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「
八

十

島

か

け

て
」
考

川

村

晃

生

 
隠
岐
の
国

に
流
さ
れ
け

る
時

に
、
舟

に
乗
り

て
出
で
立

つ
と

て
、
京

な
る

 
人
の
も

と
に
つ
か
は
し
け

る
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

小
野
篁
朝
臣

わ
た

の
原

八
十
島

か
け

て
こ
ぎ
出

で
ぬ
と
人

に
は

つ
げ

よ
海
人

の
つ
り
舟

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(
古
今
集
、
轟
旅
、
四
〇

七
)

 
右

の

一
首

は
、
遣
唐
副
使

小
野
篁
が
隠
岐

に
配
流

さ
れ
た
折

の
悲
嘆
を
詠
ん

だ
歌
と
し
て
、
『
百
人

一
首
』

に
も
撰

入
さ
れ

て
、

つ
と

に
著

名
で

あ

る
。
そ

の
い
き
さ

つ
は
、
『
続
日
本
後
紀
』

の
承
和
五
年

(
八
三
八
)
十

二
月
十

五

日

己
亥

の
記
事

に
、

 
小
野
篁
。
内
含
二
論
旨

一出
使
一一外
境
ハ
空
称
二
病
故
叫

不
レ
遂
二
国
命
(

准
凶
擦

 
律
條

↓可
レ
塵
二
絞
刑
(
宜
下降

二死

一
等

一塵
中
之
遠
流
上
、
傍
配
訓
流
隠
岐
国
鱒

と
あ
る

の
に
よ

っ
て
、
そ
の
大
略
が
明
ら

か
で
あ

る
。
た
だ
年
時

に

つ

い

て

は
、
『文
徳
実
録
』
仁
寿
二
年

(
八
五
二
)
十

二
月

二
十

二
日
癸
未

の
記

事

に

見
え
る
小
野
篁

の
亮
伝

に
、

 

(
承
和
)

六
年
春
正
月
遂

以
レ
桿
詔
、
除
名
為
二
庶
人
{
配
訓
流
隠
岐
国

一

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
隠
岐
配
流
は
、
承
和

五
年
十

二
月

の
刑

確
定
後

の
、

翌
承
和
六
年
正
月

の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従

っ
て
掲

出
歌
の
詠
作
年
時
は
、
承
和
六
年

正
月

～

二
月
頃

の
こ
と
と
推
定
さ
れ
よ
う
か
。

 
と

こ
ろ
で
右

の
篁
詠
は
、
そ

の
長

い
享
受
史

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
詠
作
時

に

お
け
る
作
意

を
い
ま
正
確

に
掴
み
得

て

い
る
の
か
ど
う
か
、

は
な

は
だ
疑
問
と

言
わ
ざ

る
を
得
な

い
。
と
り
わ
け
第

二
句

の

「
八
十
島

か
け

て
」
と
は
、

い

っ

た
い
い
か
な
る
心
的
か

つ
地
理
的
状
況
を
指
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
八
十
島
と

は

い

っ
た

い
ど

こ
の
島

々
を
指

し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題

は
、

い
ま
だ
定

解

に
至
り
得
て

い
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
Q

 
そ

こ
で
ま
ず
前
者

の

「
か
け
て
」

に

つ
い
て
、
従
来

の

『古
今
集
』
お

よ
び

『
百
人

一
首
』

の
注
釈
書
類
か
ら
、
代
表

的
な
諸
説

を
抽
出
し
て
み

る

と
、
お

よ
そ
左

の
如

く

に
整
理

さ
れ

る
か
と
思
わ
れ
る
。

ω
兼
け

て
の
意

で
過
去

か
ら
現
在
に
亘
る

の
を
言

う

(
金
子
元
臣

・
古
今
和
歌

 
集
評
釈
)

②
及
ぼ
し
て
の
意

(窪
田
空
穂

・
古
今

和
歌
集
評
釈
)
お
よ
ん
で
の
意

(
島
津

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

忠
夫

・
百
人

一
首
)

㈹

つ
た

っ
て
の
意

(松

田
武
夫

・
新
釈
古
今
和
歌
集
)

ω

心
に
か
け
て
、
目
が
け

て

(竹
岡
正
夫

・
古
今
和
歌
集
全
評
釈
)
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㈲
目

に
か
け

て

(
見

て
)

の
意

(久
保

田
正
文

・
百
人

一
首

の
世
界
)

⑥

こ
れ

か
ら
彼

へ
渡

っ
て

(
石
田
吉
貞

・
百
人

一
首
評
解
)

⑦

こ
こ
か
ら
…
…

に
む
か

っ
て
ず
う

っ
と

(小
高
敏
郎
、
犬
養
廉

・
小
倉
百
人

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
一
首
新
釈
)

こ
の
整
理
が
妥
当

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く

こ
れ
ら

の
諸
説

の
中

で
最
も

一
般
的
に
用

い
ら
れ

て
い
る
解
は
、
ω

の

「
心
に
か
け

て
、
目
が

け

て
」

の
意

で
、
そ
れ
を
や
や
拡
げ
て

「
目
ざ
し
て
」

と
と
る
も

の

で

あ

ろ

う
。
そ
し

て
す

で
に
右

の
②

や
ω

に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、

こ
の
用

法
は
古
く

『
万
葉
集
』

(巻

六
、
九
九
八
)

の
、

 

眉

の
ご
と
雲
ゐ

に
見
ゆ

る
阿
波

の
山
か
け

て
漕
ぐ
舟

と
ま
り
知
ら
ず
も

と

い
う

一
首

に
見

え
る

「
阿
波

の
山
か
け

て
」

の
用
法
と
比
較
検
討
さ
れ
る
べ

き
も

の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の

「
か
け

て
」

に

つ
い

て

は
、
『
万
葉
集
全

注
』
当
該
歌
注

が
引
用
す

る
如
く
、

つ
と

に
阪
倉
篤
義

「
か
け

て

お

も

ふ
」

(
『
万
葉
』
昭

27

・
10
)
と

い
う
論
考
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

こ
の

「
か
け

て
」

と

い
う
語

に
は
、
不
安
動
揺

の
意
、
さ
ら

に
は

ハ
ル
カ
ナ
リ
、
ト

ホ
シ
の

意
を
も

つ
も

の
と
、
相
互

の
関
わ
り
あ

い
、

つ
な
が
り
の
意
を
も

つ
も

の
と
に

分

類
さ
れ
、

さ
ら
に
右

の
万
葉
歌
は
、

 

ほ
と
と
ぎ
す

か
け

つ
つ
君
が
松
か
げ

に
紐
と
き
放
く

る
月
近
づ
き
ぬ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻

二
十
、
四
四
六
四
)

の

一
首

な
ど
と
と
も

に
前
者

の
意
を
持

つ
も

の
で
、
「
何
れ
も
空
間
的
乃

至

時

間

的
に
距

っ
た
も

の
、
今

こ
こ
に
存
在

し
な

い
遙

か
な
も

の
に
、
よ
り
ど
を
求

め
、
そ
れ

を
あ

て
に
し
て
心
を
寄
せ
る
不
安
定
な
心
情

を
言
う
」
と
さ
れ
る
。

お
そ
ら
く
篁
詠

の

「
か
け
て
」

も
、
右

の
阪
倉
説

に
言
う
意
味
内

容

と

等

し

い
、
又

は
近

い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
古
代
的
用
法
が
そ

の
ま
ま
篁
詠

)
用
法

に
あ

て
は
ま

る
確
証

は
な

い
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も

こ
の

「
か
け
て
」

を
含

む
初

二
句

「
わ
た

の
原

八
十
島

か
け

て
」
は
、
『
万
葉
集
』

中

に
見

え

る

次

の
二
首

 
海
原

を
八
十
島

隠
り
来

ぬ
れ
ど
も
奈
良

の
都

は
忘
れ
か
ね

つ
も

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(巻

十
五
、
三
六

=
二
)

 

ぬ
ば

た
ま
の
夜
渡

る
月

は
早
も
出

で
ぬ
か
も
海
原

の
八
十
島

の
上
ゆ
妹

が
あ

 

た
り
見
む

(
巻
十
五
、
三
六
五

一
)

な
ど

に
見
ら
れ
る

「海
原

を
八
十
島
」
「
海
原

の
八
十
島
」

の
句

の
類

型

の
中

に
組

み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
海
原
」
を

ワ
タ

ノ

ハ
ラ
と
読

み
変

え

る

こ

と
で
、
篁

の
初
二
句

は
お
お
よ
そ
成
立

を
見
る
と

い
う
点

は
注
意

し
て
お
か
ね

ぽ
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。

し
か
も
篁
詠

の
下
句

に
見

え
る
、
海
人

の
釣
舟

に
向
か

っ
て
呼
び
か
け
る
と
い
う
調
子

の
形
式
も
ま
た
、
同

じ

く

『
万

葉

集
』

の
中

に
、

 
浜
辺
よ
り
わ
が
う
ち
行

か
ぽ
海
辺
よ
り
迎

へ
も
来
ぬ
か
海
人

の

つ
り
舟

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(巻
十

八
、

四
〇

四
四
)

の
如
き
先
例
が
認

め
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
篁
詠

は
、

一
首
全
体

に
万
葉

的
な
古
態
を
残
有

し

つ
つ
、
そ
れ
が
洗
練
さ
れ
て

い
く
過
程

に
お
い
て
成

立
し

た
表
現

で
あ

っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き

よ
う
。
と
す
れ
ぽ
篁

の
詠
法

の
背
後

に

は
、
古

代

の
用
語

の
方
法
が
息
づ
い
て
い
る
と
見

な
す

こ
と
が

で
き

よ
う
し
、

「
か
け

て
」

の
意

の
考
究

に
際
し
て
右

の
阪
倉
説
を
援
用
す

る
こ

と

も
、
あ

な

が
ち

に
不
当
で
は
な
い
。
従

っ
て

「
八
十
島

か
け
て
」
は
、
遠
く
遙

か
な
島

々

を
あ

て
に
し
て
、
そ
れ

に
心
を
寄

せ
る
作
老

の
不
安
定
な
心
情
を
詠

ん
だ
も

の

と
考
え
た

い
。
意
と

し
て
訳
出

す
る
な
ら
ば
、
「
八
十
島

に
心
を
寄

せ

て

(
た

よ
り
な
げ

に
)
」

と
い
う
あ
た
り
に
落
ち
着

こ
う
か
。

で
は
次
に
、
「
八
十
島
」
と
は

い
っ
た
い
ど

こ
を
指
す

の
か
、

と
い
う

問

題

一18一



に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
、
『
古
今
集
』

の
古

注

類

で

一
つ
の
解
答
を
提
出
す
る
も

の
と
し

て

『
顕
昭

注
』

を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き

る
。
同
注

の
要
点
を
整
理
す

る
と
、

ω
八
十
島

は
歌
学
書

で
は
出
羽
国

に
あ

る
と
言
う
が
、

こ

の
歌

で
は
隠
岐
国

へ

 
行
く
と
言

っ
て
詠

ん
で
い
る

の
だ

か
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
。

②
八
十
島

は
た
く
さ
ん

の
島

を
指
す
が
、
万
葉
集

で
は
備
後
国
水
調
郡

(右

掲

 
三
六

二
二
番
歌
)
や
豊
前
国
下
毛
郡

(
右
掲
三
六
五

一
番
歌
)
な
ど

に
つ
い

 

て
八
十
島

と
言

っ
て
い
る
。

㈹
天
皇

の
御
代

の
初
め

に
、
「
八
十
島

の
使
」

と
い
う
事
が
あ
り
、
そ
れ

は

摂

 
津
国

の
八
十
島
と

い
う
所
で
喫

を
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
 
『
風
土
記
』
で
は
摂

 
津

の
堀
江

の
東

に
あ
る
沢
を
八
十
頭
島
と
言

っ
て

い
る
。

こ
こ
に
見
る
如
く
、
右

に
は
明
確

な
場
所

の
提
示
は
認

め
ら
れ
な

い
が
、
そ

の

中

で
㈲

に
見

ら
れ

る
如
く
、
印
象

と
し
て
言
え
ぽ

同
注
は
摂
津
説

に
や
や
傾

い

て
い
る
か
と
も
受
け
取
り
得
る

の
で
あ

る
。

 

こ
れ

に
対
し
て
明
確
な
場
所

の
提
示

を
試

み
た

の
は
、
断
定
は
避
け
る
が
、

ど
う
も
契
沖

の

『
古
今
余
材
抄
』
が
初
見

の
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
該
当
箇

所
を

左

に
示

せ
ば

、

 

八
十
島
は
お
ほ
く

の
島

を

い
ふ
。
遠
流

の
身
と
し
て
隠
岐

の
国
ま

で
の
海

路

 

に
あ
ま
た

の
島

々
を
ふ
べ
け
れ
ぽ
、
や
そ
し
ま
か
け

て
と
は

い
ふ
。
け
ふ
な

 

に
は

の
う
ら
よ
り
舟
だ
ち
し
て
こ
ぎ
出
ぬ
と

い
ふ
こ
と
を
、
京

に
思
ふ
人
に

 

い
ひ
や
る
を
…
…

と
見
え

て
、
契
沖

は
難
波

の
浦

の
出
船

を
想
定
し
、
瀬
戸
内
海
経
由

の
隠
岐

へ

の
海
路

に
お
け
る
島

々
を

「
八
十
島
」

と
言
う

の
だ
と
説
く

の
で
あ

る
。
同
様

な
こ
と
は

『
百
人

一
首
改
観
抄
』

に
お
い
て
も
、
『
万
葉
集
』

(巻

二
十
、
四
三

四
九
)

の

「
百
隈

の
道

は
来

に
し
を
ま
た
さ

ら
に
八
十
島

す
ぎ

て
別
れ

か
行
か

む
」

の

一
首
が
難
波

で
の
作

で
あ

る
こ
と
を
論
拠

と
し
て
、
言
及
す
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

か
く
し
て
契
沖

は
、
「
八
十
島
」

と
は
難
波
を
起
点
と
し

て
の
瀬

戸

内
海

以
遠

の
海
路

の
島

々
と
い
う
新
見
を
提
示
す

る
に
至

っ
た
の
で
あ
り
、

こ

の
こ
と
自
体

は
契
沖

の
創
意

と
し
て
十
分

に
傾
聴
す

べ
き

こ
と

で
あ

っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
理
解

に
苦
し
む
の
は
、
以
後

の

『
古
今

集
』

お

よ

び

『
百

人

一

首
』

の
注
釈
書
類
が
、
特
定

の
場
所
を
考
え
る
必
要
が

な
い
と
す

る
説

(
片
桐

洋

一
・
古
今
和
歌
集
な
ど
)

を
除
く
と
、
「
八
十
島
」

の
具
体
的
な
地

に

つ

い

て
言
及
す

る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
無
批
判

に
右

の
契
沖
説
を
踏
襲

し
て
い
る

こ

と
で
あ

る
。

い
ま
そ

の
い
く

つ
か
を
任
意

に
示
す

な
ら
ば
、

ω
～
と
、
難
波
わ

た
り

こ
こ
ら
う

か
ぺ
る
釣
舟

に
、
あ

つ
ら

へ
残

し
た
る
也
Q

 
隠
岐

の
島

を
か
け
て
漕

わ
た
る
あ

ひ
だ

に
、
な
ほ
経

な
ん
海
上

の
島

々
を

こ

 

め
て
、
八
十
島
と

い
へ
り
。
(
百
首
異
見
)

②
隠
岐

に
行
く
航
路
は
、
大
坂

か
ら
瀬
戸
内
海
を
漕
ぎ

通

っ
て
、
北

の
海

に
迂

 
回

し
て
出

る
の
で
あ
る
。

(金
子
元
臣
前
掲
書
)

㈲

こ
こ
は
難
波

の
港
を
起
点

と
し
、
瀬
戸
内
海

の
島

々
を
、
次
ぎ
次
ぎ

に

つ
た

 

っ
て
、
隠
岐

の
国

へ
向

か
う
意

で
あ
る
。

(松

田
武
夫
前
掲
書
)

ω
難
波

の
港

か
ら
瀬
戸
内
海

に
漕
ぎ
出

し
て
行

っ
た
の
だ

か
ら
ま
さ

に

「
八
十

 
島

か
け

て
」
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
(
竹
岡
正
夫
前
掲
書
)

⑤

こ
の
時
作
者
は
大
阪
か
ら
出
帆

し
て
、
瀬
戸
内
海

を
通

っ
て
隠
岐

へ
の
航
路

 

を
と

っ
た
。
(
久
保
田
正
文
前
掲
書
)

⑥
作
者

は
、
流
罪

に
な

っ
て
日
本
海
側

の
隠
岐

の
国

に
行
く

の
に
、
摂
津

の
難

 
波

(大
阪
市
)

か
ら
船
出
を
し
、
瀬
戸
内
海
を
経

て
行

っ
た
。

(
峯
村
文
人

・

 

百
人

一
首
)

⑦
隠
岐
島

へ
行
く

の
に
は
、
現
在

な
ら
陸
路

で
山
陰
地
方

へ
出

て
、
其

処
か
ら

 

船
で
ゆ
く
。

し
か
る

に
、
こ

の
場
合
、
難
波

(今

の
大
阪
港
)

か
ら
瀬
戸
内
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海
経
由

で
中
国
地
方

へ
行

っ
た
の
は
、
当
時

は
海
路

の
方
が
陸
路

よ
り
は
る

 

か
に
便
利
だ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
(
小
高
敏

郎
、
犬
養
廉
前
掲
書
)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
に
共
通

し
て
言
え
る
こ
と
は
、
難
波
出
船

を
歴

史
的
事
実
と
し
て
証
す
史

的
資
料
、
あ

る
い
は
状
況
証
拠
す
ら
も
示
し
て

い
な

い
と

い
う
点

で
あ
り
、
お
お
よ
そ
契
沖
説
を
無

批
判
に
繰
り
返
す

こ
と
に
の
み

終
始

し
て
き
た
と
言

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

 
そ

こ
で

『
新
修
島
根
県
史
』
(
島
根
県
、
昭
娼
)

の
通
史
編

(
古

代
)

を

開

く
と
、
ま
ず

第
四
章

「律
令
制
度

の
時
代

」
、
第

=

節

に

「
隠
岐

配
流
」

の

項
目
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
天
平
十
二
年

(
七
四
〇
)

の
藤

原
田
麻

呂

(
続

日
本
紀
)
か
ら
承
安
三
年

(
二

七
三
)
僧
長
暁

(百
錬
抄
)

に
至
る
二
十
四

名

の
隠
岐
配
流
例
が
列
挙

さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら

の
配
流

の
ル
ー
ト

が
確
認

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
れ
を
参
考

と
し
た
上

で
、
同
書
第

二
節

「
地
方
政
治
の
…機
構
」

を
見

る
と
、
そ

こ
に
は
第

五
項
目

に

「
駅
と
交
通
」

の

項
が
あ
り
、
次

の
如
き
記
載
が
認

め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

 
都
と
山
陰

地
方
と
を
結

ぶ
通
路

は
山
陰
道

で
あ

っ
て
、
大
路

・
中
路

・
小
路

 

の
う
ち
小
路

の
等
級

に
属

し
、
丹
波
か
ら
石
見

国
府

に
い
た
る
も

の
で
あ

っ

 

た
。
～

(略
)
～
山
陰
道

の
幹
線

ル
ー
ト

の
ほ
か
、
南

の
山
陽
方
面
に
通
ず

 

る
ル
ー
ト
が
開
け
て

い
た
状
況
が
わ
か
り
、

ま
た
野
城
橋
、
佐
太
橋
の
よ
う

 
な
橋
り

ょ
う
や
、
斐
伊
河

(
出
雲
河
)

・
神

門
河
に
そ
れ
ぞ
れ
渡
船
が
あ

っ

 

た
こ
と
な
ど
も
知
ら
れ

る
。
出
雲
国
庁

・
黒

田
駅
付
近

の
十
字
路
か
ら
北
方

 

に
行
く
と
千
酌
駅
に
至

り
、
そ

こ
か
ら
船

で
隠
岐

に
連
絡
す
る
よ
う
に
な

っ

 

て
い
た
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
藤
岡
謙

二
郎
編

『
日
本
歴
史
地
理

総

説

古

代

編
』

(
吉
川
弘
文
館
、
昭
50
)

に
も
、
「
隠
岐
国

へ
は
、
出
雲
千
酌
駅
よ
り
船

で
島
後

の
現
西
郷
町
下
西

の
国
府

に
至

る
。
都
ま

で
の
距
離

は
、
上
三
十
五
日
、
下
十

八
日
」
と
さ
れ
、

こ
れ
ら
か
ら
、
隠
岐

に
下
る

に
つ
い
て
は
、
出
雲

ま
で
は
山

陰
道
ま
た
は
山
陽
道
経
由

の
陸
路

を
辿

り
、
出
雲

の
千
酌
駅

(
現
在

の
境
港

の

東
)
か
ら
隠
岐

へ
は
船
で
島
後

の
国
府

に
向
か

っ
た
と
理
解
さ
れ

る

の

で

あ

る
。
ま
た

『
延
喜
式
』
(
民
部
下
)

に
よ
れ
ぽ
、
新
任
国

司
の
場
合
、
山

陽

道

(
備
前
以
西
)
、
南
海
道
、
西
海
道

に
下

る
場
合

の
み
海
路

を
通

る
と
さ
れ

て
お

り
、
以
上
を
総

じ
て
言
え
ば
、
往
時

に
難
波

か
ら
隠
岐

に
向

か
う
海
路
な
ど
開

け

て
は

い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
篁
が
瀬
戸
内
海

の
島

々
を
眺

め
そ
れ

に
心
を
馳
せ
た
り
す

る
こ
と
な
ど
は
、
あ
り
得
な
か

っ
た
と

い
う

こ

と

に

な

る
。
と
す
れ
ぽ

「
八
十
島
」
は
、
従
来
言
わ
れ

て
き
た
瀬
戸
内
海

の
島

々
な
ど

で
は
な
く
、
別

の
群
島
が
想
定
さ
れ

ね
ぽ
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

で
は

「
八
十

島
」
と
は
ど

こ
な
の
か
。
結
論
を
先

に
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
隠
岐
群
島
そ

の
も

の

を
指
す
と
考

え
る
べ
き
な

の
で
あ

る
。
隠
岐
は
約

二
百
近

い
島

々
か
ら
成

る
群

島

で
、
 
「
八
十
島
」

と
呼
ぶ

に
ふ
さ
わ
し
い
島
だ
が
、

こ
こ
で
傍
証
資
料
と

し

て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
(
行
旅
)

に
収
め

る

周

知

の

「
諦
行

吟
」

の
次

の

一
節

で
あ
る
Q

 
渡

口
郵
船
風
定

出

波
頭
諦
処
日
晴

看

通
説

に
言
う
如
く

こ
の

一
句

は
、
篁

の
隠
岐
配
流
時

の
作
と
想
定

し
て
よ
か
ろ

う
。
そ
し
て
仮

に
そ
れ
が
確

か
に
言
え

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
右

の
詩

句
か
ら
は

次

の
二
点
が
導
き
出
さ
れ

て
よ
い
は
ず

で
あ
る
Q

ω
篁
は
郵
船

(宿
駅

の
間
を
通
う
定
期
船
)

に
よ

っ
て
配
流
地
に
赴

い
た
の
で

 
あ
り
、
特
別
の
流
人

の
船
な
ど
が
仕
立

て
ら
れ
た
わ
け
で
は

な

い
。
(
ち
な

 

み
に

『
色
葉
字
類
抄
』
は
、
郵
船
を

ム
マ
ヤ
ノ

フ
ネ
と
訓
ん
で

い
る
)

②
乗
船

の
折
、
篁

は
配
所

た
る
隠
岐
を
遙

か
に
、

し
か
し
は

っ
き

り
と
遠
望

し

 

て
い
た
。
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こ

の
二
点
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
論
は
す
で
に
明
ら
か

で
あ
る
。
す
な
わ

ち
篁
詠

は
、
右

の

「
調
行
吟
」
な
る
か
ら
う
た

に
対
す

る
と

こ
ろ

の
や
ま
と
う

た
と
し
て
位
置

し

つ
つ
、
難
波
の
浦
な
ど

に
お

い
て
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
千

酌

駅
を
出
船

し
て
隠
岐

に
向
か
う
海
路

の
途
次
に
お
い
て
詠
ま
れ

た

の

で

あ

る
。

こ
こ
で
は
む

ろ
ん

「
八
十
島
」
が
隠
岐
を
指
す

こ
と
は
言
を
侯

た
な

い
。

篁

は
配
流
さ

る
べ
き
隠
岐
の

「
八
十
島
」

を
遠
く

に
望
み
見

て
、
「
わ

た
の
原
」

の

一
首

に
所
懐

を
託
し
た

の
で
あ

る
。

 

と

こ
ろ
で
後
年
、
後

鳥
羽
院
が
承
久

の
乱
後
、
隠
岐

に
配
流
さ
れ
た

ル
ー
ト

に

つ
い
て
は
、
『
承
久
記
』

に
よ

っ
て
そ
の
大
略
を
知
る
こ
と
が

で

き

る
。
す

な
わ
ち
同
書
承
久
三
年

(
=

ご
二

)

七
月
十
三
日

の
記
事

に
、

 
美
作

と
伯
者
と

の
中

山
を
越
え
さ
せ
給

ふ
と
て
、
向

ひ
の
峯
に
細
道
あ
り
、

 
何
く

へ
通

ふ
道
ぞ
と
御
尋

あ
り
け
れ
ば
、
都

へ
通
ふ
古
き
道

に
て
、
と
申

し

 

け
れ
ぽ
、
法
皇

 
 
都

人
た
れ
踏

み
そ
め
て
通

ひ
け
む
昔
の
路

の
な

つ
か
し
き

か
な

 

出
雲
国
大

八
浦
と
云
ふ
所
に
付

か
せ
給

ふ
。
見
尾
崎
と

い
ふ
所

也

と
見

え
、
山
陽
道
経
由
で
美
作

を
北
上
し
、
伯
者

に
抜
け
、
出
雲
大

八
浦

か
ら

乗
船

し
て
隠
岐

に
向
か

っ
た
と
知
れ
る
。
従

っ
て
こ
の
頃
も
ま
だ
、
難
波
～
隠

岐

の
海
路

の

ル
ー
ト
な
ど
は
開
け

て
い
な
か

っ
た

の

で

あ

る
。

一
方

『
吾
妻

鏡
』
承
久
三
年
七
月
二
十
七
日
の
条

に
は

 

上
皇
著
訓
御
干
出
雲
国
大
浜
湊

ハ
於
二
此
所
一遷
訓
坐
御
船
(
御

共
勇

士

等
給
レ

 

暇
、
大
略
以
帰
洛
、

と
あ
り
、
出
雲

の
大
浜
湊

(
大
八
浦
と

の
関
係

は
い
ま
明
ら
め
難

い
。
後
考

を

侯

つ
)
か
ら
乗
船

し
た
こ
と
が
知
れ
る
。

こ
こ
で
注
意

を
引
く

の
は
、
御
供

の

老
た
ち
が

こ
の
大
浜
湊

ま
で
随
行
し
て
い
る

こ
と
で
、

こ
こ
か
ら
都

に
引
き
返

し
て

い
る
点

で
あ
る
。
篁

の
場
合
も
、
あ
る

い
は
従

者
た
ち
は
こ
の
地
ま
で
従

っ
た
の
か
も

し
れ
ず
、

と
す
れ
ぽ
篁
詠
は
出
船
後
で
は
な
く
、
出
船
時

に
詠

ま

れ
て
従
者
た
ち

に
託
さ
れ
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
そ
れ
は

「
漕
ぎ
出

で
ぬ
と
」

と
完
了
形

で
詠

ん
で
い
る
歌
意
と
少

々
齪
賠
す
る

こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
よ
う

な
虚
構

の
形
式
を
と
る
こ
と
は
往
往

に
あ
り
が
ち
な

こ
と
で
あ
り
、

か
り
に
右

の
如

く
に
想
定
し
得

る
な
ら
ば
、
同
首
詞
書

に

「京

な
る
人

の
も
と

に

つ
か
は

し
け
る
」
と
あ
る
状
況
が
か
な
り
具
体
性
を
も

っ
て
理
解

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
出
雲

を
分
岐
点
と

し
て
、
陸
路
か
ら
海
路

へ
と

い
う
隠
岐

へ

の

ル
ー
ト
は
、
鎌
倉
時
代

に
入

っ
て
も
な

お
変
る
と
こ
ろ
は
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。

 
文
暦

二
年

(
=

一三
五
)
五
月
二
十
七
日
、
後
鳥

羽
院

の
隠
岐

か
ら

の
還
京

が

ほ
ぼ
絶
望
的
な
状
況

に
至
る
中

で
、
藤

原
定
家
が

『
百
人

一
首
』

の
撰
定

に

心
血
を
注

い
で

い
た
と
す
る
桶

口
芳
麻
呂
氏

の
御
説
に
従

う
な
ら
ぽ
、

こ
の
篁

詠

を

『
百
人

一
首
』

に
撰
入
す
る
定
家

の
脳
裏

に
は
、
篁
が
隠
岐

に
向
け

て
出

船
す

る
風
景

に
重

ね
て
、
近
き
世

の
後
鳥
羽
院

の
姿
が
描

か
れ

て
い
た
、
と
想

像
す

る
こ
と
も
、
少

な
か
ら
ざ
る
蓋
然
性

を
帯
び

つ
つ
、

可
能

で
は
あ

る
ま

い

か
。
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