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〔
歴
史
随
想
〕

私
の
研
究
遍
歴
と
農
山
村
集
落
の
境
界
儀
礼

原　

田　

敏　

丸

　

私
の
研
究
遍
歴
は
太
平
洋
戦
争
の
さ
な
か
に
始
ま
る
。
昭
和
一
八

年
一
〇
月
神
宮
皇
学
館
大
学
の
予
科
を
戦
時
短
縮
で
終
え
て
学
部
の

国
史
専
攻
の
課
程
に
進
学
し
た
時
に
始
ま
る
。
国
史
科
の
主
任
教
授

は
喜
田
新
六
先
生
、
助
教
授
に
新
進
気
鋭
の
小
野
壽
人
先
生
が
お
ら

れ
た
。
喜
田
先
生
は
律
令
時
代
の
税
制
、
小
野
先
生
は
明
治
維
新
史

を
専
門
分
野
と
し
て
お
ら
れ
た
。
ほ
か
に
国
史
科
の
学
生
に
学
問
的

な
影
響
を
与
え
て
下
さ
っ
た
方
に
東
洋
史
の
内
田
吟
風
先
生
が
お
ら

れ
た
。
私
は
こ
れ
ら
の
先
生
方
の
授
業
を
う
け
つ
つ
、
六
国
史
就
中

続
日
本
紀
の
記
事
を
一
々
分
解
し
て
な
ら
べ
な
お
す
よ
う
な
こ
ま
か

な
作
業
を
必
死
で
試
み
て
い
た
。
や
が
て
来
る
べ
き
軍
隊
に
召
集
さ

れ
る
日
を
目
前
に
し
て
許
さ
れ
た
最
後
の
瞬
間
ま
で
続
日
本
紀
に
精

力
の
す
べ
て
を
打
ち
込
ん
だ
と
い
う
記
憶
を
こ
の
世
に
残
し
て
生
死

ま
ま
な
ら
ぬ
軍
隊
に
身
を
投
じ
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
や
が
て
本
籍

地
熊
本
の
野
砲
隊
に
現
役
兵
と
し
て
入
営
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
間
に
や
る
べ
き
こ
と
は
や
っ
た
と
い
う
す
が

す
が
し
い
気
分
で
あ
っ
た
。
訓
練
は
な
ん
と
僅
か
十
日
間
で
天
草
島

の
防
衛
旅
団
に
編
入
さ
れ
た
。
以
下
軍
隊
生
活
の
こ
と
は
省
く
が
、

終
戦
で
思
い
が
け
な
い
生
還
後
母
校
に
帰
学
で
き
た
の
も
束
の
間
、

母
校
は
占
領
軍
総
司
令
部
の
指
令
に
よ
り
廃
学
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま

で
も
社
会
史
・
経
済
史
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
私
は
迷
わ
ず
九
州
大

学
法
文
学
部
に
入
学
し
て
、
宮
本
又
次
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぐ
こ
と

と
し
た
。
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当
時
宮
本
先
生
の
も
と
に
は
多
く
の
研
究
志
願
者
が
集
ま
り
、
江

戸
時
代
を
専
攻
す
る
も
の
が
多
く
、
筆
者
も
近
世
の
農
村
史
に
興
味

を
も
つ
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
村
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
宮
本
先
生
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
お
力
添
え
で
滋
賀
県
の
彦

根
に
あ
る
滋
賀
大
学
経
済
学
部
に
職
を
奉
ず
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ

か
ら
本
格
的
に
近
世
日
本
の
村
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

昭
和
二
〇
年
代
の
後
半
当
時
滋
賀
大
学
で
は
江
頭
恒
治
先
生
が
地

方
に
残
存
す
る
中
近
世
史
料
の
保
存
と
研
究
の
重
要
性
に
着
目
さ
れ
、

史
料
の
調
査
・
収
集
を
は
じ
め
て
お
ら
れ
た
。
そ
こ
に
採
用
さ
れ
た

駆
け
出
し
の
私
の
主
た
る
任
務
は
滋
賀
県
下
（
近
江
）
の
中
近
世
史

料
の
調
査
と
収
集
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
彦
根
高
商
以
来
の
近
江
商
人

研
究
室
が
史
料
館
と
な
り
、
そ
こ
に
県
下
各
地
に
保
存
さ
れ
て
き
た

当
時
庶
民
史
料
と
よ
ば
れ
た
主
と
し
て
庄
屋
文
書
を
収
集
し
保
存
・

研
究
す
る
こ
と
が
私
の
主
な
任
務
に
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
私
自
身
の
興
味
は
村
共
同
体
に
あ
っ
た
。

し
か
し
江
戸
時
代
の
古
文
書
史
料
に
よ
っ
て
村
共
同
体
の
研
究
を
し

よ
う
と
思
う
と
限
界
が
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
村
々
に
保
存
さ
れ
て
い

る
古
文
書
は
ほ
と
ん
ど
領
主
に
よ
る
支
配
・
農
民
の
被
支
配
に
か
か

わ
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で

村
々
の
古
文
書
を
見
て
歩
い
て
い
て
隔
靴
掻
痒
の
感
に
な
や
ま
さ
れ

て
い
る
間
に
目
に
つ
い
た
の
が
村
の
入
り
口
の
道
に
張
り
渡
さ
れ
た

注
連
縄
で
あ
っ
た
。

　

近
江
で
は
こ
れ
を
勧
請
縄
も
し
く
は
勧
請
吊
と
い
う
。
大
和
・
伊

賀
で
は
ツ
ナ
と
よ
ば
れ
る
所
も
あ
る
が
勧
請
縄
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

若
狭
・
丹
後
で
は
ジ
ャ
ま
た
は
蛇
綱
（
ジ
ャ
ヅ
ナ
）
と
よ
ば
れ
、
蛇

を
象
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
習
俗
は
近
畿
地
方
特
有
の
も
の
で
は

な
く
九
州
天
草
の
春
祈
祷
の
御
幣
、
関
東
地
方
で
は
埼
玉
県
下
の

「
フ
セ
ギ
」、
千
葉
県
下
の
「
ツ
ナ
ツ
リ
・
ミ
チ
キ
リ
」
が
近
江
・
大

和
の
「
カ
ン
ジ
ョ
ウ
ナ
ワ
」
と
同
種
の
も
の
で
、
村
に
あ
だ
な
す
悪

魔
・
病
魔
が
入
っ
て
来
な
い
よ
う
に
と
祈
願
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
最
近
東
北
地
方
と
く
に
秋
田
県
下
に
つ
い
て
み
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
村
入
り
口
に
「
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
サ
マ
」
と
て
藁
人
形
を
ま
つ

る
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
「
シ
ョ
ウ
キ
サ
マ
」
あ
る
い
は
「
カ
シ
マ
サ

マ
」
と
て
巨
大
な
藁
人
形
を
祀
り
、
や
は
り
悪
魔
・
病
魔
の
退
散
を

祈
願
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
秋
田
県
に
も
近
畿
の
注

連
縄
や
龍
頭
の
つ
い
た
下
総
の
注
連
縄
に
近
い
も
の
も
あ
る
が
、
当

地
方
の
境
界
儀
礼
の
最
も
多
い
事
例
は
村
境
に
祀
る
藁
人
形
で
あ
る
。

　

村
人
に
と
っ
て
神
聖
な
、
非
凡
俗
の
世
界
で
あ
る
氏
神
神
社
は
凡

俗
の
世
界
で
あ
る
村
の
内
に
お
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
ほ
と
ん
ど
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
集
落
の
は
ず
れ
か
、
集
落
の
外
に
お
か
れ
て



271

い
る
。
そ
の
位
置
取
り
で
村
人
の
心
の
安
定
が
保
た
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

　

氏
神
神
社
が
集
落
の
は
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
外
に
位
置
し
て
い
る

の
は
偶
然
で
は
な
く
、
神
聖
な
世
界
と
凡
俗
の
世
界
と
を
区
別
す
る

と
い
う
厳
格
な
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
神
聖
な
神
の
世
界
も
村
に
あ
だ
な
す
デ
モ
ン
の
世
界

も
村
人
の
凡
俗
な
世
界
と
は
区
別
さ
れ
た
、
同
じ
側
に
位
置
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
村
人
の
平
和
な
世
界
を
共
同
体
と
し
て
護
ろ
う
と
い

う
時
に
村
の
内
と
外
の
通
路
が
あ
る
村
の
出
入
り
口
が
精
神
的
な
一

種
緊
張
の
場
所
と
な
る
。
そ
の
場
所
に
村
の
平
和
な
生
活
を
守
ろ
う

と
い
う
意
識
が
集
中
し
、
一
定
の
共
同
体
的
な
儀
式
を
生
み
出
す
こ

と
と
な
る
。
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
の
が
集
落
の
境
界
儀
礼
で
あ
る
。

　

そ
の
境
界
儀
礼
に
よ
っ
て
村
の
平
和
な
生
活
を
守
ろ
う
と
す
る
意

識
は
全
国
共
通
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
現
象
形
態
は
地
方
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
筆
者
が
最
初
に
注
目
し
て
悉
皆
調
査
を
は
じ

め
た
近
江
は
ほ
と
ん
ど
稲
藁
を
綯
っ
て
作
っ
た
注
連
縄
で
そ
の
中
央

に
近
江
で
は
「
と
り
く
ぐ
ら
ず
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
多
い
村
に
危

害
を
も
た
ら
す
も
の
を
通
さ
な
い
と
い
う
意
思
の
表
わ
れ
と
も
い
う

べ
き
も
の
を
吊
る
す
。
こ
れ
は
近
江
の
場
合
の
特
徴
で
村
民
の
意
思

を
最
も
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　

藁
人
形
は
東
北
地
方
独
特
の
も
の
か
と
思
案
す
る
が
、
不
思
議
な

こ
と
に
房
総
半
島
の
ほ
ぼ
中
央
部
山
間
の
一
集
落
に
秋
田
の
藁
人
形

そ
っ
く
り
の
事
例
が
あ
る
。
も
と
よ
り
村
人
は
東
北
地
方
の
模
倣
で

あ
る
と
は
信
じ
て
い
な
い
。
不
思
議
と
い
え
ば
集
落
の
出
入
り
口
に

藁
人
形
を
立
て
て
村
の
安
全
を
願
う
の
が
主
流
を
占
め
て
い
る
秋
田

県
で
そ
の
北
部
に
は
道
に
張
り
渡
す
近
江
・
大
和
の
勧
請
吊
に
酷
似

し
た
事
例
が
あ
り
、
秋
田
県
南
部
に
は
龍
頭
を
付
し
た
長
大
な
注
連

縄
を
村
の
両
入
り
口
の
木
に
懸
け
る
下
総
の
事
例
に
酷
似
し
た
事
例

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
、
目
下
思

案
中
で
あ
る
。

　

以
上
集
落
の
出
入
り
口
を
重
要
視
し
て
各
地
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
を

も
っ
て
外
部
か
ら
の
悪
魔
・
悪
疫
の
侵
入
を
防
ご
う
と
す
る
行
事
・

習
慣
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
ひ
と
り
我
が
国
だ
け

の
習
慣
で
は
な
い
ら
し
い
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
山
間
部
集
落
の
集

落
入
り
口
を
縄
等
で
塞
ぐ
習
慣
は
時
折
新
聞
・
雑
誌
等
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
筆
者
が
実
見
し
た
も
の
で
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ド
イ
ツ

博
物
館
に
は
集
落
の
境
界
に
置
く
グ
レ
ン
ツ
シ
ュ
タ
イ
ン
（
境
界

石
）
が
陳
列
さ
れ
て
い
て
、
集
落
の
境
界
は
一
種
特
別
な
感
覚
で
住

民
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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そ
の
よ
う
な
わ
け
で
今
暫
く
我
が
国
各
地
の
農
山
村
集
落
の
境
界

儀
礼
を
訪
ね
て
旅
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
は
ら
だ
　
と
し
ま
る
・
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）


