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【
人
物
探
訪
】
柳
田
國
男

日
本
民
俗
学
の
創
始
者

日
本
民
俗
学
の
創
始
者
と
し
て
有
名
な
柳
田
國
男
は
、
福
崎
町
の
辻
川
で
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
、
松
岡
家

の
六
男
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
近
代
産
業
の
起
こ
る
前
で
、
人
々
の
生
活
は
農
業
や
漁
業
を
中
心
と
し
て
い
ま

し
た
。
国
民
の
多
く
が
貧
し
い
生
活
な
が
ら
も
、
お
互
い
が
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
ま
し
た
。

柳
田
は
こ
う
し
た
庶
民
の
生
活
と
文
化
の
事
実
か
ら
歴
史
を
研
究
し
よ
う
と
し
て
日
本
民
俗
学
を
打
ち
立
て

た
の
で
す
。

過
去
の
人
類
の
生
活
や
文
化
の
こ
と
を
知
る
た
め
の
研
究
は
、
文
字
が
作
ら
れ
る
ま
で
の
こ
と
は
遺
跡
や
遺
物

を
も
と
に
し
て
研
究
し
ま
す
。
こ
れ
は
考
古
学
と
い
う
学
問
が
用
い
る
方
法
で
す
。
文
字
が
作
ら
れ
た
後
は
、
書

き
残
さ
れ
た
文
、
つ
ま
り
文
献
を
も
と
に
し
て
過
去
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
が
歴
史
学
と

い
う
学
問
が
用
い
る
方
法
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
民
俗
学
は
主
に
民
間
の
伝
承
な
ど
を
研
究
材
料
に
し
ま
す
。
柳
田
が
な
ぜ
こ
う
い
う
研
究
方
法

を
用
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
文
献
に
は
多
く
の
一
般
庶
民
（
常
民
）
の
日
常
的
な
生
活
や
文
化
は
ほ
と
ん
ど
書
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
文
献
だ
け
を
頼
り
に
す
る
と
一
般
庶
民
を
抜
き
に
し
た
歴
史
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
柳
田
は
民

間
の
伝
承
な
ど
を
調
査
し
て
一
般
庶
民
の
生
活
と
文
化
の
発
展
の
歴
史
を
研
究
す
る
学
問
の
体
系
を
創
り
あ
げ

た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
柳
田
は
、
文
献
に
残
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
は
、
本
当
の
歴
史
は
つ
か
め
な
い
と
考
え
た
の

で
す
。
む
し
ろ
様
々
な
地
域
で
残
っ
て
い
る
伝
承
な
ど
の
中
に
庶
民
の
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
や
文
化
が
生
き
て
い

る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
柳
田
の
研
究
は
、
方
言
や
昔
話
、
民
間
説
話
な
ど
実
に
多
方
面
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。

で
は
、
柳
田
が
こ
う
い
う
学
問
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
動
機
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
焦
点

を
絞
っ
て
柳
田
國
男
の
人
生
を
探
訪
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

＊

國
男
の
生
家
の
松
岡
家
は
代
々
医
を
業
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
祖
父
の
代
か
ら
一
家
は
次
第
に
貧
乏
の
度
合
い

を
加
え
ま
し
た
。
後
年
、
柳
田
國
男
自
身
が
「
私
の
家
の
小
さ
さ
は
日
本
一
だ
」
「
じ
つ
は
、
こ
の
家
の
小
さ
さ
、

と
い
う
運
命
か
ら
、
私
の
民
俗
学
へ
の
志
も
源
を
発
し
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
狭
く
て
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
た
國
男
で
す
が
、
兄
弟
は
み
な
助
け
合
っ
て
よ
く
勉
強
し
た
よ
う
で
す
。

だ
か
ら
國
男
の
兄
弟
は
傑
出
し
た
人
物
揃
い
で
す
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
詳
し
く
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん

自
身
で
調
べ
て
み
る
と
よ
い
勉
強
に
な
る
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
國
男
の
人
生
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
國
男
は
五
歳
で
十
五
歳
年
上
の
長
兄
鼎
が
校
長
を
し
て
い
た
辻

川
の
昌
文
小
学
校
に
入
学
し
、
十
才
で
卒
業
し
ま
す
。
こ
の
年
に
、
一
家
は
家
と
地
所
を
売
り
払
っ
て
現
在
の
加

西
市
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
そ
の
お
金
で
長
兄
鼎
は
東
京
帝
国
大
学
の
別
科
に
進
み
医
者
に
な
り
ま
す
。
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國
男
は
十
一
歳
で
辻
川
の
高
等
小
学
校
に
入
学
し
ま
す
。
北
条
の
両
親
の
元
を
離
れ
て
辻
川
の
豪
家
三
木
家
に

預
け
ら
れ
た
の
で
す
。
國
男
は
後
に
、
た
ぶ
ん
家
が
貧
し
く
て
育
て
に
く
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
話
し
て
い
ま

す
。
こ
の
三
木
家
に
は
た
く
さ
ん
の
書
物
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
だ
よ
う
で
す
。

こ
の
年
に
飢
饉
を
経
験
し
ま
す
。
國
男
自
身
は
「
そ
の
経
験
が
私
を
民
俗
学
の
研
究
に
導
い
た
一
つ
の
動
機
と

も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
飢
饉
を
絶
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
私
を
こ
の
学
問
に
駆
り
立
て
、

か
つ
農
商
務
省
に
入
ら
せ
る
動
機
に
も
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
後
に
東
京
帝
国
大
学
時
代
に
飢
饉

に
備
え
る
「
三
倉
」
（
義
倉
、
社
倉
、
常
平
倉
）
の
研
究
を
し
た
の
も
同
じ
動
機
か
ら
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
ま

す
。

＊

國
男
は
十
三
歳
の
時
、
茨
城
に
住
ん
で
い
た
長
兄
に
引
き
取
ら
れ
、
利
根
川
の
近
く
の
布
川
に
住
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
こ
で
二
年
間
を
過
ご
し
、
そ
の
後
十
六
歳
か
ら
は
東
京
の
御
徒
町
に
住
ん
で
い
た
九
歳
年
長
で
医
師

の
次
兄
通
泰
の
家
に
移
り
ま
す
。
こ
の
頃
兄
の
友
人
で
あ
っ
た
森
鴎
外
の
「
し
が
ら
み
草
子
」
に
寄
稿
し
た
り
、

田
山
花
袋
と
交
わ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
、
國
男
自
身
は
大
学
に
は
行
け
な
い
と
思
い
、
お
金
の
か
か
ら
な
い
商
船
学
校
へ
行
こ
う
か
と
考
え
て

い
た
と
こ
ろ
、
兄
二
人
が
学
費
と
生
活
費
を
分
担
す
る
つ
も
り
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
大
急
ぎ
で
中
学
校
卒
業
の

資
格
を
取
っ
て
、
第
一
高
等
学
校
へ
進
み
、
そ
の
後
二
十
三
歳
で
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
に
入
学
し
ま
す
。

こ
の
年
の
夏
に
伊
良
湖
岬
に
旅
を
し
、
そ
こ
で
拾
っ
た
椰
子
の
実
の
こ
と
を
友
人
島
崎
藤
村
に
話
し
た
の
が
も

と
に
な
っ
て
「
椰
子
の
実
」
の
詩
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

大
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
農
商
務
省
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
二
十
七
歳
で
柳
田
家
の
養
子
と
な
り
ま
す
。

＊

官
界
に
入
っ
て
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
役
職
に
就
き
ま
す
が
、
日
本
民
俗
学
創
生
の
も
と
に
な
る
の
は
農
商
務
省

時
代
に
全
国
を
回
り
農
民
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
一
方
で
は
生
き
方
に
迷
う
こ
と
が
生
じ
て
き
ま
す
。
柳
田
は
語
っ
て
い
ま
す
。
役
人
と
し
て
「
国
の
た

め
に
農
業
の
方
策
を
討
究
す
べ
き
職
責
を
負
う
と
同
時
に
、
他
の
一
方
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
農
民
の
利
益
を

代
表
し
て
公
に
こ
れ
を
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
。

こ
の
矛
盾
に
行
き
当
た
り
、
彼
は
官
を
辞
し
て
民
間
人
と
し
て
民
俗
学
に
専
念
す
る
道
を
選
び
ま
す
。
柳
田
四

十
九
歳
の
こ
と
で
し
た
。

本
資
料
の
著
作
権
は
兵
庫
県
教
育
委
員
会
に
帰
属
し
ま
す
。

本
文
の
す
べ
て
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
無
断
で
複
写
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
ま
す
。


