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史
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陰
陽

道
研
究
は
、

村

山
修
．

『
日

本
陰
陽
道
史
総

説
」

〔
一

九
八
一

年）

を

皮
切

り
に

し
て
、

「
陰
陽

道
叢
書
』

（
一

九

九
一

⊥．一
年
）

刊

行
以

降、

古
代、

中
世
、

近

世
と

い

う
時
代
別
に

分
れ

て

進
展
し
て

き
た

こ

と
に

つ

い

て
、

こ

こ

で

繰
り

返
す
必

要
は

な
か
ろ

う
。

『

陰

陽
道
叢
書
』

以
前
で

あ
れ
ば、

卒
業
論
文、

修
士

論
文
に

お
い

て

陰
陽
道
で

書
き
た

い

と
い

う

学
生
が

出
た

と

し

て

も
、

参
考
文
献
が
な

い

以

E
、

テ

ー

マ

を
変
え
た

ほ

う
が
よ
い

と

助
言

す
る

ほ

う
が、

学
界
情
報
に
通
じ
た

指
導
教
員
の

適
切

な

対
応
で

あ
っ

た
。

し
か

し

時
代
は

大
き
く
変
わ
っ

て
、

陰
陽

道
を

対
象

に

し
た

著
作、

論

文
が

増
え

て、

卒
業
論
文
で

も

修
十

論
文
で

も

陰
陽
道

を

テ

ー

マ

に

す
る

こ

と

自
体
は

不

可
能
で

は

な

く
な
っ

た
。

村
山
は
、

『

日
本

陰
陽
道

史
総
説
」

刊
行
を
振
り
返
っ

て

「

学
界
に

余
り
反

響
は

み

ら
れ
な
か
っ

た
」

と
嘆
じ

な

が
ら
、

近

年
（一
．

○
〇
二

年
の

こ

と
）

で

は

「

国
公
立

大
学
で

も
陰

陽
道

専
攻
の

学
徒
が

出
て

、

陰
陽

道
史

学
は

格
段

の

進
歩
を
と

げ
た
」

こ

と

に

驚
き
を

隠
さ
な
か

っ

た

（
『

安
倍

晴
明
と

陰

陽

道
展
」

二

〇

〇

三

年
）

。

た

し
か

に

「

陰
陽

道
叢
書
』

前

後
か
ら
、

関

係
の

書

籍
・

論
文
は
刊

行
さ
れ、

研
究
の

領
域
を

広
げ
て

き
た
こ

と
は

間

違
い

な
い

と

こ

ろ

で

あ
る

。

本
書
も、

そ

う
し

た

研
究

史
の

累
積
の

上

に

成
り
立

ち
な
が
ら
、

新
た
な

切
り
口

を
し

め
し

た

歴

史
民
俗
学
の

成
果
で

あ
る

。

著
者
は

民
俗

学
の

立

場
に

こ

だ
わ

り
つ

つ
、

「

陰

陽
道
と

民
俗
事

象
の

か
か

わ

り
」

（

＝

二

頁）

と
い

う
問
題

系
を
近

世
社

会
と
い

う
場
に

お
い

て

解
き

明
か

そ
う
と
努
め

て

き
た

。

歴

史
学
的
な

方
法
に

依
拠
し
た

陰
陽
道
研
究
が

多
い

な

か
で

、

そ

れ
に
伴
走
し

な

が
ら

も
一

線
を

画
し、

著
者
は

民
俗

学
的

な
方
法
を

活
用
し
て

陰
陽

道
に

ア

プ
ロ

ー

チ
し

よ

う
と

し
て

い

る
。

以
下
、

目
次
を

し
め

し、

概

要
を
た

ど
っ

て
、

そ

の

後
に

評

者
の

疑

問
点
・

批

判
点

を

提
示
し

て

書
評
の

責
任
を
果

た
し

た
い

と

思

う
。
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六
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第
．

章

近

陰
陽

道
書
の
展

開

「
東

方
朔
」
の

形

成

@
「

東

方
朔
」

の

展
開

　
「
東
方

朔
」
の

生

．
．
岩
手

県
二

戸
地

　
初
期
大

雑
書
の
位
楫

　
　

−
寛

永
九

年

『

大
ざ
つ
し

よ
』
を
め
ぐ
っ

て

　

雑

書
の
受
容

−
津
軽
地
方
の

場
合

　
大

雑
書

の
受
容

−
南
島

の
場
合

　
　

陰
陽
道
の
浸
透

と
民

俗
の

成

　

　
　
　
陰
陽

道

系
宗

教
者
像

　

　

　

　

　
−
北

奥
羽

地

にお
け

る
博
士
と
ア
リ

マ
サ

め
ぐ

っ
て

第
．

一
章

　
説
話

と

陰
陽
道

　

　
　

　

−
青

森
県
ド
北
郡
の
能

舞
起
源
譚

を
め
ぐ

っ て

第

三

章
　

俗芸能陰陽道−能
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第
四

章
　
南

島
説

話
と

陰
陽
道

　

第
五

章
　
昔
話
と
陰
陽

道
−

鬼
の

呪
宝
の

系
譜

　
第
六

章
　
暦
注
の

民
俗

態

　
第
七
章

　
民
俗
信
仰
と
陰
陽

道
−

北
奥
羽
に

お

け
る

イ

チ

ダ

イ

様
信

仰

結
論

　
近

世
・

近
代
に

お
け
る

陰
陽
道
と

民
俗

　

目
次
を
一

覧
す
る

と
わ
か

る

よ

う
に
、

著
者
は

東
北

、

南
島
を
フ

ィ

ー

ル

ド
の

対

象
と

し
て

、

そ
こ

で

出
会
っ

た
「

東
方
朔
」

、

大

雑
書
な
ど
の

陰
陽
道
書
が

、

ど

の

よ

う
に

し
て

地
域
の

民
俗
形
成
に

影
響
を

及
ぼ

し
た

の

か

を
追
跡
し
よ

う
と

す
る

。

　

第
−

部
を
ま
と

め

て

み

よ

う
。

第
一

章
「

「

東
方
朔
」

の

形

成
」

で

は
、

『

東
方
朔

秘
伝
置

文
』

（

一

六
八

六

年
）

を
と

り
あ
げ
て
、

「

東
方
朔
」

の

つ

い

て

の

知
識
が

ど
の

よ

う
に

展
開
し
た
か
を
た

ど

っ

て

い

る
。

も
と
も

と

占
い

の
一

つ

で

あ
っ

た

「

東
方
朔
」

の

知
識
は
、

近
世
に

な
っ

て

農
事

に

か

か

わ

る

陰
陽
道

書
と

し
て

成
立

し
た

こ

と

が

述
べ

ら
れ

る
。

ま
た

、

東
方
朔
」

が
、

知
識

人
層
の

伝
承
・

認

識
が

集
結
し
た

書
物
と

な
り

、

伝
承
を
集

成
し

た

器
で

あ
っ

た
こ

と

が

指
摘
さ
れ
て

い

る
。

第
二

章
「

東

方
朔
」

の

展
開
で

は
、

「

東
方

朔
」

と
い

う
名

称
を

も
つ

民
俗
事

象
の

存

在
が

、

書

物
と
の

関
わ

り
に

よ
っ

て

探
究
さ
れ
て

、

そ
の

伝
承
は

経
験
の

記
憶
と

集

積、

さ

ら
に

そ
れ
を
批

判、

検
討
す
る

庶
民
の

営
み

に

結
び

つ

く
こ

と
が

明
ら

か
に

さ

れ

て

い

る
。

第
三

章
「

「

東

方
朔
」

の

転
生
」

で

は
、

岩
手

県．
一
戸

地
方
の

三

上
家
伝
来
の

『

東
方
朔
秘
傳
』

を
と

り
あ
げ

て
、

筆
録
者
の

生

涯
や

民
俗
的
環
境
を

探
っ

て

い

る
。

そ
の

結

果
、

書
物

に

な
い

知
識
で

も

農
事
改
良
に

役
に

立
つ

よ

う
な
も
の

は

「

東

方
朔
」

と

し
て

記
録
さ
れ
て

い

く
こ

と

が

明
ら
か

に

さ
れ

た
。

「

東
方

朔
」

は、

民

俗
的
な
経
験

則
の

集
成
と
し

て

の

意
味
が

あ
っ

た

と

い

う
。

第
四

章
「

初

期

大
雑
書
の

位
置

」

で

は
、

寛
永
九
年

仮
『

大
ざ
つ

し
よ

』

を
と

り
あ

げ

て
、

そ

の

成
立
の

経
緯、

内

容
の

検
討
を
行
っ

て

い

る
。

そ
の

結
果

、

中

世
の

陰
陽
道

書
の

内
容
を
受
け
つ

ぐ
だ

け
で

は

な

く、

円
用
生

活
知
識
が

盛
り
込
ま
れ
て

い

た

こ

と

が

指
摘

さ
れ

て

い

る
。

第
五

章
「

大

雑
書
の

受

容
」

で

は
、

津
軽
地
方
の

サ
ン

ゼ

ソ

ウ

と
い

う
大

雑
書
が
、

庶
民
生

活
に

お

い

て

ど
の

よ
う
に

扱
わ
れ

て

使

用
さ

れ
た

か
を

探
っ

て

い

る
．

第
六

章

「

大

雑
書
の

受
容
」

で

は、

沖
縄
県
宮
古

島
の

集
落
で

個

人
の

守
護
神
祭

祀
に

関
わ

る

ソ

ウ

シ

と
い

う
書
物
を

検
討
し

て
、

民

俗
的

な
実
態
と

大
雑

書
と
の

関
係
を
考

察
す
る
、

第
五

章
と

第
六

章
に

よ

っ

て
、

南
北
に
遠

く

へ

だ
た
っ

た

事
例
が
比

較
対

照
さ
れ、

地
域

性
に
還
元
さ

れ
な
い

書

物
の

民
俗
化
と

い

う
重

要
な

視
点

が
問
題
提

起
さ

れ

て

い

る
。

　

第
−

部
で

は
、

陰
陽
道
の

知
識
が
、

今
日

に

伝
え

ら
れ
る

民
俗
事
象
の

形

成
と
ど

の

よ

う
に

関
わ

っ

て

い

る

か
に

つ

い

て

検
討
が

行
わ

れ
て

い

る
。

第
「

章
「

陰
陽
道
系
宗
教

者
像
」

で

は、

北

奥
羽
地
方
に

お

け
る
博

士
と

ア

リ

マ

サ

の

伝
承
が

検

討
さ

れ
、

そ
れ
に

ふ

さ
わ

し

い

陰

陽
師
の

実

在
は
確
認

す
る

こ

と

は

で

き
な
か
っ

た

が
、

そ
の

こ

と

自
体
が

考
察
さ
れ

る
。

第．
一

章
「

説
話
と

陰
陽
道
」

で

は
、

青
森
県
下

北
郡
に
お
け
る

能
舞

の

起

源
譚
を

再
検
討
し

て
、

『

籃
籍
」

の

説

話
を

換
骨
奪
胎
し
た

も
の

で

あ
っ

た

こ

と

を

論
証
す
る
。

第
三

章
「

民
俗
芸

能
と

陰
陽

道
」

で

は
、

山

伏
神
楽
で

あ
る

能

舞
「

三

番
叟
」

を

分

析
し
て
、

『

籃

箟
抄
」

と

の

類
似

点
を

見
出
し
て

い

る
。

第
四

章

「

南
島
説

話
と

陰
陽
道
」

で

は
、

先
祖
祭

祀
と
し

て

行
な
わ
れ
て

い

る

奄

美
・

沖
縄
の

清
明
祭
を
と

り
あ

げ
て、

ソ

ウ

シ

の

由
来
譚
に、

陰
陽
道

系
説
話
が
投

影
さ

れ
、

書
物
の

知

識
が

流
入

し
て

い

る
こ

と

が

確

認
さ
れ

て

い

る
。

第
五

章
「

昔
話
と

陰
陽

道
」

で

（725）103
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は
、

昔
話
の

鬼
の

呪
宝
の

話
が
、

陰
陽
道
か

そ
の

周
辺
の

知
識
か
で

形

成

さ

れ

て

い

た
こ

と

が

論
じ

ら
れ

て

い

る
。

第
六

章
「

暦
注
の

民
俗

態
」

で

は
、

三

隣
亡、

半
夏
生
、

土

用
と
い

う
暦
注
に

関
し
て

近
世
の

暦

注
解
説

書
に

記
さ

れ

た

説
明
と

、

全

国
の

民
俗

調
査

報
告
書
に

採
取
さ
れ
た
デ

ー

タ

と
を
つ

き
あ
わ

せ
て
、

暦
注
が

ど

の

よ

う
に

民
俗
化
し
て

い

く
か
を

考

察
し
て

い

る
。

暦
注
が

擬
人

化
さ
れ
る

事
例
な
ど

も
指

摘
さ

れ、

具
体
的

に

暦

注
の

民
俗
化
が
よ

く
理

解
で

き
る

論
考
で

あ
る

。

第
七

章
「

民
俗
信

仰
と
陰
陽

道
」

で

は
、

北
奥
羽

に

お

け
る
イ
チ

ダ

イ
様
信
仰
が、

大
雑

書

の

知

識
が

民
俗
的
に
再
解
釈
さ

れ
、

個
人
の

守
護
神
神
仏
へ

の

信

仰
と
し

て

形

成
さ

れ
た

こ

と

を
追
求
し

て

い

る
。

資
料
編
に

は
、

三

篇
の

「

東
方

朔
」 、

暦
注
に

か
か
わ

る

資
料
が

翻

刻
さ
れ
て

お

り
、

著
者
か

ら

研
究

者

へ

の

大
切
な

贈
り
物
に

な
っ

て

い

る
．

　

本

書
を

読
み
、

評
者
が
評

価
し

た

い

点

を．一
点
に
ま
と
め
て

み
よ

う
。

第
一

に
、

書
物
・

文
字
文
化
の

民
俗
化
と
い

う
視
座
を

提
唱

し
て

い

る

点

で

あ
る

。

歴
史
学
が

文
字
資

料
を

扱
う
の

に

対
し
て
、

民

俗
学
は

口

頭
で

伝
え

ら
れ

た

伝
承

を

扱
う
も

の

だ

と
い

う
自
己

規
定
は
、

柳
田

国

男
以

来、

民
俗

学
者
の

心
の

な
か
に

長
く
あ
っ

た
と

思
わ

れ
る

。

宮
田
登
は、

近
世
の

随

筆
に

都

市
の

民
間

信
仰
に

か
か
わ
る

デ

ー

タ
が

含
ま
れ
て

い

る

こ

と
を

知
っ

て、

文
字
資
料
を
利

用
し

て

近
世
の

流
行
神

、

人
神
信
仰
を

研
究
し

た

が、

著

者
の

場
合
に

は
、

書
物
の

知
識
・

文
字

文
化
が

民
俗
を

牛
み

出
す

母
体
に

な

り
う
る

と
い

う
、

よ

り

積
極
的
な
意

味
を

書
物
・

文

字
文
化
に

与
え
て

い

る
。

民
俗
学
の

自
己
規
定
に

お

い

て
、

コ

ペ

ル

ニ

ク

ス

的
な

転
換
が
は

か

ら
れ

て

い

る
と
い

っ

て

過

言
で

は

な
か
ろ

う
。

「

書

物
あ
る

い

は

文
字
の

形
で
、

日

常
の

生

活
経
験
を

束
ね、

伝
え
、

広
め
て

い

く
こ

と

が
一

七

世

紀
の

末

頃
か
ら

可
能
な

状
況
が
用

意
さ
れ
」

（

＝ ．
七

三

頁）
、

書
物
の

知
識
が

広
い

範
囲
に

伝
播
さ

れ
て

い

っ

て
、

文
字
を

使

う
庶
民
を
介
し
て
、

民
俗
の

形
成

要
因
に

な
っ

た

と

見
る

の

で

あ
る

。

近

世
社
会
は

識
字

率
が

高
く、

文

字
を

書
き
記

録
を
の

こ

す
庶
民
が

多
く
い

た
こ

と

を
考
え
る

と
、

著

者
の

提
言
は

大
い

に

説
得
力
を

も
つ

。

著
者
の

追
い

風
に

な
っ

て

い

る

の

は
、

近

世
史
研
究
の

な

か
の

書
物
・

出

版
研
究

の

著
し
い

進
展
で

あ
ろ

う
．

書
物
自
体
の

歴

史
的
な

経
緯
を
調
べ

る

こ

と

に

よ

っ

て
、

細

密
な

歴

史
を

描

く
と
い

う
書
物
・

出

版
研
究
の

方
法
論

は
、

著
者
の

提

言
と

響
き
あ
っ

て

い

る
。

　
第
二

に
、

民

俗
学
者
の

信
仰
・

芸
能
の

研
究
に

お
い

て

は
、

修

験
や
神

子
の

よ

う
な
宗

教
者
が

信

仰
・

芸

能
・

説
話
を

伝
播
さ
せ

る

役
割
を

果
た

し

た
こ

と

が、

暗
黙
の

前

提
に

な
っ

て

い

た
。

そ
の

発
想
の

も
と
は
、

柳

田
の

ヒ

ジ

リ

研

究
に

遡
る

の

で

あ
ろ

う
が、

七
〇

年
代
以

降
の

修

験
道
研

究
の

展
開
の

中
で

、

信
仰
・

芸
能
・

説
話
の

伝
播
と

定
着
に

修
験
が

介
在

し
て

い

た

と
い

う
説
明
は
、

枚

挙
に

暇
が
な
い

ほ

ど
通

説
化
し
て

い

る
。

著
者
は、

そ

う
し
た

研
究
状
況
に

果
断
に
挑
戦
し

て
、

書
物
・

文
字
文
化

を
介
し

た

信
仰
・

芸

能
・

説
話
の

広
が

り
を
想

定
し
て
、

宗
教

者
の

伝
播

説
を

相
対
化
し
よ

う
と

し
て

い

る
。

全

国
に
あ
る

安
倍
晴
明
の

伝
承
を
調

査
し
た

高
原
豊

明
の

研
究
に

よ
っ

て

も、

安

倍
晴
明
の

伝
承
は
陰

陽
師
に

よ

っ

て

広

ま
っ

た
わ

け
で

は
な
い

こ

と

が

示
唆
さ
れ

て

い

た

（
『
晴
明
伝

説
と

吉
備
の

陰

陽
師
』

．
．

○
〇
一

年）
。

著
者
が

、

宗
教
者
の

伝
播
説
を

否

定
は

し
て

い

な
い

が
、

一

定
の

歯
止
め

を
か

け
制
限

を
加
え
た

こ

と

は
、

研
究
史
上
の

快

挙
で

あ
ろ

う
。

　
第
三

に
、

暦
注
に

つ

い

て

の

斬

新
な

研
究
で

あ

る
。

一

方
で

暦
注
の

解

説
書
を

参
照
し

な
が

ら
、

他
方
で

膨

大
な

民
俗

調
査

報
告
書
を

博
捜
し

て
、

そ
の

間
を
つ

な

ぐ
暦
注
の

民

俗
化
の

具

体
的
な

事
例
を
し

め

し
た
こ

104（726）
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と
の

意

義
は

大
き
い

。

暦
注
の

記
載
時
期
は

、

あ
る

程
度
確
定
で

き
る
こ

と
か

ら
、

暦
注
の

民
俗
化
も

、

時
代
設
定
を
想
定
叮
能
に

な
っ

た
。

著

者

の

堤．…
雨

す
る

書
物
・

文
字
文
化
の

民
俗
化
と

い

う
視
座
は
、

暦
注
の

民
俗

化
を
対

象
に

し

た

場
合
に

も
っ

と

も
効
果
を
発

揮
し
、

実
証
的
な
資
料

的

な

裏
づ

け
を

得
る

こ

と
が
で

き
る

。

暦
注
の

研
究
が
過
去
に

生

き
た
庶

民

の

日

常
生

活
の

意
識
を
知
る

上
で

有
効
な

切
り
口

で

あ
る

こ

と
が
、

本

格

的
に

論
じ

ら

れ
た

と
い

え
よ

う
。

　

そ
れ
で

は

評
者
が

感
じ
た
疑

問
点
・

批

判
点
は

ど

こ

に

あ
る

で

あ
ろ

う

か
。

第
一

に
、

著
者
の

使
う

「

陰
陽

道
」

と
い

う
用
語
が
定

義
さ

れ

ず
に

使
わ

れ

て

い

る

点
に

あ
る

。

「

東

方
朔
」 、

大
雑
書
が、

「

陰
陽
道
書．」

で

あ
る

と
い

う
の

は
、

「

安
倍

晴
明

物
語
」

、

『

籃
籃
』

と

類
似
し
た

箇

所
が

あ
る

こ

と

が
一

つ

の

根
拠
に

な
っ

て

い

る

が
、

「

東
方

朔
」

、

大
雑

書
の

制

作
者
も

読
者
も

、

「

陰

陽
道
」

と
は

考
え
て

い

な
か

っ

た

と

思
わ

れ
る

。

い

わ
ん

や

東
北
の

民

俗
芸

能
や

南
島
の

「

陰
陽
道

系
説

話
」

で
、

当
事
者

に

「

陰
陽

道
」

の

意
識
は
な

か
っ

た

は

ず
で

あ
る

。

そ
れ

に

も
か
か
ら

ず

著
者
が

、

そ
れ

ら
を

「

陰
陽

道
」

の

知
識
だ

と

い

う
場

合
、

史
料
用
語
で

は
な

く
、

研

究
者

側
の

用

語
で

あ
る

以
ト
、

定
義
が

必

要
で

あ
ろ

う
。

「

陰
陽
道
」

の

定
義
と

そ
れ

を
成
り
立
た
せ
る

指
標
が

提
示
さ
れ
な
い

と
、

何
が

「

陰

陽
道
」

で
、

何
が

「

陰
陽
道
」

で

は

な

い

の

か
が

不
分
明
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い

。

百
科
全
書
的
な
実
用

書
で

あ
る

大
雑
書
が

「

陰
陽
道

書
」

で

あ
る

な
ら

ば
、

近
世
に
出
さ
れ
た

多
く
の

暦
注、

暦

占
い

の

解
説

書
も、

「

陰
陽
道
書
」

に

な
る

の

で

あ
ろ

う
か
。

牛
頭
天

王
が

「

陰
陽
道

の

主

祭

神
」

（

二

四
九

頁）

で

あ
る

か

ら

と
い

っ

て
、

牛
頭
天
下
に

か
か

わ
る

事
象
が
「

陰
陽

道
」

で

あ
る

と

は

言
え
な
い

。

本
書
か

ら
は

離
れ
る

が
、

牛
頭

天
王

を

祀
る

津
島
天
王

社
の

神
職
た

ち
は
、

自
ら
の

神
社
を

「

陰
陽
道
」

だ
と
は

認

識
し
て

い

な
か

っ

た
。

ま
た

陰
陽

道
宗

家
の

土

御

門

泰
福
は
、

『

籃

籃
』

に

つ

い

て

自
家
に

無

関
係
な

も
の

で
、

真
言
宗
の

僧
侶

が
創

作
し

た
も
の

だ
と

述
べ

た
（
「

秦
山

集
』

）
。

こ

の

よ

う
な

事
例

か
ら、

牛

頭
天

工
、

『

籃
籃
』

と

い

う
語
彙
が
出
て

き
た

か

ら

と
い

っ

て
、

即
「

陰
陽
道
」

だ

と

言
い

切
る

こ

と

は

危
険
で

あ
る

こ

と
が
わ
か

る
。

し

か

し
だ
か
ら

と
い

っ

て

著

者
の

「

陰
陽
道
」

の

使
い

方
が
誤

り
だ
と

評
者

は

思
っ

て

は
い

な
い

。

著
者
は
、

一
−

陰
陽

道
」

を

定
義
す
る

必

要
が

あ
る

と一、＝
口

い

た

い

の

で

あ
る

。

　

第
二

に
、

著

者
の

選

択
し

た
フ

ノ．
ー

ル

ド

の

偏
り
に

つ

い

て

で

あ
る
。

陰

陽
道
と
は
、

京
都
の

賢
族
杜
会
を
母

体
に

し
て

成
立
し

た
、

時
間
と

方

位
の

禁
忌
に

か
か

わ
る

観
念

や
行
為
と
一

応
は

言
え
る

で

あ
ろ

う
．

そ

う

で

あ
れ

ば
「

陰
陽
道
と

民
俗

事
象
と
の

関
わ

り
」

の

探
究
を

課
題
と

す
る

著
者
は
、

京

都
や

畿
内
（
歴

代
組
の

陰
陽
師
が

い

た

集
落

、

土

御
門
家
が

住
ん

で

い

た

名
田

庄
な
ど）

に

関
心
を

寄
せ
、

そ
こ

で

ブ

イ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

を
行
な
い
、

一

篇
で

あ
ろ

う
と

論
文
を
書
く
べ

き
で

あ
っ

た
。

遠

隔
地

で

あ

る
東

北、

南

島
の

事
例
と

と

も
に
、

畿
内
の

事

例
が

積
み

重

な

れ

ば
、

「

陰
陽
道
と

民

俗
事
象
と
の

関
わ

り
」

の

研
究
は

、

地

域
の

多
様
さ

と
と

も
に
、

課
題
に

含
ま
れ

る
難
し

さ

や
奥
行
き
を

明
ら
か

に

で

き
た
の

で

は

な
か

ろ

う
か

。

　

第
三

に
、

評
者
が
本

書
の

中
で

も
っ

と

も

評
価
す
る

の

は
、

第
−

部
、

第
H
部
第
六

章
で

あ
る

が
、

こ

れ

ら

の

内

容
は

、

「

陰
陽
道
」

と
い

う
よ

り、

暦
注
の

解
説
書、

暦
占
い

の

書
物
を
扱
い
、

暦
注
の

民
俗
化
し
て

い

く
過
程
を
丁

寧
に

描
い

た

「

暦
」

の

研
究
で

あ
る

。

私
見
に

よ
れ

ば
、

室

町
時
代
に

地

方
暦
が
制
作
さ
れ

て

広

く
流
通
し
て

、

暦
を

見
て

生

業
や
生

活
の

指
針
と
し

て

生

き
る

庶

民
が

出
て

き
て、

そ
れ
に

応
じ
て

暦
注

や
暦

（727）105
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占
い

に

関

す
る

書
物
の

需
要
が

高
ま
っ

た
。

「

東

方
朔
」

や

大
雑
書
は
、

そ
の

先

駆

的
な

も
の

で

あ
っ

た
。

幕
府
の

天

文
方
が

制

作
し

た

暦
も
、

種
々

の

暦
注
を

満
載
し

て

い

た

ゆ

え
に

、

庶
民
の

暦
注
へ

の

関
心
は

、

近

世
を

通
じ

て

持
続
し
て

、

膨

大
な
暦
注
や

暦
占
い

に

関
す
る

書
物
を
生

み

出
し

て

い

っ

た
。

こ

の

よ

う
な

流
れ

を

念
頭
に

お

け
ば

、

著
者
の

研

究

は
、

「

陰

陽
道
」

の

民

俗
学
的

研
究
で

は

な

く
「

暦
」

の

民
俗
学
的
研

究

と
し
て

理

解
す
べ

き
で

あ
る

。

　
本

書
を

読
み
、

著

者
が

い

か

に

民
俗

学
の

立

場
を

維
持
し
て

、

民
俗
学

の

王

道
を

歩
ん

で

い

る

か

と
い

う
こ

と
と

、

民
俗
学
の

外
に

自
ら
を

投
企

し
て

、

広
い

学
術
の

肚
界
（
と

く
に

円

本
史
学、

文
学
研
究）

と
の

交
流

に
身
を
さ
ら
し

て

き
た

の

か
と
い

う
こ

と
を

知
る

こ

と

が
で

き
た

。

相
反

す
る
志
向

性
が

本
書
に

も
刻

印
さ

れ
て

い

て
、

斬
新
さ
と

古
風
さ、

工

道

と

周

縁
、

過
去
と

現
在
が
せ
め

ぎ
あ
っ

て

い

る
。

暦
占
い

、

暦
注
の

知

識

が
も
つ

文

化
史
的
な
意
義
を

確
認
さ
せ

た
点
で

、

そ
し
て

書
物
の

民
俗
化

と

い

う
コ

ペ

ル

ニ

ク
ス

的
な

転
換
を、

身
を
も
っ

て

示
し
た

点
で
、

本
書

の

価
値
は

限
り
な

く
大
き
い
。

あ
と

が
き
に

お

い

て

本

書
は
、

恩

師
で

あ

る
宮
出
登
に

捧
げ
ら
れ
て

い

る
。

宮
田
に

学
び

、

宮
田

民
俗
学
を
こ

え
た

研
究

者
と
し

て

著
者
の

名
前
は

、

民
俗

学
の

長
い

歴
史
に

刻
ま
れ
る

こ

と

に
な
ろ

う
。

川

村
清
志
著

『

ク

リ

ス

チ
ャ

ン

女
性
の

生

活
史

　

　
　

　

「

琴
」

が

歩
ん

だ
日

本
の

近
・

現
代

』

　
青
弓
社

二

〇

＝
年
一

月
二
一

日
刊

四

六

判

　
二

九
二

頁

　
二

〇

〇
〇

円
＋

税

川

　
又

　
俊
　
則

　
キ

リ
ス

ト
教

研
究
者
で

は

な
い

著
者
が

非
宗
教
出
版
社
で
一

般
向
け
に

刊
行
し

た

本
書
を
、

『

宗
教
研

究
』

誌
「

書
評
と

紹
介
」

欄
で

取

り
上

げ

る

こ

と
は
、

た
い

へ

ん

喜
ば

し
い

。

評
者
に

任
じ

ら
れ

た
こ

と
を

光
栄
に

思
い
、

微
力
で

は

あ
る

が
、

以
下
の

記
述
を

持
っ

て

任
を
果
た
し
た
い

。

序
　
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

第
6
章

終
　
章

ラ

イ
フ

ヒ

ス

ト

リ

ー

と
い

う
物
語

出
生
か
ら

入
信
ま
で

信
仰

結
婚

牧
師
の

妻

戦
争
の

闇、

栄
の

出

征
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