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あ
と
が
き

龍
谷
大
学
民
俗
研
究
会
の
勉
強
会
の
過
程
で
「
歴
史
民
俗
学
研

究
』
二
号
が
刊
行
で
き
た
。
こ
の
表
題
は
単
に
歴
史
学
と
民
俗
学

を
結
び
つ
け
た
の
で
は
な
い
。
民
俗
学
の
視
点
は
何
よ
り
も
「
地

域
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
。
そ
し
て
、
仏
教
史
を
研
究
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
地
域
に
住
む
人
び
と
が
長
い
期
間
に
わ
た
り
、
伝

承
し
て
き
で
い
る
社
会
的
文
化
的
現
象
で
あ
る
宗
教
伝
承
(
民

俗
)
に
注
意
し
て
研
究
す
る
態
度
を
意
識
す
る
。
「
仏
教
史
」
が

「
地
域
」
に
住
む
人
び
と
の
立
場
か
ら
の
宗
教
史
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
と
言
う
疑
問
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
立

場
は
「
地
域
」
に
住
む
人
び
と
の
考
え
方
や
価
値
観
の
認
識
を
無

視
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
村
落
共
同
体
の
人
び

と
の
具
体
的
な
宗
教
資
料
に
よ
っ
て
、
事
実
を
復
元
し
、
認
識
を

す
る
こ
と
に
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
身
に

つ
け
る
た
め
に
は
「
地
域
」
に
出
向
き
参
加
観
察
が
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
が
民
俗
学
の
視
点
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
地
域
」

の
伝
承
文
化
と
は
、
①
土
地
の
様
子
、
②
日
常
の
暮
ら
し
、
③
村

落
社
会
の
シ
ス
テ
ム
、
④
信
仰
、
⑤
文
化
の
様
式
、
⑥
言
語
生
活

で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
を
深
め
る
作
業
か
ら
「
地
域
」
に
住
む
人

び
と
の
考
え
方
や
価
値
観
に
立
っ
て
研
究
す
る
点
に
あ
る
。
し
か

し
、
は
た
と
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

視
点
か
ら
そ
の
「
地
域
」
の
文
化
で
あ
る
「
民
俗
」
と
い
う
伝
承

様
式
の
歴
史
的
な
認
識
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
科
学

と
し
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
研
究
に
突
き
当
た
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
「
地
域
」
の
人
び
と
の
側
か
ら
の
、
も
の
の
考
え

方
や
価
値
観
に
よ
る
記
録
が
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
こ
と
。
ま

た
、
残
っ
た
資
料
で
も
「
地
域
」
に
住
む
人
び
と
と
言
う
よ
り
権

力
者
側
の
も
の
で
、
地
域
の
姿
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
の
考
え

方
や
価
値
観
ま
で
が
読
み
と
れ
る
資
料
の
不
十
分
さ
と
、
そ
の
解

釈
へ
の
限
界
が
あ
る
こ
と
。
伝
承
文
化
の
歴
史
的
な
実
証
研
究
が

重
要
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
や
は
り
こ
の
民
俗
学
の
方
法
だ
け
で

は
難
し
い
の
で
あ
る
。
歴
史
民
俗
学
は
資
料
の
残
る
側
の
文
献
の

解
釈
を
注
意
深
く
し
、
む
し
ろ
残
ら
な
い
部
分
に
視
点
を
持
ち
な

が
ら
、
研
究
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
龍
谷
大
学
民
俗
研

究
会
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
身
に
つ
け
よ
う
と
勉
強
し
て
い

る

。
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