
故
郷
と
田
舎

i
山
形
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
一
考
察

は
じ
め
に

l
民
俗
学
に
お
け
る
「
ふ
る
さ
と
」
研
究

一
九
九
五
年
秋
の
日
本
民
俗
学
会
年
会
に
お
け
る
公
開
テ
i
マ
講

演
は

7
故
郷
d

を
問
う
」
と
い
う
テ
i
マ
で
開
催
さ
れ
、
そ
の
記
録

が
学
会
誌
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
も
ま
た
、
安
井
異
奈
美
氏
も
「
ふ

る
さ
と
」
研
究
に
関
す
る
論
文
を
記
さ
れ
た
が

q
そ
の
注
を
一
見
す

れ
ば
、
た
い
へ
ん
数
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
民
俗
学
に
存
在
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
.
こ
の
公
開
テ
l
マ
講
演
を
傍
聴
し
て
い
た
筆

者
に
と
っ
て
、
い
ま
ひ
と
つ
か
み
合
わ
な
い
議
論
(
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

形
式
の
常
で
は
あ
る
が
)
と
、
「
ふ
る
さ
と
」
研
究
に
関
す
る
民
俗
学

の
論
文
の
多
く
に
、
違
和
感
を
抱
い
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

こ
の
公
開
テ
!
マ
講
演
に
お
い
て
、
講
演
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た

倉
石
忠
彦
氏
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
「
都
市
の
田
舎
者
に
と
っ
て
の
根
っ

こ
が
故
郷
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
に
筆
者
の
違
和
感
の
所
以
を
見
い

だ
し
た
気
が
す
る
。

故
郷
と
田
舎
I
山
形
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
一
考
察

u.r 
正王

鼻

通

明

す
な
わ
ち
、
従
来
の
「
ふ
る
さ
と
」
研
究
は
、
地
方
(
も
し
く
は

村
落
)
出
身
者
の
都
市
に
お
け
る
立
場
を
立
脚
点
と
す
る
も
の
が
圧

倒
的
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
口
移
動
そ
の
も
の
は
双
方

向
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
都
市
出
身
者
で
地
方
生
活
者
も
存
在
す
る

わ
け
で
あ
る
。

実
は
、
筆
者
自
身
が
大
阪
出
身
で
あ
り
、
山
形
に
十
数
年
来
居
住

す
る
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
感
じ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
従
来
の

「
ふ
る
さ
と
」
研
究
と
は
逆
の
視
点
か
ら
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
の

思
い
が
本
稿
の
契
機
と
な
っ
た
。
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山
形
市
は
都
会
か
田
舎
か

県
庁
所
在
地
と
し
て
の
山
形
市
は
、
都
会
か
田
舎
か
と
い
う
判
断

基
準
が
難
し
い
と
い
え
よ
う
。
筆
者
の
所
属
す
る
大
学
の
学
生
に
と
っ

て
も
、
大
都
市
圏
出
身
者
は
何
も
な
い
田
舎
だ
と
感
じ
る
し
、
地
方

の
小
都
市
や
村
落
地
域
出
身
者
に
と
っ
て
は
都
会
だ
と
感
じ
る
と
い



う
両
義
的
存
在
と
な
る
。

し
か
し
、
山
形
新
幹
線
開
業
時
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
ど
う
見
て

も
山
形
を
都
会
と
は
表
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
田
舎
の

雰
囲
気
た
っ
ぷ
り
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
連
日
、
山
形
の
テ
レ
ビ
局
か

ら
も
流
さ
れ
て
い
た
記
憶
が
よ
み
が
え
る
。

さ
て
、
山
形
新
幹
線
が
一
九
九
九
年
十
二
月
に
新
庄
ま
で
延
伸
さ

れ
る
が
、
こ
の
資
金
に
は
県
民
の
税
金
が
も
っ
ぱ
ら
投
入
さ
れ
て
い

る
。
再
び
、
大
都
市
圏
の
乗
客
を
当
て
込
ん
だ
山
形
新
幹
線
開
業
時

と
同
様
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

が
、
受
益
者
が
県
民
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
山
形
新
幹
線
に

大
量
の
県
民
の
税
金
を
投
入
す
る
こ
と
、
が
果
た
し
て
妥
当
な
の
、
だ
ろ

う
か
も

も
ち
ろ
ん
、
観
光
業
を
は
じ
め
と
し
て
県
内
に
一
定
の
利
益
が
入

る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、

J
R
当
局
に
す
ら
、
黒
字
に
な
る
ま
で
に

は
三
十
年
か
か
る
と
言
わ
せ
る
山
形
新
幹
線
の
新
庄
延
伸
に
、
い
っ

た
い
ど
の
程
度
の
波
及
効
果
、
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
見
で
は
、
次
章
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
山
形
は
東
京
か
ら
一
番

近
い
田
舎
で
あ
る
と
い
う
点
が
東
京
人
の
抱
く
山
形
に
対
す
る
地
域

イ
メ
ー
ジ
と
い
え
よ
う
。
山
形
新
幹
線
開
業
時
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、

そ
の
よ
う
な
東
京
人
の
心
を
刺
激
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
山
形
県
内
で
も
、
最
上
地
域
は
観
光
的
に
も
空
白
地

帯
で
あ
り
、
地
域
イ
メ
ー
ジ
が
希
薄
で
あ
る
。
山
形
新
幹
線
の
新
庄

延
伸
に
た
い
す
る
不
安
感
は
そ
こ
に
あ
る
。

映
画
に
み
る
山
形
の
地
域
イ
メ
ー
ジ

上
述
の
私
見
を
裏
付
け
る
材
料
と
し
て
、
三
つ
の
映
画
と
ひ
と
つ

の
漫
画
を
紹
介
し
た
い
。
ま
ず
は
、
数
年
前
に
ヒ
ッ
ト
し
た
「
S
h

a
l
l
w
e

ダ
ン
ス
?
」
(
一
九
九
六
年
)
を
取
り
上
げ
よ
う
。

こ
の
映
画
に
は
、
山
形
市
出
身
の
女
優
で
あ
る
渡
辺
え
り
子
が
出

演
し
て
い
る
。
彼
女
は
山
形
県
内
で
は
「
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
」
有

名
人
で
あ
る
が
、
彼
女
や
伴
淳
三
郎
、
ケ
ー
シ
ー
高
峰
、
あ
き
竹
城
、

ウ
ド
鈴
木
と
県
内
出
身
の
タ
レ
ン
ト
の
名
前
を
列
挙
す
れ
ば
、
い
ず

れ
も
田
舎
臭
さ
を
売
り
物
に
し
て
い
る
こ
と
に
容
易
に
気
が
付
く
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
タ
レ
ン
ト
た
ち
も
ま
た
、
東
京
か
ら
一
番
近
い
田

舎
と
い
う
山
形
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
ゃ
つ
く
り
に
貢
献
し
て
き
た
と
い
え

ト
j
h
h

フ。

。。FO 

こ
の
映
画
「
S
h
a
l
l
w
e

ダ
ン
ス
?
」
は
ア
メ
リ
カ
で

も
大
ヒ
ッ
ト
し
た
そ
う
だ
が
、
何
か
の
記
事
で
、
渡
辺
え
り
子
の
出
演

場
面
が
大
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
と
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
ん
で

も
、
い
わ
ゆ
る
オ
バ
タ
リ
ア
ン
は
ア
メ
リ
カ
に
は
存
在
し
な
い
の
で
、

理
解
困
難
な
場
面
が
大
幅
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
記
憶
す
る
が
、
筆
者
の
憶
測
で
は
、
い
わ
ば
差
別
的
表
現
と
ア
メ
リ

カ
人
が
み
な
し
た
場
面
、
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



す
な
わ
ち
、
そ
の
背
後
に
は
「
山
形
」
と
い
う
地
域
と
「
山
形
人
」

と
い
う
住
民
に
対
す
る
差
別
感
(
東
京
人
か
ら
す
れ
ば
優
越
感
)
が

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ω
。
こ
れ
ら
の
タ
レ
ン
ト
た
ち

は
、
い
わ
ば
差
別
さ
れ
る
「
山
形
人
」
の
代
表
な
の
で
あ
る
が
、
逆

に
故
郷
で
は
、
東
京
で
功
な
り
名
を
遂
げ
た
「
山
形
人
」
が
優
遇
さ

れ
る
と
い
う
両
義
性
を
有
し
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
よ
り
し
ば
ら
く
前
に
公
開
さ
れ
た
ア
ニ
メ

映
画
の
「
お
も
ひ
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
(
一
九
九
一
年
)
で
あ
る
。
こ
の
映

画
は
都
会
人
の
女
性
が
紅
花
栽
培
で
有
名
な
山
形
市
高
瀬
地
区
の
男

性
と
恋
に
落
ち
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
東
京
か
ら
一
番
近
い
田

舎
と
い
う
地
域
イ
メ
ー
ジ
を
た
い
へ
ん
上
手
に
描
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
い
わ
ば
、
都
会
で
見
失
っ
た
も
の
を
田
舎
で
取
り
戻
す
と
い

う
舞
台
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
山
形
の
景
観
を
効
果
的
に

演
出
し
た
名
作
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
一
九
九
四
年
の
山
形
国
体

と
山
形
新
幹
線
開
業
に
と
も
な
う
開
発
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ

た
景
観
も
少
な
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
映
画
が
地
元
の
山
形
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
と
い
う

話
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
む
し
ろ
、
都
会
人
か
ら
好
評
を
得
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
映
画
の
前
作
、
が
、
あ
の
「
と
な
り
の
ト
ト

主
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
失
わ
れ
た
武
蔵
野
の
景
観
が
舞
台
と
な
っ

て
い
た
の
が
、
こ
の
映
画
で
は
現
存
す
る
山
形
の
景
観
が
舞
台
と
し

て
使
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
の
景
観
を
描
い
た
と
い
う
面
で
、

故
郷
と
田
舎
i

山
形
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
一
考
察

連
続
性
の
あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
国
・
香
港
共
同
制
作
の
「
南
京
1
9
3
7
」
(
一
九
九

五
年
)
に
も
、
意
外
な
場
面
で
「
山
形
」
が
登
場
す
る
。
主
人
公
の

中
国
人
医
師
・
成
賢
と
日
本
人
妻
・
理
恵
子
が
、
国
際
安
全
区
め
ざ

し
て
避
難
中
に
日
本
兵
に
発
見
さ
れ
る
。
成
賢
の
出
身
地
を
関
わ
れ

た
際
に
、
「
私
の
里
は
、
」
と
言
い
か
け
た
の
を
さ
え
ぎ
っ
て
東
京
出

身
の
理
恵
子
は
と
っ
さ
に
「
山
形
で
す
。
主
人
は
口
べ
た
な
も
の
で

す
か
ら
」
と
ご
ま
か
す
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
兵
は
「
山
形
で
も
、

斗
ん
な
き
れ
い
な
奥
さ
ん
を
も
ら
え
る
ん
で
す
か
」
と
答
え
た
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
山
形
の
地

域
イ
メ
ー
ジ
は
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
(
お
そ
ら
く
は
、
東

京
人
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
で
は
あ
ろ
う
が
)
。

最
後
に
、
漫
画
の
「
Y
A
W
A
R
A
-
-
」
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。

主
人
公
の
猪
熊
柔
の
恋
人
(
ラ
ス
ト
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
が
)

で
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
の
記
者
、
が
山
形
県
出
身
(
村
上
山
村
と
い
う

架
空
の
地
名
で
は
あ
る
が
、
内
陸
の
村
山
地
方
を
想
起
さ
せ
る
)
と

い
う
設
定
で
、
ド
ジ
で
鈍
感
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
こ
れ

も
ま
た
、
東
京
人
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
と
い
え
よ
う
。

nv 

F
h
u
 

お

わ

り

人
文
主
義
地
理
学
者
の
イ
l
フ
l
・
ト
ゥ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
都
市



の
本
質
的
な
特
徴
は
「
自
然
か
ら
の
距
離
」
で
あ
り
、
農
業
か
ら
の

分
離
・
冬
の
文
化
的
な
生
活
・
夜
の
征
服
と
い
う
三
点
に
ま
と
め
ら

れ
る
と
い
う

t
雪
国
の
山
形
市
を
例
に
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
れ

ば
、
ま
だ
ま
だ
都
市
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ト
ヮ
ア
ン
の
提
言
は
都
市
民
俗
学
の
研
究
対

象
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
民
俗
学
と
い
う

分
野
が
登
場
し
て
久
し
い
が
、
分
析
の
枠
組
み
が
ま
だ
ま
だ
限
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
り
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要

と
さ
れ
よ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。

注
。
倉
石
忠
彦
他
「
特
集
日
第
U
回
日
本
民
俗
学
会
年
会
公
開
テ
!
マ

講
演

7
故
郷
H

を
問
う
」
」
日
本
民
俗
学
二

O
六
、
一
九
九
六
年
。

幻
安
井
異
奈
美
「
「
ふ
る
さ
と
」
研
究
の
分
析
視
角
」
日
本
民
俗
学

二
O
九
、
一
九
九
七
年
。

幻
岩
鼻
通
明
「
東
北
地
方
に
お
け
る
高
速
交
通
網
の
整
備
と
課
題

(
発
表
要
旨
)
」
季
刊
地
理
学
五

O
i
一
、
一
九
九
八
年
。

心
千
田
稔
「
「
都
」

i
「
都
」
関
係
の
構
造
」
地
理
三
七
l
九
、
一

九
九
二
年
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
を
着
想
し
た
の
は
、
一
九
九
八
年

六
月
に
東
京
学
芸
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
歴
史
地
理
学
会
大
会

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
都
市
・
村
落
論
再
考
」
に
お
け
る
千
田
稔
氏
の

報
告
「
日
本
に
お
け
る
ヰ
ナ
カ
(
田
舎
)
の
成
立
」
と
討
論
に
際
し

て
で
あ
っ
た
。
そ
の
討
論
で
は
、
田
舎
へ
の
差
別
感
の
有
無
が
論
議

の
対
象
と
な
っ
た
が
、
筆
者
は
差
別
感
の
存
在
を
前
提
と
す
る
千
田

氏
の
立
場
に
同
調
す
る
も
の
と
し
て
、
本
稿
を
構
想
し
た
。

日
浦
沢
直
樹
『
Y
A
W
A
R
A
-
-
』
二
十
二
、
小
学
館
、
一
九
九

二
年
。

的
山
田
晴
通
「
田
舎
と
都
会
の
問
、
あ
る
い
は
『
あ
の
日
の
僕
を
さ

が
し
て
』
を
み
て
」
地
理
三
七
l
九
、
一
九
九
二
年
。
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