒
先
に
並
び
ま
す
。
こ
れ
は

本
来
、
旧
暦
10
月
（
亥
の
月
）
の
亥
の
日
、
亥

の
刻
（
午
後
9
時
〜
11
時
）
に
こ
う
し
た
亥
の

子
餅
を
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
中

国
の
俗
信
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
我
が
国
で
は

平
安
時
代
に
宮
中
行
事
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ

ま
し
た
。い

の
し
し

　

猪
　

の
多
産
に
あ
や
か
っ
て
子
孫
繁

栄
と
無
病
息
災
を
願
い
、
こ
の
餅
を
供
え
る
の

で
す
。

　
や
が
て
行
事
は
庶
民
の
間
に
広
ま
り
ま
す
。

農
村
で
は
こ
の
時
期
、
稲
の
収
穫
期
に
あ
た
り

ま
す
。
田
の
神
へ
の
感
謝
と
翌
年
の
豊
作
を
祈

願
す
る
「
亥
の
子
」
祭
、「
亥
の
子
」
の
祝
い

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
祭
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が

家
々
を
回
り
、「
い
〜
の
こ
、
い
の
こ
〜
」
と

亥
の
子
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
数
本
の
縄
を
放
射

状
に
つ
け
た
丸
石
で
地
面
を
た
た
く
「
亥
の
子

突
き
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
行
為
は
収
穫
を

終
え
た
大
地
に
再
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
来

年
の
英
気
を
養
う
た
め
、
ま
た
、
作
物
を
食
い
荒
ら
す
土
中
の
モ
グ
ラ
を
払

う
た
め
で
あ
り
、
特
に
子
ど
も
た
ち
が
無
邪
気
に
遊
ぶ
ほ
ど
、
よ
り
強
い
効

果
を
も
つ
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
一
般
に
西
日
本
に
定
着
し
た
「
亥
の
子
」
に
対
し
、
東
日
本
に
は
、
旧
暦

10
月
10
日
に
行
わ
れ
る
「

と
お十 

か
ん日 

や夜
」
が
あ
り
ま
す
。
10
月
10
日
は
、
春
に
山

か
ら
来
ら
れ
た
田
の
神
が
、
稲
刈
り
が
終
わ
っ

て
山
に
帰
る
日
。
お
そ
ら
く
、
亥
の
子
と
同
じ

よ
う
な
作
用
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
や
は
り
子

ど
も
た
ち
に
よ
る
行
為
が
祭
の
中
心
で
す
。
稲

の
茎
を
束
ね
て
作
っ
た

わ
ら藁 

づ
と苞

や
藁
鉄
砲
で
地
面

を
た
た
き
な
が
ら
歩
き
回
る
の
で
す
。
一
方
、

大
人
た
ち
は
刈
り
入
れ
が
終
わ
っ
た
田
か
ら

か案

 

か山 

し子
を
持
ち
帰
り
、
田
の
神
と
し
て
祀
り
ま
す
。

　
収
穫
に
感
謝
し
田
の
神
を
祀
る
こ
う
し
た
祭

は
、
餅
に
入
れ
ら
れ
た
穀
物
や
木
の
実
の
よ
う

に
、
翌
年
の
豊
か
な
実
り
を
約
束
す
る
「
種
」

を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
生
ま
れ
て
、

死
ん
で
、
ま
た
生
ま
れ
る
と
い
う
生
命
の
連
鎖

の
中
の
「
種
」。
そ
れ
は

と十 

つ
き月 

と
お十 

か日
で
生
ま
れ

て
く
る
人
の
命
に
も
あ
や
か
っ
た
も
の
。
つ
ま

り
、
十
月
十
日
は
胎
内
に
宿
し
た
新
し
い
命
と

し
て
抱
く
時
間
と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
た
「
亥
」

は
、
時
刻
の
「
刻
」
か
ら
「
刂
（
刀
）」
を
省

い
た
ト
キ
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

日
々
刻
一
刻
と
刻
ま
れ
る
時
間
に
命
の
再
生
を

感
じ
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
し
て
「
と
お
か
ん
や
」。
こ
の
謎
め
い
た
言
葉
の
中
に
も
、
先
人
た
ち

の
経
験
か
ら
培
わ
れ
た
多
く
の
知
見
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　
今
年
の
亥
の
子
、と
お
か
ん
や
。自
ら
の
中
に
潜
む「
種
」＝「
来
年
の
兆
し
」

を
見
つ
め
直
す
機
会
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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