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日
本
民
俗
学
が
論
じ
た
沖
縄

　
　
―
一
九
七
〇
年
代
前
後
の
反
省
の
文
脈
を
中
心
に
―

武
井
基
晃

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

日
本
民
俗
学
が
沖
縄
を
ど
う
調
査
し
、
そ
し
て
論
じ
て
き
た
か
が
本
稿

で
筆
者
に
課
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
柳
田
国
男
・
折
口
信
夫（

1
（

に
よ
っ
て
沖
縄
（
琉
球
・
南
島
）
が
民
俗
学

と
い
う
学
問
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
以
来
の
学
史
上
の
位
置
づ

け
は
ま
だ
筆
者
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
筆
者
の

関
心
に
沿
っ
て
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
沖
縄
の
論
じ
ら
れ
方
、
描
か
れ
方

に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
導
入
と
し
て
最
近
の
も
の
を
中

心
に
、
日
本
民
俗
学
の
概
説
書
・
入
門
書
類
が
斯
学
の
射
程
を
描
く
に
当

た
っ
て
、
沖
縄
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

　

続
い
て
1
つ
の
軸
と
し
て
、
戦
後
か
ら
沖
縄
の
本
土
復
帰
（
一
九
七
二

年
五
月
）
の
前
後
ま
で
に
し
ぼ
っ
て
、『
日
本
民
俗
学
会
報
』・『
日
本
民

俗
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
日
本
民
俗
学
と
沖
縄

の
関
係
と
い
う
学
史
の
1
場
面
を
提
示
し
た
い
。
な
お
当
時
は
社
会
人
類

学
者
に
よ
る
親
族
調
査
・
研
究
の
成
果
も
多
く
出
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ

る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
今
回
は
日
本
民
俗
学
と
し
て
提
示
さ
れ
た

当
時
の
成
果
に
し
ぼ
り
込
む
こ
と
と
す
る
。

　

さ
ら
に
、
学
史
を
整
理
す
る
視
角
と
し
て
本
稿
で
は
、
当
時
の
日
本
民
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俗
学
に
お
け
る
「
反
省
」
の
文
脈
を
視
野
の
中
心
に
据
え
る
。
先
行
研
究

の
引
用
か
ら
本
稿
が
着
目
す
る
反
省
と
は
、
沖
縄
研
究
の
あ
り
方
へ
の
反

省
で
あ
り
、
民
俗
（
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
）
の
調
査
へ
の
反
省
で
あ
る
。
自
己

内
省
を
標
榜
す
る
日
本
民
俗
学
と
は
言
え
、
沖
縄
を
め
ぐ
っ
て
か
よ
う
な

ま
で
に
多
様
な
反
省
を
う
な
が
さ
れ
て
き
た
か
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

る
。
そ
れ
は
決
し
て
学
史
上
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
筆
者
を
は
じ
め
今
日

の
沖
縄
の
調
査
・
研
究
に
も
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

二
、
日
本
民
俗
学
の
概
説
書
に
お
け
る
沖
縄

　

日
本
民
俗
学
の
概
説
書
・
入
門
書
で
は
、
沖
縄
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
手
始
め
に
『
日
本
民
俗
学
概
論
』
か
ら
見
て
み
る

と
、
Ⅰ
空
間
の
民
俗
、
Ⅱ
時
間
の
民
俗
、
Ⅲ
心
意
の
民
俗
を
経
た
後
で
、

Ⅳ
特
論
の
中
に
「
23
沖
縄
の
民
俗
」［
大
本　

一
九
八
三
］
が
あ
る
（
特

論
は
こ
の
ほ
か
「
21
過
疎
と
民
俗
の
変
貌
」「
22
都
市
の
民
俗
」「
24
民
俗

の
調
査
と
記
録
」「
25
民
俗
学
研
究
法
」）。
そ
の
冒
頭
で
は
「
民
俗
資
料

に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
沖
縄
文
化
と
し
て
の
一
貫
性
を
認
識
し
、
本
土
文

化
と
の
連
関
ま
た
は
対
比
の
あ
り
方
を
、
時
間
的
な
変
化
と
空
間
的
な
変

差
を
考
慮
し
た
上
で
、
比
較
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
日
本
民
俗
学
の
一
つ

の
課
題
で
あ
る
」［
同　

二
四
五
頁
］
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
村
落
に
つ
い

て
は「
た
と
え
ば
近
世
以
降
五
人
組
制
度
が
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、

本
土
村
落
と
同
一
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
事
情

か
ら
か
、
日
本
民
俗
学
に
よ
る
調
査
研
究
は
進
展
し
て
お
ら
ず
、
現
状
で

は
全
域
的
な
性
格
は
と
ら
え
難
い
」［
同　

二
四
七
頁
］
と
し
つ
つ
、
一

方
で
家
族
や
村
落
構
造
に
つ
い
て
西
南
日
本
型
に
通
じ
る
部
分
を
特
に
取

り
上
げ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
［
同　

二
四
六
―
二
四
八
頁
］。
そ
し
て
絶

え
間
な
い
政
情
の
変
動
の
中
で
激
し
い
変
化
が
起
き
て
き
た
こ
と
に
ふ
れ

「
日
本
民
俗
学
は
、
沖
縄
の
民
俗
研
究
に
関
し
て
ば
か
り
と
は
い
え
な
い

が
、
現
実
の
民
俗
や
社
会
・
文
化
の
変
化
に
対
応
し
う
る
だ
け
の
観
点
や

方
法
論
の
検
討
を
怠
っ
て
き
た
」［
同　

二
五
二
頁
］
と
、
沖
縄
だ
け
で

な
く
日
本
民
俗
学
全
体
の
課
題
を
指
摘
し
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
最
近
の
概
説
書
・
入
門
書
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
『
民
俗
学
講
義

―
生
活
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
』で
は
最
後
に「
補
章　

北
海
道
民
俗
・

沖
縄
民
俗
の
特
徴
」［
舟
山
・
塩
月　

二
〇
〇
六
］が
設
け
ら
れ
て
い
る（
同

書
で
補
章
は
こ
の
章
の
み
）。
北
海
道
と
沖
縄
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
の
連
名

で
沖
縄
は
二
頁
だ
け
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
か
、
オ
ナ
リ
・
御
嶽
・
門
中

を
は
じ
め
基
本
的
な
用
語
の
羅
列
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
『
図
説
日
本
民
俗
学
』
も
「
特
論　

南
島
」［
古
家　

二
〇
〇
九
］
が
最

後
に
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
書
で
特
論
は
こ
の
章
の
み
）。
同
書
は
ヒ
ト
・

イ
エ
・
ム
ラ
・
カ
ミ
の
4
部
構
成
で
日
本
の
民
俗
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
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後
ろ
に
設
け
ら
れ
た
こ
の
「
特
論　

南
島
」
も
ヒ
ト
・
イ
エ
・
ム
ラ
・
カ

ミ
と
い
う
同
じ
構
成
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
南
島
の
民
俗
を

提
示
し
て
い
る
。
南
島
に
対
す
る
取
り
扱
い
上
の
意
図
、
位
置
づ
け
上
の

難
し
さ
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　
『
図
解
案
内
日
本
の
民
俗
』
も
最
後
に
「
Ⅳ
沖
縄
」
の
章
が
あ
る
［
福

田
他
編　

二
〇
一
二
］。
冒
頭
で
「
日
本
列
島
の
民
俗
事
象
を
一
四
五
項

目
に
分
け
、
Ⅰ
な
り
わ
い
と
仕
事
、
Ⅱ
地
域
と
生
活
、
Ⅲ
行
事
と
儀
礼
、

Ⅳ
沖
縄
に
編
成
し
た
」［
同　

六
頁
］
と
説
明
さ
れ
、「
Ⅳ
沖
縄
」
の
内
部

は
同
書
の
そ
れ
ま
で
の
構
成
と
対
応
す
る
よ
う
に
、一　

暮
ら
し
と
生
業
、

二　

村
落
と
家
族
・
親
族
、
三　

行
事
と
儀
礼
に
わ
か
れ
、
四　

信
仰
が

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
図
説
日
本
民
俗
学
』
と
同
様
に
日
本

列
島
を
描
い
て
か
ら
、
沖
縄
だ
け
の
章
を
設
け
て
沖
縄
を
描
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
・
南
島
は
巻
末
の
ほ
う
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
う
し
た
中
、
や
や
異
な
る
展
開
な
の
が
『
は
じ
め
て
学
ぶ
民
俗

学
』［
市
川
他
編　

二
〇
一
五
］
で
あ
る
。
同
書
は
「
大
学
生
の
ア
イ
」

の
大
学
生
活
の
出
来
事
を
通
し
て
民
俗
学
を
描
く
の
だ
が
、
冒
頭
（
入
学

式
）
か
ら
さ
っ
そ
く
沖
縄
出
身
の
男
子
学
生
と
出
会
い
、
第
1
章
（
身
体

を
装
う
）
か
ら
南
西
諸
島
の
ハ
ジ
チ
（
入
墨
）
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て

第
2
章
（
自
分
を
振
り
返
る
）
で
早
々
と
沖
縄
に
降
り
立
ち
、
第
3
章
（
知

ら
な
い
世
界
に
出
会
う
）
ま
で
沖
縄
の
民
俗
さ
ら
に
は
移
民
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
で
特
別
扱
い
だ
ろ
う
。
東
京
で
生

ま
れ
育
ち
都
内
の
大
学
に
通
う
と
設
定
さ
れ
た
主
人
公
が
自
分
に
と
っ
て

の
当
た
り
前
を
問
い
直
す
強
烈
な
き
っ
か
け
と
し
て
真
っ
先
に
描
か
れ
た

の
が
、
入
学
早
々
の
沖
縄
と
の
出
会
い
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

日
本
民
俗
学
の
主
な
概
説
書
・
入
門
書
に
と
っ
て
沖
縄
・
南
島
と
は
重

要
な
対
象
で
あ
る
も
の
の
、
置
き
所
が
悩
ま
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、�『
日
本
民
俗
学
会
報
』・『
日
本
民
俗
学
』
掲
載
記
事
と

沖
縄

　

戦
後
の
日
本
民
俗
学
の
学
術
研
究
に
お
い
て
沖
縄
・
南
島
は
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
。『
日
本
民
俗
学
会
報
』（
一
九
五
八
年
七
月
の
1

号
～
一
九
六
九
年
十
一
月
の
66
号
）
と
、『
日
本
民
俗
学
』（
一
九
七
〇
年

一
月
の
67
号
～
一
九
七
五
年
八
月
の
100
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
沖
縄
に
つ

い
て
の
論
説
・
報
告
な
ど
（
奄
美
諸
島
の
も
の
も
あ
る
が
今
回
は
割
愛
す

る
）
を
見
て
み
る
と
、
一
九
五
九
年
（
第
5
号
）
以
降
の
十
七
年
間
で
、

沖
縄
を
主
題
と
し
た
論
説
・
報
告
が
な
い
の
は
一
九
六
四
年
・
一
九
六
九

年
・
一
九
七
三
年
・
一
九
七
四
年
だ
け
で
、
そ
の
四
年
間
を
の
ぞ
い
て
ほ

ぼ
毎
年
何
ら
か
の
沖
縄
に
つ
い
て
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
（
表
参
照
）。

　

た
だ
し
そ
の
間
の
日
本
民
俗
学
は
沖
縄
研
究
に
寄
与
し
て
き
た
か
と
い
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う
と
、
そ
う
簡
単
に
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
寄
与
が
事
例
の
蓄
積

と
い
う
方
面
は
と
も
か
く
、
は
た
し
て
学
問
の
対
象
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
沖

縄
と
そ
の
文
化
を
論
じ
得
た
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
民
俗
学
の
内
外

か
ら
問
わ
れ
、
多
く
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
沖
縄
を
対
象

と
し
た
論
考
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
民
俗
学
の
研
究
全
体
の
あ
り
方
に

寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
近
年
の
概
説
書
に
お
け
る
沖
縄
の
取

り
扱
い
を
概
観
し
た
が
、
沖
縄
を
通
じ
て
日
本
民
俗
学
の
課
題
を
論
じ
た

の
は『
日
本
民
俗
学
概
論
』（
一
九
八
三
年
）く
ら
い
で
近
年
の
概
説
書
は
、

ペ
ー
ジ
を
割
い
て
掲
載
し
つ
つ
も
そ
の
位
置
づ
け
を
論
じ
切
れ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
強
く
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
「
反
省
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
設
定
し
て
、
戦
後
か
ら

沖
縄
復
帰
前
後
の
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
沖
縄
・
南
島
研
究
に
つ
い
て
学

史
的
に
論
じ
て
み
た
い
。

　
　
　

四
、
反
省
の
文
脈
①
―
柳
田
国
男
ら
に
続
こ
う
と
す
る
立
場
―

　

一
九
六
〇
年
代
当
時
の
民
俗
学
の
沖
縄
調
査
・
研
究
に
は
、
柳
田
国
男

を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の
成
果
を
高
く
評
価
し
、
そ
れ
に
応
え
て
続
こ
う

と
す
る
立
場
が
あ
る
。
当
時
の
反
省
の
文
脈
と
は
、
い
か
に
柳
田
ら
先
学

に
続
き
発
展
で
き
る
か
で
あ
っ
た
。

　

大
藤
時
彦
（
一
九
〇
二
年
生
）
は
、
伊
波
普
猷
（
を
な
り
神
、
ニ
ラ
イ

カ
ナ
イ
な
ど
）、
柳
田
国
男
（『
海
南
小
記
』『
海
上
の
道
』
な
ど
）、
折
口

信
夫
（
遙
拝
、
石
の
神
性
、
火
の
神
へ
の
着
目
な
ど
）
の
成
果
を
端
的
に

ま
と
め
た
上
で
、「
柳
田
、
伊
波
、
折
口
な
ど
の
研
究
を
わ
れ
わ
れ
は
ど

の
よ
う
に
承
継
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
発
展
せ
し
む
べ
き
で
あ

ろ
う
か
」、「
学
界
全
体
の
問
題
と
し
て
咀
嚼
さ
れ
つ
く
し
て
い
な
い
」［
大

藤　

一
九
六
五　

十
九
頁
］
と
、
先
学
を
強
く
意
識
し
て
、
日
本
民
俗
学

の
沖
縄
研
究
の
発
展
に
つ
い
て
反
省
と
課
題
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
村
武
精
一
（
一
九
二
八
年
生
）
は
、
柳
田
の
民

俗
学
の
学
説
の
有
効
性
を
説
く
に
当
た
っ
て
、
当
時
の
沖
縄
の
族
制
研
究

の
成
果
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
村
武
は
「
日
本
民
俗
学
方
法
論
上
の
最

大
の
欠
点
と
し
て
、し
ば
し
ば
、〈
構
造
分
析
〉の
欠
如
」が
指
摘
さ
れ「
資

料
採
集
と
そ
の
羅
列
の
み
に
終
始
し
て
い
る
と
批
判
」
さ
れ
る
こ
と
に
対

し
て
疑
義
を
唱
え
る
立
場
か
ら
、「
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
従
来
の
族
制

研
究
の
方
法
は
、ま
ず
、民
俗
と
し
て
の
族
縁
用
語
を
徹
底
的
に
採
集
し
、

そ
れ
の
方
言
学
的
な
分
析
と
現
行
の
慣
行
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
の
変
遷
を
様
々
な
方
法
で
あ
と
づ
け
て
ゆ
く
」［
村
武　

一
九
六
七　

二
頁
］
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
伝
統
的

な
こ
の
方
法
が
、
こ
れ
か
ら
も
有
効
か
つ
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ

と
」［
同
］
を
示
す
事
例
と
し
て
、
柳
田
に
よ
る
オ
ヤ
コ
（「
族
長
と
族
人
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と
い
う
タ
テ
関
係
」
で
、
始
祖
と
の
系
譜
関
係
を
前
提
と
す
る
族
縁
）
と
、

イ
ト
コ
（「
族
人
間
の
ヨ
コ
関
係
」
で
、
両
親
と
の
関
係
に
よ
る
第
一
イ

ト
コ
・
兄
弟
姉
妹
と
い
う
横
の
広
が
り
の
族
縁
）
と
い
う
概
念
お
よ
び
分

析
視
角
・
方
法
が
「
琉
球
・
奄
美
の
民
俗
社
会
に
も
可
能
」（
オ
ヤ
コ
＝

ピ
キ
系
、
イ
ト
コ
＝
フ
ァ
ロ
ウ
ジ
・
ウ
ェ
ー
カ
ー
・
ウ
ト
ウ
ン
ザ
系
の
語

と
概
念
が
照
応
）
だ
っ
た
こ
と
を
主
張
［
同　

六
頁
］
し
、
そ
の
上
で
柳

田
の
族
制
研
究
を「
現
実
の
具
体
的
な
諸
形
態
の
な
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る
、

か
く
さ
れ
て
い
る
意
味
な
い
し
は
原
理
を
抽
出
し
、
社
会
・
文
化
の
全
体

的
理
解
に
せ
ま
ろ
う
と
さ
れ
る
方
法
」［
同　

八
頁
］と
評
し
結
ん
で
い
る
。

　

ま
た
日
本
民
俗
学
と
沖
縄
研
究
と
の
関
係
に
つ
い
て
大
藤
は
、
近
代
初

頭
ま
で
の
沖
縄
の
民
俗
へ
の
関
心
は
ま
だ
「
本
土
の
も
の
と
比
較
し
て
民

俗
学
的
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
の
だ
が
、
柳
田
国
男
以

降
に
「
沖
縄
の
民
俗
研
究
も
趣
味
的
な
も
の
か
ら
脱
し
て
純
粋
な
学
的
見

地
」
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
柳
田
監
修
の
『
炉
辺
叢
書
』
に
も
多

く
収
録
さ
れ
た
沖
縄
の
書
物
（
伊
波
普
猷
『
古
琉
球
の
政
治
』、
東
恩
納

寬
惇
『
琉
球
人
名
考
』、
佐
喜
真
興
英
『
シ
マ
の
話
』『
南
島
説
話
』、
喜

舎
場
永
珣
『
八
重
山
島
民
謡
誌
』、
宮
良
当
壮
『
沖
縄
の
人
形
芝
居
』、
島

袋
源
七
『
山
原
の
土
俗
』、
本
山
桂
川
『
与
那
原
島
図
誌
』）
を
「
全
国
各

地
の
民
俗
資
料
を
採
集
す
る
こ
と
に
努
力
し
、
地
方
の
研
究
が
郷
土
人
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
郷
土
の
民
俗
を
調
査
報
告
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
」
一

例
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
［
大
藤　

一
九
六
五　

六
頁
］。

　

し
か
し
同
じ
時
期
に
、
沖
縄
出
身
の
研
究
者
で
あ
る
饒
平
名
健
爾

（
一
九
三
〇
年
生
）
は
「
日
本
民
俗
学
は
地
方
の
研
究
者
達
の
研
究
方
法

に
対
す
る
充
分
な
指
導
若
し
く
は
考
慮
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し
も

云
え
な
い
」［
饒
平
名　

一
九
七
五
（
一
九
六
八
初
出
）　

二
四
八
頁
］
と

断
じ
て
い
る
。
こ
の
饒
平
名
の
指
摘
に
つ
い
て
、
の
ち
に
野
口
武
徳

（
一
九
三
三
年
生
）
は
、
饒
平
名
が
「
柳
田
民
俗
学
が
沖
縄
で
果
た
し
た

成
果
や
役
割
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
水
準
か
ら
見
た
場
合

の
問
題
点
を
、
と
く
に
沖
縄
の
郷
土
研
究
者
（
ほ
と
ん
ど
は
柳
田
民
俗
学

の
信
奉
者
）
と
郷
土
研
究
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
て
い
る
」［
野
口　

一
九
七
五　

二
八
一
頁
］
と
解
説
し
て
い
る
。

　
　
　

五
、�

反
省
の
文
脈
②
―
戦
後
か
ら
復
帰
前
後
の
沖
縄
へ
の
関

心
―

　

野
口
は
さ
ら
に
、
饒
平
名
の
指
摘
を
振
り
返
っ
て
、「
本
土
か
ら
の
研

究
者
に
対
し
て
、
警
告
」［
野
口　

一
九
七
五　

二
八
〇
頁
］、「
復
帰
後
、

一
段
と
増
え
た
沖
縄
研
究
へ
の
慎
重
さ
を
促
す
意
味
で
好
論
」［
同　

二
八
一
頁
］
と
受
け
止
め
、
さ
ら
に
「
沖
縄
の
状
況
は
ま
た
本
土
の
状
況

で
も
あ
る
の
だ
と
考
え
、
反
省

0

0

の
材
料
に
す
べ
き
」［
同
。
傍
点
筆
者
、
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以
下
略
］
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
野
口
は
民
俗
調
査
の
対
象
地
域
と
し
て

「
戦
前
の
柳
田
・
折
口
を
は
じ
め
と
し
、
沖
縄
出
身
者
の
郷
土
研
究
と
し

て
も
、
日
本
で
も
っ
と
も
盛
ん
で
あ
っ
た
地
方
で
あ
っ
た
」
と
い
う
沖
縄

に
お
い
て
、「
何
か
沖
縄
に
つ
い
て
書
い
た
り
、
話
し
た
り
す
れ
ば
衆
目

を
多
く
集
め
る
と
い
う
時
期
」
が
あ
っ
た
た
め
、
戦
後
急
速
に
調
査
者
が

増
加
し
た
［
同　

二
八
〇
頁
］
こ
と
を
認
め
、
そ
し
て
「
そ
の
調
査
研
究

が
、
一
部
の
人
を
の
ぞ
い
て
、
安
易
に
堕
す
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た

否
め
な
い
」状
況
だ
っ
た
こ
と
を
、野
口
は「
深
く
反
省

0

0

」し
て
い
る［
同
］。

　

復
帰
直
前
の
沖
縄
に
つ
い
て
、
九
学
会
連
合
に
よ
る
沖
縄
の
総
合
調
査

の
前
年
度
に
、
和
歌
森
太
郎
（
一
九
一
五
年
生
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
沖
縄
の
本
土
復
帰
の
日
が
近
づ
い
て
来
る
に
し
た
が
っ
て
、
本
土
の
学

者
た
ち
の
沖
縄
へ
の
学
術
的
関
心
が
著
し
く
強
ま
っ
て
来
た
。
人
文
・
社

会
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
で
、
沖
縄
の
実
地
調
査
を
試
み
る
も
の
が
、

こ
の
と
こ
ろ
だ
い
ぶ
目
立
つ
」［
和
歌
森　

一
九
七
〇　

七
二
頁
］。

　

そ
の
当
時
の
状
況
を
渡
辺
欣
雄
（
一
九
四
七
年
生
）
は
「
沖
縄
研
究
を

志
す
者
の
大
部
分
が
経
験
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
調
査
地
で
の
研
究
者
の

溢
乱
は
、
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
九
学
会
連
合
を
母

体
と
し
て
沖
縄
共
同
調
査
の
機
会
を
得
て
出
さ
れ
た
「
沖
縄
研
究
文
献
・

資
料
目
録
抄
」
に
み
る
文
献
の
溢
乱
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
そ
の
多
さ
を
「
溢
乱
」
と
表
現
し
、
そ
の
意
味
を
「
一
つ
に
は
沖
縄
研

究
の
個
性
記
述
的
分
析
の
段
階
か
ら
、
法
則
定
位
的
分
析
の
段
階
へ
の
研

究
の
進
化
の
必
要
性
」
に
求
め
た
［
渡
辺　

一
九
七
一　

一
〇
頁
］。

　

し
か
し
そ
の
実
、
当
時
の
状
況
は
、
和
歌
森
に
よ
る
と
「
沖
縄
に
こ
そ

日
本
民
族
文
化
の
原
質
と
い
う
か
、
核
が
あ
る
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」

に
従
っ
て
、
そ
れ
が
米
軍
支
配
下
で
「
急
速
に
衰
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
」

こ
と
へ
の「
焦
慮
に
か
ら
れ
た
学
者
た
ち
は
、沖
縄
で
の
古
代
の
痕
跡
を
、

こ
の
さ
い
自
ら
の
眼
で
た
し
か
め
て
お
こ
う
と
、踏
査
を
急
ぐ
に
至
っ
た
」

［
和
歌
森　

七
三
頁
］
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
沖
縄
県
民
の
期
待
、
す

な
わ
ち
「
尚
古
趣
味
に
か
り
た
て
ら
れ
て
、
こ
の
島
々
に
来
ら
れ
て
も
迷

惑
だ
。
き
び
し
い
国
際
関
係
下
に
変
則
な
位
置
づ
け
を
強
い
ら
れ
て
い
る

現
実
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
常
に
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の

方
法
を
学
問
的
に
導
い
て
く
れ
る
学
者
た
ち
の
渡
来
な
ら
ば
歓
迎
で
き

る
」
と
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
［
同
］。
そ
し
て
「
私

た
ち
の
沖
縄
を
ふ
く
め
て
の
南
島
民
俗
の
調
査
は
、
古
い
し
き
た
り
、
伝

承
を
調
べ
つ
つ
、
常
に
七
〇
年
代
の
沖
縄
の
前
途
を
案
じ
る
と
い
う
態
度

を
堅
持
し
た
い
」［
同　

七
五
頁
］
と
、
調
査
時
点
か
ら
発
し
た
問
題
の

解
決
を
企
図
し
て
い
る
。
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六
、
反
省
の
文
脈
③
―
沖
縄
の
特
異
性
の
強
調
―

　

そ
も
そ
も
沖
縄
を
日
本
列
島
内
と
い
う
日
本
民
俗
学
の
射
程
と
し
た
上

で
、
ひ
る
が
え
っ
て
沖
縄
の
特
異
性
を
際
立
た
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
饒

平
名
は
復
帰
以
前
か
ら
「
民
俗
の
地
域
性
の
問
題
と
し
て
沖
縄
が
特
異
な

伝
承
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
こ
そ
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
沖
縄
の

民
俗
伝
承
が
特
異
な
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
前
に
、
内
容
の
類
似
し
た

民
俗
が
地
域
を
越
え
て
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
」［
饒
平
名　

一
九
七
五
（
一
九
六
八
初
出
）　

二
五
二
頁
］、「
沖
縄
を

民
俗
の
宝
庫
で
あ
る
と
い
う
諸
学
者
の
注
目
を
う
け
と
め
、
そ
の
社
会
の

背
後
に
横
た
わ
る
諸
原
理
を
つ
か
む
た
め
に
は
、
や
は
り
幾
度
と
な
く
方

法
が
論
じ
ら
れ
、
沖
縄
民
俗
の
特
質
や
様
相
が
論
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
し
、
そ
の
土
台
を
な
す
正
し
い
民
俗
誌
の
記
述
は
今
後
も
す
す
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」［
同　

二
五
六
頁
］
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
野
口
は
「
沖
縄
の
社
会
と
文
化
が
、
あ
ま
り
に
も
本
土
一
般
と
は

か
け
は
な
れ
て
い
て
、
従
来
の
民
俗
学
の
調
査
方
法
や
論
理
の
フ
レ
ー
ム

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
」、「
今
ま
で
民
俗
学
で
用
意
・

整
理
さ
れ
て
き
た
質
問
項
目
な
ど
で
は
、
役
に
立
た
な
い
部
分
が
む
し
ろ

多
か
っ
た
」［
野
口　

一
九
七
五　

二
八
〇
頁
］
と
述
懐
し
て
い
る
。

　

山
下
欣
一
（
一
九
二
九
年
生
）
も
多
く
の
反
省
・
課
題
を
指
摘
し
て
い

る
の
で
引
用
し
た
い
。「
民
俗
資
料
の
宝
庫
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
エ
ス
ノ

ロ
ジ
ー
へ
の
橋
渡
し
に
な
る
立
場
に
南
島
は
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
も
あ
る
し
、
日
本
本
土
と
の
関
係
も

あ
り
、
中
国
と
の
関
係
も
あ
る
。
南
島
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
が
客
体
化
す
る

資
料
は
単
な
る
資
料
で
な
く
て
、
比
較
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
視
点
が
、い
ま
ま
で
南
島
に
集
中
さ
れ
過
ぎ
た
き
ら
い
は
あ
り
ま
す
。

当
然
学
問
的
な
一
つ
の
立
場
で
し
ょ
う
。
ま
た
反
省

0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
南
島
は
日
本
と
の
同
一
文
化
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
。
次
に
は
南
島
の
異
文
化
だ
け
を
注
目
す
る
研
究
者
も
出
て

き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
、
周
辺
諸
民
族
と
の
比
較
研
究
を
主
題
に

す
る
と
い
う
立
場
も
あ
る
わ
け
で
す
」［
山
下 

一
九
八
四　

一
九
五
頁
］。

　
　
　

七
、
反
省
の
文
脈
④
―
門
中
へ
の
過
度
な
関
心
の
集
中
―

　

当
時
の
沖
縄
の
民
俗
調
査
は
御
嶽
祭
祀
や
女
性
に
よ
る
祭
祀
な
ど
を
注

視
し
、
日
本
本
土
と
の
比
較
が
計
ら
れ
た
が
、
門
中
に
は
特
に
過
度
な
関

心
が
集
中
し
た
。
そ
の
こ
と
へ
の
疑
問
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
か
ら

も
う
提
示
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
大
藤
は
当
時
す
で
に
「
究
明
が
多
く
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の
学
者
の
間
に
関
心
の
的
と
せ
ら
る
る
に
い
た
っ
た
」［
大
藤　

一
九
六
五　

二
〇
頁
］
と
い
う
門
中
組
織
に
つ
い
て
は
「
現
在
見
ら
れ
る

形
は
沖
縄
本
島
に
お
い
て
特
殊
に
発
達
し
た
も
の
で
、
最
初
か
ら
の
形
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
」
を
呈
し
た
。
そ
し
て
「
門
中

と
い
う
こ
と
を
い
わ
な
い
島
も
あ
る
の
で
、
や
は
り
門
中
の
研
究
は
沖
縄

全
島
の
族
制
を
精
査
し
た
の
ち
に
そ
の
変
遷
の
あ
と
を
辿
っ
て
み
る
必
要

が
あ
る
」［
同　

二
一
頁
］
と
、
課
題
と
し
て
い
る
。

　

小
川
徹
（
一
九
一
四
年
生
）
も
「
南
西
諸
島
と
い
え
ば
、
門
中
制
度
の

社
会
で
あ
り
、
明
ら
か
に
中
国
大
陸
と
型
式
上
つ
な
が
り
の
あ
る
清
明
の

慣
行
や
門
中
亀
甲
墓
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
、
従
っ
て
大

陸
文
化
と
の
連
繋
を
説
こ
う
と
す
る
性
急
な
試
み
も
生
れ
て
き
て
い
る
」

も
の
の
、「
し
か
し
、
い
っ
た
い
門
中
制
度
や
そ
の
シ
ン
ボ
ル
の
古
さ
は

ど
う
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
無
前
提
に
本
源
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
」［
小
川　

一
九
六
六　

一
一
六
頁
］
と
指
摘
し
、

親
族
関
係
の
称
呼
の
分
布
の
分
析
や
史
料
・
調
査
成
果
か
ら
、
村
落
社
会

の
父
系
的
親
族
集
団
―
当
時
「
門
中
化
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
―
が

た
と
え
門
中
と
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
「
門
中
な
る
称
呼
は
単
な
る
借
用
に

す
ぎ
な
い
と
認
め
て
差
支
え
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
「
門
中
制
度
の
歴
史

性
へ
の
理
解
が
な
お
十
分
に
は
普
遍
化
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
門

中
も
ま
た
歴
史
的
所
産
で
あ
り
、
時
代
性
を
反
映
し
た
存
在
で
あ
る
」
と

論
じ
た
［
同　

一
一
九
頁
］。

　

ま
た
同
様
に
和
歌
森
は
、
選
挙
運
動
に
絡
め
つ
つ
沖
縄
の
門
中
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「「
門
中
」
派
閥
的
に
そ
れ
ぞ
れ
地
盤
を

固
め
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
は
た
し
て
そ
う
か
。
沖
縄

と
い
え
ば
「
門
中
」
と
す
ぐ
に
念
頭
に
浮
か
べ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、

一
般
民
衆
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ
は
牢
固
た
る
共
同
結
束
の
仕
組
み
に
や
は

り
な
っ
て
来
て
い
る
の
か
。
い
る
と
す
れ
ば
、
何
が
そ
れ
を
支
え
て
き
た

の
か
」［
和
歌
森　

一
九
七
〇　

七
四
頁
］、「「
門
中
」
に
よ
る
祖
孫
の
一

体
的
感
覚
が
、
仮
に
今
日
も
普
遍
的
だ
と
す
る
な
ら
ば
―
私
自
身
の
調
べ

で
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
う
久
し
い
普
遍
性
を
も
っ
て
い
な
い
と
認

め
て
い
る
が
―
そ
の
こ
と
と
、
御
嶽
な
ど
の
聖
林
を
中
心
に
す
る
信
仰
や

葬
送
儀
礼
と
は
、
ど
う
か
か
わ
る
か
」［
同　

七
五
頁
］。

　
　
　

八
、
反
省
の
文
脈
⑤
―
短
期
間
の
調
査
の
横
行
―

　

こ
こ
ま
で
何
度
か
引
用
し
て
き
た
饒
平
名
の
指
摘
は
、
沖
縄
を
対
象
と

し
た
民
俗
調
査
の
実
態
を
省
み
る
と
同
時
に
、
民
俗
の
調
査
全
般
に
対
し

て
示
唆
に
富
む
論
考
で
あ
る
。
例
え
ば
「
信
憑
性
の
あ
る
記
述
と
は
、
そ

の
当
該
地
域
の
人
々
に
共
感
と
共
鳴
を
得
て
自
分
達
を
し
て
語
ら
し
め
る

よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
う
ま
れ
る
」［
饒
平
名　

一
九
七
五
（
一
九
六
八
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初
出
）　

二
五
〇
頁
］、「
民
俗
調
査
は
興
味
中
心
の
調
査
で
な
く
、
ま
た

つ
く
ら
れ
た
物
語
り
の
記
述
を
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
社
会
に
お
け
る
正

確
な
事
実
を
求
め
る
こ
と
が
要
件
の
第
一
で
あ
る
」［
同　

二
五
四
頁
］

と
い
っ
た
興
味
深
い
指
摘
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
調
査
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
論
じ
た
饒
平
名
が
、
沖
縄
の

民
俗
の
調
査
に
対
し
て
「
調
査
は
時
間
を
か
け
たintensive

で
、
参
加

観
察
と
そ
れ
に
基
い
た
記
述
や
比
較
、
分
析
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
短

期
間
の
皮
相
な
観
察
に
基
い
た
記
述
が
民
俗
事
象
を
的
確
に
把
握
し
得
な

い
う
ら
み
が
で
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」［
饒
平
名　

一
九
七
五
（
一
九
六
八
初
出
）　

二
四
九
頁
］
と
断
じ
て
い
る
。

　

実
際
に
後
者
の
よ
う
な
調
査
が
横
行
し
て
い
た
よ
う
で
、
本
土
か
ら
の

研
究
者
の
調
査
に
つ
い
て
野
口
も
「
従
来
の
日
本
民
俗
学
で
多
く
と
ら
れ

た
、
個
別
テ
ー
マ
の
一
つ
を
、
短
時
間
に
、
駆
け
歩
く
と
い
う
イ
ク
ス
テ

ン
シ
ブ
な
方
法
で
の
調
査
を
な
さ
れ
た
方
々
に
と
っ
て
は
、
そ
の
衝
撃
は

大
き
か
っ
た
」［
野
口　

一
九
七
五　

二
八
〇
頁
］
と
回
想
す
る（

2
（

。

　
　
　

九
、
反
省
の
文
脈
⑥
―
沖
縄
人
自
身
に
よ
る
研
究
の
提
案
―

　

そ
う
し
た
野
口
だ
が
、「
時
間
が
た
ち
、知
識
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、

論
文
が
書
け
な
く
な
る
、
と
く
に
沖
縄
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
論

じ
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
、
自
己
の
体
験
」［
野
口　

一
九
七
五　

二
八
一
頁
］
に
基
づ
い
て
、
反
省
と
提
案
を
発
表
し
て
い
る
。

　
「
私
の
沖
縄
調
査
の
反
省
か
ら
」
と
い
う
副
題
の
論
考
［
野
口 

一
九
七
二
］
で
「
研
究
の
た
め
と
い
う
よ
う
な
、
い
い
か
げ
ん
な
態
度
の

ま
ま
、
さ
し
た
る
反
省

0

0

も
な
く
、
甘
っ
た
る
い
研
究
や
調
査
を
行
っ
て
き

た
」［
同　

三
五
五
頁
］
と
冒
頭
か
ら
省
み
る
野
口
が
「
誤
解
や
ミ
ス
が

本
土
学
者
の
南
島
調
査
に
と
く
に
多
い
」［
同　

三
六
一
頁
］
こ
と
の
理

由
を
問
い
な
が
ら
論
じ
た
の
は
、
同
時
代
の
、
そ
し
て
後
年
の
研
究
者
に

対
す
る
次
の
よ
う
な
反
省
点
の
指
摘
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
わ
た
だ

し
い
調
査
」、「
現
地
住
民
と
の
か
か
わ
り
あ
い
方
の
問
題
」、「
話
者
の
固

定
化
の
問
題
」、「
言
語
理
解
の
不
足
の
問
題
」で
あ
り
、「
思
い
あ
が
っ
た
、

甘
っ
た
れ
た
調
査
態
度
」、「
発
表
を
急
ぐ
せ
っ
か
ち
さ
」な
ど
で
あ
っ
た
。

「
調
査
や
研
究
の
方
法
に
対
す
る
反
省

0

0

が
十
分
に
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
発
表

に
持
ち
込
め
る
チ
ャ
ン
ス
も
多
か
っ
た
」［
同　

三
六
一
頁
］
こ
と
を
断

じ
「
と
く
に
社
会
構
造
の
研
究
者
は
、
短
時
日
の
せ
っ
か
ち
な
調
査
」
に

依
拠
し
た
「
発
表
だ
け
は
避
け
る
べ
き
」
と
求
め
る
［
同　

三
六
五
頁
］。

　

そ
の
上
で
、「
日
本
民
俗
学
の
あ
り
方
に
理
想
的
に
参
加
し
う
る
た
め

に
ど
ん
な
方
法
が
こ
ん
ご
課
題
と
さ
れ
る
か
。
こ
れ
は
も
う
既
製
の
研
究

者
で
は
絶
望
的
」
だ
と
し
、「
沖
縄
人
に
よ
る
沖
縄
の
民
俗
調
査
を
提
唱
」

［
同　

三
六
九
頁
］
し
た
。
そ
し
て
「
沖
縄
の
若
い
民
俗
学
を
志
す
方
々
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に
」
対
し
て
「
甘
っ
た
れ
た
、
調
査
を
し
て
や
る
と
い
っ
た
姿
勢
の
一
部

本
土
学
者
に
反
省

0

0

を
う
な
が
す
」
仕
事
を
望
ん
で
い
る
。

　
　
　

十
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
一
九
七
〇
年
代
前
後
の
先
行
研
究
の
引
用
か
ら
、
反
省
の
文
脈

を
い
く
つ
か
導
き
出
し
て
み
た
。
そ
れ
ら
は
、
柳
田
国
男
ら
に
続
こ
う
と

す
る
立
場
か
ら
い
か
に
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
か
と
い
う
反
省
で
あ
り
、
一

方
で
そ
の
立
場
の
地
方
へ
の
考
慮
の
不
足
を
断
ず
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
戦
後
か
ら
復
帰
前
後
の
沖
縄
へ
の
関
心
が
安
易
に
堕
し
た
こ
と
を
反

省
し
、
調
査
時
点
か
ら
発
し
た
問
題
解
決
の
企
図
を
表
明
す
る
も
の
だ
っ

た
。
沖
縄
の
特
異
性
の
強
調
を
め
ぐ
っ
て
は
そ
れ
の
み
に
囚
わ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
と
自
戒
さ
れ
た
。
中
で
も
、
門
中
へ
の
過
度
な
関
心
の
集
中
に

対
し
て
は
当
時
か
ら
慎
重
な
見
直
し
の
姿
勢
が
く
り
返
し
提
示
さ
れ
て
い

た
。
さ
ら
に
当
時
の
一
部
研
究
者
に
よ
る
短
期
間
の
調
査
の
横
行
な
ど
多

く
の
反
省
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
沖
縄
人
自
身
に
よ
る
研
究
の
提
案
が
本

土
の
研
究
者
に
反
省
を
う
な
が
す
た
め
に
望
ま
れ
て
い
た
。

　

今
日
の
研
究
も
、
こ
れ
ら
の
か
つ
て
の
反
省
の
文
脈
に
続
い
て
し
か
る

べ
き
は
ず
だ
が
、
か
つ
て
の
反
省
が
忘
れ
去
ら
れ
、
今
日
も
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
今
後
の
展
望
の
提
案
に
ま
で
は
至
れ
な
か
っ
た
の
で

課
題
と
し
た
い
。

　

と
は
い
え
、
少
し
だ
け
発
言
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
調
査
・
研
究
の
端

緒
は
沖
縄
・
南
島
の
民
俗
や
歴
史
に
対
す
る
単
純
か
つ
純
粋
な
興
味
だ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
何
を
知
り
、

何
を
論
じ
る
か
を
自
問
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
を
続
け
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
態
度
を
一
点
挙
げ
る
な
ら
ば
、

筆
者
は
本
土
出
身
で
沖
縄
の
研
究
を
志
す
も
の
と
し
て
、
関
心
の
共
有
の

必
要
性
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
沖
縄
で
出
会
っ
た
方
々
が
関
心
を
寄
せ

て
知
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
伝
え
残
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
共
に
探

求
し
た
い
と
い
う
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も

筆
者
が
沖
縄
の
調
査
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
字
誌
や
門
中
誌
な
ど
当
地

の
人
々
が
自
分
自
身
に
直
接
関
係
す
る
歴
史
へ
と
強
い
関
心
を
寄
せ
、
そ

れ
を
自
ら
の
手
で
表
象
す
る
伝
承
行
為
を
調
査
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
沖

縄
の
人
々
と
の
関
心
の
共
有
は
、
調
査
者
・
研
究
者
の
独
り
よ
が
り
を
防

ぐ
予
防
線
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

参
考
文
献

市
川
秀
之
・
中
野
紀
和
・
篠
原
徹
・
常
光
徹
・
福
田
ア
ジ
オ
編　

二
〇
一
五
『
は
じ
め

て
学
ぶ
民
俗
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

大
藤
時
彦　

一
九
六
五
「
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
沖
縄
研
究
史
―
と
く
に
柳
田
国
男
の

位
置
づ
け
と
展
望
―
」
東
京
都
立
大
学
南
西
諸
島
研
究
委
員
会
編
『
沖
縄
の
社
会
と



國學院雜誌　第 118 巻第 4号（2017年） ― 122 ―

宗
教
』
平
凡
社

大
本
憲
夫　

一
九
八
三
「
沖
縄
の
民
俗
」
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
田
登
編
『
日
本
民
俗
学
概
論
』

吉
川
弘
文
館

小
川
徹　

一
九
六
六
「
わ
が
国
社
会
・
文
化
現
象
の
地
理
的
研
究
に
つ
い
て
―
方
法
論

的
一
反
省
―
」『
人
文
地
理
』
18
―
2

野
口
武
徳　

一
九
七
二
「
沖
縄
人
に
よ
る
沖
縄
研
究
の
提
案
―
私
の
沖
縄
調
査
の
反
省

か
ら
―
」
谷
川
健
一
編
『
叢
書
わ
が
沖
縄
第
五
巻　

沖
縄
学
の
課
題
』
木
耳
社

野
口
武
徳　

一
九
七
五
「
解
説　

民
俗
調
査
法
」
野
口
武
徳
・
宮
田
登
・
福
田
ア
ジ
オ

編
『
現
代
日
本
民
俗
学
Ⅱ　

概
念
と
方
法
』
三
一
書
房

福
田
ア
ジ
オ　

二
〇
〇
九
『
日
本
の
民
俗
学　
「
野
」
の
学
問
の
二
〇
〇
年
』
吉
川
弘
文

館
福
田
ア
ジ
オ
・
内
山
大
介
・
小
林
光
一
郞
・
鈴
木
英
恵
・
萩
谷
良
太
・
吉
村
風
編　

二
〇
一
二
『
図
解
案
内
日
本
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館

舟
山
直
治
・
塩
月
亮
子　

二
〇
〇
六
「
北
海
道
民
俗
・
沖
縄
民
俗
の
特
徴
」
谷
口
貢
・

松
崎
憲
三
編
『
民
俗
学
講
義
―
生
活
文
化
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
』
八
千
代
出
版

古
家
信
平　

二
〇
〇
九
「
特
論　

南
島
」
福
田
ア
ジ
オ
・
古
家
信
平
・
上
野
和
男
・
倉

石
忠
彦
・
高
桑
守
史
編
『
図
説
日
本
民
俗
学
』
吉
川
弘
文
館

村
武
精
一　

一
九
六
七
「
日
・
琉
族
制
研
究
に
お
け
る
構
造
論
―
柳
田
民
俗
学
と
社
会

人
類
学
―
」『
日
本
民
俗
学
会
報
』
54

山
下
欣
一　

一
九
八
四
「
南
島
研
究
の
現
在
」
谷
川
健
一
・
山
下
欣
一
・
荒
木
博
之
・

波
平
恵
美
子
『
共
同
討
議　

南
島
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
青
土
社

湯
川
洋
司
・
古
家
信
平
・
安
室
知
編　

二
〇
〇
九
『
日
本
の
民
俗
13
民
俗
と
民
俗
学
』

吉
川
弘
文
館

饒
平
名
健
爾　

一
九
七
五
（
初
出
は
一
九
六
八
）「
沖
縄
の
民
俗
調
査
―
そ
の
若
干
の
考

察
―
」
野
口
武
徳
・
宮
田
登
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
現
代
日
本
民
俗
学
Ⅱ　

概
念
と
方
法
』

三
一
書
房

和
歌
森
太
郎　

一
九
七
〇
「
沖
縄
民
俗
研
究
の
問
題
点
」『
民
俗
学
評
論
』
5

渡
辺
欣
雄　

九
七
一
「
沖
縄
の
世
界
観
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
東
村
字
平
良
を
中
心
と

し
て
―
」『
日
本
民
俗
学
』
78

注（
1
） 「
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
は
別
々
に
沖
縄
を
訪
れ
た
。
そ

し
て
二
人
と
も
沖
縄
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
沖
縄
の
理
解
な
く
し
て
は
日
本
は
理
解

で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
獲
得
し
た
。（
中
略
）
こ
の
二
人
の
先
達
が
沖
縄
を
日

本
理
解
の
な
か
に
お
い
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
民
俗
学
研
究
の
道
筋
を
作
っ
た
と

い
え
る
」［
福
田　

二
〇
〇
九　

九
四
頁
］。

（
2
） 

た
だ
し
野
口
は
自
身
と
大
胡
欽
一
は
「
長
期
滞
在
の
お
陰
で
、
方
言
を
ほ
と
ん
ど

マ
ス
タ
ー
し
得
た
か
ら
良
か
っ
た
」［
同
］
と
も
述
べ
て
も
い
る
。



― 123 ― 日本民俗学が論じた沖縄

表　『日本民俗学会報』と『日本民俗学』における沖縄

『
日
本
民
俗
学
会
報
』（
～
第
66
号
）

1959年 第５号（２月20日） 本田安次　「石垣島の穂利祭」
内盛唯夫・カツ　「沖縄竹富島の話（一）」

第６号（３月30日） 内盛唯夫・カツ　「沖縄竹富島の話（二）」
1960年 第12号（６月25日） 瀬川清子　「沖縄の女性」
1961年 第21号（９月25日） 植松明石　「沖縄伊是名島調査報告　－祭祀組織をめ

ぐって－」
1962年 第24号（５月30日） 瀬川清子　「沖縄の婚姻儀礼」

野口武徳　「池間島における婚姻」
植松明石　「先島の御嶽をめぐって」
山城善三　「塩谷海神祭」
鎌田久子　「水納島の年中行事」
小川徹　「南西諸島のキナ地名」
中今信　「民俗と政治－宮古と八重山の場合－」
関敬吾　「海上の道　－その紹介と今後の課題－」

1963年 第28号（５月15日） 山城善三　「糸満町の綱引」
1965年 第39号（５月31日） 比嘉政夫　「村落の祭祀組織と＜ハラ＞の祭祀組織　－

沖縄南部における事例から－」
第41号（９月30日） 馬淵東一　「波照間島その他の氏子組織」

1966年 第46号（７月20日） 宮本演彦　「『狩俣の村』補遺　－ウヤガムについて－」
第48号（11月30日） 野口武徳　「沖縄池間島のトウンカラアグ」

1967年 第50号（４月20日） 牛島巌・野口武徳　「沖縄本島東部島嶼の門中と祭祀組
織　－与那城村宮城島における事例を中心として－」

第54号（11月25日） 村武精一　「日・琉族制研究における構造論　－柳田民
俗学と社会人類学－」
山路勝彦　「沖縄・渡名喜島の門中についての予備的報
告」
野口武徳　「沖縄池間島のお産と初出」

1968年 第57号（７月30日） 小川徹　「民家型式の系譜　試論」
第58号（９月25日） 名嘉真宜勝　「沖縄の洗骨習俗　－分布・呼称・時期に

ついて－」

『
日
本
民
俗
学
』（
第
67
号
～
）

1970年 第71号（９月10日） 松園万亀雄　「沖縄座間味島の門中組織」
小野重朗　「肉と餅との連続　－供犠儀礼について－」
高橋春子　「沖縄八重山群島における民俗服飾」

1971年 第74号（３月10日） 小川徹　「沖縄民俗社会における「門中」（仮説的総括）」
渡邊欣雄　「沖縄北部農村の門中組織　－大宜味村字田
港の事例－」
平敷令治　「沖縄の葬制について」

第76号（７月30日） 桜井徳太郎　「ユタの関与する死の儀礼　－沖縄本島上
本部村備瀬の場合－」

第78号（12月20日） 鎌田久子　「宮古島諸部落の神役名称」
渡邊欣雄　「沖縄の世界観についての一考察　－東村字
平良を中心として－」
小川徹　「産井の継承　－北部沖縄の事例から－」
山路勝彦　「＜門中＞と＜家＞に関する覚書」

1972年 第79号（２月20日） 小川徹　「百姓門中における清明祭受容の一事例　－『家
風祭典』の紹介－」
桜井徳太郎　「「ツカサ崩れ」とユタマンチャー　－琉球
巫俗の一つの問題－」
鶴藤鹿忠　「琉球地方における二棟造り」

第83号（９月10日） 水野悦子　「沖縄離島における祭祀組織の展開　－来間
島を中心として－」

1975年 第98号（４月30日） 藤原覚一　「八重山のサバニ」


