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人
々
が
実
際
に
暮
ら
し
て
き
た
地
域
や
そ
こ
で
行
わ
れ
て
き
た
様
々
な
事
象
を
い
か
に
調
査
し
、

研
究
し
、
い
か
に
記
述
す
る
か
を
巡
っ
て
は
、
同
じ
地
域
を
対
象
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
解
や

そ
れ
に
基
づ
く
記
述
は
人
に
よ
っ
て
同
じ
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
様
々
な
理
解
や
記
述
の
中
で
ど
れ

が
よ
り
妥
当
性
が
高
い
か
と
い
う
問
題
が
常
に
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
民
俗
学
に
お
け
る
同
一
地

域
に
関
す
る
二
つ
の
異
な
る
著
作
で
あ
る
柳
田
国
男
の
『
北
小
浦
民
俗
誌
』〔
柳
田
一
九
五
四
〕
と
福

田
ア
ジ
オ
ら
に
よ
る｢

調
査 

北
小
浦
の
民
俗｣

〔
福
田
編 

二
〇
〇
一
〕、
更
に
は
沖
縄
で
盛
ん
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
字
誌
の
検
討
を
通
じ
、若
干
の
問
題
の
整
理
を
試
み
る
。
柳
田
の
『
北
小
浦
民
俗
誌
』

に
対
し
て
は
、
福
田
を
初
め
近
年
の
民
俗
学
者
は
、
自
ら
の
現
地
調
査
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
他

人
の
採
集
手
帳
に
基
づ
く
著
作
で
あ
る
こ
と
、
他
人
の
採
集
手
帳
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
を
取

論
文
要
旨

は
じ
め
に

❶
柳
田
国
男『
北
小
浦
民
俗
誌
』を
巡
っ
て

❷
北
小
浦
研
究
会「
調
査 

北
小
浦
の
民
俗
」を
巡
っ
て

❸
沖
縄
の
字
誌

お
わ
り
に

捨
選
択
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
総
じ
て
低
い
評
価
し
か
与
え
て
い
な
い
。
し

か
し
、
柳
田
の
同
書
を
著
し
た
意
図
や
、
地
域
を
常
に
歴
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た

柳
田
の
基
本
的
な
視
角
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、『
北
小
浦
民
俗
誌
』を
否
定
的
に
の
み
捉
え
る
必
要
は

な
く
な
る
。
こ
う
し
た
柳
田
の
『
北
小
浦
民
俗
誌
』
と
福
田
ら
の｢

北
小
浦
の
民
俗｣

の
比
較
検
討

に
加
え
て
、
沖
縄
で
盛
ん
な
、
住
民
が
自
ら
の
住
む
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
自
ら
調
べ
て
著
そ
う
と

す
る
字
誌
作
成
の
運
動
の
実
践
を
併
せ
て
視
野
に
収
め
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
地
域
に

関
す
る
よ
り
よ
い
理
解
や
記
述
の
実
現
に
む
け
て
、
一
定
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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史
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