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神
と
亙
女
の
問

沖
縄
国
頭
地
方
の
事
例
を
中
心
と
し
て

p 

I司

梨

美ろ
っ
し
み

沖
縄
で
神
と
呼
ば
れ
る
対
象
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
、
様
々
の
レ
ベ
ル
の
神
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
神
ま
つ
り
に
現
身
を
も

っ
て
出
現
す
る
神
に
つ
い
て
の
近
年
の
論
義
は
、
八
重
山
地
方
の
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
夕
、

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
等
の
男
性
の
扮
す
る
仮
装
神
に

専
ら
集
中
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
沖
縄
本
島
国
頭
地
方
の
事
例
を
中
心
と
し
て
村
落
の
女
性
司
祭
者
の
祭
施
行
動
を
通
し
て
観
念
さ
れ
る
神

を
検
討
し
て
、
神
人
（
カ
ミ
ン
チ
こ
と
呼
ば
れ
る
女
性
司
祭
者
と
神
の
聞
を
考
察
し
た
い
。

琉
球
の
歴
史
的
文
献
に
は
神
出
現
の
記
事
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
八
三
八
年
に
久
高
島
で
、
村
落
の
聖
地
で
あ
る
ウ
タ
キ
か
ら

神
が
出
現
し
た
こ
と
が
、
王
国
の
正
史
で
あ
る
「
球
陽
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

カ

ミ

ン

チ

ユ

ク

ボ

l
ウ
タ
キ

十
二
月
六
日
の
午
刻
、
久
高
島
の
神
人
七
名
が
公
方
獄
に
入
り
、

百
刻
に
は
ノ
ロ
二
名
と
神
人
二
十
名
も
公
方
獄
に
入
り
、

夜
神
遊
び
を
し
た
。

翌
七
日
の
夜
明
け
方
に
村
人
が
こ
ぞ
っ
て
ウ
タ
キ
の
前
に
集
ま
り
拝
礼
す
る
と
、

神
人
が
ウ
タ
キ
か
ら
出
て
来
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終



ん

ワ

タ

主

た
c

そ
れ
と
同
時
に
ウ
タ
キ
の
中
で
カ
ネ
を
打
つ
音
が
聞
こ
え
、
神
人
は
神
が
加
葉
江
良
獄
に
出
現
す
る
と
教
え
た
。
そ
こ
で
村
人
が

加
葉
江
良
巌
の
前
に
集
ま
っ
て
い
る
と
、
午
刻
に
二
神
が
ウ
タ
キ
よ
り
現
れ
た
。

一
人
は
背
丈
六
、

七
尺
許
り
、
黄
金
の
冠
、
黄
糸

衣
、
赤
帯
子
、
青
馬
楕
を
身
に
ま
と
い
、
杖
を
持
っ
て
い
た
。
も
う
一
人
は
背
丈
一
丈
許
り
、
青
衣
裳
を
着
て
、
二
丈
許
り
の
巨
大
な

リ
ヤ
ン
サ
ン

紅
の
涼
傘
を
持
っ
て
従
っ
て
い
た
。

ノ
ロ
や
神
人
が
神
に
向
か
い
拝
礼
す
る
と
、
神
は
ウ
タ
キ
に
戻
っ
た
。
村
人
は
豊
年
の
訪
れ
る

し
る
し
で
あ
る
と
し
て
、
喜
ぶ
こ
と
限
り
な
か
っ
た
c

（
「
球
陽
」
巻
二
十
一

尚
育
王
四
年
）
（
1
）

ノ
ロ
を
中
心
と
す
る
村
落
の
女
性
司
祭
者
H

神
人
（
カ
ミ
ン
チ
こ
た
ち
が
、

ク
ボ

l
ウ
タ
キ
に
一
夜
こ
も
り
神
遊
び
を
す
る
と
、
翌
朝
ウ

タ
キ
で
カ
ネ
の
立
日
が
聞
こ
え
て
、

昼
頃
に
カ
ベ

I
ル
ウ
タ
キ
か
ら
神
が
出
現
し
た
。

神
出
現
の
象
徴
で
あ
る
巨
大
な
涼
傘
（
2
）
を
さ
し
、

美

美
し
い
装
束
を
着
け
た
丈
高
い
神
が
現
れ
て
、

ノ
ロ
や
神
人
の
拝
礼
を
受
け
た
と
い
う
。

を
と
ど
め
た
が
、

一
回
性
の
も
の
で
は
な
い
。

ウ
タ
キ
か
ら
神
が
出
現
し
た
と
い
う
話
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
大
正
期
の
沖
縄
国
頭
地
方
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こ
の
事
件
は
王
国
の
聖
地
と
み
な
さ
れ
た
久
高
島
で
お
こ
っ
た
た
め
に
、
村
役
人
に
よ
っ
て
宮
廷
に
報
告
さ
れ
、
た
ま
た
ま
正
史
に
記
述

や
、
現
代
の
奄
美
群
島
の
加
計
呂
麻
島
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
神
出
現
の
儀
礼
は
か
つ
て
は
広
範
な
地
域
で
長
期
間
に
渉
っ
て
く
り
返
し
行

わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ
タ
キ
は
原
則
と
し
て
村
落
の
女
性
司
祭
者
日
神
人
の
み
が
出
入
す
る
こ
と
の
で
き
る
聖
地
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
ウ
タ
キ
か
ら
神
と
し
て
出
現
し
た
者
は
実
は
村
落
の
神
人
で
あ
っ
た
。
神
出
現
の
儀
礼
が
く
り
返
し
行
わ
れ
た
背
景

に
は
、
特
定
の
時
と
場
合
に
お
い
て
神
人
を
神
そ
の
も
の
と
感
ず
る
共
通
の
心
意
が
、
か
つ
て
奄
美
・
沖
縄
の
人
々
の
間
に
存
在
し
た
こ
と

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

沖
縄
の
女
性
司
祭
者
は
時
と
し
て
神
そ
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
所
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
沖
縄
国
頭
地
方
の
事
例
を
中
心
に
神
が

現
れ
る
祭
加
の
構
造
を
検
討
し
た
い
。



沖
縄
本
島
の
北
部
、
国
頭
地
方
は
、
俗
に
山
原
と
呼
ば
れ
る
山
岳
地
帯
で
、
海
と
山
の
は
ざ
ま
に
集
落
が
点
々
と
営
ま
れ
て
い
る
c

島
袋

源
七
氏
の
『
山
原
の
土
俗
』
（
昭
和
七
年
刊
）
は
、
大
正
年
間
の
国
頭
地
方
を
歩
い
て
採
集
し
た
本
格
的
な
民
俗
誌
で
、
当
時
の
祭
杷
習
俗
を

克
明
に
録
し
て
い
る
ο

そ
の
中
に
神
が
出
現
す
る
話
が
あ
る
c

（

1
）
 

三
十
年
程
前
ま
で
は
、
帆
船
を
新
造
し
て
、
明
日
が
進
水
式
だ
と
い
う
夜
半
に
、
必
ず
ウ
タ
キ
か
ら
カ
ネ
を
鳴
ら
し
つ
つ
神
々
が

現
れ
た
。

神
々
は
船
を
巡
っ
て
、

釘
の
打
ち
方
の
拙
い
所
に
神
杖
を
も
っ
て
標
を
つ
け
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

あ
る
時
一
人
の
男

が
、
神
の
正
体
を
見
顕
そ
う
と
船
底
に
隠
れ
て
待
っ
て
い
る
と
、
頭
に
白
鉢
巻
を
し
め
て
後
方
に
垂
ら
し
、
白
衣
裳
を
着
た
数
人
の
神

土
俗
』

一
一
三
二
l
i

－
－
四
頁
よ
り
抜
粋
。
大
宜
味
村
塩
屋
の
事
例
。
国
頭
村
奥
聞
に
も
同
様
の
話
が
あ
る
。
）
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神
が
現
れ
て
、
船
の
あ
ち
こ
ち
を
杖
で
突
い
て
廻
っ
た
。
男
が
神
々
を
縄
で
縛
り
顔
を
見
る
と
村
の
ノ
ロ
や
神
人
だ
っ
た
。
（
『
山
原
の

国
頭
地
方
で
は
明
治
の
中
頃
ま
で
、
船
の
新
造
が
成
っ
た
時
に
、
ウ
タ
キ
か
ら
カ
ネ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
神
が
出
現
し
、
船
の
欠
陥
を
正
し

祝
福
し
た
と
い
う
。
実
際
に
は
神
人
が
白
鉢
巻
、
白
衣
裳
の
年
中
祭
把
と
同
じ
装
束
を
つ
け
て
現
れ
た
の
だ
が
、
長
い
間
こ
れ
を
本
当
に
神

と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る

Q

現
在
の
国
頭
地
方
で
こ
の
よ
う
な
話
は
ほ
と
ん
ど
夫
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
奄
美
群
島
の
加
計
呂
麻
島
の

村
々
に
は
、
神
山
（
沖
縄
の
ウ
タ
キ
に
相
当
）
か
ら
カ
ネ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
出
現
し
た
神
を
迎
え
た
と
い
う
人
々
が
居
り
、
今
も
な
ま
な
ま
し

い
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
昇
曙
夢
・
伊
藤
幹
治
・
山
下
欣
一
氏
等
の
報
告
（
3
）
が
あ
る
が
、

」
こ
で
は
昭
和
五
五
年
に
現
地
で
採
集
し

た
聞
書
を
紹
介
し
た
い
（
4

〕

O

（

2
）
 

五
十
年
程
前
ま
で
、

ア
シ
ャ
ゲ
（
5
）
の
新
築
や
屋
根
の
ふ
き
か
え
が
あ
る
と
、

神
様
が
カ
ネ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
神
山
か
ら
降
り
て



ミ
ャ

i
（
ア
シ
ヤ
ゲ
の
あ
る
広
場
）
へ
来
ら
れ
た
。
カ
ネ
の
音
は
海
に
居
て
も
聞
こ
え
る
ほ
ど
、

よ
く
響
き
渡
っ
た
。
村
人
は
ミ
ャ

l
に

集
ま
り
頭
を
垂
れ
て
拝
ん
だ
。
神
様
は
七
人
位
で
、
白
い
着
物
、
白
い
ズ
ボ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
着
て
、
頭
も
足
も
白
い
き
れ
で
包
ん

で
い
た
。
神
様
の
足
は
地
に
つ
か
ず
飛
ん
で
歩
く
よ
う
だ
つ
た
。

ア
シ
ャ
ゲ
に
着
く
と
、

ア
シ
ャ
ゲ
の
柱
を
木
の
物
差
の
よ
う
な
も
の

で
計
っ
た
り
し
た
。
（
嘉
入
、
田
原
ツ
ネ
ヅ
ル
氏
（
昭
和
五
五
年
当
時
、

八
三
才
）
）

（

3
）
 

昔
は
ト
ネ
ヤ
の
改
築
、

ア
シ
ャ
ゲ
の
ふ
き
か
え
の
時
な
ど
、

オ
ポ
ツ
山
で
カ
ネ
の
音
が
し
て
神
様
が
降
り
て
来
た
。
（
話
者
は
神

人
で
あ
る
。
）
夕
方
部
落
中
の
火
や
明
り
を
消
し
て
全
り
暗
く
し
て
、
神
人
は
シ
マ
（
部
落
）
の
は
ず
れ
、

オ
ボ
ツ
山
の
麓
の
ガ
ジ
ュ
マ
ル

の
木
の
所
ま
で
お
迎
え
に
行
き
、

ウ
タ
ア
べ
を
し
た
。
（
神
歌
を
歌
う
ら
し
い
。
）
そ
れ
か
ら
神
様
の
お
伴
を
し
て
行
っ
た
。

自
分
な
ど

よ
り
年
を
と
っ
た
神
人
が
先
に
行
く
。

そ
の
前
を
行
く
神
様
を
見
て
は
な
ら
な
い
。
目
に
は
見
え
な
い
も
の
な
の
だ
が
、
ウ
タ
ア
ベ
を

- 20 -

す
る
神
人
に
は
う
す
う
す
見
え
る
。
神
様
の
後
か
ら
つ
い
て
行
く
と
、
自
分
た
ち
も
土
を
踏
む
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
速
く
歩
く
。
地
面

よ
り
二

0
セ
ン
チ
程
も
上
を
宙
を
飛
ん
で
行
く
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。
部
落
の
者
は
皆
、
ミ
ャ

l
の
土
俵
の
側
に
坐
っ
て
手
を
合
わ
せ

て
拝
ん
で
い
た
。

ア
シ
ヤ
ゲ
で
は
ジ
ョ

i
ギ
モ
チ
ノ
神
様
が
二
ヒ
ロ
の
長
さ
の
定
規
を
持
ち
、

ア
シ
ャ
ゲ
の
一
六
本
の
柱
を
計
る
。
柱

が
曲
っ
て
い
る
と
パ
チ
ン
ノ
＼
と
音
が
聞
こ
え
て
く
る
ま
で
叩
く
。
ジ
ョ

I
ギ
モ
チ
ノ
神
様
は
他
の
神
様
と
違
っ
て
、
頭
か
ら
足
の
先

ま
で
黒
い
も
の
を
着
て
い
た
。
終
わ
る
と
神
様
は
鳥
が
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
帰
る
。
神
人
は
ま
た
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
木
の
所
ま
で
お
送
り
し

た
。
（
武
名
、
泉
ア
イ
ヅ
ル
氏
（
明
治
二
九
年
生
）
）

力
ン
サ

l

こ
の
他
、
神
様
の
中
に
は
ハ
ベ
ル
神
様
と
い
っ
て
、
大
き
な
袖
を
蝶
の
よ
う
に
ヒ
ラ
ヒ
ラ
し
な
が
ら
行
く
神
が
い
た
と
か
、
国
頭
と
同
様

神
の
正
体
を
見
顕
そ
う
と
し
た
男
が
そ
の
後
間
も
な
く
死
に
、
死
霊
と
な
っ
て
家
族
を
悩
ま
せ
た
等
、
様
々
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

加
計
呂
麻
島
で
は
、
村
落
の
祭
場
で
あ
る
ア
シ
ャ
ゲ
や
ト
ネ
ヤ
の
新
築
改
築
の
時
、

ま
た
特
に
大
き
な
家
や
船
を
建
造
し
た
時
な
ど
に
、



神
山
か
ら
神
々
が
カ
ネ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
出
現
し
、
杖
で
計
っ
た
り
叩
い
た
り
し
て
誤
り
を
正
し
祝
福
す
る
儀
礼
が
か
つ
て
行
わ
れ
た
。
話

者
の
話
を
総
合
す
る
と
、
加
計
呂
麻
島
の
西
半
分
の
旧
実
久
村
の
村
々
で
は
、
大
正
期
あ
る
い
は
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
、
神
出
現
の
儀
礼
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
神
山
か
ら
出
現
す
る
神
に
扮
し
た
の
は
神
人
の
一
部
の
者
で
あ
ろ
う
。
神
人
の
家
筋
に
こ
の
時
に
用
い
ら
れ
た
と

見
ら
れ
る
カ
ネ
や
神
衣
装
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
（
6

〕

O

（3
）
の
事
例
は
神
人
の
体
験
談
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
神
秘
な
儀
礼
を
構
成
す
る
劇
的
構
造
と
、
そ
れ
を
支
え
る
宗
教
的
興
奮
が
よ
く
現

れ
て
い
る
。
神
人
集
団
は
、
神
に
扮
し
て
神
山
か
ら
出
現
す
る
者
と
、
村
境
で
神
を
招
じ
迎
え
て
伴
を
す
る
者
と
に
別
れ
る
。
神
人
た
ち
は

激
し
い
興
奮
状
態
に
お
ち
い
り
、
足
が
地
に
つ
か
ぬ
よ
う
な
と
慣
用
的
に
言
う
が
、
比
喰
で
は
な
く
、
感
覚
の
上
で
は
真
実
宙
を
飛
ん
で
行

く
よ
う
な
、

一
種
の
飛
行
感
覚
を
体
験
す
る
ら
し
い
。
加
計
呂
麻
島
の
村
々
に
は
、

一
般
の
村
人
の
聞
に
も
（
2
）
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う

- 21 -

に
、
出
現
し
た
神
が
宙
に
浮
い
て
見
え
た
と
い
う
こ
と
が
類
型
的
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
神
人
も
村
人
も
共
有
す
る
宗
教
的
幻
想
で
あ
る
よ

う
だ
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
幻
想
を
伴
う
著
し
い
興
奮
が
、
生
身
の
人
間
を
神
そ
の
も
の
と
信
ず
る
観
念
上
の
飛
躍
を
支
え
る
感
情
の
基
盤

と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
祭
場
の
新
改
築
や
船
の
新
造
等
の
い
わ
ば
臨
時
の
機
会
に
、
神
人
が
、
神
と
し
て
出
現
す
る
神
秘
な
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

見
て
き
た
が
、
次
に
年
中
祭
把
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

「
球
陽
」
の
久
高
島
の
例
も
含
め
て
、
神
が
出
現
す
る
時
に
は
必
ず
カ
ネ
が
打
ち

鳴
ら
さ
れ
た
。
年
中
祭
記
の
中
で
も
カ
ネ
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

4 

国
頭
地
方
の
東
村
平
良
、
川
田
、
宮
城
で
は
、
毎
年
六
月
二
六
日
（
以
下
全
て
旧
暦
）
に
ウ
フ
ウ
イ
ミ
と
い
う
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
日
ノ
ロ
と
三
ケ
部
落
の
神
人
は
ま
ず
平
良
の
神
ア
シ
ヤ
ゲ
に
集
ま
る
。

神
人
た
ち
は
、

ア
シ
ャ
ゲ
中
央
に
立
ち
ウ
ム
イ
（
祭
式
歌

謡
）
を
歌
い
舞
う
者
と
、

」
れ
を
眺
め
て
い
る
者
と
二
手
に
別
れ
る
。

ノ
ロ
は
本
来
は
後
者
で
あ
っ
た
。
前
者
の
神
人
た
ち
は
ア
シ
ヤ



ウ

チ

ユ

ブ

ウ

フ

ヴ

ミ

ゲ
の
天
井
か
ら
大
鼓
を
つ
る
し
、
こ
れ
を
打
つ
音
取
り
の
大
神
を
中
心
に
、
白
鉢
巻
、
白
衣
裳
を
着
て
円
陣
を
作
っ
て
立
ち
、
五
曲
の

ウ
ム
イ
を
歌
う
。
最
後
の
ア
シ
ビ
ウ
ム
イ
は
急
迫
し
た
リ
ズ
ム
を
も
っ
長
い
曲
で
あ
る
。

平
良
ノ
ロ
に
よ
れ
ば
、
昔
は
ア
シ
ビ
ウ
ム
イ
を
歌
う
う
ち
に
、
神
人
は
次
第
に
興
奮
し
て
激
し
く
跳
び
は
ね
ま
わ
っ
た
。
そ
の
興
奮

が
頂
点
に
達
し
た
時
、

ノ
ロ
は
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
秘
か
に
カ
ネ
を
取
り
出
し
て
打
ち
鳴
ら
し
た
。
カ
ネ
が
鳴
る
と
、

ア
シ
ャ
、
ゲ

の
外
に
集
ま
っ
て
い
た
村
人
は
平
伏
し
て
、

カ
ネ
の
音
に
耳
を
傾
け
、
大
き
く
聞
こ
え
た
時
ほ
ど
豊
作
に
な
る
と
言
っ
て
喜
ん
だ
と
い

う
。
現
在
は
神
人
の
数
が
少
な
く
、

ウ
ム
イ
の
伝
承
も
お
ぼ
つ
か
な
い
の
で
、

ノ
ロ
が
中
心
と
な
り
全
員
で
ウ
ム
イ
を
歌
う
c

（
平
良

ノ
ロ

金
城
保
氏
（
大
正
三
年
生
）
）
（
7
）

か
つ
て
ア
シ
ャ
ゲ
で
神
人
た
ち
は
ア
シ
ビ
ウ
ム
イ
を
歌
い
、
急
迫
し
た
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
く
り
返
し
歌
う
う
ち
に
、
次
第
に
興
奮
し
て
激

し
く
跳
び
は
ね
た
。
そ
の
興
奮
が
頂
点
に
達
し
た
時
に
カ
ネ
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
て
、
村
人
は
神
の
祝
福
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
平
良
ノ

ウ
7
7
ガ
リ
ジ
マ

ウ
フ
ウ
イ
ミ
に
は
大
東
島
か
ら
神
が
来
訪
す
る
と
伝
承
し
て
い
る
。

ロ
は
、

大
東
島
は
こ
の
地
域
で
東
方
の
海
上
は
る
か
彼
方
に
観
念
さ
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れ
る
他
界
の
名
称
で
あ
る
。
神
聖
な
祭
場
で
あ
る
ア
シ
ャ
ゲ
で
、
神
出
現
の
表
徴
で
あ
る
カ
ネ
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
時
、
激
し
く
跳
び
は
ね

て
踊
る
神
人
は
、
ウ
フ
ウ
イ
ミ
に
来
訪
し
た
神
々
と
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ウ
フ
ウ
イ
ミ
に
は
計
八
曲
の
長
大
な
ウ
ム
イ
が
歌
わ
れ
る
。
日
常
語
と
異
な
る
語
で
構
成
さ
れ
た
長
々
し
い
ウ
ム
イ
を
伝
承
す
る
こ
と
は

実
際
に
は
困
難
を
極
め
、

ノ
ロ
を
中
心
に
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
実
と
は
別
に
、
観
念
の
レ
ベ
ル
で
は
神
人
た

ち
は
ウ
ム
イ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

H

ウ
ム
イ
は
覚
え
よ
う
と
し
て
A
見
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

白
鉢
巻
を
し
め
て
祭
場
に
立
つ

と
自
ら
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
。
神
が
歌
わ
せ
る
の
だ
。
昔
ば
ウ
ム
イ
を
主
ち
が
え
た
神
人
は
そ
の
場
で
倒
れ
た
μ

（8
）
と
い
う
。
神
人
が
祭

式
歌
謡
を
歌
い
舞
う
こ
と
を
ア
シ
ビ
（
遊
び
）
と
い
う
。

ア
シ
ビ
を
中
心
に
年
中
祭
旭
の
場
に
即
し
て
、
神
と
神
人
の
問
を
考
え
た
い
。



国
頭
村
・
大
宜
味
村
・
伊
平
屋
・
伊
是
名
島
等
で
は
七
月
に
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
内
容
は
村
毎
に
相

当
の
差
異
が
あ
る
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
限
ら
ず
、
沖
縄
の
年
中
祭
加
は
複
合
的
な
性
格
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
別
個
の
目
的
を
も
っ
複
数
の

儀
礼
・
習
俗
が
よ
り
合
っ
て
、

一
連
の
行
事
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
島
の
村
落
は
行
政
的
に
も
宗
教
的
に
も
、
そ
れ
自
身
で
完

結
す
る
一
個
の
単
位
で
あ
る
。
祭
把
は
村
毎
に
固
有
の
論
理
で
も
っ
て
複
合
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
他
の
村
落
と
微
妙
に
異
な
る
年

中
行
事
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
を
構
成
す
る
個
々
の
儀
礼
は
村
々
に
よ
っ
て
出
入
り
が
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
多
く
の
場
合
に
共
通
す
る
要
素
も
見
出
さ
れ
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る
。
二
点
を
抽
出
し
て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
に
は
多
く
の
村
落
で
航
海
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
縄
な
ど
を
船
に
見
た
て

て
乗
り
込
み
、
船
を
走
ら
せ
る
模
擬
行
為
で
あ
る
。
こ
の
時
航
海
を
内
容
と
す
る
祭
式
歌
謡
を
歌
う
こ
と
も
多
い
。
第
二
に
は
祭
場
で
神
人

集
団
が
二
手
に
別
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
時
だ
け
特
に
ア
シ
ビ
神
（
国
頭
村
比
地
）
、

ア
シ
ビ
ダ
ム
ト
（
大
宜
味
村
謝
名

城
）
、
海
の
神
（
伊
平
屋
島
田
名
）
等
と
呼
ば
れ
る
神
人
た
ち
が
、

ア
シ
ビ
の
庭
に
立
ち
出
て
祭
式
歌
謡
を
歌
い
舞
い
、
航
海
儀
礼
等
を
行
う
。

そ
の
他
の
神
人
は
ア
シ
ャ
ゲ
内
や
ア
シ
ビ
の
庭
の
隅
に
坐
っ
て
こ
れ
を
眺
め
る
。

ノ
ロ
は
概
ね
後
者
で
あ
る
。
中
心
儀
礼
で
あ
る
ア
シ
ビ
を

実
修
す
る
神
人
と
、
こ
れ
を
眺
め
て
い
る
神
人
の
間
に
は
、
祭
把
に
は
た
す
役
割
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
主
ず
杭
海
の
歌
謡

を
中
心
に
祭
把
の
構
造
を
検
討
し
た
い
。

ごE

国
頭
村
与
那
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ウ
ム
イ

ふ

バ

叶

＝

さ

ち

辺
戸
ぬ
崎
や

波
荒
さ

辺
戸
三
崎
辻
壮
一
二
一
応
い



コ二 コ二

I I 
奥jイ
ぬヤ
崎2ラ
やへ

磯k：ョ
荒~ I 
さハ

コ二

赤
木
山

く
ま
が
や
い

コ二 コ二

I I 
白t赤
木き木

山2う
え

く

う
く
さ
り
で
し

く
ま
が
や
い

エ
l
白
木
う
え

l
く

う
く
さ
り
て
い

二工 コ二

I I 
干ひ朝
瀬しど

なう
ぎ り
に が

な
ゆ
り
ば
よ

漕
い
い
む
り

エ
I
タ
ど
う
り
に

j曹くな
じゅ
いり
むば
り る

ここ こE コ二

I I I 
ど徳1い
う ぬくぬ

るみ島な
港2 ぎ

う走は lこ
走はい
いち

船主ちち
がちゃ
ややん
ゅん
ら

コ二 ここ コ二

I I I 
し神い
じがた
が船古し
船E ち

やや
ゆぬ
ら
ろ
や

や
ゆ
ら
ろ
や

〈
曜
子
、
以
下
略
〉

奥
の
崎
は
磯
荒
い

赤
木
山
に
踏
み
上
っ
て

赤
木
擢
を
作
ら
れ
て

白
木
山
に
踏
み
上
っ
て

白
木
擢
を
作
ら
れ
て

朝
凪
に
な
れ
ば
こ
そ

干
瀬
沿
い
に
漕
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

夕
凪
に
な
れ
ば
こ
そ

い
ぬ
（
干
瀬
内
）
沿
い
に
漕
い
で
い
ら
っ
し
、
い

徳
之
島
に
走
り
着
い
た

ど
う
る
港
に
走
り
着
い
た

如
何
し
た
船
で
あ
ろ
う
か

神
の
船
で
あ
ろ
う
よ

シ
ジ
（
セ
ヂ
）
の
船
で
あ
ろ
う
よ

（
『
南
島
歌
謡
大
成
I
沖
縄
篇
上
』
ウ
ム
イ
抑
（
9
）
）

張
り
渡
し
て
あ
る
縄
を
つ
か
ん
で
左
右
に
ゆ
す
り
な
が
ら
歌
う
。

与
那
の
ア
シ
ャ
ゲ
庭
（
ω
）
で
ア
シ
ビ
神
た
ち
が
、
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船
を
漕
ぐ
所
作
で
あ



の
港
に
着
い
た
。

る
と
言
う

3

大
音
ゅ
は
、
山
に
登
っ
て
赤
木
、
白
木
の
擢
を
作
っ
て
、
波
荒
い
海
を
朝
な
ぎ
タ
な
ぎ
を
選
ん
で
漕
ぎ
渡
り
、
徳
之
島
、

ど
F

つ
る

そ
れ
は
ど
ん
な
船
で
あ
ろ
う
か
、
神
の
船
、
し
じ
（
セ
ヂ
）
の
船
で
あ
ろ
う
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
与
那
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ

に
は
、
神
の
船
、
霊
力
に
満
ち

J
＼
た
船
が
、
波
荒
い
海
を
漕
ぎ
渡
り
、
海
上
は
る
か
彼
方
の
島
へ
航
海
す
る
歌
謡
が
歌
わ
れ
、
航
海
儀
礼

が
実
修
さ
れ
る
。
こ
の
後
、

（

2
）
 

ウ
ム
イ
刷
）
を
歌
う
。
こ
の
全
過
程
を
ア
シ
ビ
と
い
う
。

ア
シ
ビ
神
た
ち
は
円
陣
を
く
ん
で
神
遊
び
を
歌
う
ウ
ム
イ
（
同

ウ
ム
イ
肌
）
を
歌
い
、
最
後
に
神
別
れ
の
ウ
ム

イ
（
同

オ
ヨ

あ
や
じ
え

国
頭
村
辺
戸
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ウ
ム
イ

オ
ヨ

く
る
す
あ
や
す
し
ま

＊
な
じ
し
ァ
て
る
し
ま

＊
や
く
げ
エ
く
ら
げ
し
ま

＊
ま
や
ぶ
て
い
る
し
ま

＊
る
く
ぬ
ウ
る
し
ま

＊
ち
ち
ゃ
ア
ぬ
し
ま

＊
う
ふ
る
ウ
る
ぬ
し
ま

＊
ま
や
ま
ア
て
い
る
し
ま

＊
て
い
ん
ち
イ
く
ぬ
し
ま

＊
や
は
む
ウ
い
ぬ
し
ま

あ
や
じ
え
く
ウ
ゆ
し
ま
や

ちらん一
v
h
J

’Z
汁
計
一
日

（
以
下
く
り
返
し
こ

日
特
別
乞
う
島
は

ゃ
く
え

黒
潮
綾
潮
島
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綾
く
え

あ
や
く
え

な
じ
し
照
る
島

綾
く
え

あ
や
く
え

ゃ
く
げ
く
ら
げ
島

結
く
え

ゃ
く
え

真
永
良
部
照
る
島

綾
く
え

あ
や
く
え

徳
之
島

綾
く
え

あ
や
く
え

喜
界
の
島

綾
く
え

あ
や
く
え

大
ど
う
る
ぬ
島

綾
く
え

あ
や
く
え

真
大
和
の
島

綾
く
え

あ
や
く
え

天
竺
の
島

綾
く
え

あ
や
く
え

伊
平
屋
森
の
島

綾
く
え



＊
い
ぶ
ら
ア
き
ぬ
か
ら
た
き

あ
や
く
え

イ
ブ
獄
の
カ
ラ
獄

綾
く
え

＊
や
か
む
ウ
い
ぬ
し
ま

あ
や
く
え

屋
嘉
森
の
島

綾
く
え

＊
ひ
ど
う
ぬ
あ
し
も
り

ゃ
く
え

辺
戸
の
安
須
森

綾
く

h

え

（
『
南
島
歌
謡
大
成

I
』

ウ
ム
イ
削

辺
戸
に
は
現
在
神
人
が
お
ら
ず
祭
加
は
廃
絶
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
こ
の
よ
う
な
祭
式
歌
謡
が
歌
わ
れ
た
。
良
い
潮
を

乞
い
、
そ
の
潮
に
の
っ
て
海
彼
の
島
々
を
経
巡
り
つ
つ
、
辺
戸
の
安
須
森
（
辺
戸
の
聖
地
）
を
め
ざ
し
て
来
る
者
を
歌
う
、
航
海
の
歌
謡
の
一

種
で
あ
る
。
こ
の
歌
謡
に
は
永
良
部
島
、
徳
之
島
等
の
実
在
の
地
名
と
、
く
る
す
あ
や
す
島
、
大
ど
う
る
ぬ
島
、
天
竺
の
島
等
の
空
想
上
の

地
名
が
混
在
し
て
い
る
。
伝
承
の
混
乱
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
多
少
合
理
化
し
て
も
筋
道
が
た
つ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
実
在
の
島
も
空

海
に
固
ま
れ
て
生
活
を
営
む
南
島
の
人
々
は
、
海
か
ら
よ
せ
て
来
る
も
の
を
ユ
イ
ム
ン
（
寄
り
物
）
と
言
い
、
幸
福
を
期
待
す
る
心
情
が
強
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想
上
の
島
も
混
在
す
る
幻
想
上
の
海
彼
の
島
々
を
経
巡
る
こ
と
に
、
航
海
の
祭
式
歌
謡
の
本
質
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
。
魚
や
流
木
等
は
即
物
的
に
人
に
幸
福
を
も
た
ら
す
ユ
イ
ム
ン
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
六
月
の
大
潮
に
の
っ
て
必
ず
大
群
が
よ
せ
て
来
る

と
い
う
ス
ク
（
ア
イ
ゴ
）
は
、
貴
重
な
食
料
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
時
期
が
稲
、
粟
の
収
穫
と
重
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
収
穫
を
祝
い
翌
年
の

豊
践
を
願
う
祭
加
の
重
要
な
供
物
と
な
り
、

ま
た
海
彼
か
ら
よ
せ
て
く
る
ユ

l
（
豊
鏡
）
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
。
海
上
を
時
に

は
石
も
よ
っ
て
来
る
と
い
い
、

そ
う
し
た
石
は
ピ
ジ
ュ
ル
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
る
。

一
方
、
村
落
に
発
生
す
る
災
害
で
あ
る
害
虫
や
ね

ず
み
は
、
海
に
流
し
て
災
い
を
海
彼
に
は
ら
い
や
る
。
こ
の
よ
う
な
南
島
の
人
々
に
と
っ
て
、
海
の
は
る
か
彼
方
に
、
こ
の
世
に
も
た
ら
さ

れ
る
幸
福
や
災
い
の
根
源
で
あ
る
所
の
、
霊
力
に
満
ち
た
海
彼
の
他
界
を
空
想
す
る
こ
と
は
自
然
の
感
情
で
あ
ろ
う
。
海
彼
の
他
界
の
名
称

や
所
在
の
観
念
辻
、
地
域
毎
、
村
毎
に
多
様
で
あ
る
。
一
所
に
よ
っ
て
ほ
、
水
平
一
様
上
に
見
え
る
現
実
の
白
一
之
、
、
海
の
伎
方
に
あ
る
現
実
の
島



名
の
上
に
、
空
想
上
の
海
彼
の
他
界
の
像
を
投
影
す
る
心
意
が
見
ら
れ
る
。
本
島
南
部
に
お
け
る
久
高
島
、
本
部
半
島
の
先
端
の
村
々
に
お

け
る
伊
平
屋
島
、
ま
た
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
伊
平
屋
島
田
名
に
お
け
る
喜
界
島
等
が
そ
の
例
で
あ
る
日
）

O

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
で
歌
わ
れ
る
航
海
の
歌
謡
は
、

現
実
の
船
の
現
実
の
航
海
を
叙
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（

1
）
の
与
那
の
ウ
ム
イ

は
波
荒
い
海
を
海
彼
の
島
に
漕
ぎ
渡
る
霊
力
に
満
ち
ノ
＼
た
船
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、

（

2
）
の
辺
戸
の
ウ
ム
イ
は
幻
想
上
の
海
彼
の

島
々
を
経
巡
り
、
辺
戸
の
聖
地
を
め
ざ
し
て
よ
り
来
る
者
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
口
祭
式
歌
謡
に
現
れ
る
海
彼
の
島
は
実
在
の
地
名
も
空

想
上
の
地
名
も
観
念
的
に
は
同
レ
ベ
ル
で
、
総
体
と
し
て
空
想
的
な
色
彩
が
強
く
海
彼
の
他
界
の
面
影
が
濃
厚
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

ア
シ
ビ
沖
等
は
こ
の
よ
う
な
祭
式
歌
謡
を
歌
い
、
航
海
儀
礼
を
実
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
想
上
の
海
を
漕
ぎ
渡
る

霊
力
に
満
ち
た
船
を
、
祭
式
空
間
に
現
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る

D

（

3
）
 

国
頭
村
比
地
・
奥
聞
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
（
口
）
の
ク
ェ

l
ナ

お

l
ぬ

阜

ま

エ
l
ヨ
！
奥
武
山

く
ま
が
や
い

奥
武
の
山
に
踏
み
上
っ
て
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エ
イ
ヤ
レ
イ

ヨ
i
ホ

i
ラ
イ

〈
磯
子
、
以
下
略
〉

コ二 コ二 コニ コニ コニ
I I I I I 
ヨヨヨヨ ヨ
I I I I I 
はな七5五2い
らぎ刃以刃i立ず
梢；梢Z斧；斧；ぬ
やや 木

ううや
切 ちち
りか か
離三きき
ちてて

く
ん
立
て
い
て
い

イ
ズ
の
木
を
く
ん
立
て
て

五
刃
斧
を
打
ち
掛
け
て

七
刃
斧
を
打
ち
掛
け
て

丈
梢
を
切
り
離
し
て

す
す
り
ゃ
い

は
ら
梢
を
削
ぎ
落
と
し
て

コ二

ヨ

山
口

ぬ
ん
じ
ゃ
さ
い

山
口
に
乗
り
出
し
て



エ
i
ヨ
l
女

子

達

や

揃

た

が

や

エ
i
ヨ
i
真

砂

浜

ひ

き

下

る

し

な
ん
さ
ぜ

l
く

エ
l
ヨ
！
銀
細
工
ゆ
い
た
る
り

く

が

に

ぜ

l
く

エ
l
ヨ
I
黄

金

細

工

ゆ

い

た

る

り

エ
i
ヨ
l
銀
し
ぐ
う
ち
か
き
て
い

エ
i
ヨ
l
黄
金
し
ぐ
う
ち
か
き
て
い

エ
l
ヨ
I
十
棚
船
接
ぎ
浮
き
て
レ

な
ん
さ

エ
i
ヨ
I
銀
ば
や
押
し
立
て
い
て
い

エ
l
ヨ
l
黄
金
ば
や
押
し
立
て
い
て
レ

エ
！
ヨ

i
浮
き
て
い
み
ば
浮
き
清
ら
さ

エ
l
ヨ
I
走

ら

ち

み

ば

走

い

清

ら

さ

エ
i
ヨ
l
ざ
ん
ぷ
帆
や
ひ
き
下
る
て
い

エ
i
ヨ
l
じ
ん
ぷ
帆
や
ひ
き
下
ぎ
て
レ

は
い
込
ま
ち

ん

わ
き
出
ぢ
ゃ
ち

エ
！
ヨ
！
ど
う
る
海
ん

ここ コ二
I I 
ヨヨ
I I 
大2ど
和1う
泊Zる
い海

着ちん
ち
ゃ
び
fこ
ん

エ
i
ヨ
！
玉
が
ふ
あ
ら

我
が
か
み
て
い

女
達
は
揃
っ
た
か
ね

真
砂
浜
に
引
き
降
ろ
し

銀
細
工
を
寄
り
頼
ん
で

黄
金
細
工
を
寄
り
頼
ん
で

銀
櫓
を
打
ち
掛
け
て

黄
金
櫓
を
打
ち
掛
け
て

十
棚
船
を
接
ぎ
浮
け
て

銀
柱
を
押
し
立
て
て
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黄
金
牲
を
押
し
立
て
て

浮
け
て
見
る
と
浮
け
美
し
い

走
ら
せ
て
見
る
と
走
り
美
し
い

ざ
ん
ぷ
帆
を
引
き
降
ろ
し
て

じ
ん
ぷ
帆
を
引
き
下
げ
て

ど
う
る
海
も
走
り
込
ま
し
て

ど
う
る
海
も
八
刀
け
出
し
て

大
和
泊
に
着
き
ま
し
た

玉
瑚
破
躍
を
我
が
戴
い
て



こE ここ コ二

I I I 
ヨヨヨ
I I I 
辺へ奥jか
戸るぬみ
ぬ潮了て
潮？やい
や

潮？ま
荒2た
さ戻2

る

道号

波
荒
さ

コ二 二巳 コ二

I I I 
ヨヨヨ
I I I 
御ぐ如い玉
返六何ミが
事じしふ

さあ
lこら

我我
カミ カミ
祝ぬ i需
女るら

にち

ま
た

う
ん
ぬ
き
が

（
『
南
島
歌
謡
大
成
I
』
ク
ェ

i
ナ
附

戴
い
て
又
一
度
る
道

奥
の
潮
は
潮
荒
い

辺
戸
の
潮
は
波
荒
い

王
瑚
攻
躍
を
我
が
濡
ら
し
て

如
何
に
し
て
我
が
祝
女
に

御
返
事
を
又
申
し
上
げ
よ
う
か

チ
ヂ
ン

ア
シ
ビ
神
た
ち
が
鼓
に
あ
わ
せ
て
こ
の
歌
謡
を
歌
い
、

ク
パ
扇
と
サ
ジ
を
持
つ
両
手
を
う
ち
合
わ
せ
、
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比
地
と
奥
聞
の
ア
シ
ヤ
ゲ
庭
で
、

前
後
に
歩
む
動
作
を
く
り
返
す
。
こ
れ
を
ア
シ
ビ
と
言
う
。
大
意
は
、
山
か
ら
木
を
伐
り
出
し
て
浜
に
降
ろ
し
、
櫓
や
柱
や
帆
を
整
え
て
立

辺
戸
の
波
が
荒
い
の
で
玉
が
は

派
な
船
を
造
り
、

は
る
ば
る
と
航
海
し
て
大
和
泊
に
着
い
た
。
こ
こ
で
玉
が
は
ら
を
戴
い
て
戻
る
道
、
奥
、

ら
を
濡
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
何
と
し
て
我
が
ノ
ロ
に
御
返
事
申
し
上
げ
よ
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

玉
が
は
ら
は
曲
玉
と
多
数
の
丸
玉
を
連
ね
た
も
の
で
、

ノ
ロ
が
祭
紀
の
時
首
に
か
け
る
伝
世
の
呪
具
で
あ
る
。
非
常
に
神
聖
祝
さ
れ
て
い

ミ
の
時
だ
け
玉
が
は
ら
を
か
け
た
と
い
い
、
（
3
）

て
、
年
に
一
度
と
か
決
ま
っ
た
祭
加
に
だ
け
身
に
つ
け
る
よ
う
で
あ
る
。
比
地
・
奥
聞
の
年
中
祭
杷
で
は
、
奥
間
ノ
ロ
は
以
前
は
ウ
ン
ジ
ヤ

」
れ
に
関
連
し
て

次
の
間
書
に
注
目
し
た
い
。

の
歌
謡
で
玉
が
は
ら
を
も
た
ら
す
こ
と
を
歌
う
こ
と
と
対
応
す
る
。

川
の
水
で
水
撫
で
し
た
。

以
前
は
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
を
行
う
前
に
、
神
人
た
ち
は
大
謝
川
（
比
地
、
奥
聞
を
流
れ
る
川
）
の
上
流
の
決
ま
っ
た
所
へ
行
き
、

（

4
）
 

（
水
探
で
は
指
を
水
に
浸
し
て
額
に
三
度
つ
け
る
儀
礼
で
、
神
聖
な
水
浴
を
象
徴
的
に
行
う
も
の
）
。
こ
の
時



ノ
ロ
は
玉
が
は
ら
も
持
つ
て
行
っ
て
、

玉
が
は
ら
に
も
水
撫
で
し
た
c

（
奥
問
ノ
ロ

大
西
タ
ケ
氏
（
大
正
七
年
生
）
）

C

玉
が
は
ら
を
洗
う
こ
と
は
諸
所
に
類
例
が
あ
り
、
宗
教
上
の
音
主
我
が
あ
る
よ
う
だ
ミ
糸
満
兼
城
で
は
ノ
ロ
が
タ
マ
ア
ラ
イ
井
の
水
で
玉
が

は
ら
を
洗
い
、
そ
れ
を
首
に
か
け
て
門
中
の
女
性
か
ら
コ
デ
（
門
中
の
先
祖
神
に
仕
え
る
神
人
）
を
選
ん
だ
（
宮
城
栄
昌
『
沖
縄
の
ノ
ロ
の
研

究
』
五
一
頁
）
。

玉
が
は
ら
を
神
聖
な
井
や
川
の
水
で
洗
い
濯
ぐ
様
を
歌
う
祭
式
歌
謡
も
一
見
ら
れ
る
（
日
）

O

祭
記
に
の
ぞ
む
前
に
神
人
は
神
聖

な
井
や
川
の
水
を
浴
び
、

ま
た
祭
一
紀
の
時
に
身
に
つ
け
る
装
束
を
洗
い
干
し
て
、

霊
力
を
あ
ら
た
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
詳
し
く
は
拙
稿

一i

研
究
ノ

I
ト
沖
縄
の
水
の
信
仰
」
を
参
照
さ
れ
た
い
白
）
）

C

玉
が
は
ら
を
洗
う
の
も
同
じ
で
、

玉
が
は
ら
が
ノ
ロ
の
霊
力
の
象
徴
と
み
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（3
）
の
祭
式
歌
謡
は
、
船
を
仕
立
て
て
海
彼
の
国
へ
行
き
、
そ
こ
か
ら
ノ
ロ
の
霊
力
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
る
玉
が
は
ら
を
も
た
ら
す
こ
と

を
歌
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ア
シ
ビ
の
目
的
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
シ
ビ
神
た
ち
は
祭
式
空
間
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で
幻
想
上
の
海
を
海
彼
の
他
界
と
往
来
す
る
こ
と
を
歌
い
、
呪
的
動
作
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
彼
の
他
界
の
霊
力
を
こ
の
世
界
に

も
た
ら
し
、
そ
れ
を
村
落
を
代
表
す
る
ノ
ロ
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ア
シ
ビ
で
、

ア
シ
ビ
神
等
は
航
海
の
歌
謡
を
歌
い
、
ま
た
航
海
儀
礼
を
実
修
し
て
、
祭
式
空
間
に
海
彼
の
他
界
と
村
落
の

間
の
幻
想
上
の
海
上
を
ゆ
き
通
い
、
海
彼
の
他
界
の
霊
力
を
も
た
ら
す
者
を
現
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
祭
記
を
順
を

追
っ
て
紹
介
し
て
、
な
お
こ
の
問
題
を
考
え
な
が
ら
、

そ
の
劇
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。



回

伊
平
屋
島
田
名
に
は
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
る

G

昔
ち
ち
ゃ
の
島
の
ノ
ロ
が
嵐
に
あ
っ
て
伊
平
屋
島
の
海
岸
に
漂
着
し
、
風

雨
が
お
さ
ま
る
ま
で
田
名
に
滞
在
し
て
田
名
ノ
ロ
と
親
交
を
む
す
び
、

ま
た
ち
ち
ゃ
の
島
へ
帰
っ
て
行
っ
た
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
こ
の
ち
ち
ゃ

の
島
の
ノ
ロ
を
送
る
祭
り
で
あ
る
と
い
う
（
行
）

O

ち
ち
ゃ
の
島
と
は

「
お
も
ろ
さ
う
し
L

に
き
き
や
の
島
と
あ
る
、

喜
界
島
の
古
名
の
音
転

で
あ
る
。
田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
は
、
海
の
神
と
呼
ば
れ
る
四
人
の
神
人
が
終
始
中
心
に
な
っ
て
こ
れ
を
行
う
。

そ
の
次
第
を
紹
介
し

－－、。

中

J

・ν

伊
平
屋
島
田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
（
仏
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七
月
一
六
日
夜

オ
I
シ
ド
家
（
海
の
神
の
筆
頭
の
神
人
）
に
、
海
の
神
と
ノ
ロ
以
下
の
主
立
っ
た
神
人
が
集
ま
り
祈
願
す
る
。

一
千
小
川
」
ォ
I
ン
ド
家
に
海
の
神
が
集
ま
り
拝
み
を
し
た
後
、
村
落
の
神
聖
な
井
へ
号
、

A
F－
－

と
呼
ば
れ
る
ス
ス
キ
を
井
の
水
に
三
度
浸
す
（
水
撫
で
）
。
そ
れ
か
ら
四
人
の
海
の
神
は
二
組
に
別
れ
て
村
落
の
各
戸
を
訪
れ
る
。
家
々

七
月
一
五
日
夜

で
は
男
を
外
に
出
し
て
女
だ
け
で
海
の
神
を
迎
え
る
。
海
の
神
は
火
の
神
の
後
方
に
オ

l
を
さ
し
神
酒
と
餅
を
さ
さ
げ
ら
れ
る
（
口
）
口

七
月
一
七
日

午
前
十
時
過
ぎ
田
名
屋
の
庭
（
本
来
は
ア
シ
ャ
ゲ
庭
）
（
凶
）
に
神
人
が
集
ま
る
。
神
人
は
白
衣
裳
・

白
鉢
巻
を
着
け
、
海
の
神
と
ノ
ロ
以
下
の
主
要
な
神
人
は
ハ

I
ブ
イ
（
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
葉
を
編
み
込
ん
だ
か
ぶ
り
も
の
）
も
着
け
る
。

① 

四
人
の
海
の
神
は
東
面
し
て
立
ち
、
他
の
神
人
か
ら
神
酒
を
さ
さ
げ
ら
れ
て
飲
む
口
三
度
く
り
返
す
。
そ
れ
か
ら
海
の
神
は
唱

え
言
を
し
な
が
ら
両
手
を
ゆ
っ
く
り
と
あ
げ
さ
げ
す
る
。

② 

布
を
張
っ
て
形
ど
っ
た
船
に
ユ
ミ
と
オ

i
を
持
つ
海
の
神
が
乗
り
込
み
、
他
の
神
人
は
オ

l
を
持
ち
船
の
両
側
に
立
つ
。
海
の



神
は
各
々
オ

i
シ
ド
（
船
長
）
、

ユ
ム
イ
（
帆
を
司
る
）
、

ユ
I
ト
イ
（
潮
を
汲
み
出
す
）
、

イ
ド
シ
（
い
か
り
を
司
る
）
の
名
を
持
ち
、
航

海
に
関
す
る
役
割
を
持
つ
。
全
員
、
体
を
前
後
に
ゆ
す
り
航
海
儀
礼
を
行
う
。
初
め
に
東
面
に
し
て
行
い
、
次
に
西
面
に
し
て
く
り

返
す
。
海
の
神
が
持
つ
ユ
ミ
は
船
を
漕
ぐ
擢
で
あ
る
と
い
う
。

③ 

オ
！
シ
ド
を
先
頭
に
海
の
神
と
神
人
の
一
行
は
神
道
を
通
り
、
村
落
の
東
境
で
あ
る
マ
ジ
キ
ナ
ノ
ハ
ン
ダ
に
行
き
、
海
の
神
は

神
歌
を
歌
い
な
が
ら
両
手
を
上
下
す
る
。

④ 

オ
l
シ
ド
を
先
頭
に
馬
に
乗
っ
て
東
の
海
岸
へ
行
く
。
港
口
の
拝
所
を
遥
拝
し
て
か
ら
、
波
う
ち
際
の
岩
の
上
に
ほ
ぼ
北
に
向

か
つ
て
立
ち
、

オ
ー
を
海
に
投
じ
て
拝
み
、
終
了
す
る
。
（
こ
の
後
神
人
た
ち
は
馬
に
乗
っ
て
、
各
自
の
出
自
門
中
の
本
家
に
行
き
、

門
中
の
成
員
が
集
ま
り
神
人
を
囲
ん
で
宴
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
テ
イ
ル
ク
グ
チ
が
あ
る
。
）

同
名
で
は
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
の
各
々
が
、

ち
ち
ゃ
の
ノ
ロ
の
伝
承
と
結
び
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
。
オ

l
イ
レ
は
ち
ち
ゃ
の
ノ
ロ
を
迎
え
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て
、
村
中
の
人
が
夜
中
眠
ら
な
い
よ
う
に
行
う
と
い
い
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
当
日
は
ち
ち
ゃ
の
ノ
ロ
が
無
事
に
ち
ち
ゃ
の
島
へ
帰
り
着
く
よ
う
に

応
援
し
て
送
る
と
い
う
白
）

O

」
の
よ
う
な
ち
ち
ゃ
の
島
の
ノ
ロ
の
伝
承
は
、

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
起
源
を
語
る
よ
う
で
あ
り
、

ま
た
毎
年
く
り

返
さ
れ
る
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
の
意
義
を
説
明
す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
田
名
に
お
け
る
ち
ち
ゃ
の
島
の
宗
教
上
の
位
相
は
、

・
ワ
ン
日
ン
ャ
ミ
の

儀
礼
の
終
わ
っ
た
夜
、
歌
わ
れ
る
テ
イ
ル
ク
グ
チ
の
詞
章
か
ら
窺
わ
れ
る
。

2 

田
名
の
テ
イ
ル
ク
グ
チ
（
抜
粋

て
る
く
み
が

初
む

な
る
く
み
が

の
だ
て

テ
ル
ク
ミ
の
初
め

十
ル
ク
ミ
の
官
一
立
て

ち
ち
ゃ
か
ら
ど

初
め

ち
ち
ゃ
か
ら
ど

の
だ
て

喜
界
か
ら
こ
そ
初
め

喜
界
か
ら
こ
そ
宣
立
て

ち
ち
ゃ
の
島

ゅ
よ
り

金
の
島

ち
ち
ょ
ろ
ち

旦
口
界
の
向
日
二
依
つ
降
川
ノ
て

金
の
島
に
活
き
降
っ
て



同
名
の
子
が

か
け
島

同
名
の
子
、
が

得
々
島

同
名
の
子
の
掛
け
（
支
配
す
る
）
島

田
名
の
子
の
得
島

し
む
し
酒

ふ
さ
て
い

ひ
る
ま
み
ぢ

ふ
さ
て
い

澄
ま
し
酒
を
欲
し
く
て

白
真
神
酒
を
欲
し
く
て

（
前
後
略
。
『
南
島
歌
謡
大
成
I
』
テ
イ
ル
ク
グ
チ
叩
）

テ
イ
ル
ク
グ
チ
の
詞
章
に
よ
れ
ば
、
テ
ル
ク
ミ
・
ナ
ル
ク
ミ
は
稲
作
・
粟
作
の
豊
鏡
を
も
た
ら
す
神
で
、
ま
ず
ち
ち
ゃ
の
島
に
依
り
降
り

て
、
神
酒
に
心
を
ひ
か
れ
田
名
へ
や
っ
て
来
る
と
い
う
。

テ
イ
ル
ク
グ
チ
は
多
少
の
詞
章
の
出
入
り
は
あ
る
が
、

ほ
ぼ
同
一
の
も
の
が
伊
平

屋
・
伊
是
名
島
の
各
村
に
分
布
し
て
お
り
、
伊
是
名
島
で
は
八
月
の
イ
リ
チ
ヤ
ヨ

l
の
夜
歌
わ
れ
る
の
で
、
テ
ル
ク
ミ
・
ナ
ル
ク
ミ
の
神
を

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
「
ち
ち
ゃ
か
ら
ど
初
め
」
以
下
の
ち
ち
ゃ
の
島
に
関
す
る
詞
章
は
、

田
名
の

テ
イ
ル
ク
グ
チ
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
田
名
に
お
け
る
ち
ち
ゃ
の
島
の
象
徴
的
地
位
を
よ
く
示
す
と
言
え
よ
う
。

田
名
に
お
い
て
は
、
ち
ち
ゃ
の
島
は
そ
こ
か
ら
神
の
訪
れ
て
来
る
海
彼
の
他
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
地
名
で
あ
り
、
ち
ち
ゃ
の
島
の
ノ
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ロ
の
伝
承
は
、
海
彼
の
他
界
か
ら
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
来
訪
す
る
神
の
伝
承
形
態
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

祭
式
空
間
で
ち
ち
ゃ
の
島
の
ノ
ロ
リ
来
訪
神
を
演
ず
る
の
は
、

四
人
の
海
の
神
で
あ
る
。

四
人
の
海
の
神
は
来
訪
神
に
扮
し
て
夜
中
村
落

の
各
戸
を
訪
れ
て
、
家
の
守
り
神
で
あ
る
火
の
神
に
呪
物
（
オ

i
）
を
さ
し
て
祝
福
を
与
え
る
。
翌
日
は
祭
場
で
神
酒
の
饗
応
を
う
け
、
船
に

乗
り
込
ん
で
海
彼
の
他
界
へ
帰
る
様
を
演
ず
る
。

（
神
送
り
は
さ
ら
に
村
落
の
東
境
と
海
岸
と
く
り
返
さ
れ
る
。
）
そ
れ
に
対
し
て
ノ
ロ
以
下

の
そ
の
他
の
神
人
は
、
来
訪
神
を
迎
え
て
饗
応
し
、
海
彼
の
他
界
へ
帰
る
神
を
送
る
、
神
ま
つ
り
の
あ
る
じ
役
を
演
ず
る
。
神
人
た
ち
は
来

訪
神
と
神
を
迎
え
て
歓
待
す
る
者
と
、
二
手
に
別
れ
て
、
神
来
訪
の
儀
礼
を
実
修
す
る
の
で
あ
る
。

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
前
夜
の
来
訪
神
の
各
戸
来
訪
は
、
他
村
に
は
み
ら
れ
ぬ
田
名
固
有
の
儀
礼
で
あ
り
、
こ
れ
が
あ
る
た
め
か
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
当

日
の
儀
礼
は
神
送
り
の
意
義
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
。
田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
特
徴
で
あ
る
。

一
般
に
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
最
も
重
視
さ
れ
る
儀



礼
は
、
当
日
祭
場
で
行
わ
れ
る
ア
シ
ビ
で
あ
る
c

大
宜
味
村
謝
名
城
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ア
シ
ビ
を
中
心
に
そ
の
構
造
を
み
た
い
c

（

3
）
 

大
宜
味
村
謝
名
城
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
ア
シ
ビ
（
却

城
の
ア
シ
ャ
ゲ
庭
で
ア
シ
ビ
ダ
ム
ト
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
c

ノ
ロ
は
ア
シ
ヤ
ゲ
庭
の
北
中
央
に
腰
掛
け
て
こ
れ
を
眺
め
て
い
る
。

①
 
白
衣
裳
・
白
鉢
巻
を
着
け
た
ア
シ
ビ
ダ
ム
ト
が
、
北
面
し
て
立
ち
ユ
ミ
を
水
平
に
持
ち
左
右
に
ゆ
す
り
、
坐
っ
て
拝
む
。
南
面
し

て
同
じ
こ
と
を
く
り
返
す
。

次
に
ハ

l
ブ
イ
を
か
ぶ
り
ユ
ミ
を
た
て
に
持
ち
、

「
ウ
ン
ク
イ
」
と
唱
え
な
が
ら
左
廻
り
に
七
回
廻
る
。

次
に
柄
物
の
衣
裳
・
鉢
巻
を
着
け
て
、
手
を
つ
な
ぎ
輪
に
な
っ
て
「
ウ
ン
ク
イ
」
と
唱
え
な
が
ら
左
廻
り
に
七
回
廻
る
。

ア
シ
ビ
ダ
ム
ト
が
聞
に
入
り
、
両
手
で
縄
を
つ
か
み
揺
す
り
な
が
ら
ウ
ム
イ
を
歌
う
（
縄
ア
シ
ビ
）
。
ウ

② 

二
本
の
縄
を
張
り
渡
し
、

ム
イ

京電？ の
遊t詞
び章
ぬは
う以
む下
いの

通
り
で
あ
る

に
れ
ー
か
ら

上
が
て
い
も

l
ち

一
レ
ー
か
ら
上
っ
て
来
て
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か遊tユ
たび i
す慣ウ
，，..：.こらエ

くて i
島iL、ウ
や エ

* I 
ウ

踊；ェ
いι1
8慣
ら ユ

i
マ
i
ユ
i
マ
l

（
磯
子
、
以
下
く
り
返
し
と

＊ 

道
び
慣
ら
っ
て

踊
り
慣
ら
っ
て

か
た
す
べ
く
島
は

ウ
ェ

l
ユ
i
マ
i
ユ
i
マ
i

（
醜
子
）

遊
ば
ら
ん

＊ 

踊
ら
ら
ん

＊ 

遊
べ
な
い

踊
れ
な
い

遊
び
足
ら
じ

＊ 

踊
い
足
ら
じ

＊ 

遊
び
足
り
な
い

踊
り
足
り
な
い

（
『
南
島
歌
謡
大
成

I
』

ウ
ム
イ
制



縄
ア
シ
ビ
の
ウ
ム
イ
は
、
海
彼
の
他
界
ニ
レ
ー
か
ら
来
訪
し
た
神
が
、
自
ら
の
心
情
を
述
べ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
大
音
ゅ
は
、

レ

か

ら
こ
の
シ
マ
（
村
落
）
に
上
っ
て
き
て
、

ニ
レ

I
で
遊
び
慣
れ
て
い
る
の
で
、

か
た
す
べ
く
島
で
は
十
分
に
遊
べ
な
い
。
ま
だ
ま
だ
遊
び
足
り

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
た
す
べ
く
島
は
十
分
に
解
釈
で
き
な
い
が
、
完
全
無
欠
な
神
の
島
ニ
レ

I
に
対
し
て
不
完
全
な
人
間
の
シ
マ

を
言
い
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ウ
ム
イ
は
、

ニ
レ
ー
か
ら
来
訪
し
た
神
が
ア
シ
ビ
を
し
た
が
、
飽
き
足
り
ず
に
思
い
を
残
し
て
去
る

心
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

前
半
の
ア
シ
ビ
は
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
来
訪
し
た
神
が
行
う
呪
的
動
作
で
あ
り
、
各
所
に
類
例
が
あ
る
口
国
頭
村
与
那
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
、

ア
シ
ビ
神
が
シ
ナ
マ
！
と
い
う
所
で
、
「
ウ
ン
コ
イ
」
と
唱
え
な
が
ら
ユ
ミ
（
さ
を
つ
い
て
左
廻
り
に
七
回
廻
る
。
大
宜
味
村
塩
屋
の
ウ
ン
ジ

ヤ
ミ
で
は
、
屋
古
の
ア
シ
ャ
ゲ
庭
に
柱
を
立
て
、

ア
シ
ビ
神
が
っ
ヨ
ン
コ
イ
・
オ
ン
コ
イ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
柱
の
周
り
を
ユ
ミ
を
持
っ
て

復
す
る
c

こ
こ
で
は
ひ
き
続
い
て
注
目
す
べ
き
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。

一
人
の
ユ
ミ
ト
ゥ
イ
神
が
ユ
ミ
の
先
端
に
餅
を
つ
け
て
高
く
か
か
げ
、
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左
廻
り
に
七
回
廻
る

G

古
宇
利
島
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
、

ユ
ミ
ト
ゥ
イ
神
が
ア
シ
ャ
ゲ
庭
を
長
い
ユ
ミ
を
つ
き
な
が
ら
玉
回
な
い
し
七
回
往

も
う
一
人
が
ユ
ミ
で
餅
を
つ
つ
き
落
と
す
所
作
を
す
る
。
こ
の
後
餅
は
神
人
に
配
ら
れ
る
。

こ
の
儀
礼
は
古
宇
利
島
の
創
世
伝
承
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
古
宇
利
島
で
は
昔
始
源
の
男
女
が
労
働
を
知
ら
ず
裸
で
暮
し
て
い
た

頃
、
毎
日
天
か
ら
餅
が
ふ
っ
て
き
た
と
い
う
伝
承
（
竹
一
）
が
あ
り
、

こ
の
儀
礼
は
そ
れ
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
5
0

」
の
他
に
も
各
所
で
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
儀
礼
を
、

ハ
ダ
カ
ユ

i
（
人
が
農
耕
や
織
物
を
織
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

自
然
物
を
採
集
し
て
裸
で
暮
ら

し
て
い
た
時
代
）
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
始
源
の
時
と
結
び
つ
け
る
心
意
伝
承
が
断
片
的
に
見
ら
れ
る
（
剖
）

O

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
来
訪
し
た
神

が
く
り
返
す
呪
的
動
作
に
始
源
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
の
は
、

そ
れ
が
シ
マ
の
時
空
を
始
源
の
混
沌
に
引
き
戻
し
、
あ
ら
た
め
て
他
界

の
霊
力
を
も
た
ら
し
て
秩
序
守
つ
け
る
性
格
を
も
つ
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



こ
れ
ま
で
見
て
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
祭
式
構
造
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
人
集
団
の
内
、
海
の
神
・

ア
シ
ビ
神
・
ユ
ミ
ト
ゥ
イ
神
等
と
呼
ば
れ
る
神
人
た
ち
は
、

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
来
訪
し
た
神
に
扮
し
て
神
遊
び
を
す
る
。

そ
の
様
態
は
村
落
に

よ
っ
て
様
々
だ
が
、
二
つ
の
重
要
な
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
海
彼
の
他
界
と
村
落
の
問
の
幻
想
の
海
上
を
往
来
す
る

様
を
歌
い
ま
た
実
修
し
て
、
霊
力
に
満
ち
た
海
彼
の
他
界
か
ら
来
訪
し
た
（
ま
た
は
そ
こ
へ
帰
っ
て
行
く
）
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
神
の
出

自
・
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
呪
具
で
あ
る
ユ
ミ
を
も
っ
て
呪
的
動
作
を
く
り
返
し
て
、
村
落
に
海
彼
の
他
界

の
霊
力
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、

ノ
ロ
を
中
心
と
す
る
そ
の
他
の
神
人
は
、
来
訪
神
を
迎
え
て
饗
応
し
、

そ
の
祝
福
を
受
け
て
、

海
彼
の
他
界
へ
帰
る
神
を
送
る
。
神
人
集
団
は
、
来
訪
神
と
神
を
迎
え
る
あ
る
じ
役
と
二
手
に
別
れ
て
、
神
来
訪
の
儀
礼
を
実
修
す
る
の
で

あ
る
。こ

れ
ま
で
神
人
が
神
と
し
て
立
ち
現
れ
る
事
例
を
検
討
し
て
、
ウ
タ
キ
か
ら
出
現
す
る
神
と
海
彼
の
他
界
か
ら
来
訪
す
る
神
と
二
通
り
の
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神
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
本
稿
は
神
と
神
人
の
間
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
神
観
念
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
を
さ
け
た

い
が
、
二
通
リ
の
伸
の
問
題
は
沖
縄
の
神
観
念
の
研
究
で
早
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
、
現
在
も
論
義
が
集
中
し
て
い
る
テ

i
マ
に
つ
な
が
る
も

の
な
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
折
口
信
夫
は
沖
縄
で
は
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
に
代
表
さ
れ
る
海
彼
の
他
界
か
ら
来
訪
す
る

神
と

オ
ボ
ツ
カ
グ
ラ
な
る
天
か
ら
来
訪
す
る
神
と
、
厳
密
に
言
え
ば
判
然
た
る
区
別
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
此
の
二
様
の

考
え
が
あ
る
と
し
、
ウ
タ
キ
は
天
上
か
ら
神
が
降
る
所
で
あ
る
と
し
た
（
お
）
。
柳
田
国
男
の
考
え
も
こ
れ
と
大
き
な
へ
だ
た
り
は
な
い
口
こ
れ

に
対
し
て

J
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
は
海
彼
か
ら
去
来
す
る
来
訪
神
と
、
ウ
タ
キ
・
オ
ボ
ツ
山
・
ト
ネ
ヤ
等
に
常
在
す
る
滞
在
神
と
が
あ
り
、
両
者

は
結
び
つ
く
世
界
観
が
異
な
る
と
し
た
（
ぎ
。

ク
ラ
イ
ナ
ー
の
提
示
し
た
わ
く
組
は
世
界
観
の
研
究
の
中
で
検
討
さ
れ
、
二
元
論
、

ゴ
二
冗
込
師
、

相
互
転
換
論
、
相
互
補
完
論
等
の
議
論
を
呼
び
、
未
だ
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な
い
百
）



五

沖
縄
の
女
性
司
祭
者
は
時
に
神
そ
の
も
の
と
し
て
祭
場
に
立
ち
現
れ
る
。

）
こ
で
そ
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
土
の
ま
つ
り

を
比
較
モ
デ
ル
と
し
て
あ
げ
た
い
。

〔
本
土
の
ま
つ
り
の
進
行
過
程
（
理
念
型
）
（
却
）
〕

① 

神
迎
え

（
神
招
ぎ
。
神
が
か
り
す
る
た
め
の
諸
動
作
。

② 

神
出
現

（
託
宣
。
神
遊
び
。
）

③ 

直
会

（
神
意
の
敷
針
。
確
認
。
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④ 

宴

（
神
と
人
と
の
共
飲
共
食
。
）

⑤ 

神
送
り

こ
れ
は
ま
つ
り
の
進
行
過
程
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
全
て
の
ま
つ
り
が
こ
の
通
り
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
さ
し
を

も
っ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
ま
つ
り
の
進
行
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
念
型
で
あ
る
。
実
は
沖
縄
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
に
も
、
こ

れ
と
順
序
は
異
な
る
が
、

ほ
ぼ
同
じ
要
素
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
c

〔
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
進
行
過
程
〕

① 

神
迎
え

前
々
日
ノ
ロ
殿
内
等
に
神
人
が
集
ま
り
、
火
の
神
に
祭
把
の
日
取
り
・
内
容
等
を
告
げ
、
無
事
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
祈
願

す
る
。
火
の
神
は
祈
願
、
の
内
容
を
他
界
に
通
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
（
三
日
オ
タ
カ
ベ
）
。
前
夜
に
神
人
た
ち
は
ア
シ
ャ
ゲ
等
に
龍
り
、

夜
通
し
祭
式
歌
謡
を
歌
い
舞
う
（
ウ
ン
グ
マ
イ
）
。
当
日
儀
礼
の
前
に
神
人
た
ち
は
神
聖
な
川
や
井
の
水
を
浴
び
る
（
水
撫
で
）
。



② 

神
出
現
｝

）
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
当
日
の
儀
礼
（
既
述
）
。

神
送
り
｝

③ 

宴 直
」台、
コミ

」一ー、，，－－－＂

き翌
、日

村
井－

博

行
わ
れ
る

国
頭
村
比
地
で
は
祭
場
で
あ
っ
た
ア
シ
ヤ
ゲ
庭
に
村
人
が
集
ま
り
、

神
人
か
ら
神
酒
を
い
た
だ

④ ⑤ 

当
日
の
供
物
で
あ
っ
た
猪
（
豚
）
を
料
理
し
て
食
べ
た
。

国
頭
村
与
那
で
は
神
人
が
男
性
代
表
に
儀
礼
的
に
神
酒
を
た

ら
ふ
く
飲
ま
せ
（
ホ
イ
ヤ

i
ミ
チ
）
、

一
般
の
婦
人
た
ち
も
神
酒
を
い
た
だ
い
て
か
ら
ウ
シ
デ
l
ク
舞
を
す
る
。
大
宜
味
村
大
宜
味
で
は

村
人
の
前
で
神
人
が
男
性
代
表
と
相
撲
を
と
り
、
必
ず
神
人
が
勝
つ
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
翌
日
の
行
事
ば
ウ
ン
ジ
ャ

ミ
の
意
義
を
村
中
に
行
き
渡
さ
せ
確
認
す
る
儀
礼
を
中
心
に
、
次
第
に
祝
宴
に
移
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
土
の
ま
つ
リ
と
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
を
比
較
し
て
み
た
場
合
、
最
も
大
き
な
相
違
を
み
せ
る
の
が
①
の
神
迎
え
で
あ
る
。
本
土
の
ま
つ
り
で
は
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祭
場
で
神
招
ぎ
が
延
々
と
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
全
国
に
分
布
す
る
麻
一
女
舞
は
、
思
一
女
が
旋
回
運
動
を
く
り
返
し
て
神
を
招
ぎ
、
神

が
濃
依
す
る
様
を
様
式
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
も
秋
田
県
波
宇
志
別
神
社
の
湯
立
神
楽
で
は
、
府
一
女
舞
の
最
後
に
形
式
化
し
た
託
宣

の
部
分
が
つ
い
て
い
る
（
却
）
。
大
元
神
楽
な
ど
、
男
性
の
よ
り
ま
し
に
神
が
窓
依
し
て
い
く
過
程
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
神
事
芸
能
も
多
い
っ

本
土
で
は
よ
り
ま
し
に
神
が
葱
依
す
る
過
程
を
見
せ
る
こ
と
に
、
神
事
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、

ま
つ
り
の
参
加
者
の
注
目
を
集
め
た

｝
と
、
が
考
え
ら
れ
る
。

沖
縄
で
は
神
人
が
神
に
な
る
過
程
は
観
客
を
厳
重
に
排
除
し
て
、
神
人
た
ち
だ
け
で
行
わ
れ
る
。
初
め
に
ひ
い
た
久
高
島
の
神
出
現
の
儀

礼
で
は
、
神
人
た
ち
は
ウ
タ
キ
に
一
夜
こ
も
り
「
神
遊
」
し
て
、
翌
日
ウ
タ
キ
か
ら
神
が
出
現
し
た
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
、
神
人
た
ち
は
前

夜
遅
く
に
ア
シ
ャ
ゲ
に
集
ま
リ
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
祭
式
歌
謡
を
歌
い
一
夜
を
明
か
す
。
そ
し
て
翌
朝
神
聖
な
井
や
川
へ
行
き
水
浴
す
る
。
余

人
を
交
え
ず
神
人
集
団
だ
け
で
行
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
儀
礼
を
経
て
、
神
人
は
村
人
の
前
に
神
そ
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
神
辺
え
に



相
当
す
る
段
階
が
神
人
集
団
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
、
排
他
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
沖
縄
で
神
と
神
人
を
区
別
す
る
観
念
が
、

か
つ
て
は
極

め
て
稀
薄
で
あ
り
、
今
も
っ
て
唆
味
で
あ
る
こ
と
の
、
現
実
上
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

沖
縄
の
神
ま
つ
り
に
お
い
て
は
、
神
を
招
ず
る
者
、
神
と
し
て
立
ち
現
れ
る
者
、
神
を
迎
え
て
歓
待
し
て
送
る
者
と
、
神
ま
つ
り
を
構
成

す
る
諸
役
が
、
全
て
神
人
集
団
に
よ
っ
て
独
占
的
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
ま
つ
り
に
お
け
る
神
人
の
独
占
的
地
位
の
根
底
に
は
、
沖

縄
の
神
観
念
の
基
層
に
あ
る
、
不
可
視
の
霊
力
セ
ヂ
の
信
仰
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
の
研
究
か
ら
仲
原
善
忠
は
、

セ
ヂ
は
多
様
な
機
能
を
も
っ
非
人
格
的
な
霊
力
で
、
女
性
司
祭
者
だ
け
が
セ
ヂ
を
招
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
女
性
司
祭
者
は
セ
ヂ
を
つ
け
て

し
か
し
民
間
の
セ
ヂ
観
念
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
の
点
が
多
く
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

神
と
な
る
お
）
と
す
る
。

〔註〕

（

l
）
 

（

2
）
 

（

3
）
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5 斗

ば
丈
は
漢
文
で
あ
り
、
そ
の
意
訳
で
あ
る
。
戸
女
を
ノ
ロ
、
神
婆
を
神
人
と
解
釈
し
、
ま
た
細
部
を
若
干
省
略
し
た
。

君
真
物
出
現
の
時
に
、
ウ
タ
キ
等
に
涼
傘
が
立
つ
と
い
う
。
（
「
琉
球
国
由
来
記
」
巻
十
五
今
帰
仁
間
切
コ
パ
ウ
ノ
鼠
）
。

昇
曙
夢
『
大
奄
美
史
』
（
昭
二
四
年
）
、
伊
藤
幹
治
「
奄
美
・
加
計
呂
麻
の
神
祭
り
」
（
昭
三
二
一
年
）
『
沖
縄
の
宗
教
人
類
学
』

「
ノ
ロ
と
ユ
タ
」
鹿
児
島
民
俗
学
会
『
加
計
呂
麻
島
の
民
俗
』
（
昭
四
四
年
）
所
収
。

以
下
、
加
計
呂
麻
島
の
事
例
は
全
て
、
慶
応
義
塾
大
学
水
の
会
（
代
表
、
西
村
亨
）
の
共
同
調
査
の
成
果
に
よ
る
。
（
昭
五
五
年
七
月
）
。

ア
シ
ヤ
ゲ
は
沖
縄
国
頭
地
方
か
ら
奄
美
地
方
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
祭
加
の
た
め
の
建
造
物
で
、
屋
根
と
柱
だ
け
で
四
方
吹
抜
け
の
建
物
で
あ

る
。
（
加
計
呂
麻
島
で
は
床
が
張
つ
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
）
集
落
の
外
側
に
あ
る
ウ
タ
キ
や
神
山
に
対
し
て
、
集
落
内
部
に
設
け
ら
れ
た
祭
場

で
、
ア
シ
ヤ
ゲ
の
中
は
何
も
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
人
が
祭
加
の
時
に
座
る
席
、
が
決
ま
っ
て
お
り
、
一
般
の
村
人
が
入
る
こ
と
は
特
別
の

場
合
以
外
、
タ
ブ
！
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
サ
ギ
等
村
に
よ
っ
て
発
音
が
異
な
る
が
、
ア
シ
ャ
ゲ
に
統
一
し
て
表
記
し
た
。

瀬
戸
内
町
久
誌
の
黒
田
家
に
ノ
ロ
道
具
、
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
銅
製
の
ヵ
、
ネ
（
直
径
約
お
セ
ン
チ
）
と
自
の
神
衣
裳
が
あ
っ
た
。
神
衣

裳
は
昔
の
風
俗
か
ら
す
れ
ば
具
風
な
も
の
で
、
一
現
を
お
お
う
フ

l
ド
状
の
部
分
が
あ
り
、
下
は
ズ
ボ
ン
風
で
問
書
と
一
致
す
る
形
状
で
あ
る
。

こ
の
話
は
『
山
原
の
土
俗
』
に
も
簡
略
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
昭
五
八

t
六
O
年
の
調
査
及
聞
書
に
よ
る
c

仔
川
寸
止
、

）下
ι
P
H
U勺

下
欣

6 
（

7
 



9 8 

平
良
ノ
ロ
、
金
城
保
氏
、
平
良
大
神
、
前
回
ウ
メ
氏
。

以
下
『
南
島
歌
謡
大
成
』
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、
詞
音
十
本
文
の
決
字
表
記
で
疑
問
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
仮
名
に
改
め
た
。

成
ι
の
口
訳
に
準
拠
し
つ
つ
、
私
見
に
よ
り
一
部
を
変
更
し
た
。

ア
シ
ヤ
ゲ
の
あ
る
広
場
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
時
は
こ
こ
で
ア
シ
ビ
神
に
よ
る
ア
シ
ビ
が
行
わ
れ
る
の
で
特
に
ア
シ
ビ
庭
と
い
う
が
、
場
所
を
表
示
す

る
た
め
に
ア
シ
ャ
ゲ
庭
で
通
し
た
。

久
高
島
が
海
彼
の
他
界
と
重
ね
て
観
念
さ
れ
た
こ
と
は
合
塚
嘩
子
氏
が
宮
廷
儀
礼
の
分
析
か
ら
詳
細
に
論
証
さ
れ
た
（
『
亙
女
の
文
化
』
（
昭
五
凶

年
）
）
。
伊
平
屋
島
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
事
例
が
注
目
さ
れ
る
。
今
帰
仁
村
今
泊
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
今
帰
仁
城
で
の
儀
礼
を
終
え
て
神
人
た

ち
は
最
後
に
海
岸
へ
行
き
伊
平
屋
島
を
拝
む
。
本
部
町
具
志
堅
で
も
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
と
よ
く
似
た
構
造
を
も
っ
ウ
プ
ユ
ミ
の
時
同
様
の
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
一
方
四
月
の
ア
ブ
シ
バ
レ
ー
に
は
同
じ
海
岸
で
伊
平
屋
に
行
け
と
言
っ
て
虫
を
流
し
た
と
い
う
。
（
昭
六

O
年
調
査
）
。

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
等
の
大
き
な
年
中
祭
加
は
、
ノ
ロ
の
管
轄
下
の
村
落
（
一

t
数
ヶ
村
落
）
の
神
人
が
集
ま
り
、
こ
れ
を
行
う
。
奥
間
ノ
ロ
は
比
地
・

奥
問
・
浜
・
桃
原
・
鏡
地
を
管
轄
す
る
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
比
地
と
奥
聞
の
ア
シ
ャ
ゲ
庭
で
ほ
ぼ
同
じ
ア
シ
ビ
を
く
り
返
す
。

「
お
も
ろ
さ
う
し
L

日
本
思
想
大
系
本
歌
謡
番
号
1
0
0
4
、
可
南
島
歌
謡
大
成
I

L

ウ
ム
イ
船
・
制
等
。

「
大
東
学
園
専
門
学
校
紀
要
第
一
号
L

（
昭
六

O
年
三
月
）
。

田
名
ノ
ロ
、
伊
礼
カ
マ
ド
氏
（
明
治
三
八
年
生
）
他
。

慶
応
義
塾
大
学
水
の
会
の
伊
平
屋
・
伊
是
名
島
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
・
シ
ヌ
グ
調
査
で
同
名
を
採
訪
。
（
昭
五
六
年
八
月
）
。

深
夜
の
各
戸
訪
問
は
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
当
日
の
早
朝
簡
略
に
行
う
と
い
う
（
神
田
よ
り
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）
。

昔
は
公
民
館
の
所
に
ア
シ
ャ
ゲ
・
ノ
ロ
殿
内
・
田
名
屋
が
あ
っ
た
が
、
小
学
校
を
建
て
た
時
に
現
在
地
に
移
し
、
こ
の
時
ア
シ
ャ
ゲ
を
失
っ
た

と
い
う
。
田
名
口
座
は
ダ
ナ
ン
サ
！
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
が
、
世
襲
の
ダ
ナ
ン
サ
l
の
家
筋
の
人
が
村
か
ら
出
て
居
な
い
た
め
性
格
・
由
来
と
も

調
査
が
十
分
で
な
い
。

（
日
）
と
同
じ
。

新
城
真
恵
『
お
き
な
わ
・
大
宜
味
村
謝
名
城
の
民
俗
』
（
昭
六

O
年
）
、
平
良
豊
勝
『
喜
如
嘉
の
民
俗
』
（
昭
四
五
年
）
、
慶
応
義
塾
大
学
水
の
会
の

国
頭
地
方
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
・
シ
ヌ
グ
調
査
（
昭
五
八
年
）
で
謝
名
城
を
担
当
し
た
川
添
裕
希
・
藤
田
洋
一
氏
の
報
告
等
に
よ
る
。

ユ
ミ
の
形
態
は
村
毎
に
多
様
で
、
弓
矢
・
棒
・
先
端
に
旗
を
つ
け
た
旗
ざ
お
な
ど
が
あ
る
。

「
む
か
し
ノ
＼
古
宇
利
島
に
男
の
子
と
女
の
子
が
現
は
れ
た
。
二
人
は
裸
体
で
ゐ
た
が
、
ま
だ
こ
れ
を
惚
づ
る
と
い
ふ
気
は
起
ら
な
か
っ
た
。
そ

し
て
毎
日
天
か
ら
落
ち
て
来
る
餅
を
食
っ
て
、
無
邪
気
に
暮
し
て
ゐ
た
が
、
併
の
食
ひ
残
し
を
貯
へ
る
と
い
ふ
分
別
が
出
る
や
否
や
、
餅
の
供
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口
訳
は
町
大

10 11 12 （日）
（
い
け
）

（日）

（

M
山
）

（
打
）

（
同
）

20 19 22 21 
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給
が
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
二
人
の
驚
き
は
一
通
り
で
な
く
、
天
を
仰
い
で
、

た
う
ノ
＼
ま
へ
さ
れ
た
う
ノ
＼
ま
へ
大
併
や
と
餅
お
賜
べ
め
し
よ
う
れ
う
ま
ぐ
る
拾
う
て
お
し
ゃ
げ
や
べ
ら

と
歌
っ
た
が
、
そ
の
甲
斐
も
無
か
っ
た
。
彼
等
は
こ
れ
か
ら
労
働
の
苦
を
嘗
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
朝
な
夕
な
磯
打
際
に
ウ
マ

グ
ル
な
ど
を
あ
さ
っ
て
、
玉
緒
を
繋
い
で
ゐ
た
が
、
或
時
海
馬
の
交
尾
す
る
の
を
見
て
、
男
女
交
嬬
の
道
を
知
っ
た
。
二
人
は
漸
く
裸
体
の
懐

づ
べ
き
を
悟
り
、
ク
パ
の
葉
で
陰
部
を
隠
す
や
う
に
な
っ
た
。
」
（
伊
波
普
猷
『
古
琉
球
』
昭
一
七
年
刊
）
。

山
城
善
三
・
源
武
雄
・
新
城
徳
祐
「
古
宇
利
島
の
海
神
祭
」
（
可
沖
縄
文
化
財
調
査
報
告
1
9
5
9
年
』
所
収
）
、
慶
応
義
塾
大
学
水
の
会
の
調
査

で
古
宇
利
島
を
担
当
し
た
保
坂
達
雄
・
中
野
尚
美
氏
の
報
告
等
に
よ
る
。

大
昔
人
間
は
農
耕
や
織
物
を
知
ら
ず
鳥
獣
を
捕
っ
て
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
た
。
た
だ
木
の
葉
を
も
っ
て
身
を
被
い
草
の
葉
を
も
っ
て
か
ぶ
り
も

の
に
し
て
い
た
。
そ
の
時
山
の
頂
上
か
ら
「
オ
l
イ
／
＼
し
と
呼
び
な
が
ら
一
人
の
神
が
現
れ
て
農
耕
や
織
物
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
そ

の
神
を
ま
つ
る
た
め
に
毎
年
七
月
亥
の
日
の
祭
り
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
（
『
山
原
の
土
俗
』
一
一
二
一

t
四
頁
海
神
祭
の
由
来
）
。
ま
た
各
所

の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
草
莱
で
作
っ
た
か
ぶ
り
も
の
を
つ
け
ユ
ミ
を
も
っ
て
ア
シ
ビ
を
す
る
ア
シ
ビ
神
に
つ
い
て
、
（
ダ
カ
ユ
！
の
風
俗
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
聞
か
れ
る
。
国
頭
村
与
那
で
は
ア
シ
ビ
神
が
ア
シ
ビ
を
す
る
シ
ナ
マ

l
は
大
昔
神
が
天
降
っ
た
所
で
あ
る
と
の
伝
承
が
あ
る
。

「
琉
球
の
宗
教
」
（
大
一
一
一
年
）
可
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
』
所
収
。

「
南
西
諸
島
に
お
け
る
神
観
念
、
他
界
観
の
一
考
察
L

（
昭
四
二
年
）
町
南
西
諸
島
の
神
観
念
L

所
収
。

比
嘉
政
夫
「
琉
球
の
祭
杷
と
世
界
観
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
昭
四
二
年
）
、
馬
淵
東
一
「
琉
球
世
界
観
の
再
構
成
を
目
指
し
て
し
（
昭
四
三
年
）
、
渡
辺

欣
雄
「
沖
縄
の
世
界
観
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
昭
四
六
年
）
、
伊
藤
幹
治
「
神
話
と
儀
礼
の
諸
相
か
ら
見
た
沖
縄
の
世
界
観
」
（
昭
四
八
年
）
等
c

折
口
信
夫
の
説
に
従
っ
て
池
田
粥
三
郎
先
生
が
整
理
さ
れ
た
も
の
。
『
芸
能
の
変
容
と
流
転
』
（
昭
五
一
年
）
参
照
c

三
隅
治
雄
『
祭
り
と
神
々
の
世
界
』
（
昭
五
四
年
）
。

「
セ
ヂ
（
霊
力
）
の
信
仰
に
つ
い
て
」
『
仲
原
善
忠
全
集
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（
初
）

第
三
巻
』
所
収
。

〈
付
言
〉

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
同
日
に
行
わ
れ
る
村
落
が
多
く
、
そ
の
全
て
を
実
見
す
る
た
め
に
は
多
く
の
年
数
を
要
す
る
。
現
時
点
で
ま
が
り
な
り
に
も
ウ
ン
ジ

ャ
ミ
を
展
望
で
き
た
の
は
、
慶
応
義
塾
大
学
水
の
会
の
共
同
調
査
に
負
う
所
が
多
い
。
西
村
亨
先
生
を
初
め
と
す
る
メ
ン
バ
ー
の
諸
氏
に
感
謝
し
た
い
c


