
日
本
民
俗
学
の
祖
と
呼
ば
れ
る
柳
田
國
男
は
、

昭
和
の
初
め
に「
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
」
を
著

し
、
自
ら
が
生
き
て
き
た
時
代
の
世
相
を
独
自

の
視
点
か
ら
論
じ
た
。
歴
史
と
は
ふ
つ
う
、
選

ば
れ
た
英
雄
た
ち
の
心
事
を
説
い
た
も
の
を
指

す
が
、
柳
田
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
れ
と
は
違
っ

て
、
一
般
大
衆
の
日
常
生
活
の
移
り
変
わ
り
や
、

そ
の
底
に
流
れ
る
心
の
変
遷
の
中
に
歴
史
を
見

い
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
っ
た
。

「
明
治
大
正
史

世
相
篇
」の
ど
の
ペ
ー
ジ
を
開

い
て
も
、
私
た
ち
は
た
ち
ま
ち
柳
田
ワ
ー
ル
ド
に

引
き
込
ま
れ
る
。
け
れ
ど
も
先
ず
は
こ
の
本
の
構

成
ど
お
り
に
、”眼
に
映
ず
る
“も
の
や
”耳
に

聞
く
“
世
界
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

例
え
ば「
時
代
の
音
」
と
い
う
項
で
柳
田
は
、

天
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
音
ば
か
り

で
な
く
、
人
が
新
た
に
作
り
出
し
た
も
の
に
も

”耳
を
澄
ま
し
“
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

昔
は
縁
の
下
に
蟻
が
角
力
を
と
る
音
を

聞
い
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
で

な
く
と
も
心
を
静
め
て
聞
け
ば
、
ま
だ
ま

だ
面
白
い
い
ろ
い
ろ
な
音
が
残
っ
て
い
る
。

聞
き
馴
れ
て
耳
に
留
ま
ら
な
く
な
っ
た
の

は
、
叢（
く
さ
む
ら
）
の
虫
、
梢
の
蝉
だ
け

で
は
な
く
、
清
ら
か
な
る
も
の
の
今
や
稀

に
な
っ
た
の
は
、
野
鳥
の
囀
り
の
み
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
新
た
に
生
ま
れ
た
も
の

の
い
た
っ
て
小
さ
な
声
に
も
、
心
に
か
か

る
も
の
は
多
い
。
あ
る
外
国
の
旅
人
は
日

本
に
来
て
こ
と
に
耳
に
つ
く
の
は
、
樫
の

足
駄
の
歯
の
舗
道
に
き
し
む
音
だ
と
言
っ

た
。
し
か
り
、
こ
れ
な
ど
は
確
か
に
異
様

で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
た
前
代
の
音
で
は

な
か
っ
た
。

私
た
ち
の
日
常
生
活
で
は
め
っ
た
に
聞
か
れ

な
く
な
っ
た
が
、
足
駄
の
舗
道
に
き
し
む
音
は
、

当
時
は
む
し
ろ
新
し
い
音
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
」
で
は
、
例
え
ば
こ
の

よ
う
に
、
色
や
音
、
味
、
香
り
と
い
っ
た
人
間

の
五
感
で
捉
え
ら
れ
た
印
象
が
語
ら
れ
、
そ
の

変
化
か
ら
人
々
の
心
の
あ
り
さ
ま
や
、
そ
れ
を

取
り
巻
く
家
や
社
会
の
変
遷
が
描
き
出
さ
れ
る
。

”
風
景
“
に
つ
い
て
も
一
つ
の
章
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
柳
田
自
身
の
文

章
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

人
は
と
に
か
く
に
非
常
に
風
景
と
い
う

も
の
を
心
安
く
、
か
つ
自
由
に
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
い

ず
れ
も
み
な
明
治
大
正
の
世
の
、
新
し
い

産
物
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し

欠
点
を
強
い
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ

ど
親
密
に
我
々
の
生
活
に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
も
の
を
、
ま
だ
多
く
の
人
は
自
分
の

物
と
ま
で
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

衣
食
や
住
宅
を
楽
し
く
す
る
よ
う
に
、
こ

れ
を
人
間
の
力
で
統
御
す
る
こ
と
が
、
で

き
な
い
も
の
の
ご
と
く
諦
め
て
い
る
者
が

ま
だ
多
い
。
従
う
て
何
が
新
た
に
生
ま
れ

た
美
し
さ
で
、
何
が
失
わ
れ
た
大
切
な
も
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の
で
あ
る
か
を
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
人
だ

け
に
考
え
て
貰
お
う
と
し
て
い
る
。
し
こ

う
し
て
単
な
る
無
関
心
の
た
め
に
、
不
必

要
に
未
来
の
幸
福
を
壊
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
特
に
進
ん
で
風
景
を
作
り
立

て
、
も
し
く
は
選
び
定
め
る
技
術
は
拙
劣

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
い
う

破
壊
力
の
方
は
人
が
増
す
と
と
も
に
い
よ

い
よ
猛
烈
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
争
わ
ん
と

す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
皆
、
昔
か
ら
の
趣
味

に
囚
わ
れ
た
人
ば
か
り
で
、
こ
の
仲
間
は

ま
た
生
ま
れ
て
成
長
す
る
も
の
を
さ
え
憎

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
風
景
の
批

評
は
混
乱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旅
を
夢

中
で
し
て
、
名
所
ば
か
り
を
尋
ね
て
い
る

者
が
、
い
つ
の
時
代
に
な
っ
て
も
数
多
い

の
は
、
そ
ん
な
面
倒
な
観
方
を
学
ん
で
い

る
余
裕
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
も
う
少
し

わ
か
り
や
す
く
箇
条
書
き
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。
q
風
景
が
一
部
の
人
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
誰
で
も
が
楽
し
め
る
も
の
に
な
っ
た
。

w
し
か
し
、
風
景
を
自
ら
が
つ
く
っ
て
い
く
も

の
と
考
え
る
の
は
少
数
で
、
大
多
数
は
風
景
に

対
し
て
受
け
身
で
あ
る
。
e
人
口
が
増
え
る
に

従
っ
て
、
風
景
を
制
御
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を

つ
く
っ
て
い
く
力
よ
り
も
破
壊
す
る
力
の
方
が

ま
さ
っ
て
く
る
。
r
こ
の
風
景
を
破
壊
す
る
力

に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
人
は
大
概
、
旧
来
の

”
名
所
“
を
重
ん
じ
る
人
で
あ
る
の
で
、
新
し
い

も
の
を
毛
嫌
い
し
が
ち
で
あ
る
。
t
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
、
時
代
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
風

景
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
”
面
倒
な
“
思

考
と
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。

柳
田
國
男
は
、「
豆
の
葉
と
太
陽
」
と
い
う
別
の

著
書
で
、
美
し
い
風
景
と
は
世
に
知
ら
れ
た
名

勝
ば
か
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
季
節
と
と
も

に
変
化
す
る
農
作
物
の
色
調
の
推
移
の
中
に
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。

今
で
は
時
代
が
変
わ
っ
て
、
農
村
が
わ
が
国
の

美
し
い
風
景
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る

人
は
い
な
い
。
し
か
し
、
当
時
は
名
所
や
著
名

人
が
推
奨
し
た
特
定
の
風
景
が
美
し
い
風
景
と

み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
風
潮

の
中
で
、
人
間
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
場
所

こ
そ
美
し
い
と
い
う
柳
田
の
考
え
は
斬
新
な
も

の
で
あ
っ
た
。
柳
田
に
と
っ
て
は
、
風
景
は
時

代
と
と
も
に
動
い
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
人
の

手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
柳
田
は
こ
れ
を
、「
風
景
の
成
長
」と
呼
び
、

風
景
は
「
悪
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
な
ら
、

考
え
た
ら
良
く
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
破
壊
は
で
き
る
が
建
設
は
望
め
な
い
と
い

う
こ
と
は
な
い
と
思
う
。」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
柳
田
の
風
景
を
見
る
眼
は
、
そ

の
時
代
の
大
多
数
の
民
衆
が
生
活
の
基
盤
と
し
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た
農
村
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
そ
の
眼
は
、
新
し
く
興
り
つ
つ
あ

っ
た
都
市
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
農
村
の
さ
ら
に
向
こ

う
に
あ
る
都
市
に
も
視
線
が
届
い
て
い
た
と
言

っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
柳
田
の
言
う

よ
う
に
農
村
も
人
の
手
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

育
て
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
都
市

は
そ
れ
を
も
っ
と
推
し
進
め
た
も
の
で
あ
り
、

人
工
の
極
致
と
言
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
柳
田

は「
明
治
大
正
史
　
世
相
篇
」
で
、
都
市
の
風

景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

都
市
は
永
遠
に
こ
こ
に
住
み
付
こ
う

と
い
う
意
気
込
み
の
者
が
、
多
く
な
っ

て
行
く
と
と
も
に
活
き
活
き
と
し
て
き

た
。
一
つ
一
つ
と
し
て
は
失
敗
で
あ
っ

た
建
築
で
も
、
そ
れ
が
集
ま
っ
た
所
は

ま
た
別
に
一
種
の
情
景
を
な
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
片
隅
に
倦
み
疲
れ
た
よ
う
な

古
家
が
残
り
、
も
し
く
は
歯
の
抜
け
た

よ
う
に
空
地
が
入
り
交
り
、
そ
れ
か
ら

見
苦
し
い
も
の
を
強
い
て
押
し
隠
し
て
、

表
ば
か
り
を
白
々
と
塗
り
立
て
た
偽
善

ぶ
り
を
、
憎
も
う
と
す
る
者
が
あ
る
だ

ろ
う
が
、
同
情
あ
る
者
の
眼
に
は
こ
れ

も
成
長
力
の
現
れ
で
あ
り
、
か
つ
こ
の

上
に
も
な
お
上
品
な
る
趣
向
を
、
働
か

せ
得
べ
き
余
裕
で
あ
る
。
正
直
に
言
う

と
明
る
い
昼
間
の
光
で
見
れ
ば
、
ま
だ

ま
だ
目
障
り
に
な
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ

あ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
夜
の
燈
火

の
色
の
美
し
さ
だ
け
は
純
で
あ
る
。
こ

れ
だ
け
は
確
か
に
こ
の
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
、
人
が
老
い
た
る
天
然
に
寄
贈
し

た
、
親
切
な
る
贈
り
物
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
魅
力
は
多
く
の
若
い
訪
問
者

に
向
っ
て
も
、
か
な
り
強
烈
に
働
き
か
け

て
い
る
。
人
は
こ
れ
あ
る
が
た
め
に
永
く

遊
ば
ん
と
し
、
ま
た
寄
り
合
っ
て
さ
ら
に

こ
の
土
地
を
修
飾
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う

し
て
い
ろ
い
ろ
の
か
つ
て
愛
せ
ら
れ
た
情

緒
を
、
無
造
作
に
忘
れ
去
ろ
う
と
も
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
都
市
の
風
光
も
ま
た
推

移
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

柳
田
の
著
書
を
読
ん
で
厳
密
に
論
理
を
辿
ろ

う
と
す
る
と
苦
労
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

柳
田
の
思
考
が
屈
折
し
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か

し
、
振
り
返
れ
ば
私
た
ち
の
日
常
の
思
考
そ
の

も
の
が
屈
折
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
考

え
る
と
、
柳
田
國
男
の
論
理
は
む
し
ろ
自
然
体

に
近
い
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
も

ま
た
、
若
干
の
補
助
線
を
引
い
て
整
理
し
て
み

る
。
q
農
村
か
ら
都
市
へ
と
出
て
き
た
人
々
に

と
っ
て
、
都
市
は
初
め
腰
か
け
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
都
市
は
、
永
遠
に
こ
こ
に
住
み

つ
こ
う
と
い
う
意
識
の
人
が
多
く
な
る
と
と
も

に
活
き
活
き
し
て
き
た
。
w
も
ち
ろ
ん
新
し
く

で
き
た
風
景
に
目
障
り
な
も
の
も
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
も
成
長
力
の
表
れ
で
あ
り
、
都
市
を
訪

れ
る
若
者
に
は
大
き
な
刺
激
を
与
え
て
い
る
。



そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
都
市
に
人
が
集
ま
り
、

よ
り
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
に
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
風
景
を
上
品
に
整
え
る
こ
と
は
、
次

に
来
る
課
題
で
あ
る
。
e
一
方
で
、
古
く
か
ら

の
情
緒
は
忘
れ
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
が
、
そ

れ
も
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
都
市
の

風
光（
風
景
、
景
観
）も
移
り
ゆ
く
も
の
な
の
だ
。

柳
田
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
も
の
に
対
す
る
愛

惜
の
念
も
人
一
倍
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
っ

と
も
重
視
し
た
の
は
一
般
人
に
と
っ
て
今
、
何

が
必
要
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
生
活
を
活
き
活

き
と
さ
せ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
視
点
か
ら
も

の
ご
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、

人
々
が
そ
の
気
に
な
っ
て
集
ま
り
協
力
し
て
つ

く
り
あ
げ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市

の
風
景
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ

り
、「
土
地
の
美
観
と
い
う
も
の
は
、
多
数
の
意

思
を
集
め
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
」
も
の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
柳
田
は
、「
鉄
の
文
化
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
、
技
術
や
文
明
も
ま
た
風
景
を

構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。

い
わ
ゆ
る
、
鉄
の
文
化
の
宏
大
な
る

業
績
を
、
た
だ
無
差
別
に
殺
風
景
と
評

し
去
る
こ
と
は
、
多
数
民
衆
の
感
覚
を

無
視
し
た
話
で
あ
る
。
た
と
え
ば
鉄
道

の
ご
と
き
平
板
で
ま
た
低
調
な
、
あ
ら

ゆ
る
地
物
を
突
き
退
け
て
進
も
う
と
し

て
い
る
も
の
で
も
、
遠
く
こ
れ
を
望
ん

で
特
殊
の
壮
快
が
味
わ
い
得
る
の
み
な

ら
ず
、
土
地
の
人
た
ち
の
無
邪
気
な
る

者
も
、
共
々
に
こ
の
平
和
の
撹
乱
者
、

煤
と
騒
音
の
放
散
者
に
対
し
て
、
感
歎

の
声
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
再
び
見
馴
れ
て
し
ま
う
と
、
ま

た
ど
う
い
う
気
持
ち
に
変
わ
る
か
は
期

し
が
た
い
が
、
と
に
か
く
に
こ
の
島
国

で
は
処
々
の
大
川
を
除
く
の
外
、
こ
う

い
う
見
霞
む
よ
う
な
一
線
の
光
を
も
っ

て
、
果
て
も
な
く
人
の
想
像
を
導
い
て

行
く
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
柳
田
の
用
法
に
従
っ

て
風
景
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
が
、
柳
田

の
風
景
は
、
現
在
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
景
観
と

ど
ん
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
風
景
は
天

然
の
恵
み
に
近
く
、
景
観
は
こ
れ
に
加
え
て
人

工
物
も
含
む
と
言
う
の
が
、
現
在
の
解
釈
で
あ

る
。
す
る
と
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
柳
田

の
風
景
は
人
工
物
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
意
味

で
は
現
在
の
景
観
に
相
当
す
る
と
考
え
て
よ

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

柳
田
の
強
調
点
は
、
生
活
の
裏
打
ち
の
あ
る
も

の
こ
そ
美
し
い
景
観
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
未
来
の
景
観
論
を

先
取
り
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
の
景
観
の
あ
り
方
を
考
え

る
と
き
、
柳
田
國
男
の
風
景
論
か
ら
学
ぶ
べ
き

こ
と
が
多
い
と
思
う
。
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都
市
景
観
行
政
の
分
野
で
は
現
在
、
セ
カ

ン
ド
ス
テ
ー
ジ
を
迎
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
都
市
景
観
行
政
は
、
先
ず
一
九
六
〇

年
代
の
後
半
に
、
歴
史
的
街
並
み
や
歴
史
的

地
区
の
保
全
に
対
す
る
取
り
組
み
か
ら
始
ま

っ
た
。
次
い
で
景
観
行
政
の
主
眼
は
、
街
並
み

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
都
市
の
”
美
顔
術
“
に

ウ
ェ
イ
ト
を
移
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
現
在
の
景

観
の
議
論
は
、
都
市
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
を
支
え

る
都
市
活
動（
都
市
空
間
の
利
用
や
賑
わ
い
な

ど
）ま
で
を
そ
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
景
観
よ
り
も
も
っ
と
包
括
的
な
概

念
で
あ
る
都
市
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
取
り
組

み
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
と
言
う
。

そ
の
背
景
に
は
、
私
た
ち
の
価
値
観
が「
量
」

か
ら「
質
」
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
機
能
性
や
経
済
性
を
追
求
し
た

物
質
的
豊
か
さ
か
ら
精
神
的
豊
か
さ
、
つ
ま

り
生
活
の
質
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
私
た
ち

の
意
識
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
都
市
景
観
の
対
象
も
都
市
を
構
成
す
る

自
然
や
人
工
的
に
つ
く
ら
れ
た
物
的
施
設
な

ど
都
市
の
視
覚
的
側
面
か
ら
、
賑
わ
い
な
ど

の
都
市
の
様
々
な
活
動
や
市
民
生
活
を
反
映

し
た
雰
囲
気
や
文
化
的
香
り
な
ど
視
覚
以
外

の
領
域
を
含
む
幅
広
い
も
の
に
変
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
都
市
を
め
ぐ
る

価
値
観
が
多
様
化
し
、
私
た
ち
の
意
識
が
変

化
し
て
い
る
中
で
、
よ
り
よ
い
景
観
を
形
成

し
て
い
く
上
で
何
を
基
準
と
し
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
簡
単
に
見
つ
か
り
そ
う
に
は

な
い
。
し
か
し
、「
生
活
に
と
っ
て
の
風
景（
景

観
）」
と
い
う
柳
田
の
考
え
方
は
、
基
本
原
則

と
し
て
大
い
に
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
度
、
柳
田
國
男
の
風
景
観
の
ポ
イ

ン
ト
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

q
生
活
者
に
と
っ
て
の
風
景
と
い
う
視
点
の

重
要
性
（
誰
に
と
っ
て
の
景
観
か
）

w
都
市
に
住
み
付
こ
う
と
い
う
市
民
、
よ
り

住
み
や
す
い
地
域
に
し
よ
う
と
い
う
住
民

が
増
え
、
協
力
し
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と

（
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
）

e
風
景
は
成
長
す
る（
不
断
の
努
力
）

今
か
ら
七
〇
年
も
前
に
、
柳
田
國
男
は
未

来
を
先
取
り
し
た
風
景
論
を
提
起
し
た
。
し

か
し
、「
実
際
は
市
民
の
生
活
に
と
っ
て
必
要

な
も
の
が
、
今
は
ま
だ
求
め
ら
れ
ず
に
い
る
」

と
も
述
べ
、
そ
の
風
景
論
が
実
践
さ
れ
る
こ

と
の
難
し
さ
も
同
時
に
吐
露
し
て
い
る
。

今
も
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
も
っ
と
も
大

切
な
の
は
、
市
民
や
事
業
者
な
ど
都
市
や
地

域
の
構
成
員
が
、
生
活
者
と
し
て
そ
こ
に
住

み
付
こ
う
と
い
う
積
極
的
な
意
志
を
持
つ
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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