
民俗学 

１３．（とりあえずの）まとめ 

菊地暁 

＊「私（たち）」が「資（史）料」である。 

 

＊「日常」や「人々」を軽んじてはいけない。それらを軽んじる者を信用しないほうがいい。 

 

＊（学問的）「概念」「方法」「理論」は「道具」である。 

 

＊「事実」は「一般的」だろうが「例外的」だろうが「事実」である。 

 

＊「日本」は（も）「広い」。 

 

＊古今東西貴賎男女、人々の生き方、くらし方は多様であり、かつ、相応の存在理由がある。 

 

＊ただ、かつて存在理由のあった生き方、くらし方が、いまなお存在理由があるとは限らない。 

 

＊ヒトは「中途半端に賢い生き物」である。 

 

＊ヒトの能力と欲望の間にはギャップがある。そのギャップに「呪術／宗教」や「ものがたり」が発生する。 

 

＊「中途半端に賢い」のは（おおむね）「ことば」のはたらきである。その「ことば」とは「恣意的」だ。 

 

＊「ことば」のはたらきが「しきたり（ルール）」を可能にする。 

 

＊「しきたり」は「自然」に制約されない。なので、しばしば自由に展開し、時に、ヒトの生存を疎外する。 

 

＊そうした「しきたり」の一つが「資本主義」。それは利便とともに多くの「生き辛さ」ももたらしている。 

 

＊「生き物の時間」と「資本の時間」は違う。 

 

＊そして、ヒトは「中途半端に賢い生き物」としてこれからも迷い続ける。 

 

＊人々の来し方行く末を身の回りの生活事実から考え直す「民俗学」は、「迷い方」の一つかもしれない。 

 

＊「民俗学」は「学問分野 discipline」ではないのかもしれない。それでかまわないのかもしれない。 

 



ら
ざ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
日
本
民
俗
学
の
如
き
は
、
ま
さ

し
く
そ
の
亜
要
な
る
一
科
Ｈ
で
あ
り
ま
す
。

歴
史
は
以
前
の
世
の
中
に
於
て
は
、
肌
諮
礎
州
の
学
問
と
認
め
ら
れ

て
居
り
ま
し
た
。
所
謂
草
葬
の
士
の
地
位
も
権
能
も
無
い
者
が
、
た
ま

た
ま
其
知
識
を
修
得
し
ま
す
る
と
、
往
女
に
し
て
憂
憤
し
、
又
危
言
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
や
時
代
は
一

変
致
し
ま
し
た
。
歴
史
を
万
人
必
須
の
普
通
学
と
定
め
ら
れ
た
朝
廷
の

思
し
召
し
は
、
予
め
一
）
の
現
代
の
政
体
に
備
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

個
盈
の
政
策
は
技
術
で
あ
り
、
又
各
人
の
考
案
で
あ
り
ま
し
て
、
是
が

相
競
ひ
相
争
ふ
の
は
、
些
し
で
も
不
思
議
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
を
判
別
し
取
総
す
る
の
が
政
治
で
、
其
権
能
は
我
点
に
も
附
与
せ
ら

れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
は
や
く
教
育
に
よ
っ
て
正
し
い
判
断
を
す

る
途
を
授
け
な
い
限
り
、
悪
人
で
無
く
と
も
屡
女
失
敗
し
ま
す
。
選
挙

が
粛
正
を
必
要
と
す
る
な
ど
は
、
言
は
ぜ
一
剛
の
学
問
の
恥
で
あ
り
ま

す
。
地
理
が
我
女
の
今
居
る
場
所
を
意
識
せ
し
め
る
様
に
、
歴
史
は
今

円
が
如
何
な
る
時
で
あ
る
か
を
、
明
確
に
会
得
せ
し
む
べ
き
役
目
を
持

っ
て
居
り
ま
す
。
古
今
を
一
貫
し
て
変
ら
な
い
も
の
は
、
実
は
歴
史
よ

り
上
で
あ
り
ま
す
。
人
生
の
森
羅
万
象
は
変
っ
て
止
ま
ず
、
又
時
と
Ｌ

も
に
複
雑
に
な
っ
て
来
る
故
に
、
之
を
学
ぶ
必
要
が
愈
女
痛
切
な
の
で

あ
り
ま
す
。
変
ら
ず
に
は
到
底
す
ま
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

伴
な
う
て
わ
ざ
と
変
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
沢
山
に
あ
り
ま
す
が
、

な
ほ
其
れ
以
外
に
不
本
意
な
る
変
化
、
も
し
く
は
改
良
の
失
敗
と
も
名

‘，

例
神
風
回
昂
進
渉
醐

こ
の
講
習
会
は
、
ｎ
本
と
し
て
も
妓
初
の
企
て
§
あ
り
ま
す
。
将
来

多
分
は
大
阪
の
鵬
史
の
上
に
、
記
念
せ
ら
れ
る
出
来
郡
の
一
つ
と
な
る

で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
其
会
場
に
は
、
他
に
も
適
当
な
場
所
を
慨
話

し
よ
う
と
、
親
切
に
言
っ
て
下
さ
っ
た
方
も
あ
り
ま
し
た
が
、
我
女
は

な
ほ
是
非
と
も
こ
の
懐
徳
堂
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
存
じ
ま
し
て
、
無

理
に
願
っ
て
愛
を
拝
惜
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
懐
徳
堂
の
山
来
に

就
い
て
は
、
皆
様
の
方
が
私
よ
り
も
よ
く
知
っ
て
居
ら
れ
ま
す
。
是
は

こ
の
大
都
市
に
於
け
る
、
平
民
の
学
問
の
発
祥
地
な
の
で
あ
り
ま
す
。

国
中
有
数
の
家
庭
の
子
を
集
め
て
、
未
来
の
学
者
を
養
成
し
よ
う
と
い

ふ
或
業
で
は
無
く
、
弘
く
一
般
の
市
民
に
時
世
を
見
る
の
明
を
与
へ
、

単
に
字
を
識
り
書
を
読
む
能
力
以
上
に
、
物
の
道
理
の
わ
か
る
人
を
、

出
来
る
だ
け
多
く
造
る
こ
と
が
、
創
立
者
の
意
図
で
あ
り
ま
し
た
。
私

な
ど
は
こ
Ｌ
を
去
る
こ
と
三
十
里
の
土
地
に
、
竹
山
腹
軒
二
先
生
の
時

よ
り
は
、
又
三
代
も
後
に
生
れ
た
者
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
此
悶
縁

の
下
に
、
間
接
に
深
い
感
化
を
受
け
て
居
り
ま
す
。
社
会
に
尽
さ
う
と

せ
ら
れ
た
前
賢
の
遺
蹟
は
継
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
代
の
教
育

は
大
い
に
進
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
な
ほ
幾
つ
か
の
求
め
て
未
だ
備
は

づ
く
べ
き
も
の
が
、
見
て
行
く
と
よ
ほ
ど
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

之
を
見
究
め
る
方
法
を
少
し
も
知
ら
な
い
や
う
で
は
、
安
心
し
て
一
歩

で
も
、
未
来
に
足
を
踏
入
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
如

何
な
る
方
法
が
今
Ｈ
よ
り
以
上
に
、
こ
の
現
世
の
疑
問
を
解
く
こ
と
に

有
効
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
を
Ⅱ
水
民
俗
学
が
考
へ
て
見
よ
う
と
し
て
居

る
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
が
今
で
無
い
こ
と
を
知
る
だ
け
な
ら
ば
好
奇
心

で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
日
本
が
ど
の
点
に
於
て
、
昔
の
Ｈ
本
と
ち
が
ふ

か
を
具
体
的
に
学
募
こ
と
は
、
実
際
生
活
上
の
必
要
で
あ
り
ま
す
。

諸
蒋
を
こ
の
一
つ
の
専
門
に
引
込
む
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
分
ど
も

の
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
側
的
は
今
ま
で
世
に
知
ら
れ
て
居
る
一
通

り
の
学
科
だ
け
で
、
日
に
踏
ん
で
行
く
一
国
の
生
存
が
、
支
持
し
て
行

け
る
と
い
ふ
安
心
は
出
来
ぬ
こ
と
を
、
明
か
に
し
た
い
為
で
あ
り
ま
す
⑤

若
い
一
つ
の
新
興
学
問
も
、
必
要
は
既
に
あ
っ
て
久
し
く
欠
け
て
居
た

も
の
で
、
決
し
て
屋
上
に
屋
を
種
ふ
や
う
な
、
余
分
の
仕
或
で
無
い
こ

と
を
認
め
て
も
ら
ひ
た
い
為
で
あ
り
ま
す
。
知
識
に
は
一
つ
と
し
て
無

用
の
も
の
は
無
い
と
は
言
ひ
な
が
ら
も
、
其
内
に
は
お
の
づ
か
ら
緩
急

の
差
が
あ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
我
を
日
本
人
の
埋
も
れ
た
る
前
代
生
活

の
中
か
ら
、
眼
の
前
の
愁
ひ
と
悩
み
、
今
に
解
き
終
ほ
せ
な
い
さ
ま
ざ

ま
の
疑
惑
の
、
起
り
を
見
つ
け
出
さ
う
と
い
ふ
願
ひ
な
ど
は
、
特
に
需

要
の
最
も
切
迫
し
た
も
の
か
と
忠
ひ
ま
す
。
そ
れ
を
肌
か
に
す
る
手
段

が
、
無
け
れ
ば
致
し
方
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
弦
に
一
つ
の
有
望
な
る
途

が
あ
る
と
知
っ
た
以
上
、
そ
れ
を
同
胞
に
向
っ
て
熱
心
に
説
か
う
と
す

政
治
教
育
の
為
に

Ⅲ
本
民
俗
学
二
十
五
回
連
続
講
習
会
開
会
の
辞

１月ｲ１１１１年１１」
fｆ９Ｊ

る
の
は
、
洲
然
の
人
情
で
あ
り
ま
す
。
諸
荊
は
翼
は
く
は
平
静
に
識
淡

若
の
言
葉
を
味
は
っ
て
、
学
問
に
ま
だ
広
女
と
し
て
未
開
妬
の
原
野
が

あ
り
、
人
は
雌
を
耕
し
転
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
幾
ら
で
も
よ
り

賢
一
）
く
、
従
っ
て
又
よ
り
幸
福
に
な
り
得
る
見
込
が
あ
る
》
）
と
を
会
得

し
て
い
た
ご
き
た
い
。
知
識
が
人
を
寂
し
く
し
、
又
悲
し
ま
せ
る
時
代

は
も
う
過
ぎ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
以
前
は
そ
れ
を
仙
に
施
す
途
が
限
局

せ
ら
れ
、
只
今
は
既
に
自
由
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
学
問
に

対
す
る
若
干
の
信
頼
、
之
に
依
っ
て
人
生
を
明
朗
な
ら
し
め
よ
う
と
す

る
希
望
と
計
画
、
是
が
諸
君
に
対
す
る
第
一
次
の
期
待
で
あ
り
ま
す
。

一
一
箇
年
各
二
十
五
回
の
連
統
洲
淡
は
、
大
体
に
間
題
の
全
幅
を
蔽
ふ
に

足
る
と
恩
ひ
ま
す
が
、
な
ほ
聴
衆
の
意
向
に
よ
っ
て
、
変
更
増
減
を
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
段
盈
と
御
懇
意
に
な
っ
て

遠
慮
の
無
い
批
判
や
御
注
文
を
、
承
は
る
や
う
に
し
た
い
も
の
だ
と
思

っ
て
居
り
ま
す
。
（
大
意
）

〔
編
輯
者
附
記
〕
以
上
の
文
は
柳
川
岡
男
先
生
に
乞
ひ
去
る
九
月

十
九
日
、
別
掲
の
Ⅱ
水
民
俗
学
第
二
十
五
回
連
続
講
習
会
に
於
け

る
、
御
講
演
の
大
意
を
御
筆
録
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
近
畿
民
俗
』
節
一
巻
鮒
五
妙
、
昭
和
一
一
年
一
一
列
一
Ⅱ
、
近
縦
雌

俗
学
会

草
畠
一
五
馴
凸
ｒ
別
．
、
邑
型
ユ
ロ
輯
鞍
印
ｎ
Ｊ

Ｆ

＃
奪
拳
誤
駈
“
孔
留
ｌ
Ｌ
，
け
．
．
Ｉ
●
．
Ｌ
●
ｒ
１
Ｉ
ｐ
１
‐
１
噸
霊


	まとめⅡ.pdf
	まとめ_資料_政治教育の為に.pdf

