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本
研
究
の
課
題
は
、
民
俗
事
象
を
、
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
の
意
義

に
つ
い
て
、
久
高
島
（
沖
縄
県
南
城
市
）
の
社
会
組
織
と
祭
祁
的
世
界
に
関
す
る
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
す
る
こ
と
に
あ
る
。
民
俗
事

象
を
、
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
は
、
外
部
と
の
接
触
・
交
流
も
含
め

た
社
会
環
境
の
変
化
等
の
影
響
を
受
け
て
当
該
地
域
の
民
俗
は
変
化
を
と
げ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、
民
俗
事
象
を
通
時
的
視
点
で

捉
え
る
と
い
う
視
点
と
、
民
俗
の
形
成
や
変
化
の
有
り
様
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
外
部
の
政
治
権
力
の
存
在
に
注
意
を
向
け
る
と

い
う
二
つ
の
研
究
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

本
研
究
は
、
「
序
論
」
「
本
論
」
「
結
論
」
で
構
成
さ
れ
、
序
論
で
は
、
本
研
究
の
課
題
と
方
法
お
よ
び
琉
球
王
国
時
代
の
久
高
島
と

国
家
体
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
記
述
を
行
っ
た
。
本
論
は
、
Ｉ
部
「
久
高
島
の
社
会
組
織
と
祭
祁
組
織
」
と
Ⅱ
部
「
久
高
島
の
祭
祁
と

国
家
体
制
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
本
論
に
お
い
て
「
久
高
島
の
社
会
組
織
と
祭
祁
的
世
界
」
に
つ
い
て
論
述
し
た
こ
と
を
箇
条
書
き

に
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。
①
～
⑦
は
本
論
Ｉ
部
に
、
⑧
～
⑭
は
Ⅱ
部
に
該
当
す
る
。

①
、
久
高
島
で
は
、
今
日
で
は
支
配
的
理
念
と
な
っ
て
い
る
家
の
父
系
相
続
継
承
は
、
過
去
に
お
い
て
は
絶
対
的
条
件
で
は
な
か
っ
た
。

家
筋
の
中
に
他
系
（
非
父
系
）
の
祖
先
も
取
り
込
ん
で
い
た
従
来
の
状
況
か
ら
、
他
系
祖
先
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
家
筋

歴
史
の
な
か
の
民
俗
社
会

ｌ
久
高
島
の
社
会
組
織
と
祭
祁
的
世
界
の
研
究
ｌ

（
要
旨
）

赤
嶺
政
信
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③
、
地
割
制
の
下
で
は
、
世
襲
地
を
有
す
る
ノ
ロ
家
な
ど
を
除
く
一
般
の
家
に
は
、
原
則
と
し
て
家
産
が
伴
わ
ず
、
そ
の
こ
と
が
家
の

超
世
代
的
存
続
を
希
求
す
る
観
念
が
久
高
島
の
家
の
態
様
に
規
制
力
を
発
揮
す
る
に
至
ら
な
い
背
景
を
な
し
て
い
る
と
推
定
で
き
た
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
当
社
会
の
門
中
の
性
格
の
一
端
を
規
定
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

④
、
久
高
島
の
家
に
は
、
か
つ
て
祖
霊
祭
祁
専
用
の
祭
壇
（
今
日
の
仏
壇
）
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
久
高
島
の
祖
霊
（
死
霊
）
は
総

じ
て
カ
ミ
と
対
立
的
な
関
係
に
あ
り
、
位
牌
の
普
及
や
墓
祭
祁
の
奨
励
も
含
め
た
祖
先
祭
祁
を
め
ぐ
る
近
世
の
王
府
の
政
策
は
、
近

年
に
至
る
ま
で
久
高
島
に
は
ほ
と
ん
ど
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
特
異
な
祖
霊
観
念
や
祖
先
祭
祁
を
め
ぐ
る
状

況
は
、
久
高
島
の
家
や
門
中
の
態
様
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
た
。

⑤
、
久
高
島
の
門
中
の
系
譜
的
構
成
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
分
家
の
系
譜
的
世
代
深
度
が
比
較
的
浅
い
こ
と
、
お
よ
び
家
の
系
譜
関

係
の
認
識
が
明
確
で
あ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
四
～
五
世
代
ま
で
で
、
そ
れ
以
上
に
な
る
と
系
譜
関
係
の
認
識
は
暖
昧
と
な
り
、
ユ
タ
の

関
与
も
あ
っ
て
系
譜
関
係
の
再
編
成
が
頻
繁
に
生
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
②
お
よ
び
③
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑥
、
久
高
島
の
門
中
は
、
門
中
の
始
祖
の
系
譜
を
沖
縄
本
島
の
旧
家
に
結
び
つ
け
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
、
そ
の
旧
家
に
対
し
て
清

明
祭
な
ど
の
門
中
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
対
島
外
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
沖
縄
本
島
に
あ
る
特
定
の
宗
家
と
の

を
父
系
血
筋
と
整
合
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
家
の
相
続
継
承
に
お
け
る
父
系
偏
重
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
流
入
・
受
容
に
つ

い
て
は
、
島
外
部
の
ユ
タ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
た
。

②
、
久
高
島
の
家
は
、
か
な
り
流
動
的
で
非
永
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ヤ
シ
キ
グ
ー
ン
（
「
屋
敷
御
恩
」
。
空
屋
敷
に
入
居
し

た
家
が
、
そ
の
屋
敷
に
か
つ
て
居
住
し
て
い
た
家
筋
の
象
徴
で
あ
る
祖
霊
や
火
の
神
な
ど
を
屋
敷
の
一
角
の
洞
で
祁
る
こ
と
）
の
存

在
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
数
の
家
が
家
筋
と
屋
敷
と
の
間
の
不
整
合
を
抱
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
つ
ぎ
の
③
と
関
連
が

あ
る
。
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⑩
、
八
月
の
ョ
－
カ
ビ
ー
の
日
の
祭
祁
は
、
国
王
が
久
高
島
に
行
幸
し
た
際
に
、
御
獄
で
の
祭
祁
を
終
え
、
帰
路
に
つ
く
国
王
一
行
を

村
境
で
迎
え
る
儀
式
を
下
敷
き
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑪
、
同
じ
く
八
月
の
テ
ー
ラ
ー
ガ
ー
ミ
の
祭
祁
は
、
久
高
島
に
渡
島
し
て
き
た
国
王
を
港
で
歓
迎
し
、
国
王
一
行
が
港
か
ら
公
邸
で
あ

る
「
御
殿
」
へ
移
動
す
る
際
に
行
わ
れ
た
道
行
き
の
儀
式
を
下
敷
き
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
同
じ
く
十
二
年
に
一
度
の
午
年
に
行
わ
れ
る
男
性
主
体
の
ナ
ー
リ
キ
（
名
付
け
）
儀
礼
は
、
元
来
は
、
久
高
島
の

男
た
ち
が
公
用
船
の
船
頭
や
水
主
と
し
て
王
府
に
仕
え
る
と
い
う
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
意
味
を
も
つ
行
事
で
あ
っ
た
。

関
係
に
お
い
て
は
、
祖
先
祭
祁
集
団
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
が
、
村
落
内
で
は
祖
先
祭
祁
集
団
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
お
ら
ず
、

こ
の
こ
と
は
④
と
の
関
連
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
門
中
は
、
村
落
祭
祁
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
農
耕
儀
礼
な
ど
に
は
全

く
関
与
し
て
お
ら
ず
、
門
中
の
祭
祁
儀
礼
と
村
落
の
祭
祁
儀
礼
と
の
間
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
久
高
島
の
門

中
は
、
ム
ト
ゥ
神
祭
祁
集
団
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。

⑦
、
在
来
の
「
ム
ト
ゥ
神
制
」
（
門
中
形
成
以
前
の
、
ム
ト
ゥ
神
の
信
仰
を
め
ぐ
る
諸
事
象
）
に
門
中
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
被
覆
し
た
た

め
に
生
起
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
錯
綜
性
が
、
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
。

⑧
、
現
行
の
久
高
島
の
い
く
つ
か
の
祭
祁
は
、
久
高
島
が
琉
球
王
国
時
代
の
国
家
的
聖
地
で
あ
り
、
国
王
や
聞
得
大
君
の
行
幸
が
行
わ

れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
久
高
島
の
男
た
ち
が
王
府
の
公
用
船
の
船
頭
や
水
主
を
勤
め
る
公
的
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
考

慮
し
な
い
と
理
解
で
き
な
い
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
考
え
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
見
解
（
⑨
～
⑫
）
を
提
示
し
た
。

⑨
、
十
二
年
に
一
度
の
午
年
に
行
わ
れ
る
久
高
島
独
特
の
祭
祁
で
あ
る
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
、
聞
得
大
君
に
仕
え
る
久
高
島
の
女
性
た
ち
に

対
す
る
、
国
王
に
よ
る
一
種
の
辞
令
交
付
式
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
お
り
、
従
来
の
研
究
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
ロ
ー
カ
ル
な
要

素
の
み
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
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⑬
、
門
中
化
以
前
の
村
落
の
始
祖
神
話
と
そ
れ
を
背
景
に
し
た
沖
縄
本
島
の
玉
城
参
拝
は
、
島
を
外
部
世
界
へ
開
く
回
路
で
あ
り
、
同

時
に
そ
の
回
路
は
島
の
祭
祁
世
界
の
秩
序
と
整
合
的
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
回
路
は
、
久
高
島
を
琉
球
王
国
の

中
心
へ
と
結
び
つ
け
る
要
素
を
旺
胎
し
て
い
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
要
素
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
外
部
か
ら
の
イ
ン
パ

⑭
、
門
中
化
現
象
は
、
近
・
現
代
の
沖
縄
の
各
地
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
久
高
島
の
場
合
、
島
外
部
か
ら
の
ユ
タ
の
圧
倒
的
な

影
響
の
も
と
で
、
比
嘉
政
夫
（
「
門
中
研
究
の
展
望
」
一
九
八
六
）
の
指
摘
す
る
「
祖
先
に
こ
だ
わ
り
、
自
分
を
生
み
出
し
た
根
元

的
な
も
の
に
結
び
つ
こ
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
系
譜
の
な
か
か
ら
自
分
と
結
び
つ
く
確
か
な
も
の
を
求
め
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

己
確
認
の
証
に
す
る
と
い
う
側
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
笠
原
政
治
（
「
沖
縄
の
祖
先
祭
祁
ｌ
祁
る
者
と
祁
ら
れ
る
者
」
一
九
八
九
）

が
「
門
中
化
の
カ
ミ
ソ
リ
現
象
」
お
よ
び
「
門
中
化
に
よ
る
ビ
リ
ヤ
ー
ド
現
象
」
と
呼
ん
で
捉
え
よ
う
と
試
み
た
、
従
来
の
社
会
・

文
化
形
態
に
対
し
て
分
解
・
分
裂
・
動
揺
を
き
た
す
側
面
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
た
。

久
高
島
の
社
会
組
織
と
祭
祁
的
世
界
に
関
す
る
以
上
の
検
討
結
果
か
ら
、
本
研
究
で
課
題
と
し
た
、
民
俗
事
象
を
そ
れ
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
地
域
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
た

ま
ず
、
久
高
島
の
家
に
関
わ
る
家
の
非
永
続
性
や
ヤ
シ
キ
グ
ー
ン
の
存
在
、
さ
ら
に
は
家
号
の
実
態
や
村
落
祭
祁
に
お
け
る
供
物
の

供
出
単
位
な
ど
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
、
沖
縄
の
他
の
地
域
と
同
様
に
、
近
代
以
降
に
お
い
て
沖
縄
本
島
の
ユ
タ
を
介
し
て
父
系
偏
重
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
流
入
・
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
王
国
時
代
の
遺
制
で
あ
る
地
割
制
度
が
近
代
以
降
も
存
続
し
た
と
い
う
久
高
島

の
特
異
な
歴
史
的
条
件
を
考
慮
し
な
い
と
、
正
当
な
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
ム
ト
ウ
神
祭
祁
と
門
中
制
と
の
間
に
不
整
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
ム
ト
ゥ
神
祭
祁
を
め
ぐ
っ
て
錯
綜
と
し
た
状
況
が
見
ら
れ

と
考
え
る
。

ク
ト
に
よ
っ
て
門
中
化
が
生
じ
た
。
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ま
ず
、
久
高
島
の
家
に
関
す
る
本
研
究
の
成
果
は
、
従
来
の
研
究
で
は
等
閑
視
さ
れ
る
傾
向
の
あ
っ
た
琉
球
の
近
世
期
に
お
け
る
地

割
制
の
下
で
の
家
の
態
様
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
、
有
力
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
し
、
さ
ら
に
、
近
世
期
か

日
本
民
俗
学
お
よ
び
沖
縄
の
民
俗
研
究
に
お
い
て
は
、
民
俗
と
政
治
（
権
力
）
と
い
う
課
題
が
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
時
期
が

長
く
続
き
、
よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
課
題
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
沖
縄
の
民
俗

研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
く
具
体
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
成
果
が
乏
し
い
こ
と
を
序
論
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

二
○
○
八
年
に
吉
川
弘
文
館
か
ら
『
沖
縄
民
俗
辞
典
』
（
渡
遥
欣
雄
・
他
編
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
本
辞
典
の
「
位
牌
」
「
位
牌
祭

祁
」
「
祖
先
祭
祁
」
の
項
目
解
説
を
読
む
限
り
、
近
世
に
お
け
る
王
府
の
宗
教
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
目
配
り
が
さ
れ
て
い
な
い
。
民
俗
と
政
治
に
関
す
る
具
体
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
成
果
と
し
て
の
本
研
究
Ⅱ
部
の
意
義
を
、
そ
の

よ
う
な
研
究
史
お
よ
び
今
日
の
研
究
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
い
と
思
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
本
研
究
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の
沖
縄
の
民
俗
研
究
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
展
望
を
得
る
こ
と

る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
の
錯
綜
性
は
土
着
の
ム
ト
ゥ
神
制
に
門
中
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
被
覆
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
提
示
も
、
通
時
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

Ⅱ
部
に
お
い
て
は
、
琉
球
王
国
時
代
の
国
家
体
制
と
久
高
島
の
現
行
祭
祁
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
従
来
の
久
高
島
の
祭
祁
研
究
に
お
い
て
は
、
久
高
島
と
国
家
体
制
と
の
関
わ
り
を
考
慮
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な

か
っ
た
た
め
に
多
く
の
欠
陥
が
露
呈
し
て
お
り
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
を
含
め
た
久
高
島
の
い
く
つ
か
現
行
祭
祁
は
、
近
世
に
お
け
る
久
高
島

と
王
府
と
の
特
異
な
関
係
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
な
し
に
は
、
正
当
な
理
解
に
は
到
達
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
考
え
て

が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

い
る
。
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国
家
体
制
と
民
俗
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
で
は
、
考
察
の
対
象
と
し
た
民
俗
事
象
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
近
世
の
国
家
体

制
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
て
き
た
が
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
当
然
、
近
代
以
降
の
国
家
体
制
と
民
俗
の
問
題
に
つ
い
て
も
同

様
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

つ
ぎ
に
、
祖
先
祭
祁
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
家
的
聖
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
久
高
島
の
現
行
祭
祁
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
祖
先
祭
祁
に
関
わ
る
王
府
の
政
策
は
久
高
島
に
は
ほ
と
ん
ど
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
、
祖
先
祭
祁
を
め
ぐ
る
王
府
の
宗
教
政
策
が
、
強
制
的
な
性
格
を
帯
び
る
ほ
ど
徹
底
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
論
点
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
．

ま
た
、
祖
先
祭
祁
を
め
ぐ
る
王
府
の
政
策
の
地
方
に
お
け
る
浸
透
と
受
容
に
関
し
て
は
、
政
策
の
普
及
に
尽
力
し
た
人
物
の
存
否
や

在
来
の
祖
霊
観
念
等
が
関
わ
っ
て
き
て
、
地
域
ご
と
に
異
な
る
状
況
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お

い
て
明
ら
か
に
し
比
較
研
究
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
久
高
島
に
関
す
る
本
研
究
は
、
そ
の
具
体
的
な
研
究
事
例
と

し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

最
後
は
、
久
高
島
の
現
行
祭
祁
に
、
か
つ
て
の
国
家
的
祭
祁
の
残
津
が
認
め
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
久
高
島
の
伝
承
世
界
か
ら
は
そ

と
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
家
の
態
様
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
久
高
島
の
門
中
の
実
態
や
門
中
と
祭
祁
的
世
界
と
の
関
連
、
さ
ら
に
門
中
化
現
象
の
実
態

と
近
・
現
代
の
社
会
史
の
な
か
で
門
中
化
現
象
が
有
し
て
い
る
意
味
等
に
つ
い
て
の
考
察
も
、
今
後
、
門
中
を
め
ぐ
る
そ
れ
ら
の
諸
問

題
に
つ
い
て
地
域
相
互
間
の
比
較
検
討
を
行
な
う
際
に
、
同
じ
く
一
つ
の
実
証
的
な
研
究
事
例
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。

ら
近
・
現
代
に
か
け
て
の
沖
縄
の
家
を
通
時
的
視
点
で
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
実
証
的
な
研
究
事
例
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
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付
記本

稿
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
に
博
士
学
位
申
請
論
文
と
し
て
提
出
し
、
平
成
二
三
年
三
月
に
学
位
が
授
与
さ
れ
た
「
歴
史
の
な
か
の

民
俗
社
会
ｌ
久
高
島
の
社
会
組
織
と
祭
祁
的
世
界
の
研
究
ｌ
」
の
要
旨
で
あ
る
。

の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
消
去
さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
、
筆
者
が
仮
定
し
た
よ
う
に
、

聞
得
大
君
に
仕
え
る
久
高
島
の
女
性
た
ち
に
、
国
王
が
辞
令
書
を
発
給
す
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
久
高
島
と

王
府
と
の
関
係
が
途
切
れ
た
時
点
で
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
消
滅
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
な
の
に
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
王
府
と
の
関
係
に
つ
い

て
の
伝
承
は
失
わ
れ
つ
つ
も
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
祭
祁
は
継
続
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
と
連
繋
す
る
も
の

で
あ
っ
た
地
方
の
祭
祁
が
、
国
家
と
の
紐
帯
が
途
切
れ
た
後
ま
で
も
存
続
す
る
こ
と
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
に
つ
い
て
も
、
本
研
究
の
成
果

か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
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