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民
俗
学
と
人
文
地
理
学
の
狭
間
に
立
っ
て

148 

ー
ー
沖
縄
研
究
に
想
う
｜
｜

Jll 

徹

本
日
の
演
題
を
構
想
す
る
に
当
っ
て
、
演
者
で
あ
る
私
は
、
そ
ぞ
ろ
四
十
余
年
の
背
を
想
起
し
て
い
た
臼
会
場
の
方

方
の
ほ
と
ん
ど
は
ご
存
知
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
昭
和
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
に
は
、
佐
々
木
彦

一

郎
の
論
文
「
人
文
地
理
学
と
民
俗
学
の
境
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
民
俗
学
研
究
』
に
つ
い
て
は
、
専
門
の
方
な
ら
ば
周
知
の
こ
と
と
思
う
が
、

一
般
の
来
聴
者
の
た
め
に
ひ
と
一五

説
明
し
て
お
く
。
昭
和
九
年
の
夏
、
柳
田
国
男
の
還
暦
を
一
記
念
す
る
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
講
演
者
の
顔
ぶ
れ
に
は
、

柳
田
自
身
の
他
、
折
口
信
夫
・
金
田
一
京
助
な
ど
当
代
の
学
者
が
顔
を
揃
え
た
が
、
そ
の
な
か
に
混
っ
て
、
沖
縄
を
代

表
す
る
伊
波
普
猷
の
名
も
見
え
た
。
伊
波
の
演
題
は
「
南
島
稲
作
行
事
採
集
談
」
u

談
と
あ
る
が
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
は
沖
縄
稲
作
農
耕
儀
礼
の
体
系
的
な
分
析
で
あ
り
、
彼
の
学
問
的
業
績
の
な
か
で
も
一
き
わ
鮮
や
か
な
子
ノ
星
と

輝
く
傑
作
で
あ
り
、
当
時
、
こ
れ
に
比
一周
さ
れ
る
べ
き
業
績
は
本
土
で
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し



て
お
き
た
い
。
以
上
の
方
々
の
他
は
、

一
応
、
柳
田
の
弟
子
に
当
る
ま
だ
若
い
研
究
者
た
ち
で
、
そ
の
桜
田
勝
徳
・
関

敬
吾
・
大
間
知
篤
三
・
橋
浦
泰
雄
・
最
上
孝
敬
な
ど
に
混
っ
て
、
佐
々
木
彦
一
郎
が
翠
場
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
学
問
と
し
て
の
民
俗
学
は
、

ま
さ
に
こ
の
時
誕
生
し
た
の
で
あ
り
、
『
日
本
民
俗
学
研
究
』

D
1リ
一T
J

f
h
V
1
1，ノッ
1

は
な
が
く
記
念
さ
れ
る
に
価
し
よ
う
。
で
は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
時
に
当
っ
て
、
筆
者
で
あ
る
私
と
立
場
を
同
じ
う
す

る
佐
々
木
は
何
を
語
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

余
談
な
が
ら
付
け
加
え
て
お
く
と
、
当
時
佐
々
木
は
、
私
が
学
生
と
し
て
在
籍
す
る
地
理
学
教
室
の
助
手
で
あ
り
、

私
は
日
常
そ
の
言
動
に
接
し
、
指
導
を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。
佐
々
木
は
そ
の
後
間
も
な
く
翌
々
十
一
年
四
月
、
三

十
五
歳
で
天
折
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
か
ら
思
え
ば
、
年
齢
的
に
も
大
き
く
距
つ
て
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

当
時
、
東
大
の
助
手
と
い
え
ば
社
会
的
地
位
も
現
代
と
は
格
段
に
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
私
ら
に
と
っ
て
も
大
先
輩

と
み
え
た
。
事
実
、
私
な
ど
の
民
俗
学
的
採
集
ハ
こ
れ
を
当
時
は
採
訪
と
い
っ
て
い
た
）
に
は
、

佐
々
木
か
ら
受
け
た
影

響
が
あ
と
あ
と
ま
で
残
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
聴
朱
の
な
か
で
佐
々
木
の
演
題
に
も
っ
と
も
期
待
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ

私
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
は
予
期
し
た
ほ
ど
手
答
え
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
佐
々
木
は
、
人
文
地
理

学
と
民
俗
学
の
両
面
に
わ
た
る
性
質
の
事
象
を
数
え
あ
げ
、
こ
れ
に
関
連
し
た
内
外
の
業
績
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
な
ぜ
そ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て
両
者
が
関
連
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
両
つ
の
学
問
に
関
連
す
る
こ
れ
ら
事

象
が
な
ぜ
取
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
課
題
に
つ
い
て
、
佐
々
木
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
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て
い
な
い
。
実
は
、

今
回
の
講
演
に
際
し
て
、

念
の
た
め
、
「
人
文
地
理
学
と
民
俗
学
の
境
」
を
再
読
し
て
み
た
の
で

150 

あ
る
が
、
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

職
業
と
し
て
は
明
白
に
地
理
学
の
側
に
院
か
れ
、
学
問
的
関
心
の
点
で
は
民
俗
学
に
属
し
た
佐
々
木
は
、
両
者
の
関

係
の
問
題
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
点
が
陵
昧
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

の
は
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
た
、
い
さ
さ
か
穿
ち
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
、
彼
の
そ
の
立
場
の
故

に
慎
重
で
あ
り
す
ぎ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
当
時
の
情
況
も
、
私
は
ま
っ
た
く
知
ら
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
文
地
理
学
と
民
俗
学
の
両
者
に
関
心
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
悩
ん
で
い
た
｜
｜
当
時
の
佐
々

木
彦
一
郎
の
立
場
は
、

そ
の
後
の
私
自
身
の
立
場
で
も
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
に
み
ら
れ
る
歯

切
れ
の
思
さ
を

一
途
に
批
判
す
る
気
持
ち
に
は
な
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
心
情
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
際
、
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
人
文
地
理
学
と
民
俗
学
の
二
つ
に
、
あ
ん
な
に
ま
で
こ
だ
わ
る

必
要
は
、
も
と
も
と
、
ど
こ
に
も
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
人
文
科
学
の
照
史
を
一
見
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
、

両
者
は
本
来
あ
い
関
連
し
て
発
注
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
科
学
的
対
象
自
身
が
も
っ
性
質
か
ら
の
当
然
の
成
り
行
き

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
が
別
々
の
学
問
で
あ
る
と
す
る
概
念
、
そ
れ
故
、
共
通
の
領
域
で
作
業
す
る
こ
と
を
何
か
自

他
と
も
に
色
め
だ
て
す
る
意
識
、
そ
れ
は
、
本
来
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
点
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
私
の
乏
し
い
体
験
を
お
伝
え
す
る
迂
同
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



齢
六
十
に
な
ん
な
ん
と
し
て
、
私
は
始
め
て
海
外
渡
航
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
ο

夢
の
よ
う
な
経
験
で
あ
り
、
そ
し

て
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
な
ぜ
若
い
時
に
来
て
み
な
か
っ
た
か
と
悔
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
不
況
と
戦
争
と
病
気
に

悩
ま
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
世
代
に
と
っ
て
、
所
詮
は
無
理
だ

っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
旅
行
の
な
か
で
、

一
一
つ
の
こ
と
が
ら
を
体
験
し
た
こ
と
が
印
象
に
残

っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
今
日
の
仲
間
題
と
は
直
接
関
係
は
薄
い
が
、

こ
と
の
序
で
に
述
べ
て
お
き
た
い

G

最
初
の
点
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
と
、
丁
度
こ
の
旅
行
中
に
私
の
欧
文
の
論
文
「
日
本
の
民
家
」
が
、

ハ
3
）

立
民
族
学
博
物
館
の
機
関
誌
に
掲
故
さ
れ
た
。
幸
運
な
偶
然
か
ら
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
地
理
学
者
プ
ズ

l
氏
の
好
意
で
そ

フ
ラ
ン
ス
国

と
し
た
の
に
対
し
て
疑
義
を
さ
し
折
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
い
う
名
称
は
、
民
間
の

民俗学と人文地理学の狭間に立って

の
運
び
と
な
り
、
も
う
一
人
の
友
人
の
甚
大
な
援
助
で
ど
う
や
ら
原
稿
を
完
成
し
、
編
集
部
に
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

原
稿
を
送
付
す
る
と
、
折
り
返
し
当
時
の
博
物
館
長
ジ
ャ
ッ
ク
・
ミ
ロ

l
氏
か
ら
直
々
の
来
信
が
あ
っ
て
、
編
集
部
見

解
と
し
て
種
々
の
注
意
と
訂
正
方
の
依
頼
を
受
け
た
。
わ
が
国
で
も
一
部
の
学
会
誌
が
い
ま
で
は
こ
の
方
式
を
採
用
し

て
い
る
が
、
彼
我
の
差
、
つ
ま
り
、
機
関
誌
編
集
者
の
持
っ
て
い
る
権
限
の
強
さ
と
い
う
も
の
を
ま
ず
知
ら
さ
れ
た
わ

げ
で
あ
る
ω

そ
の
な
か
で
と
く
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
私
が
、

民
俗
学
を
わ
が
国
の
通
念
に
し
た
が
っ
て
を
r
Z
2

歌
謡

・
舞
踊
な
ど
、
民
俗
芸
能
の
領
域
を
と
く
に
指
す
も
の
で
、
こ
れ
を
学
問
の
全
領
域
に
用
い
る
向
も
な
く
は
な
い

が
、
そ
の
場
合
、
多
分
に
好
奇
的
な
興
味
に
よ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
に
偏
し
て
い
る
の
で
、
私
の
場
合
適
当
で

は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
彼
の
地
の
レ
コ
ー
ド
店
な
ど
で
み
て
も
、
古
典
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ど
の
棚
の
他

151 



に
、
『
o
F
一0
2
と
い
う
棚
が
設
け
ら
れ
て
そ
こ
に
は
民
謡
類
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
民
俗
学
が
、
も
し
そ
の
よ

152 

う
な
狭
く
偏
っ
た
領
域
で
は
な
く
、
有
形
無
形
の
文
化
や
社
会
事
象
ま
で
を
取
扱
う
な
ら

Z
E
o
m
H毛
と
を
用
い
る
べ

き
で
あ
る

Q

こ
の
場
合
、

こ
の
用
請
は
共
時
的
に
多
民
族
を
比
較
研
究
す
る
民
族
学

z
r
S
F句
と
共
存
す
る
。

も

し
、
ひ
と
が
フ
ラ
ン
ス
の
民
俗
だ
け
を
研
究
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

同

H10ロ
の
『
め
一
打
｝
同
ロ

o
m門
知
同
）
『
匂

な
の
で
あ
っ
て
、

日
木

民
俗
の
研
究
は
、
研
究
者
が
日
木
人
で
あ
ろ
う
と
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
ろ
う
と
官
官
5
5
2
r
g句
告
と
で
あ
る

l
！
と

い
う
の
で
あ
る

Q

巾
円
｝
回
ロ

omHm凶
同
｝

r
w

グ
で
あ
一
っ
た
が
、
そ
の
後
、
旅
程
を
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
ま
で
足
を
仲
し
て
み
る
と
、

を
通
念
と
し
て
民
族
誌
と
・訳
し
、
他
民
族
の
文
化
の
記
述
と
考
え
て
い
た
私
に
は
一
寸
し
た
シ
ョ
ッ

ユ
ー
ゴ
の
大
学
の
民
俗
学
科
が

い
ず
れ
も
そ
の
名
称
と
し
て

Z
Z
o
m
g
予
u

？
を
用
い
て
い
る
の
を
み
て
、

や
は
り
そ
う
か
と
領
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
後
、
私
自
身
は
欧
文
で
は

E
E
0
3
は
限
定
さ
れ
た
場
合
に
し
か
用
い
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。

申
し
上
げ
た
い
第
二
の
点
は
や
は
り
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
大
学
で
の
経
験
で
あ
る
。
私
が
訪
れ
た
の
は
ザ
グ
レ
ブ

の
大
学
と
、
ベ
オ
グ
ラ
ド
の
大
学
の
二
つ
で
し
か
な
い
が
、
そ
こ
で
端
な
く
も
、
人
文
地
理
学
と
民
族
誌
と
書
く
民
俗

学
が
実
に
よ
く
協
働
し
て
い
る
現
状
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
教
室
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
の
組
織
を
も
つ
が
、
哲
学
部
の
な
か
で
の
教
室
は
つ
ね
に
隣
り
あ
っ
て
お
り
、
図
書
宗
も
共
通
で
あ
る
。
ベ
オ
グ
ラ

ド
の
閃
古
川
主
で
は
一
人
の
民
俗
学
の
学
生
に
会
っ
た
。
彼
の
修
士
論
文
は
ユ

i
ゴ
農
村
の
伝
統
的
な
砲
の
研
究
で
あ

る
。
こ
れ
で
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、

ユ
ー
ゴ
の
在
来
惣
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
全
国
の
郡
単
位
ご
と
に
調
査
が
あ
り
、



彼
の
課
題
は
そ
の
未
施
行
部
分
を
実
地
調
査
で
埋
め
れ
ば
よ
い
の
だ
。
こ
の
調
査
は
民
俗
学
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

Q

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
在
来
翠
は
国
の
北
半
で
は
有
床
州
市
で
あ
り
、
こ
れ
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
系
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
国
の
南
部
で
は
ト
ル
コ
系
が
分
布
し
、
山
間
部
に
は
ユ
i
ゴ
岡
有
の
原
始
的
な
惣
、
換
一一目
す
る
と
、

自
然
木
を
利
用
し
た
在
来
撃
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
、
定
大
な
枚
数
の
調
査
カ
l
ド
を
め
く
り
、
分
布
を
地
図
に
記

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
そ
の
下
図
を
見
せ
な
が
ら
、
こ
の
学
生
は
い
か
に
も
楽
し
そ
う
に
諮
っ
て

く
れ
た
が
、
私
の
方
で
は
、

日
本
の
民
俗
学
や
人
文
地
理
学
の
現
状
と
ひ
き
く
ら
べ
て
感
無
量
で
あ
っ
た
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
な
社
会
主
義
国
で
あ
っ
て
も
、
国
の
伝
統
文
化
を
け
っ
し
て
無
視
し
て
は
い
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
強
く
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る

Q

ベ
オ
グ
ラ
ド
も
旧
市
街
は
破
壊
や
や
み
く
も
の
変
形

よ
く
風
致
を
残
し
て
い
る
が
、
ザ
グ
レ
ブ
の
街
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
統
治
時
代
の
ウ
ィ
ー
ン
的
な
風
致

が
よ
く
保
存
さ
れ
、
壮
大
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
傍
に
は
、
土
俗
的
な
信
仰
の
聖
地
が
あ
っ
て
、
捧
げ
ら
れ
た
無
数
の

は
制
限
さ
れ
て
、

ロ
ウ
ソ
ク
が
美
し
く
輝
い
て
い
た
。
西
欧
諸
国
と
て
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
、
季
節
の
祭
日
に
は
、
人
々
は
そ
の
村
、

そ
の
地
域
凶
有
の
服
装
で
町
に
集
う
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
で
も
よ
く
紹
介
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

ス
イ
ス
の
チ
ュ
l
リ
ヒ

市
の
祭
日
に
は
、
中
世
、
こ
の
市
を
構
成
し
て
い
た
ギ
ル
ド
の
メ
ン
バ
ー
が
、
各
ギ
ル
ド
そ
れ
ぞ
れ
が
保
つ
中
世
の
服

装
で
こ
れ
に
参
加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
確
か
、
大
学
総
長
も
特
定
の
服
装
で
参
加
す
る
と
聞
い
た
。
改
ま
っ
た
日
に
は

一
斉
に
モ
ー
ニ
ン
グ
、

日
曜
の
外
山
に
も
背
広
に
ネ
ク
タ
イ
と
い
う
日
本
の
現
況
は
い
っ
た
い
誰
が
そ
れ
を
決
め
た
の

か
と
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

民俗学と人文地理学の狭間に立って153 



こ
の
よ
う
な
伝
統
尊
重
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
般
の
傾
向
は
何
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
論
ず
る
余

裕
も
用
意
も
な
い
が
、
本
題
の
関
係
か
ら
は
一
一
一
一
一
日
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

Q

符
は
明
白
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
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い
う
大
陸
は
多
民
放
の
地
域
で
あ
り
、
今
日
で
こ
そ
、
各
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
国
家
を
形
成
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は

充
い
に
あ
い
争
い
、
弱
肉
強
食
の
政
治
的
文
化
的
闘
争
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
周
知
の
話
υ

そ
れ
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
民
族
は
絶
え
ず
自
己
主
張
に
力
を
尽
し
、
そ
れ
が
伝
統
の
保
守
に
つ
な
が
っ
た
し
、
現
に
ま
だ
つ
な
が
っ
て
い

主
と
し
て
民
俗
学
の
任
務
で
あ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
、
こ
れ
を
文
化
と
し
て
体
系
的
に
把
え
よ
う
と
す
る
の
が
、

る
。
人
文
地
理
学
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
、
本
来
、
地
域
性
の
存
在
を
前
提
と
し
て
認
め
、
こ
れ
を
分
析
し
説
明
す
る

の
が
主
た
る
任
務
で
あ
る
。
今
で
も
、
人
文
地
理
学
と
は
自
然
と
人
間
の
学
問
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
人
も
あ
る
が
、

自
然
と
い
う
要
因
だ
け
で
人
聞
が
説
明
し
き
れ
る
と
い
っ
た
人
文
地
理
学
者
は
、
そ
の
主
流
の
な
か
に
は
一
人
も
い
な

い
。
民
俗
学
も
人
文
地
理
学
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誕
生
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
地
域
性
と
は
民
族
性
に
他
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
一
民
族
社
会
の
な
か
で
も
、
ス
モ
ー
ル
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
伺
々
の
地
域
文
化
の
差
の
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
ο

か
く
て
地
域
性
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
両
者
の
方
法
論
的
確
立
と
は
表
而
無
関
係
に
今
日
ま
で
続
き
、

研
究
者
の
次
元
で
は
一
向
者
の
「
境
界
」
は
本
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
学
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
デ
ュ
ル

ケ
ム
が
方
法
論
的
に
は
人
文
地
理
学
と
一
線
を
画
し
つ
つ
、

し
か
も
現
実
に
は
そ
の
主
宰
す
る
機
関
誌

円
〉

g
r

∞O
日】

O
一
O
ぬ
一
〔
山
口
。

の
編
集
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

一
時
期
で
は
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
人
文
地
理
学
の
第
一
人
者
ド
・
ラ
・
ブ

一フ
l
シ
ュ
の
女
婿

・
ド
マ
ン
ジ
ョ
ン
を
迎
え
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。



た
だ
、
近
代
化
に
関
し
て
後
発
の
わ
が
問
で
は
、
学
史
的
な
経
緯
と
は
無
関
係
の
ま
ま
に
、
両
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
既

製
品
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
「
境
界
」

の
問
題
が
派
生
し
、

わ
れ
わ
れ
を
し
て
長
く
悩
ま
せ
る
機
縁
を
つ
く

り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
俗
学
は
日
本
で
は
長
ら
く
在
野
の
学
問
で
あ
り
、

い
き
な
り
官
学
に
座

を
与
え
ら
れ
た
人
文
地
理
学
と
は
状
況
が
異
っ
て
い
る
し
、

ま
た
、
柳
田
国
男
と
い
う
不
世
出
の
リ
ー
ダ
ー
を
当
初
か

ら
保
持
し
て
い
た
。
ま
た
初
期
の
人
文
地
理
学
者
の
な
か
に
は
、

た
と
え
ば
小
田
内
通
敏
の
よ
う
に
、
柳
田
と
も
関
係

が
あ
り
、
自
分
自
身
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
学
風
を
継
承
し
た
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
存
在
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
な
お
詐

抗
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
を
多
々
中
し
逃
し
て
い
る
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
以
上
は
ご
く
大
筋
を
述
べ
て
い
る
と

承
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
後
、
人
文
地
理
学
で
は
、
商
工
業
社
会
や
都
市
社
会
の
問
題
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
経
済
地
理

学
が
発
ぺ
止
す
る
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
も
入
っ
て
き
て
、
民
俗
学
だ
け
が
近
隣
科
学
で
あ
る
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
共
通
の
状
況
で
あ
る
。
た
だ
し
、

わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
人
文
地
理
学
の
発

民
と
と
あ
に
民
俗
学
的
見
地
と
の
疎
隔
が
ほ
と
ん
ど
決
定
的
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
本
元
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
新
し
い
発

展
は
発
民
と
し
て
、
当
初
以
来
の
学
問
的
関
心
の
伝
統
は
依
然
と
し
て
残
っ
た
ο

こ
の
差
は
、
要
す
る
に
、
あ
ま
り
に

単
一
な
文
化
社
会
に
育
っ
た
学
問
と
、
多
民
族
文
化
の
角
逐
か
ら
生
れ
た
学
問
的
伝
統
の
差
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
指
摘

し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
同
じ
問
題
に
悩
み
つ
つ
で
は
あ
る
が
、
佐
々
木
と
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
本

民俗学と人文地理学の狭間に立って155 



当
は
違
っ
た
演
題
と
し
て
、
木
日
の
よ
う
な
形
を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
佐
々
木
は
境
界
に
こ
だ
わ
っ
た
口
私
も
、
民

俗
学
と
人
文
地
理
学
の
両
つ
の
人
文
科
学
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
私
の
場
合
に
は
、
そ
の
境
界
は
問
題
で

は
な
い
υ

二
つ
の
学
聞
は
い
わ
ば
こ
つ
の
山
脈
で
あ
る
。
二
つ
の
山
脈
の
裾
は
互
に
入
り
組
ん
だ
谷
聞
を
な
し
て
い
る
。
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旅
人
は
そ
の
谷
聞
を
縫
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
私
の
行
き
方
で
あ
る
と
い
え
ば
判
っ
て
い
た
だ
け
ょ
う
か
。

と
く
に
、
沖
縄
の
よ
う
に
、

い
ま
だ
に
強
烈
な
個
性
を
備
え
た
一
文
化
地
域
を
対
象
と
す
る
時
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り

わ
け
重
要
で
は
な
い
か
。
あ
り
の
ま
ま
を
い
え
ば
、
沖
縄
研
究
に
手
を
染
め
た
当
初
、
私
は
、
沖
縄
を
よ
く
知
ら
ず
、

そ
の
個
性
が
こ
れ
ほ
ど
強
烈
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
『
海
南
小
記
』
ぐ
ら
い
は
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
私
に
と
っ
て
沖
縄
は
沖
縄
県
で
あ
り
、

日
本
の
一
民
俗
地
域
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

採
訪
の
第
一
着
手
で
私
は
い
や
と
い
う
ほ
ど
、
彼
我
の
差
を
教
え
ら
れ
た
ο

た
と
え
ば
、
私
は
、
当
時
先
輩
に
学
ん
で

い
た
日
本
農
村
社
会
学
の
手
法
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
確
め
よ
う
と
し
た
。
具
体
的
に
い
え

ば
、
本
土
の
村
落
社
会
な
ら
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
必
ら
ず
見
つ
か
る
同
族
団
を
確
め
よ
う
と
し
た
。
沖
縄
に
は
門
中

と
い
う
同
族
団
と
し
て
当
時
は
一
般
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
社
会
的
組
織
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
接
し
た
村
落
や
そ
の
地
方
で
は
同
族
団
を
突
き
と
め
ら
れ
な
い
。
極
端
に
い
え
ば
、
沖
縄
の
村
々
は

チ
ネ
l

イ
エ

世
帯
は
あ
る
が
家
は
な
い
の
で
あ
る
。
門
中
は
本
土
の
よ
う
に
家
連
合
で
は
な
く
、
親
族
が
形
造
る
な
ん
ら
か
の
組
織

で
あ
る
が
、
そ
の
隣
郭
は
周
辺
が
ま
っ
た
く
定
か
で
な
い
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
。
皆
目
見
当
が
つ
か
な

い
ま
ま
に
山
慮
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
の
見
解
を
端
的
に
い
え
ば
、
沖
縄
文
化
と
は
、
本
土
民
俗
と
、
そ



の
深
い
と
こ
ろ
で
は
同
根
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
歴
史
的
発
展
の
沖
縄
的
な
独
自
性
の
故
に
、
独
自
の
発
展
を
遂

げ
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
ω

こ
の
独
自
な
文
化
に
よ
っ
て
充
さ
れ
た
地
域
、
そ
れ
が
沖
縄
だ
と
い
い
た
い
。

具
体
論
に
入
ら
ぬ
ま
ま
に
、
長
い
話
が
続
く
の
は
避
け
た
い
の
で
あ
る
が
、

い
ま
少
し
論
を
進
め
る
こ
と
は
や
む
を

え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
私
が
沖
縄
を
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
み
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、

や
は
り
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
九
六

O
年
が
私
に
と
っ
て
、
沖
縄
と
の
関
わ
り
の
最
初
の
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
民
俗
学
と
人
文
地
理
学

の
狭
間
に
あ
っ
て
、
混
迷
の
ま
ま
に
研
究
を
続
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
長
い
期
間
が
私
に
は
あ
っ
た
。
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、

ま
ず
、
民
俗
学
に
触
れ
た
第
一
歩
に
お
い
て
、
私
は
柳
田
民
俗
学
の
外
に
あ
っ
た
ω

学
生
時
代
か
ら
大
戦
前
夜
に
至

民俗学と人文地理学の狭間に立って

私
は
民
俗
学
に
対
し
て
も
人
文
地
理
学
に
対
し
て
も
何
か
ら
何
ま
で
忠
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
学
界
の
主
流
と

は
い
つ
も
外
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
私
の
思
索
は
出
発
し
て
き
た
よ
う
に
自
分
で
も
考
え
ら
れ
る
。

る
約
十
年
の
問
、
私
は
渋
沢
敬
三
の
主
宰
す
る
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
l
ゼ
ア
ム
に
席
を
お
い
て
い
た
。
ま
っ
た
く
の
一
末
輩

と
し
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
渋
沢
が
撮
影
し
た
沖
縄
の
十
六
ミ
リ
を
見
た
こ
と
、
昭
和
九
年
に
は
早
川
孝
太
郎
・
永
井

竜
一
（
永
井
昌
文
教
授
の
叔
父
〉
な
ど
で
組
織
さ
れ
た
十
島
村
調
査
団
に
加
わ
っ
て
、
奄
美
大
島
の
名
瀬
・
諸
鈍
・
宇
検
・

大
和
浜
を
廻
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
沖
縄
文
化
と
の
触
れ
合
い
も
古
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
ア
チ
ッ
ク
の
民
俗

学
は
柳
田
民
俗
学
の
語
葉
主
義
と
は
兵
っ
て
、
多
分
に
気
分
的
な
対
抗
関
係
に
止
ま
る
と
は
い
え
、
自
然
科
学
主
義
的

な
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
υ

昭
和
十
三
年
頃
か
ら
は
、
当
時
の
日
本
民
扶
学
会
に
設
立
さ
れ
た
民
族
学
研
究
所
に
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移
り
、
そ
れ
が
昭
和
十
七
年
国
立
民
族
研
究
所
に
解
消
す
る
ま
で
研
究
員
と
し
て
在
籍
し
た
が
、

こ
の
問
、

一
方
で
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は
所
長
だ
っ
た
古
野
清
人
（
昭
和
五
十
四
年
三
月
逝
去
）
か
ら
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
の
方
法
を
鼓
吹
さ
れ
、

他
方
、
最

年
長
の
所
員
・
喜
多
野
清
一
か
ら
は
日
本
農
村
社
会
学
の
方
法
を
親
し
く
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
農
村
社
会
を

。円mm口
一
の
芝

r
o
F

と
し
て
分
析
し
、

総
合
的
に
把
え
る
と
い
う
点
で
社
会
人
類
学
と
農
村
社
会
学
の
立
場
は
共
通
し
て

お
り
、
そ
れ
は
ア
チ
ッ
ク
の
自
然
科
学
主
義
と
も
、
柳
田
民
俗
学
の
語
葉
主
義
と
も
、
方
法
論
的
に
ま
っ
た
く
あ
い
災

な
っ
た
も
の
で
あ
る
υ

私
は
こ
こ
か
ら
村
落
社
会
は
、
そ
の
構
造
の
全
体
像
を
集
約
的
に
把
え
て
こ
そ
理
解
さ
れ
た
と

い
う
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
当
時
自
然
科
学
的
偏
向
に
陥
っ
て

い
た
人
文
地
理
学
に
も
、
話
葉
主
義
的
な
民
俗
学
に
も
欠
け
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

昭
和
八
年
地
理
学
科
の
学
生
と
な
っ
た
私
を
ま
ず
魅
了
し
た
の
は
景
観
地
理
学
で
あ
っ
た
。
景
観
の
概
念
は
人
文
地

理
学
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
観
点
で
長
要
な
論
点
で
あ
っ
た
し
、

い
ま
も
そ
う
だ
と
考
え
る
が
、
私
が
接
し
た
の
は

い
わ
ば
日
本
的
景
観
地
理
学
で
あ

っ
て
、
景
観
地
理
学
の
全
容
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
こ
と
は
大
部
後
に
な
る
ま
で

理
解
で
き
な
か
っ
た
υ

こ
の
日
本
的
景
観
地
理
学
に
あ
っ
て
は
、

一
種
の
自
然
科
学
主
義
が
方
法
的
に
強
調
さ
れ
、…民

面
、
歴
史
と
い
う
要
因
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
打
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
へ
の
批
判
は
、
官

学
に
所
属
し
な
い
在
野
の
人
文
地
理
学
か
ら
昭
和
九
年
以
降
急
激
に
か
つ
強
力
に
開
始
さ
れ
た
。
官
学
人
文
地
理
学
は
、

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
こ
れ
を
無
視
し
た
の
か
、
理
解
し
得
な
か
っ

た
か
、
ま

っ
た
く
反
応
を
示
す
こ

と
が
な
か
っ
た
が
、
若
い
学
生
に
は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た

Q

こ
う
し
て
個
別
分
科
の
如
何
を
問
わ
ず
、
人
文



科
学
に
は
歴
史
的
過
程
へ
の
顧
慮
が

つ
ね
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
判

っ
て
き
た
の
で
あ
る。

柳
田
自
身
が
傑
出
し
た
歴
史
限
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
名
著
『
日
本
農
民
史
』
に
よ
く
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
後
継
者
に
対
し
て
は
、
歴
史
学
的
関
心
を
排
除
す
る
よ
う
に
厳
し
く
求
め
た
と
、
私
な
ど
の
目
に
は
映

る
の
で
あ
る
。
訴
葉
主
義
に
出
発
し
て
、
前
一出
立
証
法
を
駆
使
し
、

そ
の
結
果
、
個
々
の
民
俗
事
象
の
恨
元
を
採
る
の

ち＼

そ
の
編
年
方
法
は
す
こ
ぶ
る
陵
昧
で
、
「
も
と
も
と
は

A
で、

そ
れ
か
ら

B
に
変
っ

民
俗
学
で
あ
る
と
し
た
が
、

た
」
と
い
う
一
応
の
結
果
は
出
て
も
、

A
の
時
代
と
は
絶
対
的
に
何
時
の
時
代
な
の
か
は
ほ
と
ん
ど
百
及
が
な
く
、
ど

の
事
象
の
来
歴
に

つ
い
て
も
「
昔
は
」
と
い
う

一
一一一日
に
終
る
。
A
か
ら

B
へ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
原
悶
が
何
で
あ
っ

た
の
か
も
、
充
分
に
は
っ
き
止
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
、

た
だ
そ
の
事
実
だ
け
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
、
民
俗
事
象
に
は
記
録
が
乏
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
、
相
対
的
な
も
の
に
終
る
恨
れ
が
あ
る
に
せ

ょ
、
編
年
の
技
法
が
編
み
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
柳
田
は
『
人
類
学
雑
誌
』
に
発
去
し
た
労
作

「
鯛
牛
考
」
に
お
い
て
、

a

一一一
口
話
地
理
学
的
な
手
法
を
多
分
に
取
り
入
れ
て
、

美
事
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る

Q

に
も
拘
わ

ら
ず
、
『
嫡
牛
考
』
を
単
行
本
と
し
て
刊
行
す
る
に
当
っ
て
は
、

分
布
図
を
取
り
除
い
て
し
ま

っ
た
。

周
闘
論
と
い
う

今
日
の
民
俗
学
で
用
い
ら
れ
る
用
語
も
こ
の
著
作
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
柳
田
自
身
は
後
年
、
こ
の
論
文
を
周
闘

論
の
た
め
の
試
み
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
そ
の
濫
用
を
戒
め
る
に
急
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
を
な
ぜ

か
避
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
ν

か
く
て
、
民
俗
学
に
お
け
る
地
理
学
的
方
法
は
、
戦
後
、
沖
縄
に
も
は称
の
深
い
鹿
児

μ
の

民
俗
学
者
、
小
野
煎
朗
が
こ
れ
を
再
評
価
す
る
ま
で
、
む
し
ろ
放
置
さ
れ
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

民俗手と人文地理l学の狭山に立って159 



つ
い
で
な
が
ら
触
れ
て
お
け
ば
、

つ
い
て
、
上
記
『
日
本
民
俗
学
研
究
』
の
な
か
で
岡
正
雄
は
、
独
填
民
俗
学
に
お
け
る
地
理
的
民
俗
学
を
「
大
い
に
利

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
俗
学
に
お
け
る
地
理
学
的
方
法
、
換
一
マ
一
目
す
れ
ば
分
布
論
的
方
法
に

160 

用
す
べ
き
方
法
で
あ
る
が
：
：
：
民
俗
学
に
と

っ
て
成
立
の
条
件
を
な
す
よ
う
な
方
法
で
は
な
い
」
と
批
汗
し
て
い
る
の

も
、
柳
田
の
見
解
を
代
ト
ド
点
し
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
論
述
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
が
、
こ
れ
を
少
し
整
理
す
る
と
、
要
す
る
に
、
私
の
考
え
で
は
、
地
域
文
化
は
、

ま
ず
集
約
的
に
調
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
文
化
地
域
の
単
元
全
域
を
見
通
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る

Q

社
会
人
類
学
や
農
村
社
会
学
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
一
村
務
（
い
わ
ゆ
る
什
然
村
）
を
有
機
的
全
体

2
m
g
w
三回
O
F
と
担
え
、

そ
の
構
成
要
素
を
分
析
す
る
と
と
も
に
各
要
素
が
い
か
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、

能
し
あ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
集
約
的
方
法

5
Z
5
2巾

Ezra
で
あ
る
。

日
本
民
俗

相
互
に
機

学
の
よ
う
に
偶
然
に
頼
り
な
が
ら
資
料
を
集
め
て
ゆ
く
の
で
は
系
統
的
な
研
究
は
到
底
期
待
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
地
域
文
化
は
一
地
点
を
集
約
的
に
把
え
た
だ
け
で
は
ま
だ
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
雄
マ
ル
セ

ル
・
モ

l
ス
は
エ
ス
キ
モ
ー
の
社
会
形
態
学
を
述
べ
る
に
当
っ
て
、
十
分
に
用
意
さ
れ
た
一
個
の
事
例
研
究
が
科
学
的

に
も
十
分
な
証
明
性
を
も
ち
う
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、

モ
l
スの一一
一一口
葉
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
異
議
を
掃
し
は
さ
み
た

無
数
の
ス
モ
ー
ル
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
、

い
。
と
く
に
、
沖
縄
の
民
俗
社
会
の
場
合
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
村
落
社
会
の
孤
立
性
・
閉
鎖
性
が
き
わ
め
て
強
く
、

一
を
も

っ
て
総
て
を
押
し
汁
る
こ
と
は
危
険

極
ま
り
な
い

Q

ど
う
し
て
も
、
文
化
単
一
五
と
し
て
の
沖
縄
と
い
う
も
の
に
一
応
も
二
応
も
光
を
あ
て
て
、
そ
の
広
域
的



な
全
容
を
把
え
る
試
み
を
反
援
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
こ
れ
が
広
域
的
方
法

2
Zロ肋
2
0
2
2
r
c仏

で
あ
っ
て
、
集

約
的
調
査
と
広
域
的
調
査
を
交
互
に
関
辿
さ
せ
な
が
ら
、
研
究
を
深
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
沖
縄
文
化
の
問
問
を
解
明
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
が
私
の
当
凶
の
結
論
で
あ
る
ο

な
お
一
一
一
両
す
れ
ば
、
民
俗
文
化
の
研
究
に
は
残
念
な
が
ら
法
則
性
の
研
究
が
欠
除
し
て
い
る
u

最
近
日
木
℃
も
流
行

の
州
し
を
見
せ
て
い
る
構
造
主
義
に
し
て
か
ら
が
、
性
急
な
文
化
構
造
の
シ
ェ
ー
マ
を
出
縛
す
る
に
止
主

行
て
お
り
、

果
し
て
説
明
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
ω

よ
く
見
受
け
る
行
諭
で
あ
る
が
、
沖
縄
文
化
の
こ
れ
こ
れ

の
事
象
は
大
陸
の
、
あ
る
い
は
闘
方
の
、
ど
こ
そ
こ
の
事
象
に
等
し
い
、
だ
か
ら
：
：
：
と
い
う
式
の
所
品
は
、
あ
る
い

は
示
唆
で
あ
り
う
る
に
し
て
も
、
果
し
て
証
明
た
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
u

山
辺
は
そ
の
関
連
を
現
実
に
示
し
て
く

れ
る
事
実
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
集
約
的
と
広
域
的
調
査
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
歴
史

的
史
料
は
充
分
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
史
料
が
見
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を

充
分
な
批
判
の
上
利
用
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
方
え
る
も
の
で
あ
る
u

テ
ー
プ
も
参
照
し
て
は
お
ら
ず
、

ノ
ー
ト
に
基
い
て
筆
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
当
日
の
行
論
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
も

民俗学と人文地理学の狭山に立って

以
上
は
去
る
十
月
一
日
、
那
樹
に
お
い
て
述
べ
た
講
演
の
目
頭
の
論
旨
で
あ
る

U

す
で
に
時
日
が
経
過
し
て
お
り
、

し
れ
ず
、
附
言
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い

Q

講
演
で
は
こ
れ
に
続
い
て
、
日
本
全
土
に
わ
た
る
民
家
型
式
と
、
沖
縄
地
域
を
対
象
と
す
る
親
族
称
呼
を
と
り
あ
げ

161 



て
そ
の
例
示
を
試
み
た
。
こ
の
二
つ
の
テ
i
マ
は
問
題
の
本
質
が
深
く
沖
縄
文
化
と
し
て
の
民
家
・
親
族
称
呼
と
係
っ

日
本
文
化
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
絶
好
の
テ
l
マ
で
あ
る
。
私
は
充
分
な

て
お
り
、
沖
縄
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

162 

見
込
み
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
従
前
の
興
味
を
沖
縄
に
般
的
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ

う
な
好
運
に
恵
ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
何
か
因
縁
が
あ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
両
者
と
も
、
す
で
に
専
門
誌
に
発
点
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
紀
廷
に
再
縁
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
関

心
の
あ
る
読
者
は
っ
き
の
拙
稿
を
何
卒
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

「以
内
家
型
式
の
系
譜
試
論
」
日
本
民
俗
学
会
『
日
本
民
俗
学
会
会
報
』
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
。

2

「
民
家
別
式
の
系
譜
試
論
」
至
文
堂
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
増
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『
日
本
人
の
原
点
』
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地
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録
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5

「
市
西
諸
島
に
お
け
る
親
族
集
団
称
呼
の
若
干
に
関
す
る
年
代
論
的
知
見

I

1
社
会
地
理
学
的
方
法
に
よ
る
一
つ
の
試
み

i

ー
」
日
本
民
族
学
会
『
民
族
学
研
究
』
第
三
O
巻
第
一
号
、
昭
和
四

O
年

（
一
九
六
五
可


