
初
め
て
南
島
の
民
俗
社
会
を
訪
れ
た
本
土
人
が
ま
ず
痛
感
す
る
の
は
、
南

島
に
お
け
る
強
固
な
ま
で
の
在
地
性
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
先
ず
自
然
の
た
た

ず
ま
い
の
違
い
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
沖
縄
と
奄
美
で
も
違
い
は
あ
る

が
、
特
に
沖
縄
の
島
は
本
土
の
島
の
あ
り
よ
う
と
は
か
な
り
異
な
る
。
耳
に

飛
び
込
ん
で
く
る
言
葉
も
そ
れ
が
方
言
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で

き
な
い
。
衣
食
住
の
生
活
相
に
も
違
い
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち

今
来
の
本
土
人
は
ま
ず
初
め
に
南
島
文
化
の
異
質
性
に
立
ち
向
か
う
わ
け
で

あ
る
。本

書
の
あ
と
が
き
に
は
著
者
が
初
め
て
南
島
を
訪
れ
た
昭
和
四
十
六
年
の

そ
う
し
た
驚
き
が
素
直
に
記
さ
れ
て
い
る
。
七
年
後
、
著
者
は
本
土
・
沖
縄

の
有
志
に
よ
る
昔
話
合
同
調
査
の
報
告
書
（
『
沖
縄
地
方
の
民
間
文
芸
』
昭

和
五
十
四
年
二
月
刊
三
弥
井
書
店
）
に
、
「
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
沖
縄

方
言
は
日
本
本
土
方
言
に
対
す
る
も
の
で
、
日
本
語
圏
に
含
ま
れ
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
本
土
班
も
日
本
人
の
一
部
で
あ
っ
て
、

沖
縄
地
方
の
民
俗
に
、
異
質
性
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
同
質
性
を
感
得
す
る

者
た
ち
で
あ
る
」
（
〈
概
説
編
〉
「
昔
話
」
）
と
書
き
記
し
て
い
る
。

〔
書
評
１
〕

福
田
晃
著
『
南
島
説
話
の
研
究
』

著
者
は
異
質
性
の
遭
遇
か
ら
始
ま
っ
た
南
島
訪
問
を
二
十
年
余
に
わ
た
っ

て
続
け
、
や
が
て
同
質
性
を
感
得
す
る
に
至
っ
た
わ
け
だ
が
、
本
書
は
そ
う

し
た
実
感
を
、
南
島
説
話
研
究
の
上
に
実
証
し
た
研
究
書
で
あ
る
。

南
島
説
話
の
異
質
性
と
の
遭
遇
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
、
〃
南
島
説
話
と

は
い
っ
た
い
な
に
な
の
か
〃
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
応
え
た
の
が
、
〈
第
一
編

南
島
説
話
の
始
原
〉
の
論
文
「
南
島
神
話
の
伝
承
世
界
」
で
あ
る
。
本
土

で
は
文
献
神
話
に
地
位
を
奪
わ
れ
、
「
既
に
亡
び
た
」
と
さ
れ
る
口
頭
伝
承

の
神
話
が
南
島
で
は
今
も
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
事
例
を
あ
げ
て
分
析
し
、

本
土
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
民
間
神
話
を
概
観
す
る
。

本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
日
本
昔
話
の
原
風
景
」
の
命
名
に
窺
わ
れ
る
よ

う
に
、
著
者
は
一
見
、
異
質
性
に
覆
わ
れ
て
い
る
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
る
南
島

説
話
に
、
同
質
性
を
感
得
す
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
南
島
説
話
に
日
本
昔
話

の
原
風
景
を
見
る
。
表
現
す
れ
ば
簡
単
で
あ
る
が
、
実
際
に
実
証
す
る
こ
と

は
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
著
者
は
説
話
伝
承
学
者
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
中
世
伝
承
文
学
の
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
日
本
の
「
古
代
」

伝
承
文
学
へ
の
深
い
学
識
が
そ
の
実
証
を
可
能
に
し
た
。
第
二
編
以
下
は
日

岩
瀬

五
○

博



本
伝
承
文
学
の
研
究
者
に
よ
る
南
島
説
話
の
分
析
が
展
開
さ
れ
る
。

〈
第
二
編
南
島
説
話
の
系
譜
〉
は
南
島
説
話
の
ル
ー
ヅ
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
ら
が
日
本
説
話
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
精
微
な
論
で
説

く
。
現
在
本
土
で
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
南
島
説
話
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
し
か

し
そ
の
伝
承
も
本
土
の
伝
承
を
遡
れ
ば
本
土
に
共
通
す
る
伝
承
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
る
。
採
り
上
げ
ら
れ
る
説
話
は
「
兄
妹
婚
姻
證
」
「
日
光
感
精

説
話
」
「
宿
神
ガ
タ
リ
」
で
あ
る
。
「
兄
妹
婚
姻
識
の
行
方
」
は
南
島
の
兄
妹

婚
姻
諄
を
兄
妹
漂
着
型
、
兄
妹
降
下
型
、
兄
妹
同
穴
型
に
整
理
し
、
そ
の
類

型
の
中
に
、
人
間
の
始
祖
、
国
土
起
源
、
穀
物
起
源
な
ど
創
世
神
話
の
モ
チ
ー

フ
が
複
合
し
、
様
々
な
形
で
股
附
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
底
流
に

は
原
始
的
発
想
で
あ
る
兄
妹
婚
の
聖
意
識
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
く
。

一
方
、
古
代
に
あ
っ
て
兄
妹
二
神
の
創
世
神
話
と
陰
陽
二
神
の
創
世
神
話
が

あ
っ
た
が
、
神
道
体
系
の
成
立
の
も
と
、
兄
妹
相
姦
は
「
国
っ
罪
」
と
さ
れ
、

兄
妹
二
神
の
伝
承
を
後
退
さ
せ
た
本
土
で
も
、
中
世
以
後
、
兄
妹
始
祖
諄
は

本
地
垂
迩
思
想
と
つ
な
が
り
、
神
仏
前
生
諄
や
道
祖
神
伝
承
の
中
に
兄
妹
相

姦
を
聖
婚
と
す
る
観
念
が
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
語
り
物
や
縁
起
類
な
ど

の
分
析
を
と
お
し
て
論
証
す
る
。

「
日
光
感
精
説
話
の
重
層
性
」
は
南
島
の
日
光
感
精
説
話
避
遁
型
を
採
り

上
げ
、
本
土
の
修
験
系
巫
女
祭
文
と
の
叙
述
構
造
を
比
較
検
討
し
、
本
土
に

古
く
存
在
し
た
日
光
感
精
説
話
が
奄
美
・
沖
繩
の
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
と

す
る
。
「
宿
神
ガ
タ
リ
の
系
譜
」
は
い
た
ま
し
い
死
に
方
に
よ
っ
て
激
し
く

崇
る
死
霊
神
の
祭
祀
伝
承
を
南
島
に
辿
り
、
そ
れ
が
本
土
の
宿
神
ガ
タ
リ
に

連
綿
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
論
述
さ
れ
る
。

〈
第
三
編
南
島
説
話
の
展
開
〉
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
の
南
島
に
お
け
る

種
々
相
が
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
、
本
土
に
共
通
す
る
伝
承
で
あ
る
「
天
人
女

房
證
」
、
「
悪
神
祭
祀
調
」
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
説
話
が
南
島
の
民

俗
の
中
で
独
自
な
機
能
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
詳
述
さ
れ
る
。

「
木
の
精
由
来
諄
の
位
相
」
は
南
島
の
妖
怪
、
す
な
わ
ち
奄
美
の
ケ
ソ
モ

ソ
沖
縄
の
キ
ジ
ム
ナ
ー
が
自
然
、
風
土
と
関
わ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
常
民
の

心
意
伝
承
と
し
て
の
説
話
に
展
開
さ
れ
て
い
る
実
態
が
考
察
さ
れ
る
。
沖
繩

に
は
葬
式
に
参
列
し
、
念
仏
を
唱
え
る
念
仏
者
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
、

「
ニ
ソ
ブ
チ
ャ
ー
の
文
芸
」
と
「
念
仏
『
仲
順
流
れ
』
前
後
」
は
彼
ら
が
伝

承
し
た
念
仏
文
芸
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
本
土
の
唱
導
、
和

讃
に
連
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
本
土
の
念
仏
者
、
俗
聖
が
沖
縄
に
伝
え

た
こ
と
を
論
証
す
る
。

著
者
は
か
ね
が
ね
日
本
昔
話
の
研
究
に
近
隣
諸
国
を
視
界
に
入
れ
る
こ
と

の
必
要
性
を
唱
え
て
き
た
。
本
土
昔
話
の
研
究
に
も
そ
の
視
点
は
必
須
で
あ

る
が
、
「
日
本
昔
話
の
原
風
景
」
と
し
て
存
在
す
る
南
島
独
自
の
昔
話
の
研

究
に
は
、
南
島
の
持
つ
歴
史
的
、
地
理
的
条
件
を
鑑
み
る
に
特
に
要
諦
さ
れ

る
視
点
で
あ
る
。
〈
第
四
編
南
島
説
話
の
比
較
〉
は
そ
う
し
た
著
者
の
態

度
か
ら
生
れ
た
国
際
的
比
較
を
視
野
に
入
れ
た
論
考
で
あ
る
。

鹿
児
島
県
と
沖
縄
県
に
の
み
分
布
し
て
い
る
昔
話
に
「
偽
の
花
嫁
」
が
あ

る
。
「
昔
話
『
偽
の
花
嫁
』
の
行
方
」
は
そ
の
国
際
伝
播
を
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
著
者
が
新
た
に
採
訪
し
た
新
資
料
を
報
告
し
た
上
で
、
「
偽
の
花
嫁
」

は
中
国
大
陸
、
台
湾
に
蛇
聟
入
（
水
乞
型
）
と
複
合
し
た
話
型
で
分
布
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
関
連
を
論
じ
る
。
そ
の
上
で
、
わ
が
国
の
「
偽

五



の
花
嫁
」
が
南
島
の
民
俗
社
会
に
則
し
た
心
意
伝
承
と
し
て
展
開
し
て
い
る

こ
と
を
論
証
す
る
。

古
代
人
は
蛇
体
を
大
い
な
る
自
然
の
象
徴
と
し
て
見
、
神
聖
視
し
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
昔
話
で
は
水
乞
型
蛇
聟
入
に
見
る
と
お
り
蛇
体
と
の
婚
姻

を
否
定
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
退
治
さ
れ
る
邪
悪
な
も
の
と
し
て
描
か
れ

る
。
現
在
伝
承
の
中
心
で
あ
る
典
型
話
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
積

極
的
に
蛇
体
と
の
異
類
婚
を
至
福
と
語
る
昔
話
（
単
純
婚
姻
型
）
を
南
島
に

見
た
と
こ
ろ
か
ら
「
水
乞
型
蛇
聟
入
の
古
層
」
が
生
れ
る
。
単
純
婚
姻
型
は

南
島
ば
か
り
で
は
な
く
、
丹
念
に
探
す
と
本
土
に
も
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。

著
者
は
こ
こ
で
も
中
国
マ
レ
ー
半
島
の
事
例
を
採
り
上
げ
、
「
単
純
婚
姻
型

の
伝
承
は
大
い
な
る
自
然
の
象
徴
な
る
蛇
体
を
、
人
間
の
至
福
を
将
来
す
る

存
在
と
観
じ
、
そ
の
聖
な
る
存
在
の
社
会
を
、
俗
な
る
人
間
社
会
の
一
続
き

の
地
平
に
認
め
る
精
神
風
土
に
支
え
ら
れ
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。
婚
姻
を

転
生
に
よ
っ
て
認
め
る
話
型
や
婚
姻
を
否
定
、
退
治
す
る
話
型
を
広
く
日
本

や
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
に
求
め
、
そ
の
話
型
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
れ

ら
の
伝
承
の
深
層
に
人
間
の
幸
福
が
蛇
体
に
象
徴
さ
れ
る
聖
な
る
自
然
に
将

来
さ
れ
る
と
い
う
観
念
を
保
持
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
水
乞
型
蛇
聟

入
の
複
層
の
な
か
に
、
文
明
史
が
切
り
捨
て
た
原
始
回
帰
の
思
想
の
執
勘
さ

を
読
み
と
っ
て
い
る
。

南
島
に
は
七
夕
伝
承
と
結
ぶ
「
天
人
女
房
」
の
他
に
、
北
斗
七
星
な
ど
星

の
形
態
を
説
く
「
天
人
女
房
」
の
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
羽
衣
を

要
し
な
い
お
し
か
け
女
房
型
の
星
由
来
の
「
星
女
房
」
も
存
在
す
る
。
「
昔

話
『
星
女
房
』
の
行
方
」
は
南
島
に
お
け
る
羽
衣
型
「
天
人
女
房
」
と
「
星

五
二

女
房
」
の
伝
承
の
実
態
を
克
明
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
羽
衣
型
「
天
人

女
房
」
が
農
耕
儀
礼
と
か
か
わ
り
、
天
女
の
豊
饒
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
「
星
女
房
」
も
南
島
の
農
耕
儀
礼

に
関
わ
っ
て
展
開
さ
れ
る
群
星
信
仰
、
七
星
信
仰
の
も
と
に
天
女
の
豊
饒
性

を
説
き
な
が
ら
豊
か
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
説
く
。
・

南
島
説
話
の
異
質
性
に
遭
遇
し
、
や
が
て
同
質
性
を
感
得
し
た
著
者
で
あ
っ

た
が
、
本
書
は
異
質
性
、
同
質
性
を
超
越
し
て
、
本
土
と
南
島
を
貫
く
普
遍

性
を
追
究
し
た
箸
と
言
っ
て
い
い
。
普
遍
性
を
実
証
す
る
方
法
と
し
て
、
話

型
を
基
礎
と
し
た
本
土
、
南
島
両
説
話
の
一
貫
性
が
先
ず
求
め
ら
れ
る
。
話

型
を
通
時
論
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
は
南
島
説
話
の
系
譜
を

明
ら
か
に
し
、
次
い
で
南
島
と
本
土
説
話
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ

れ
た
本
土
伝
承
を
復
元
し
、
日
本
列
島
の
説
話
の
全
体
像
を
追
究
す
る
と
い

う
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
日
本
説
話
の
研
究
が
本
土
伝
承
を
中
心
に
構
築
さ

れ
て
い
る
研
究
の
現
状
に
あ
っ
て
本
書
は
汎
日
本
の
説
話
研
究
を
切
り
開
い

た
金
字
塔
的
好
著
と
言
え
よ
う
。

南
島
説
話
を
本
土
説
話
に
重
ね
て
南
島
説
話
の
系
譜
を
本
土
伝
承
に
つ
な

げ
た
だ
け
の
論
で
あ
れ
ば
日
琉
同
祖
論
の
蒸
し
返
し
に
終
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
著
者
は
話
型
の
普
遍
性
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
。
普
遍
性
に
収
数

し
つ
く
さ
れ
な
い
南
島
説
話
の
独
自
性
を
そ
の
風
土
・
歴
史
に
基
づ
く
民
俗

社
会
と
の
関
連
の
中
で
論
及
し
て
い
る
。
あ
と
が
き
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
著
者
が
最
初
に
南
島
を
訪
れ
た
沖
縄
の
若
い
採
訪
仲
間
が
「
正
直
に
言
っ

て
、
本
士
の
先
生
方
の
調
査
を
歓
迎
し
た
い
気
持
ち
と
同
時
に
、
我
々
の
郷

士
に
来
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
半
分
程
あ
る
」
と
の
感
想
を
漏
ら



本
書
を
批
判
的
に
読
み
進
め
た
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
が
、
既
に
紙
数
が

尽
き
て
具
体
的
に
指
摘
す
る
余
裕
は
な
い
。
蓋
然
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
推

論
が
時
に
顔
を
見
せ
る
こ
と
、
報
告
さ
れ
た
事
例
を
話
型
的
に
整
理
す
る
時
、

そ
の
整
理
の
仕
方
が
、
主
張
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
窓
意
的
に
処
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
感
じ
た
こ
と
だ
け
を
申
し
添
え
る
。
論
文
執
筆
以
前
の
著
者
の
発

想
は
広
く
、
そ
れ
が
論
の
豊
か
さ
を
導
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

時
と
し
て
記
述
が
論
の
趣
旨
を
越
え
る
部
分
も
あ
り
、
読
む
者
に
煩
雑
な
印

象
を
与
え
る
。
そ
れ
が
特
に
初
学
者
に
論
旨
の
暖
昧
さ
を
与
え
な
け
れ
ば
幸

書
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ
ろ
う
。

し
た
時
、
著
者
は
「
十
年
間
は
沖
縄
に
来
続
け
る
」
と
応
え
た
。
そ
の
約
束

は
南
島
の
説
話
研
究
を
「
旅
人
の
学
問
」
と
し
な
い
と
い
う
著
者
の
決
意
で

あ
っ
た
ろ
う
。
著
者
の
南
島
訪
問
は
十
年
間
は
お
ろ
か
二
十
年
を
越
え
て
な

お
続
行
中
で
あ
る
。
郷
土
人
で
な
い
著
者
が
南
島
説
話
の
独
自
性
を
民
俗
社

会
と
の
関
連
の
中
で
論
及
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
が
、
諸
論
文
に
、

研
究
者
と
し
て
の
良
心
を
核
と
し
て
、
そ
れ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
本

い
で
あ
る
。

（
平
成
四
年
三
月
刊
、
法
政
大
学
出
版
局
、
五
五
二
頁
）

（
い
わ
せ
・
ひ
ろ
し
大
谷
女
子
大
学
教
授
）

五

三
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