
こ
ん
に
ち
琉
球
の
伝
統
的
神
道
は
大
き
な
 転
期
 に
直
面
 し
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
験
を
過
去
に
お
い
て
も
幾
度
 
か
 味
わ
さ
れ
た
こ
と
 

は
 琉
球
宗
教
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
く
は
政
権
 
の
 交
替
 か
 外
圧
を
契
機
と
し
て
起
き
た
こ
と
も
明
ら
か
 で
あ
ろ
う
。
遠
 い
 以
前
 

  

 
 

は
と
も
か
く
と
し
て
、
廃
藩
置
県
後
の
近
代
を
顧
み
て
 も
 
「
唐
の
世
」
 

ト
 ゥ
ヌ
 ュ
 

か
ら
「
ヤ
マ
ト
 世
 」
へ
、
ヤ
マ
ト
 世
か
 
ら
 敗
戦
後
の
「
ア
メ
リ
 
 
 
 
 

 
 

力
也
」
へ
、
そ
し
て
本
土
復
帰
後
へ
と
、
政
治
的
変
動
 
ほ
 
つ
れ
て
そ
の
姿
は
大
き
く
揺
れ
動
い
て
き
た
。
け
れ
 ど
も
琉
球
び
と
の
宗
教
 

は
じ
め
に
１
発
題
の
趣
旨
 ｜
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
沖
縄
に
お
け
る
伝
統
的
民
俗
宗
教
の
基
盤
、
 
御
 崇
信
仰
は
大
き
な
転
換
期
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
に
は
 
本
土
の
地
域
神
社
の
お
 

か
れ
る
諸
条
件
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
け
れ
ど
、
 
特
 有
 な
事
情
が
加
え
ら
れ
る
占
も
看
過
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
 そ
 の
 問
題
を
解
明
す
 

る
た
め
に
琉
球
弧
の
各
地
区
の
臨
地
調
査
を
す
す
め
、
相
互
の
 比
較
を
こ
こ
ろ
み
な
が
ら
地
域
的
な
差
違
を
明
確
に
摘
出
す
る
 作
 業
 に
専
念
し
て
き
 

た
 。
今
回
は
そ
の
一
環
と
し
て
、
台
湾
に
近
い
最
も
辺
陳
の
地
で
 
あ
り
守
旧
性
の
強
い
八
重
山
群
島
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
。
 ま
 ず
 琉
球
神
道
が
 御
 

崇
信
仰
で
果
た
す
 重
 味
を
考
え
る
と
き
、
地
域
の
共
同
体
祭
祀
を
 担
う
神
役
と
そ
の
宗
教
的
機
能
に
眼
を
向
け
ざ
る
を
え
な
 

復
帰
後
の
一
時
的
 混
 

乱
 を
へ
て
島
内
秩
序
が
回
復
す
る
に
 つ
 れ
、
組
織
や
儀
礼
は
整
序
 さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
最
近
の
都
市
化
、
観
光
化
に
伴
い
、
観
光
 
地
の
繁
栄
と
、
対
象
 

的
に
在
郷
村
や
離
島
の
過
疎
化
が
す
す
ん
だ
。
そ
れ
が
祭
祀
 構
せ
 
迫
を
大
き
く
変
え
た
。
そ
の
変
貌
の
様
相
を
地
域
に
即
し
て
展
望
 
 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
琉
球
神
道
、
御
嶽
信
仰
、
 
ツ
カ
サ
 崩
れ
、
 フ
 

  

八
重
山
に
お
け
る
近
代
化
と
民
俗
宗
教
 の
 変
容
 

櫻 

井 

何恵 

太 

『 白ハ 



的
 情
操
を
根
底
か
ら
覆
す
ほ
ど
の
 大
 揺
れ
現
象
を
惹
 き
 起
こ
し
た
と
は
舌
口
え
な
い
。
少
な
く
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
 テ
 ィ
と
 共
同
体
の
御
嶽
 祭
 

祀
 と
を
乖
離
せ
し
め
る
危
機
的
状
態
は
圧
さ
え
ら
れ
て
 
い
た
。
し
か
し
今
回
は
、
ま
さ
し
く
正
面
か
ら
そ
の
 色
 機
 に
立
た
さ
れ
て
い
る
 

と
 舌
口
っ
て
も
過
言
で
な
い
差
し
迫
っ
た
情
況
に
あ
る
。
 

そ
の
要
因
を
地
域
に
即
し
て
眺
め
る
と
第
一
は
、
住
民
 
の
 生
活
構
造
の
変
化
に
伴
 い
 そ
の
価
値
観
が
多
様
化
し
 、
宗
教
的
対
象
が
多
 

元
 化
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
か
く
民
俗
的
伝
統
信
仰
 
に
 依
拠
し
て
満
足
し
て
い
た
宗
教
観
に
揺
さ
ぶ
り
が
か
 
け
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
 

住
民
の
宗
教
傾
向
に
即
応
し
て
多
様
な
異
教
が
入
り
こ
 
み
、
活
発
な
布
教
活
動
が
展
開
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
 
あ
る
。
 

第
二
に
は
、
在
来
の
自
給
的
経
済
構
造
を
基
盤
と
す
る
 
地
域
共
同
体
の
在
り
方
が
衝
き
崩
さ
れ
、
市
場
経
済
の
 
導
入
に
よ
る
換
金
作
 

物
の
栽
培
、
そ
し
て
流
通
経
済
の
進
化
に
伴
っ
て
 
、
地
 場
 産
業
の
性
格
が
大
幅
に
変
動
し
た
こ
と
。
 

そ
し
て
第
三
は
、
工
業
化
と
近
代
化
と
が
重
複
し
て
 拍
 車
 を
か
け
、
在
郷
人
口
の
都
市
移
住
を
促
進
し
、
都
市
 
化
の
傾
向
が
急
激
に
 

高
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 逆
に
そ
れ
が
伝
統
宗
教
を
支
 え
た
地
域
の
過
疎
化
を
も
た
ら
し
、
共
同
体
の
崩
壊
と
 
と
も
に
、
そ
の
担
い
手
 

を
 失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
こ
の
都
市
化
と
過
疎
化
に
 
は
 、
広
狭
二
つ
の
要
因
が
あ
っ
て
 、
 広
く
は
琉
球
圏
内
 に
お
け
る
人
口
移
動
、
 

た
と
え
ば
本
島
の
那
覇
、
浦
添
、
宜
野
湾
な
ど
の
都
市
 
へ
の
転
住
が
あ
り
、
狭
く
は
離
島
内
に
お
け
る
大
口
の
 移
動
、
た
と
え
ば
矢
島
 

に
お
い
て
は
宮
古
島
内
の
人
口
が
平
良
市
へ
一
極
集
中
 す
る
傾
向
、
あ
る
い
は
石
垣
島
の
周
辺
集
落
か
ら
中
心
 
都
市
の
石
垣
二
 
巾
 お
よ
び
 

そ
の
近
郊
へ
と
 蝿
集
 す
る
現
象
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 つ
 ま
り
都
市
化
の
二
重
構
造
が
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
 
そ
 れ
に
よ
っ
て
中
心
都
市
 

は
い
よ
い
よ
膨
張
し
在
郷
集
落
の
過
疎
現
象
が
い
ち
 
だ
 ん
と
進
ん
だ
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
が
在
地
借
 
仰
の
様
相
を
大
き
く
 変
 

更
 す
る
に
 い
 た
っ
た
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
い
つ
ま
で
  
 

さ
ら
に
こ
の
傾
向
を
助
長
し
た
要
因
に
、
観
光
産
業
の
 急
激
な
発
展
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
六
 0
 年
代
 後
半
以
降
の
高
度
経
 

  



  
縄 を 除 宗 
仕 度 し 教 
会 外 て を 
の 視 広 一 

宗 し 教 頭 散 た 

的 観 キ に 
実 光 り し 

十目 都 ス な 
を 市 ト い 
解 化 教 で 
明 し 、 民 
で た 道 俗 

き 市 教 案 
な 民 と 教 
い に か に 

と 歓 新 国 
居、 迎 伝 執 
わ さ 来 す 
れ れ の る 
る る 諸 。 

。 財 宗 伯 
け 貨 教 方 
れ 獲 の 既 
ど 得 み 成 
も と に の 

、 摺 臼 成 
そ 福 を 立 
れ % 何 票 
ら 焚 け 教 
は な ろ や 
邪 希 。 新 

宗教 教と 求 す 地域 

し る 社 に 
て 現 金 志 
時 的 性 向 
外 な 民 す 
に 新 が る 
追 崇 最 宗 
い 教 も 教 
や を 関 学 
ら 無 心 者 
れ 視 を は 
て し 寄 、 
し た せ 民 
き め る 間 
っ で 良 信 

た は 間 仰 

を排 そ沖 信仰。 
  

と 民俗宗教の変容 

っ な う 

た 超 に 
  え 居、 

因 る わ 
か イ れ 
と ン て 
居 、 テ な 
わ グ ら 

れ レ な 
る l い   
換言 な学こと 

に 的 す 
宗 作 れ 
教 業 は 
の を 、 
分 散 各 
野 行 の 
に す 専 
お る 門 
い 男 @ 
て 気 問 

頭 着火 にの 枠 
で け 内 
あ て に 
る い 限 

。 た 定 
た さ 
と そ れ 

ぇ ばが れた 範 
琉 近 国 
球 時 内 
神 の で 
道 仲 の 
に 縄 調 
蹟 学 査 
跨 に で 

す 硬 あ 
る 直 り 

0  イ ヒ 研 
の を 究 
は 0 で 

、 た あ 
外 ら っ 
来 す て 
の に 、 
既 い そ 
成 た れ 

済
 成
長
に
併
行
し
て
国
民
の
生
活
レ
ベ
ル
は
著
し
く
 
上
 早
 し
た
。
と
同
時
に
、
農
協
な
ど
の
協
賛
奨
励
も
あ
っ
 
て
 、
そ
の
ゆ
と
り
を
 内
 

外
の
観
光
ツ
ア
ー
 へ
 向
け
る
団
体
旅
行
が
盛
ん
と
な
っ
 た
 。
本
土
の
名
勝
遊
覧
や
温
泉
慰
安
の
企
画
が
一
巡
 
す
 る
と
、
次
に
沖
縄
が
 対
 

象
 と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。
か
く
し
て
各
地
 
に
 観
光
客
を
対
象
と
す
る
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
 
食
 堂
 、
土
産
も
の
 尾
 、
 娯
 

楽
 場
な
ど
の
建
設
 ラ
 ツ
シ
ュ
が
起
こ
り
、
こ
と
に
那
覇
 、
宮
古
、
石
垣
な
ど
の
交
通
要
衝
地
へ
と
人
び
と
が
 
集
 ま
り
、
一
旦
島
外
へ
と
 

転
出
し
た
人
の
 U
 タ
ー
ン
現
象
が
始
ま
り
、
観
光
都
市
 と
し
て
息
を
吹
き
返
し
た
。
か
く
し
て
島
人
の
み
な
ら
 ず
 池
島
か
ら
の
移
住
者
 

が
 混
在
す
る
小
国
際
都
市
が
出
現
し
、
大
き
く
地
域
の
 
性
格
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
膨
ら
ん
だ
 
都
 市
の
立
地
条
件
の
変
化
 

が
 、
当
然
な
が
ら
宗
教
事
情
の
大
変
容
を
も
た
ら
す
 
所
 以
 と
な
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

は
 上
は
沖
縄
 近
 現
代
宗
教
史
を
考
え
る
場
合
の
前
提
条
 件
 と
し
て
当
然
配
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
 
け
れ
ど
も
甚
だ
残
念
 

な
が
ら
沖
縄
の
宗
教
の
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
沖
縄
手
の
 
研
究
が
異
常
な
進
歩
を
遂
げ
て
余
り
に
も
専
門
化
し
た
 
が
ゆ
え
に
、
多
く
の
 諸
 

要
因
や
多
元
的
な
立
地
条
件
を
検
討
し
総
合
的
な
把
握
 
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
全
体
像
を
つ
か
む
と
い
う
志
向
や
 
努
力
を
怠
っ
て
き
た
よ
 



れ
で
は
片
手
落
ち
と
舌
口
わ
れ
て
も
弁
解
の
余
地
は
な
か
 ろ
う
。
 

け
れ
ど
も
、
ひ
と
く
ち
に
琉
球
社
会
に
お
け
る
基
層
的
 
宗
教
の
総
ム
ロ
 
的
 把
握
と
舌
口
っ
て
も
、
そ
の
作
業
は
き
わ
 
め
て
困
難
で
あ
る
。
 

ま
ず
文
献
的
資
料
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
 
は
 底
辺
層
の
習
俗
慣
行
か
口
頭
伝
承
に
よ
っ
て
継
承
さ
 
れ
 生
き
て
き
た
。
そ
れ
 

を
 窓
口
に
し
て
深
淵
の
層
を
窺
知
す
る
た
め
に
は
、
 
幾
 重
 に
も
累
積
さ
れ
た
被
覆
を
一
枚
一
枚
と
次
々
に
剥
が
 
し
て
行
か
な
く
て
は
な
 

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
客
観
性
を
保
持
す
る
こ
と
 
の
証
明
の
た
め
に
は
、
複
数
の
地
域
に
つ
い
て
同
様
の
 作
業
を
反
復
実
施
す
る
 

必
要
が
あ
る
。
し
か
も
無
数
と
も
い
え
る
離
島
を
有
す
 
る
 琉
球
弧
の
全
域
に
つ
い
て
満
遍
な
く
施
行
す
る
こ
と
 
は
 、
一
個
人
の
到
底
 為
 

し
 え
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
点
は
 、
 近
来
の
沖
縄
研
究
の
成
果
が
示
す
よ
 う
 に
、
精
粗
の
差
 は
あ
る
け
れ
ど
ほ
と
ん
 

ど
の
地
域
 -
 
島
 ）
に
お
い
て
克
服
さ
れ
た
。
今
で
は
未
だ
 着
手
さ
れ
な
い
島
を
探
そ
う
と
し
て
も
苦
労
す
る
ほ
ど
 
に
 調
査
は
普
及
し
 、
多
 

く
の
報
告
や
論
考
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
学
界
 
を
 益
し
て
い
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
十
分
に
満
 
足
 で
き
る
か
、
先
述
 し
 

た
 筆
者
の
希
望
が
達
せ
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
は
る
か
 
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
 

筆
者
は
、
個
別
研
究
中
心
の
沖
縄
学
を
止
揚
す
る
志
向
 
の
も
と
機
会
の
許
さ
れ
る
 度
 ご
と
に
琉
球
神
道
、
と
く
 に
 民
間
の
巫
俗
信
仰
 

-
1
-
 

に
 観
点
を
あ
て
て
、
そ
の
信
仰
機
能
の
も
っ
意
味
を
追
 
求
 し
て
き
た
。
初
め
は
本
島
と
そ
の
離
島
、
つ
づ
い
て
 奄
美
諸
島
、
そ
し
て
 先
 

島
の
宮
古
群
島
、
八
重
山
列
島
と
歩
度
を
の
ば
し
、
 
近
 来
 は
そ
れ
ら
の
調
査
実
績
の
上
に
立
っ
て
全
琉
球
の
総
 合
的
 体
系
化
を
企
図
し
 

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
成
果
は
容
易
に
は
実
現
 し
が
た
く
混
迷
の
域
を
さ
迷
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
 
最
 近
 、
明
ら
か
に
観
取
 さ
 

れ
る
琉
球
神
道
の
転
換
兆
候
に
遭
遇
し
、
問
題
を
解
明
 す
る
端
緒
が
ほ
ぐ
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
こ
の
占
の
分
析
 
に
あ
る
こ
と
を
思
い
知
 

っ
た
 。
 

な
か
で
も
矢
島
の
八
重
山
諸
島
は
、
近
代
化
の
波
を
か
 
ぶ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
沖
縄
本
島
か
ら
遠
く
は
な
 
れ
て
い
 て
、
そ
の
 程
   



本
土
復
帰
の
一
年
前
、
一
九
七
一
年
に
石
垣
島
を
訪
れ
 
た
 筆
者
は
、
石
垣
市
四
管
に
お
け
る
全
市
中
を
挙
げ
て
 
の
 熱
狂
的
な
豊
年
祭
 

プ
 ー
 リ
ィ
 に
歓
迎
さ
れ
、
そ
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
 圧
倒
さ
れ
た
。
そ
し
て
厳
粛
に
施
行
さ
れ
る
神
聖
観
に
 
充
ち
溢
れ
る
神
事
を
目
 

の
あ
た
り
に
し
て
、
琉
球
神
道
の
真
髄
い
ま
だ
滅
び
ず
 と
 感
動
し
暫
し
の
感
激
に
ひ
た
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
 
古
老
に
つ
い
て
、
そ
の
 

密
 
内
面
に
立
ち
い
た
り
 神
 儀
の
実
相
を
問
い
う
か
が
 
う
に
つ
れ
、
近
来
い
ち
じ
る
し
く
崩
れ
て
き
て
本
来
の
 面
影
を
逸
脱
す
る
と
こ
ろ
の
 

 
 

 
 

姥
 
少
な
く
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
 人
 び
と
は
そ
 の
 現
象
を
「
 ツ
カ
サ
 崩
れ
」
と
よ
ん
で
慨
歎
し
て
い
る
 と
い
う
。
 

 
 

ヌ
 ル
フ
ロ
、
祝
女
と
も
書
く
一
と
称
し
、
八
重
山
で
 

は
チ
ィ
カ
サ
 と
い
う
。
地
域
 

 
 

Ⅳ
共
同
体
の
中
核
的
信
仰
対
象
と
な
る
最
も
神
聖
な
 

御
嶽
の
祭
り
を
荷
担
す
る
日
空
局
の
女
性
神
役
で
あ
る
。
 い
わ
 ぼ
 琉
球
神
道
の
要
と
な
 

ぬ
 
る
そ
の
祭
司
 制
 が
揺
れ
動
き
、
崩
壊
の
危
機
に
瀕
 し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
 
シ
ョ
 ッ
ク
 は
な
い
 0
 爾
来
こ
の
 間
 

 
 

岐
題
が
 念
頭
か
ら
去
ら
ず
今
日
に
い
た
る
ま
で
重
荷
 
と
な
っ
て
伸
し
掛
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
人
び
 
と
の
嘆
く
「
 ツ
カ
サ
 崩
れ
」
 

畑
 
と
は
 旦
休
 的
に
何
を
示
す
の
か
を
 倹
訂
 し
て
み
た
 
 
 

  

  

祭
司
制
の
動
揺
 ｜
ツ
カ
サ
 崩
れ
 ｜
 

度
は
浅
く
、
伝
統
 色
が
惨
 

同
体
制
も
生
き
て
い
る
。
 

低
化
し
た
石
垣
島
と
近
く
 

あ
る
。
そ
れ
を
遥
か
離
れ
 

て
 変
容
の
姿
を
明
ら
か
に
 み

 出
て
い
る
。
琉
球
神
道
の
象
徴
と
も
舌
口
え
る
御
嶽
 信
 仰
 は
な
お
根
強
く
、
そ
れ
を
支
え
る
村
落
集
団
の
共
 

し
た
が
っ
て
基
層
信
仰
の
根
を
把
握
す
る
可
能
性
が
み
 
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
中
で
最
も
近
 

の
 離
島
と
の
間
で
は
転
換
の
度
に
も
若
干
の
差
違
が
み
 
ら
れ
る
し
、
島
民
の
信
仰
 度
 に
も
幾
許
か
の
参
差
が
 

た
 波
照
間
島
や
与
那
国
島
と
比
べ
る
と
、
同
日
に
は
論
 
じ
ら
れ
な
い
落
差
が
出
て
く
る
。
こ
の
落
差
を
通
し
 

し
 、
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
時
宜
に
適
し
た
も
の
と
 
考
え
る
。
 

  



と
こ
ろ
が
厳
重
な
継
承
制
は
戦
後
の
社
会
経
済
上
の
変
 動
 に
よ
り
動
揺
し
、
子
女
の
島
外
転
出
、
過
重
な
負
担
 を
 忌
避
す
る
傾
向
と
 

と
も
に
、
後
任
を
え
る
こ
と
が
次
第
に
困
難
と
な
っ
て
 
き
た
。
し
か
し
伝
統
の
重
味
は
強
く
、
そ
の
規
制
が
許
 
容
 す
る
範
囲
内
で
例
外
 

-
3
 
一
 

法
 が
講
じ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
父
系
の
女
性
が
選
任
さ
 
れ
る
鉄
則
を
破
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
 
る
 。
 

琉
球
の
島
々
で
は
、
地
区
の
如
何
を
問
わ
ず
御
嶽
祭
祀
 
の
 担
い
手
、
司
祭
者
の
資
格
に
は
一
定
の
法
則
が
あ
っ
 
て
 、
そ
の
任
免
は
す
 

べ
て
そ
の
鉄
則
に
し
た
が
っ
て
進
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
 も
 太
平
洋
戦
争
末
期
の
米
軍
に
よ
る
沖
縄
攻
撃
は
 
、
集
 落
を
破
壊
し
聖
地
の
御
 

嶽
を
躁
潤
 し
、
戦
火
を
避
け
る
住
民
の
疎
開
に
よ
っ
て
 伝
統
的
信
仰
の
聖
域
は
心
な
ら
ず
も
放
置
さ
れ
ざ
る
を
 
え
 な
 い
 状
況
に
お
か
れ
 

た
 。
も
ち
ろ
ん
敗
戦
後
に
修
復
が
企
て
ら
れ
、
神
役
も
 
新
し
く
任
命
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
祖
先
伝
来
の
慣
行
を
 
遵
守
で
き
る
ほ
ど
の
 条
 

件
は
揃
っ
て
い
な
い
。
当
然
な
が
ら
十
全
の
復
元
な
ど
 
望
む
方
が
無
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
最
も
強
く
受
 
け
た
の
は
、
い
う
ま
で
 

も
な
く
戦
禍
の
被
害
の
大
き
か
っ
た
沖
縄
本
島
で
あ
っ
 
た
 。
け
れ
ど
も
本
島
で
は
、
そ
れ
を
批
難
す
る
「
 
ヌ
ル
 崩
れ
」
な
ど
と
い
う
 声
 

は
 挙
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
打
撃
は
深
刻
で
あ
っ
 
@
 
キ
 
,
 
ハ
 
Ⅰ
。
 

そ
れ
に
対
し
、
比
較
的
被
害
が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
 昔
 の
姿
の
ま
ま
で
戦
後
の
復
興
に
着
手
で
き
た
矢
島
、
 
こ
 と
に
八
重
山
で
嘆
き
 

の
火
の
手
の
上
が
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
 

石
垣
市
の
四
管
で
は
オ
ン
と
 よ
ぶ
 御
嶽
の
神
司
 ツ
ヵ
ザ
 を
チ
ィ
カ
サ
と
称
ぶ
 。
こ
の
女
性
神
役
の
継
承
は
世
襲
 制
 で
、
 パ
カ
 と
よ
ば
 

れ
る
小
字
の
、
宗
家
（
 ト
 ウ
ニ
ム
ト
ウ
）
か
ら
選
出
さ
 れ
る
の
が
通
則
で
あ
る
（
と
く
に
ホ
ン
マ
と
い
わ
れ
 
る
 長
女
）
。
そ
の
継
承
 
原
 

理
を
施
行
で
き
な
い
事
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
な
る
べ
 
く
 通
則
を
逸
脱
し
な
い
枠
内
で
取
り
計
ら
れ
た
。
た
と
 
え
ば
 ホ
ン
マ
（
長
女
）
 

が
 島
外
へ
転
出
し
て
し
ま
っ
た
り
心
身
障
害
者
で
あ
っ
 
て
 司
祭
の
執
行
に
支
障
を
来
す
場
合
に
は
、
二
女
さ
ら
 
に
 三
女
が
選
ば
れ
る
。
 

も
し
も
女
子
が
誕
生
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
す
で
に
 
婚
 出
し
て
い
て
も
父
方
の
姉
 か
妹
 
（
つ
ま
り
伯
叔
母
）
 
に
 依
頼
す
る
な
ど
の
 便
 

  



撃
 で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
任
免
権
を
掌
握
す
る
 墨
日
 日
 神
司
の
死
と
神
役
制
の
消
滅
は
 、
 自
ら
の
宗
教
的
生
命
 の
 滅
亡
を
暗
示
し
て
 ぃ
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

谷
 

 
 

教
 

し
か
し
な
が
ら
離
島
の
小
地
域
共
同
体
で
は
な
お
強
固
 な
 住
民
の
地
域
的
結
果
体
制
が
生
き
て
い
る
。
産
業
構
 
進
 も
さ
ほ
ど
大
き
く
 

 
 

賭
は
変
化
せ
ず
近
代
化
都
市
化
の
波
及
も
緩
や
か
で
 

あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
い
ろ
い
ろ
の
側
面
で
伝
統
 色
が
 息
 づ
い
て
い
る
。
石
垣
二
市
や
 

 
 

  

  

 
 

 
 代

 

沖
縄
本
島
か
ら
異
教
の
伝
疏
は
あ
っ
て
も
定
着
す
 る
ほ
と
の
 蟄
 し
は
な
い
そ
の
た
め
御
嶽
信
仰
は
根
強
 く
の
こ
っ
て
し
る
 
な
 力
に
 

 
 

托
は
後
継
神
司
の
不
足
に
 憂
 念
を
抱
く
名
神
司
も
な
 く
は
な
い
が
、
石
垣
市
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
そ
の
 例
 を
里
島
で
示
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

つ
 め
 ワ
ン
（
御
嶽
）
を
中
心
に
展
開
す
る
。
そ
の
 冬
ワ
 ン
 の
神
事
を
中
心
と
な
っ
て
 

 
 

畑
 

つ
か
さ
ど
る
の
は
 チ
ィ
カ
サ
と
 称
す
る
一
名
の
女
 惟

神
役
で
あ
る
。
ほ
か
に
御
嶽
の
修
理
や
管
理
、
そ
し
 
て
察
費
の
調
達
な
ど
に
 任
ず
   

メ
 ・
 
ン
 

 
 

 
 

高
神
女
、
聞
博
大
君
が
直
接
管
轄
す
る
八
重
山
最
高
の
 

神
職
、
大
阿
母
以
下
水
貝
地
金
、
キ
ラ
イ
、
シ
ド
ウ
、
 
フ
ン
ナ
イ
、
 

世
 2
 玉
 、
 

小
 当
り
の
脇
役
と
併
せ
て
七
役
が
あ
っ
て
、
神
祭
を
担
 

っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
 0
 午
に
大
阿
母
（
地
元
 で
は
ホ
ー
ル
ザ
ー
マ
イ
 

と
い
う
）
の
国
吉
マ
ン
ダ
ル
が
死
去
し
、
そ
れ
以
来
後
 継
 者
が
現
れ
て
い
な
い
。
と
同
時
に
 バ
ギ
 一
勝
一
 
0
 次
々
 に
 退
任
し
、
土
神
役
 制
 

 
 

0
 組
織
は
完
全
に
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
 
石
 垣
 市
内
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
配
下
に
あ
る
離
島
の
神
司
 
に
と
っ
て
も
大
変
な
衝
 

規
定
を
設
け
て
糊
塗
し
弥
縫
し
つ
つ
、
と
に
か
く
体
面
 
を
保
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
遂
に
破
綻
を
き
た
し
、
後
任
 
が
 得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
 

今
日
で
は
他
の
パ
カ
を
司
祭
す
る
神
役
の
応
援
を
仰
ぎ
 
、
 止
む
を
え
ず
神
事
だ
け
は
代
理
で
済
ま
し
て
い
る
 
ケ
 ｜
ス
が
 少
な
く
な
い
。
 

こ
れ
が
「
 ツ
カ
サ
 崩
れ
」
現
象
の
第
一
と
み
て
い
る
。
 

御
嶽
祭
祀
の
王
 役
 に
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
 補
 佐
役
 を
つ
と
め
る
下
級
神
役
に
つ
い
て
は
一
層
の
混
乱
 が
 生
じ
て
い
る
。
 た
 

 
 

と
え
ば
王
国
時
代
に
お
い
て
 日
聖
 
局
の
神
格
を
誇
り
蔵
元
 管
理
の
も
と
に
崇
敬
さ
れ
た
「
公
儀
御
嶽
」
の
美
晴
 
御
 嶽
 に
は
、
 尚
 王
朝
の
最
 



を
 引
き
つ
け
な
い
た
め
だ
と
責
め
立
て
る
。
ど
ん
な
に
 
貴
め
ら
れ
て
も
、
責
任
が
重
く
苛
酷
な
神
事
に
奉
仕
す
 
る
母
チ
ィ
カ
サ
 の
日
常
 

夢
に
方
な
さ
れ
心
の
休
む
と
き
が
な
れ
。
そ
の
夢
の
な
 
か
に
頻
り
と
黒
島
の
御
嶽
の
神
が
あ
ら
わ
れ
、
病
気
の
 
原
因
は
嗣
ぐ
べ
き
神
役
 

ら
 仕
事
に
励
み
、
夜
を
日
に
つ
い
で
働
い
た
と
こ
ろ
、
 
過
労
が
た
た
っ
て
病
気
に
 罹
 っ
た
。
そ
の
病
気
が
心
労
 と
か
さ
な
り
、
寝
て
も
 

あ
る
。
三
男
二
女
を
引
き
と
っ
て
の
生
活
は
困
窮
を
き
 
ね
 め
た
。
収
入
の
少
し
で
も
よ
い
勤
め
口
を
み
つ
け
て
 
転
々
と
職
を
換
え
な
が
 

帰
島
の
意
図
も
神
役
継
承
の
気
持
ち
も
全
く
な
い
。
 
退
 任
 で
き
な
い
ま
ま
無
数
の
神
事
に
奉
仕
す
る
老
母
の
苦
 悩
 に
は
、
深
い
同
情
を
 

 
 

寄
せ
た
も
の
の
、
 
荏
再
と
 日
を
送
る
の
み
で
あ
っ
た
。
 

そ
う
す
る
う
ち
に
 A
 女
の
身
辺
に
大
き
な
変
動
が
起
こ
 
っ
た
 。
離
婚
と
病
気
で
 

と
こ
ろ
が
 A
 女
は
戦
前
に
石
垣
本
島
へ
渡
り
女
学
校
を
 卒
業
し
、
や
が
て
米
軍
基
地
に
就
職
し
結
婚
し
て
那
覇
 
で
 所
帯
を
も
っ
た
。
 

っ
 縁
故
を
探
し
た
け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら
該
当
者
が
見
 
肖
 ら
な
い
。
止
む
な
く
三
女
の
 A
 さ
ん
に
白
羽
の
矢
を
 立
て
た
。
 

役 0 元 て し こ し る 
男
性
神
役
 テ
 ジ
リ
一
名
が
お
か
れ
る
。
近
年
は
石
垣
市
 や
 沖
縄
本
島
や
本
土
へ
職
を
求
め
て
転
住
す
る
者
が
増
 
え
 、
と
み
に
過
疎
化
 

て
し
ま
っ
た
。
 
チ
ィ
カ
サ
 神
役
が
老
齢
化
し
て
子
女
と
 と
も
に
島
を
出
る
、
あ
る
い
は
老
体
の
た
め
隠
居
し
て
 
も
 後
任
が
生
ま
れ
て
 

な
い
。
止
む
を
え
ず
他
の
御
嶽
専
任
の
神
役
が
代
理
と
 
し
て
一
時
つ
と
め
る
。
こ
の
点
で
は
石
垣
島
と
同
様
な
 
悩
み
を
持
っ
。
し
か
 

チ
ィ
カ
サ
 の
欠
員
は
一
時
的
な
現
象
で
あ
っ
て
、
い
ず
 れ
は
他
出
し
た
一
族
の
な
か
か
ら
後
任
を
選
び
出
す
 
、
 い
な
選
び
出
さ
な
く
 

は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
責
任
観
念
は
強
烈
で
、
一
時
 
の
中
断
は
あ
っ
て
も
再
生
復
興
す
る
例
が
多
く
み
ら
れ
 る
 。
 

 
 

の
 御
嶽
は
里
烏
最
初
の
神
が
降
臨
し
た
所
で
、
 ヤ
 ハ
 チ
 ヌ
 ム
ト
ゥ
（
八
社
の
 

）
と
 よ
 ば
れ
る
 よ
う
 に
 八
 嶽
の
大
元
だ
と
伝
え
ら
れ
る
 。
大
昔
に
 A
 家
で
絶
世
の
美
人
が
生
ま
れ
、
そ
の
 
実
 女
 に
神
が
の
り
う
つ
 

つ
い
に
神
司
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
里
烏
に
お
け
 る
チ
ィ
ヵ
サ
 制
の
始
源
だ
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
。
 A
 女
の
母
は
長
ら
く
 神
 

を
つ
と
め
て
老
齢
化
し
た
の
で
隠
退
し
た
い
。
そ
れ
に
 
は
 何
を
お
い
て
も
後
任
が
生
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
 
。
そ
こ
で
資
格
を
も
 

  



  
  た 拘 ら 
と 事 大 ず 
後 山 呼 神 
と に ん 役 
の お で を 必要 二段 ける 「 ツ 

階 兵 カ と 

に 同 サ す 

るな 分け 祭祀 ろ 体 崩れ」 ら 

れ の と ば 
る 御 株   

。 嶽 し 、 当 

神 て 然 
儀 い 在 
は る 来   
豊 そ 体 
年 の 制 
祭 側 な 

の を 変 
プ 石 ぇ 
l 垣 な 
ル 市 く 

禁 め て 
り 四 は 
に 筒 を 
最 で ら 

も 眺 む 
典 め い 
型 て   
酌 み そ 
に よ こ 

表 う ⑤ ま 

出 。 で 
さ 迫 
  ら 

る   
て 

本   
来 ま 

    
  オ @ Ⅰ 

祭 ，、 現 
  状 
@.@ 丁迅 @ を 

大 も 

き ま 

  

を
 幼
児
期
か
ら
眺
め
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
拒
絶
反
 応
 が
強
く
到
底
承
服
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
で
 
拒
否
す
る
と
ま
す
ま
す
 

病
気
が
重
く
な
る
。
た
ま
り
か
ね
て
、
こ
の
窮
境
の
原
 
因
 が
頑
な
に
神
役
就
任
を
避
け
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
 
ば
と
再
考
を
約
束
す
る
 

と
 、
ふ
し
ぎ
に
も
苦
痛
は
治
ま
る
。
こ
の
症
状
が
 
ユ
 タ
 な
ど
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
人
並
時
に
経
験
す
る
 
カ
ミ
ダ
｜
 リ
 現
象
（
（
 

r
a
 

コ
ぃ
巴
と
 

極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
 

こ
れ
を
契
機
に
 ユ
 タ
 、
ム
ヌ
シ
 （
 
チ
 ）
な
ど
の
霊
媒
や
行
 者
、
祈
 禧
 師
な
ど
の
呪
術
宗
教
者
を
訪
問
し
て
そ
の
神
 意
 を
う
か
が
う
こ
と
 

が
 多
く
な
っ
た
。
ま
た
時
折
り
帰
島
す
る
機
会
に
 
、
母
 チ
ィ
カ
サ
 に
随
従
し
て
御
嶽
の
祭
祀
を
手
伝
い
神
事
に
 参
加
す
る
 う
 ち
に
、
 琉
 

球
 神
道
に
対
す
る
在
来
の
偏
見
は
徐
々
に
消
え
、
拒
否
 
反
応
は
次
第
に
影
を
薄
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
や
が
 
て
 神
司
の
機
能
の
重
要
 

性
を
確
認
す
る
よ
う
に
な
り
、
就
任
の
覚
悟
が
固
め
ら
 
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
子
ど
も
た
ち
も
独
立
し
て
 家
 を
 離
れ
た
の
で
自
由
の
 

身
 と
な
っ
た
。
か
く
し
て
那
覇
の
家
を
た
た
ん
で
生
家
 
へ
 帰
り
老
衰
の
母
を
世
話
し
な
が
ら
、
本
格
的
に
 
チ
ィ
 ヵ
サ
 職
を
目
ざ
し
て
の
 

修
業
に
励
み
、
つ
い
に
一
九
八
六
年
一
昭
和
六
二
一
一
 
一
月
二
 
0
 日
の
吉
日
を
 ト
 と
し
、
新
任
式
の
ハ
ン
ピ
ラ
 キ
 ヨ
ィ
 を
 つ
 と
め
上
げ
 

密
た
 。
そ
し
て
 母
チ
ィ
カ
ザ
 の
跡
目
を
嗣
い
だ
の
で
 

民
る
ッ
ヵ
サ
 崩
れ
の
程
度
は
石
垣
本
島
ほ
ど
深
刻
で
 あ

る
。
 

は
な
い
。
け
れ
ど
も
石
垣
市
内
で
は
も
は
や
原
則
の
維
 持
は
不
可
能
で
あ
る
。
に
も
 

 
 

守
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
離
島
に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
 
危
 機
感
は
あ
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
 

 
 

 
 



壮
観
な
ス
ナ
イ
（
 巻
 踊
り
）
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
 今
で
は
こ
の
大
団
円
が
余
り
に
も
有
名
で
豊
年
祭
の
代
 
名
 -
 
詞
 と
な
っ
て
い
る
け
 

れ
ど
も
、
以
前
は
村
 う
 ち
の
 チ
ィ
カ
サ
 た
ち
が
一
堂
 に
 会
し
て
厳
か
に
執
行
す
る
 タ
 フ
 ミ
シ
 ヤ
ク
パ
ー
シ
 ィ
 の
 神
事
が
中
心
で
あ
っ
た
 

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
神
儀
の
音
 ゅ
 
趣
は
 、
 巻
 踊
り
の
際
の
歌
詞
に
「
 弥
 勤
の
世
を
給
わ
れ
 、
 福
の
世
を
給
わ
れ
」
 

と
 繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
五
穀
が
豊
作
で
氏
子
 が
 健
康
で
平
安
な
島
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
の
祈
願
を
御
 
嶽
の
大
神
に
捧
げ
る
 以
 

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
豊
か
で
順
調
な
世
果
報
の
到
 

、
ガ
，
 

来
を
期
待
す
る
一
念
の
も
と
に
住
民
の
総
エ
ネ
ル
ギ
ー
 
が
 発
揚
さ
れ
る
大
祭
り
 

で
あ
る
。
 

こ
の
豊
年
祭
が
風
流
芸
能
を
と
り
い
れ
大
規
模
化
し
た
 
の
は
近
代
の
流
行
で
、
以
前
は
パ
ヵ
の
御
嶽
を
単
位
に
 
久
し
く
執
行
さ
れ
て
 

い
た
。
と
こ
ろ
が
後
段
の
ユ
ー
ニ
ガ
イ
祭
の
ス
ナ
イ
（
 巻
 踊
り
）
が
華
麗
と
な
り
、
一
方
人
口
の
増
加
と
と
も
  
 

が
 布
か
れ
て
か
ら
、
 ユ
 ー
ニ
ガ
イ
の
プ
ー
ル
は
 パ
カ
 の
 集
合
体
で
あ
る
村
を
中
心
に
ま
と
ま
っ
て
催
さ
れ
る
よ
 
う
に
な
っ
た
。
爾
来
、
 

が
 中
心
 

こ
れ
 

（
 世
願
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
 ミ
 シ
ャ
グ
パ
ー
シ
は
御
嶽
の
大
 神
の
鎮
座
す
る
 パ
カ
 ご
と
に
執
行
さ
れ
る
。
 

 
 

の
 ム
イ
ル
表
示
 場
 ）
に
集
ま
っ
て
大
規
模
に
展
開
す
 
る
 ユ
ー
ニ
ガ
イ
 

ぃ
 ）
祭
で
あ
る
。
 各
パ
カ
 の
御
嶽
で
 フ
パ
ナ
ア
ギ
 
（
 
穂
 花
上
げ
）
を
済
ま
せ
た
氏
子
の
集
団
が
シ
ル
シ
バ
 
タ
 
（
 
標
旗
）
を
先
頭
 

ナ
ン
グ
ミ
田
頭
）
、
カ
ザ
 リ
ィ
グ
シ
実
頭
 ）
の
 虞
 
頭
 と
つ
づ
き
、
村
の
御
嶽
に
集
合
す
る
。
そ
し
て
、
 
世
 
、
ガ
 

果
報
を
祈
る
 

，
 

ヤ
 
ー
 
ヰ
 @
 
ラ
 

前
段
の
 フ
 パ
ナ
 ア
ギ
 
（
 
穂
 花
上
げ
）
で
は
、
御
嶽
の
神
 
前
に
 タ
 グ
 シ
 
（
神
酒
）
、
パ
ナ
ン
グ
ミ
（
 
伸
 さ
 、
フ
 パ
 ナ
ム
 ッ
 
（
初
穂
も
 

ち
 ）
な
ど
を
供
え
て
、
 チ
ィ
カ
サ
 が
当
年
の
豊
作
を
感
 謝
し
来
年
の
豊
穣
を
祈
願
す
る
。
そ
し
て
新
穀
で
醸
し
 
た
ウ
グ
シ
 
（
神
酒
）
を
 

戴
く
 ウ
 ノ
ミ
シ
ャ
グ
パ
ー
シ
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
 話
 せ
ら
れ
る
神
歌
に
「
御
許
 か
ガ
批
か
拉
 肝
心
 李
 、
 宅
 り
の
 世
 、
満
作
の
世
を
 

 
 

 
 

結
 わ
れ
」
「
今
日
の
祝
 い
の
 御
神
酒
を
差
し
あ
げ
ま
し
 
よ
 う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祭
司
 チ
ィ
カ
サ
へ
 の
 ミ
 シ
 ャ
 グ
 
（
神
酒
）
進
献
儀
礼
   



 
 

腫
れ
な
い
他
所
も
の
が
豊
年
祭
の
神
座
に
列
席
し
 
、
 主
祭
司
の
 チ
ィ
カ
サ
 の
 バ
ギ
 
-
 
脇
役
）
を
つ
と
め
る
 実
 例
 を
み
た
こ
と
が
あ
る
。
 こ
 

-
6
-
 

前
段
の
 

フ
 
パ
 
々
ア
ギ
 

祭
を
御
嶽
豊
年
祭
と
い
い
、
後
段
 

の
 ユ
ー
ニ
ガ
イ
祭
を
村
豊
年
祭
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
 

た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

祭
 
名
の
変
化
が
、
ま
た
伝
統
的
祭
儀
の
様
態
を
大
き
く
 

変
容
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
だ
か
ら
巨
大
に
膨
 

れ
 
上
が
り
シ
ョ
ー
化
し
 

た
巻
 
踊
り
を
冷
や
か
に
見
て
い
る
識
者
や
古
老
は
少
な
 

く
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
 

チ
ィ
カ
サ
 

崩
れ
の
一
つ
の
現
象
と
 

断
定
し
嘆
い
て
い
る
。
 

け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
許
し
が
た
い
の
は
神
 

儀
 の
 
変
 
更
 で
あ
る
。
神
役
を
欠
く
御
嶽
が
あ
る
。
漸
く
新
任
者
 

が
 
生
ま
れ
て
も
前
任
 

者
は
す
で
に
亡
く
 

、
 
親
し
く
 

神
儀
 
次
第
の
伝
授
を
受
け
 

る
 
機
会
を
失
し
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
見
聞
し
た
知
見
 

の
も
と
で
は
勿
論
十
分
 

で
な
く
手
順
や
作
法
に
組
酷
を
来
す
。
神
歌
の
詞
 

唱
や
 
神
口
の
口
開
き
に
異
同
が
生
ず
る
。
氏
子
の
生
活
 

変
 動
や
社
会
変
化
で
農
耕
 

 
 

中
心
の
生
業
形
態
も
大
き
く
変
わ
り
、
御
嶽
に
対
す
る
 

住
民
の
宗
教
ニ
ー
ズ
に
も
転
換
が
み
ら
れ
る
。
か
く
し
 

て
 
人
び
と
の
祭
礼
 

観
が
 

神
事
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
風
流
化
す
る
祭
事
を
歓
迎
 

す
る
傾
向
へ
と
走
る
。
こ
と
に
商
業
化
、
観
光
化
が
古
 

日
 
ま
っ
た
昨
今
で
は
、
 

農
 

  

  

 
 

 
 

  



こ
れ
を
支
え
た
の
は
申
す
ま
で
も
な
く
島
民
で
あ
る
が
 、
す
べ
て
島
人
は
ヤ
マ
ニ
ン
ジ
ュ
 と
 称
す
る
氏
子
集
団
 に
 帰
属
す
る
。
信
仰
 

 
 

十
サ
 ン
 

の
中
心
は
、
ウ
チ
・
 
ヌ
 
・
 ウ
ワ
 
一
内
の
御
嶽
）
 
と
 称
す
 る
 三
つ
の
御
嶽
と
そ
の
拝
所
と
な
る
 人
ケ
 所
の
 ピ
 
テ
ィ
 
・
 ヌ
 
・
 ウ
ワ
 
（
畑
の
御
 

嶽
 。
 ウ
ワ
 ま
た
は
ウ
ガ
ン
と
も
い
う
）
で
あ
っ
て
 、
そ
 れ
ぞ
れ
の
 ゥ
ヮ
 の
御
嶽
の
祭
儀
に
は
六
つ
の
地
区
の
何
 れ
か
に
帰
属
す
る
 パ
ナ
 

と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
 
、
こ
の
点
を
少
し
く
展
望
し
て
み
よ
う
。
 

ツ
カ
サ
 

ま
ず
御
嶽
祭
祀
の
主
た
る
担
い
手
と
な
る
神
司
の
担
当
 
す
る
神
事
の
内
容
と
種
類
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

一
ち
 
-
 

遠
島
の
波
 照
 間
は
最
近
ジ
ェ
ッ
ト
船
の
就
航
と
空
路
が
 開
発
さ
れ
、
石
垣
二
 市
 と
の
往
復
交
通
時
間
は
著
し
く
 短
 縮
 さ
れ
た
。
け
れ
 

も
 、
そ
れ
ま
で
は
行
政
上
同
じ
竹
富
町
に
属
し
て
い
て
 
も
 遠
い
離
島
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
御
嶽
の
神
事
に
 
は
 伝
統
的
琉
球
神
道
 

要
素
が
色
濃
く
伝
 聾
 さ
れ
て
い
る
。
 

  

 
 

が
っ
て
都
市
化
、
観
光
化
の
波
及
は
遥
か
に
遅
れ
て
い
 た
 。
そ
う
し
た
立
地
条
件
が
島
ご
と
の
住
民
の
宗
教
 
様
 相
を
特
徴
づ
け
る
要
因
 

と
と
交
通
の
不
便
も
あ
っ
て
 、
 久
し
く
そ
の
影
響
を
受
 け
る
こ
と
な
く
、
孤
島
の
未
開
発
な
状
態
を
維
持
し
た
 
ま
ま
推
移
し
た
。
し
た
 

圏
 に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
 圏
外
に
あ
っ
て
最
も
隔
絶
す
る
波
照
間
島
・
与
那
国
島
 
は
 、
遠
隔
地
で
あ
る
こ
 

パ
チ
 リ
 
一
 
離
島
）
は
、
石
垣
市
街
区
と
そ
の
近
郊
の
都
 市
化
 区
域
が
八
重
山
の
第
一
次
観
光
圏
を
形
成
し
て
い
 
る
の
に
対
し
、
第
二
次
 

石
垣
島
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
と
近
い
距
離
の
沿
海
に
 
点
在
す
る
 竹
富
 ・
小
浜
，
新
城
・
西
表
・
 鳩
間
 ・
黒
島
 な
ど
の
、
 い
 わ
ゆ
る
 

一 
一 

共
同
体
祭
祀
と
地
域
変
化
 

  
も る 

知 み 
ね た 
な 氏 
い 子 
が は 

  @ 蚤 
反 訪 

対 の 
し 念 
て な 
0 把 
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空 敢 
席 え 

は て 
埋 炭 
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広 
  
  
面 
  
現 
  

  



八重山に   る 近代化と民俗宗教の 変容 

 
 

間
 に
担
当
す
る
公
的
神
事
の
種
目
を
列
挙
し
た
も
の
で
 、
 何
れ
の
神
事
に
際
し
て
も
 神
 装
束
に
身
を
正
し
て
 不
 人
の
聖
域
、
御
嶽
の
 マ
 

ソ
 ー
 ミ
 に
 入
 り
神
拝
を
お
こ
な
う
。
神
事
の
内
容
解
説
 
は
 遺
憾
な
が
ら
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
 
、
そ
の
す
べ
て
が
集
落
 

の
 平
安
と
繁
栄
を
希
求
し
氏
子
の
健
康
と
豊
年
を
祈
願
 
す
る
意
趣
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
全
島
が
参
加
す
る
 
量
 大
規
模
の
共
同
体
祭
祀
 

は
プ
 ー
リ
ン
と
よ
ば
れ
る
豊
年
祭
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
 ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
爾
後
金
月
を
挟
ん
で
三
、
四
 
ケ
月
 の
間
は
ほ
と
ん
ど
の
 公
 

的
 神
事
は
中
断
さ
れ
る
。
そ
の
時
期
を
除
い
た
、
九
月
 
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
凡
そ
八
 ケ
 月
間
に
わ
た
り
、
実
に
 五
 0
 回
 余
の
神
事
を
司
 

察
 し
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
伸
行
事
の
重
要
性
、
規
模
 の
 大
小
、
奉
仕
日
の
長
短
な
ど
に
よ
り
繁
簡
の
差
は
あ
 
る
け
れ
ど
も
、
月
に
平
 

均
し
て
六
、
 
セ
 回
は
御
嶽
へ
出
仕
す
る
こ
と
と
な
る
。
 し
か
も
豊
年
祭
と
か
 雨
 ニ
ゲ
ー
（
 雨
乞
 祈
願
）
な
ど
の
 大
祭
と
な
る
と
三
日
な
 

一
 
9
-
 

い
し
五
日
の
連
日
奉
仕
が
要
求
さ
れ
る
。
た
と
え
補
佐
 役
パ
ナ
ヌ
 フ
ァ
の
援
助
が
あ
っ
た
と
し
て
も
過
重
な
負
 担
 で
あ
る
。
傘
寿
に
ち
 

か
い
 老
ツ
カ
サ
 に
と
っ
て
は
到
底
耐
え
ら
れ
な
い
。
 し
 き
り
に
退
隠
の
音
ギ
心
を
表
明
す
る
が
、
後
任
の
生
ま
れ
 な
い
ま
ま
、
老
躯
を
推
 

し
て
勤
め
る
姿
に
深
く
感
銘
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
 同
 情
を
禁
じ
え
な
い
。
 

  

次 ヌ あ 木 ヌ 

表 表 こ フ っ の フ 

 
 

 
 

ァ
 が
あ
た
り
、
そ
れ
を
指
揮
し
主
宰
す
る
の
が
神
司
の
 
ツ
カ
サ
 
で
あ
る
。
た
と
え
 ぼ
 島
の
西
に
所
在
す
る
 富
嘉
 （
 外
 ）
地
区
は
 
、
大
 

ア
 ア
ス
ク
ウ
ガ
ン
 

 
 

ウ
チ
 
・
 ヌ
 
・
 ウ
ワ
 と
し
て
喜
徳
利
 嶽
に
 属
す
る
け
れ
ど
 、
そ
の
拝
所
と
な
る
 ピ
 テ
ィ
・
 
ヌ
 
・
 ウ
ワ
 の
河
底
御
嶽
 が
 集
落
の
近
く
に
 

て
 、
こ
の
地
域
の
住
民
が
ヤ
マ
ニ
ン
ジ
ュ
と
し
て
両
方
 の
 二
重
氏
子
と
な
る
。
そ
し
て
神
事
や
祭
儀
に
奉
仕
す
 
る
脇
 神
役
の
パ
々
 

ァ
が
、
ツ
カ
サ
 
（
 現
 、
砂
川
サ
ダ
 氏
 ）
の
も
と
に
活
躍
 す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
 

の
鳥
の
神
司
で
あ
り
御
嶽
神
事
の
中
心
的
役
割
を
果
た
 す
ツ
カ
サ
 が
年
間
に
ど
の
よ
う
な
任
務
を
負
う
て
い
る
 か
 、
そ
の
種
類
を
 

に
よ
っ
て
点
検
し
て
み
た
い
。
 

 
 

/
 ス
ク
ウ
 

 
 

1
 
は
、
東
地
区
の
前
集
落
が
氏
子
と
な
る
大
底
御
嶽
の
 神
司
、
山
田
シ
ゲ
 氏
 
（
調
査
当
時
の
平
成
 
セ
年
 十
一
月
 、
セ
 八
歳
 一
 が
年
 



表 1 波照間島の ッヵサ による年間伸行事日程 表 

  神事 名 

シチ まつり 

 
  

 

  

 
 

パ
グ
・
 
l
 （
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ナ
プ
ワ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

神
化
 

)
 
(
 

ピ
 

ー
 ャ
フ
一
 

ナ
一
チ
 

ン
ノ
く
 

ラ
タ
 マ
フ
 

 
 

雨 ニゲー ( 朝二ゲ 一 @1 

り ( ウシュヌバンユ ノ 一 ) 
ソ ( チータービ ) 

朝 ニゲー 

  
  

スウニゲー 

  

ナータービー 

三ロ クムリ 

ソ ( マサン ) 
ミニンバン ユ レ 

フ   一 タービー 

トシ メ プリ 

カナ ムヌ ソーダ (2) 

ヌプハ 2) 

アラープリ 

五ロ クムリ 

二月 ミ ワクチェー (2) 

ハン パナ (7% 花 ) 

二月シマフ チ ヤラ ー (2) 

トマニゲー 

プ サシマ シィ 

施 行 田   

干支 

つちのえ・ いぬ 

か めえ ，いぬ 

か のと， い 

みずのえ・さる 

みずのと・とり 

つちのえ   とら 

みづのと・ひつじ 

つちのえ・ ね 

つちのと・ うし 

か のえ・とら 
つちのえ・ がね 

つちのと・ い 

か めえ，ね 

か めと ・ うし 

みずのえ・とら 

みずのえ・ ね   
みずの え，がね 

つちの と     
つちのえ・とら 

みずのえ・ うま 

か のえ・ いぬ 

か めと ・ い 

みずの ぇ ・ ぃぬ 

か のえ・とら 

みずのえ・さる 

みずのと・とり 

みずのと・ひつじ 

つちの と   うし 

か のえ・とら 

 
 

 
 

 
 

備考 ( 供物 ) 

在米、 神酒 1 チン、 塩、 ニンニク   

香モツ を御嶽に供える 

花氷、 村 祈禧 

御嶽への神道掃除を 終えてお拝み 

をあ げる 

初 め タービ 

山羊の毛とニンニクを 弔 した縄を 

張る 

両三 ゲ一 ( 雨 願い ) 初口 

両ニ ゲ 一のマサン 

平安祈願 ( 拝所 ) 

り ( // ) 

り ( マサン、 拝所 ) 

ス ウニゲーマサン 

終のタービ L  現在は外部落のみ 

  
米、 神酒、 香 モツ を供えて 籠 る。 

現在は l ロ のみ 

豊年祈願 

年始、 ヌ プリ 

美広沢に牛馬を 下ろし   島の平安 

を祈る 

外部落のみ 

天候祈願始め 

ネ 中道の清掃 

  
疾病の祓い 

天候祈願 

前・南部落のムトゥヤ 一で粟の神 

灯 の ニゲー 

(14)@ 14 
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施 行 口 

神 事 名 備考 ( 供物 ) 
- 干支 暦 

雨 ニゲー ( 明ニ ゲ 一 )(2) かのえ・ ぬ 3.23 雨乞い祈願 

り @  刀 ) かのと・うし 3.24   
リ @ サン ) みずのえ・とら 3.25     ( 結願 ) 

トリンバンユ ノ つちのと・とり   
トビ ムヌ ニゲー かのと・ い   
ヌ プリ (3)       外部落のみ 

チープリ みずのえ・ ぬ 4. 4  天候祈願の結願 

スクマンマシ ィ かのと・とり 4.18 

七ロ ク ムリ     

カナ ムヌソ一ソ (3)     

シヒ   ランカン みずのと・とり 4.Fl0 ピ ティ ヌ ・嶽から神を 迎え、 白衣 

に杖をつき廻る 

ヌプリ (4) かのえ・たつ 5. 7 さいごの ヌ プリ 

プリプチ みずのえ・うま   
シマフチャラ ー (3) みずのと・ひつじ 5.l0 

五月 ミ ワクチェー㏄ ) つちのえ・ ね 5. 15 

ハン パナ @ 花 ) つちのと・うし 5.16 

プ一 リン ( 豊年祭 ) かの え ，とら 5.17 

り ( アサ コ イ ) かのと・う 5.18 

り ( アミ ジワ Ⅱ みずのえ・たつ 5.19  来年の豊作祈願 

Ⅱ ( ュ 一ニ ゲ Ⅱ みずのと・み 5.20  公民館で巻踊り 

トマ ニゲ 一 つちのと・ い S.2f  天候祈願 ( 一年さいご ) 

備考 
    木表は神司、 " ヵサ 山田シゲ 氏 ( 平成 7 年 11 月、 78 歳 ) の手控えとして 作成したノート「一年間の 神 行 

事日程 表 J ( 平成元年 4 月 30 日作製 ) をもとに、 同氏の諒承をえて、 筆者が整理一部補記したも 

のであ る。 

2. 神事名の片仮名標記は 同島で通称する 名称であ る。 ( ) 内の数字は同神事の 施行口目。 

3. 伸行事の施行は 旧暦で行われ、 祭日は干支によって 定められている。 平成元い 989) 年のそれを 

明記したもの。 

    豊年祭 ( プ一 リン ) から シ チ祭までは御嶽の 神事は施行されない。 

      備考欄には神事の 内容の一部を 註記した。 
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ン
 ）
の
三
つ
（
別
に
明
和
の
大
津
波
の
の
ち
小
浜
島
か
 ら
の
移
住
者
が
建
て
た
小
浜
御
嶽
）
が
集
落
の
上
・
 浜
 
・
中
に
位
置
し
て
、
 
ほ
 

か
に
幾
つ
か
の
フ
ァ
ー
オ
ン
つ
ま
り
子
ど
も
御
嶽
が
 存
 在
す
る
。
そ
の
フ
ァ
ー
オ
ン
の
神
役
は
ニ
ガ
イ
ビ
ー
 
と
 か
 
ニ
ガ
イ
 ピ
ト
ゥ
と
仏
沖
 

南
海
の
孤
島
と
い
わ
れ
、
周
り
を
海
に
囲
ま
れ
な
が
ら
 
も
 漁
師
を
専
業
と
す
る
家
は
な
く
、
悉
く
が
農
を
主
業
 
と
す
る
。
さ
 い
 き
ん
 

に
ん
に
 

(
 

は
 麦
作
、
甘
藷
、
稲
も
っ
く
る
が
、
元
来
は
粟
 作
 が
中
 心
 で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
大
豆
、
胡
麻
、
ニ
ラ
、
大
蒜
な
 ど
 自
家
用
の
野
菜
を
栽
 

陪
 す
る
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
粟
の
豊
凶
が
生
活
 
を
 支
え
た
時
代
が
長
く
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
 
め
に
、
 
粟
 栽
培
の
農
 暦
 

が
 年
中
行
事
の
柱
と
な
り
、
共
同
体
祭
祀
の
体
制
を
つ
 
く
る
基
盤
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
英
作
の
過
程
が
 
御
 嶽
の
神
行
事
と
相
互
に
 

関
連
し
合
っ
て
島
民
の
信
仰
生
活
を
規
制
し
 祭
時
 観
 る
 培
っ
て
き
た
。
共
同
体
祭
祀
の
執
行
上
、
琉
球
神
道
の
 
伝
統
を
保
持
す
る
点
に
 

お
い
て
、
本
島
の
右
に
で
る
も
の
は
な
い
ほ
ど
古
風
な
 伸
行
事
が
伝
存
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
依
然
と
し
て
 
在
来
の
粟
・
 
麦
 ・
甘
藷
 

を
中
心
と
す
る
畑
作
に
た
よ
り
、
近
代
化
、
観
光
化
の
 
圏
外
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
地
域
共
同
体
の
社
会
 
体
制
を
衝
き
崩
す
ェ
ネ
 

ル
ギ
ー
と
な
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

そ
，
 」
で
先
述
の
第
一
次
観
光
 圏
 に
あ
っ
て
農
業
を
生
業
 の
中
心
と
す
る
地
域
に
お
い
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
 
い
て
検
討
し
て
み
よ
 

 
 

ぅ
 。
石
垣
二
市
区
の
近
郊
で
農
耕
を
主
と
す
る
地
帯
は
数
 
多
い
が
、
そ
の
一
つ
同
官
長
村
を
と
り
あ
げ
る
。
 

官
兵
集
落
の
起
源
を
か
た
る
 島
 建
て
の
伝
承
は
隣
集
落
 の
 白
保
と
 ぺ
ア
 に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
昔
に
 イ
 ン
ナ
ー
 
う
と
 ア
ン
ナ
 

 
 

｜
ぅ
の
 兄
弟
が
 西
と
 東
に
住
ん
で
い
た
。
徳
望
が
高
か
 
っ
 た
の
で
 オ
 
モ
ト
岳
の
神
 オ
 
モ
ト
テ
ラ
ス
が
 御
 褒
美
と
 し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
三
性
 

の
神
を
賜
り
、
兄
は
宮
 良
 の
 村
 、
弟
は
白
保
の
村
を
建
 て
て
治
め
る
よ
う
に
と
命
じ
た
。
そ
こ
で
与
え
ら
れ
た
 神
の
祭
り
を
施
行
し
た
 

の
が
、
現
在
の
御
嶽
の
起
こ
り
だ
と
い
う
。
集
落
の
草
 創
と
 御
嶽
の
成
立
を
伝
え
る
神
話
で
あ
る
。
 

フ
 カ
ム
ト
ウ
 

ナ
ヵ
 
タ
キ
 

ヤ
マ
ザ
キ
 

官
兵
因
島
建
て
の
御
嶽
は
 、
ユ
 ー
 ヤ
マ
 と
よ
ば
れ
る
 仲
 嵩
 
（
ウ
 ィ
ヌ
 オ
ン
下
山
崎
（
ハ
ナ
シ
 
ィ
キ
 イ
オ
ン
）
 

・
井
本
（
 ナ
 カ
 メ
 オ
 

  



 
 

す
る
一
名
の
み
で
あ
る
が
、
 

ユ
 ー
 ヤ
マ
 の
各
御
嶽
で
は
 ツ
カ
サ
 
一
名
・
 バ
ギ
脇
 二
名
・
ヤ
マ
ア
タ
ル
二
名
の
 
四
名
で
勤
め
る
こ
と
に
 

 
 

フ
ア
ー
 

オ
 

よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
が
御
嶽
信
仰
の
中
 心
 で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
子
御
嶽
に
対
し
て
は
親
御
嶽
的
 性
格
を
も
つ
。
け
れ
ど
 

 
 

も
 今
日
で
は
両
方
と
も
独
自
な
氏
子
を
も
っ
て
い
る
 
の
で
親
子
、
王
従
の
観
念
は
う
す
く
軽
重
の
差
は
ほ
と
 
ん
ど
な
い
。
お
そ
ら
く
 

長
い
時
間
的
経
過
の
う
ち
に
津
浪
に
よ
る
消
長
や
住
民
 
の
 移
動
が
あ
っ
て
 、
 古
い
祭
祀
体
制
に
変
動
が
生
じ
た
 も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

フ
ア
ー
オ
ン
 

あ
る
い
は
ユ
ー
 ヤ
マ
 の
 三
 御
嶽
の
拝
所
と
し
て
新
設
さ
 
れ
た
聖
地
が
、
住
民
の
増
加
と
と
も
に
崇
敬
を
あ
つ
 
め
て
独
立
し
、
御
嶽
 
へ
 

昇
格
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

ウ
甘
ン
 

も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
大
元
の
三
御
嶽
Ⅰ
 
拝
 所
の
設
置
Ⅰ
拝
所
の
御
嶽
昇
格
 
丁
 フ
ァ
ー
オ
ン
の
 独
 立
山
氏
子
の
分
 属
 、
 

と
い
っ
た
図
式
が
想
定
さ
れ
る
。
所
属
す
る
氏
子
の
地
 域
 共
同
体
の
数
よ
り
も
多
 い
 御
嶽
が
鼎
立
す
る
島
々
に
 お
け
る
土
着
信
仰
成
立
 

ウ
ガ
ン
 

の
 過
程
を
辿
る
糸
口
が
掴
め
よ
う
。
ま
た
、
波
照
間
島
 
に
み
る
 ウ
チ
 
・
 ヌ
 ・
 ウ
フ
 
（
御
嶽
 -
 と
ピ
 テ
ィ
 

ウ
フ
 
（
拝
所
）
と
の
類
 

似
 性
を
通
じ
て
琉
球
神
道
に
お
け
る
御
嶽
祭
祀
の
二
重
 
構
造
性
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 

  

」
で
、
 
ユ
ヤ
マ
 の
 三
 御
嶽
神
事
を
主
宰
す
る
 日
堅
 
局
 神
役
 ツ
カ
サ
 
の
選
任
に
際
し
て
、
後
継
者
不
足
に
よ
 り
 在
来
の
規
定
を
守
 

 
 

趨
 

リ
ス
な
い
窮
境
に
立
っ
て
い
る
。
 ト
ウ
 
ニ
ム
ト
ゥ
 
（
宗
家
）
の
長
女
へ
と
 
嗣
ぐ
 理
念
型
、
す
な
む
ち
伯
叔
 母
か
ら
姪
へ
の
継
承
原
理
は
 

路
 

と
う
に
崩
れ
、
母
か
ら
 娘
 へ
、
あ
る
い
は
同
じ
系
 譜
 内
な
ら
誰
で
も
よ
い
、
そ
れ
も
不
可
能
な
ら
氏
子
の
 
な
か
か
ら
 ん
ナ
シ
ィ
、
 
ユ
タ
 

 
 

柑
な
ど
巫
祝
の
ハ
ン
ジ
（
 判
示
 ）
に
よ
っ
て
選
定
し
 就
任
を
依
頼
す
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
た
。
と
く
に
フ
ァ
 
｜
 オ
ン
の
主
祭
司
ニ
ガ
イ
 ビ
 

近
 

@
 
 フ
タ
マ
 

つ
女
性
を
候
 捕
者
に
立
て
て
、
他
の
 ツ
カ
サ
 
か
ら
神
事
の
教
授
を
受
 け
さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
 

る
 

１
々
 よ
、
 

 
 
 
 

眈
 

み
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
石
垣
市
の
中
心
に
近
い
 平
 得
、
真
栄
 里
 、
 名
 蔵
な
ど
、
よ
り
進
ん
だ
近
郊
地
域
 ほ
ど
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
 

重
 

け
れ
ど
も
地
域
住
民
の
御
嶽
・
拝
所
に
対
す
る
信
仰
が
 

 
 

な
ぜ
な
ら
、
石
垣
市
 

 
 

  



神事 名 

ション ガツ ニント 

ユ ー ニゲー け ) 

ニンガ ツヨイ 

タカビーロ ) 

プ チャバム ニ ン 

プー ヌ ムニン 

スクマンカイ 

マイ ヌハ、 ソ 

ユ ー ニゲー (2) 

プール @ 年祭 

、 ン ツマンカイ 

ユー ニゲーの ) 

クンチユイ 

タカ ヒ一 (2) 

タントゥイ ( 種収 ) 

フ一ギヌコ イ 

シマフチ ャラ 

ト ンヌ シュヒ。 

表 2  石垣市宮 息めッカサ 年間施行神行事 表 

施行日 Ⅱ日暦 ) 行 事 内 容 

  
き のえ・ リ 世 願 い 。 年間の頓作祈願 

き のえ・ 2 円 仔牛 、 仔 馬の健やかな 生長を祈念 

き のえ・ リ 田植の終了を 祝い、 豊年を祈願 

みずのえ・ 3 月 作物を害虫から 守り無事生育を 祈る。 虫払い、 出 よけ 

  
か めと ・ 4 月 稲穂の物忌。 無事の結実を 祈る 

ひ のえ・ 5 月 初穂を迎え祝う 

6 月 収穫終了の報告と 感謝祭 

き のえ・ 刀 出 願 い 。 農作物の豊作祈願 

みずのえ・ け 稲 米の豊穣を祝福し、 来年 0) 豊年を祈願する 

つちのとい・ 8 月 節祭。 豊作物を作り 始めるにあ たり、 村の無為と豊作 

を 祈願 

き のえ・ リ 世 願い。 年間 のニゲ 一の願立ての 行事。 豊作を祈願す 

  
9 月・ 9 円 九日祝い。 主食であ る甘藷の収穫祝い 

みずの ぇ ・ 10 月 火伏せ・海難の 祈願。 村の平安を祈る 

つちのえ・ ヵ 種まきに当り、 扁虫害・災害から 苗を守るよう 祈願 

Ⅱ 月 ・ 7 円 鍛冶の息災を 祈り、 農具に感謝する 

亥 の 日 ・ 12 月末 疾病を祓い、 村の息災を祈る 

  願解き。 年間の祈願が 成就されたことを 感謝する 

備考 
1. 施行日は干支による。 たとえば「きの え 」とあ るのは、 それにあ たる十二支のうちから 最良の日 

をえらんで定める。 

2. 臨時に雨乞い、 流行病いを除くニゲー ( 祈願 ) が行われる。 

3. 伸行事のすべてが 農耕中心に展開している。 

ま 祭 明 て て 招 に そ る を 主 震 強 そ 係 へ 

な 集 神 に す 御ォ延 て ツ を す し 漁 っ ッ   
く 落 付 す る 嶽ン 命 も 力 捨 る な 扮 た ド 製 る 

、 で 事 る か の 忌 柱 サ て た が の と タ 糖 サ 
原 は を た ら 神 漿 民 の 町 め ら 策 し ゃ エ ラ 
則 夫 点 め で 行 の の 関 れ   地 一 て ン 揚 り 

的 同 検 に あ 事 佃 家 与 な 土 城 次 も と 労 l 
に 体 し " る が 人 や す い 着 社 産 " し 働 マ 
は 祭 て ツ 。 中 折 価 る の 宿 舎 業 基 て 者 ン 
家 相 み 力 こ 軸 願 人 集 で 仰 の を 本 の が や 
  は よ サ の と に の 落 あ に 仏 土 豹 性 ふ 観 光関 点を個人 司し 、フ ， フ @ 。 の なっ おい 除災 祭祀 る。 対す 統性 たる @f こま 格が え ， 、 

(18)  18 
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表 3 石垣市宮 良のツカサ ・ バギィ の関与する個人祈願 

  

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
安
 
の
 
(
 
オ
ン
 
)
 

家
属
 

几
御
 

の
に
 

築
時
 

増
 
岡
 

新
 

 
 

 
 

祭
祝
 

前
生
 

地
誕
 マリドゥシニゲー マリドゥシ ( 生年 ) に行われる健康祈願。 ツカサ を頼んでオンでニゲー グ 

      ヌ ヨイ ) トウをする 

ウンキ ニゲー マリドゥシ以覚の 健康祈願   ユ ー ニゲー ( 年 3 回 ) のさいにオンへの 加入、 脱退の儀を行う 

，個人・家の 希望により ツカサ を頼み，所属するオン へ おもむき、 供物を飾り、 香をたいて神事を 施 
行する。 近来は各家で 行われるケースがふえた。 

れ 年 3 回実施するオンの 神像 ュ 一ニ ゲ 一の前に、 新血人の手続きがとられる。 2 、 3 合の白米・神酒・ 

香をもち、 ツカサ に同行し、 オン ヘ 報告する。 死亡により氏子から 抜けることになるが、 その報告 

の式もまた、 ツカサ によりオンで 執行する。 それを ヌギ ファと称する。 

の
 祈
願
に
 い
 た
る
ま
で
、
御
嶽
の
聖
域
で
 
ツ
カ
サ
 神
役
 に
よ
り
施
行
さ
れ
る
。
そ
の
 

-
 
は
 @
 

神
事
施
行
の
状
況
は
、
上
掲
の
表
 
2
 、
表
 3
 の
示
す
と
 お
り
で
あ
る
。
 
村
 び
と
の
 生
 

活
 に
と
っ
て
、
御
嶽
と
神
役
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
 

か
は
一
目
瞭
然
だ
と
言
え
よ
 

>
 
フ
 。
 

と
こ
ろ
で
、
集
落
の
氏
子
が
そ
れ
ら
の
神
行
事
の
な
か
 

で
 最
も
精
力
を
注
ぎ
こ
ん
 

で
い
る
の
は
何
か
を
点
検
し
て
み
る
と
、
第
一
は
農
作
 

物
の
曲
立
年
祈
願
、
こ
と
に
 

稲
 

の
 豊
穣
を
祈
念
す
る
坤
儀
で
あ
る
。
全
村
を
異
常
な
 
皿
 一
奮
に
 
巻
き
こ
む
 プ
 ー
 リ
ィ
 

富
三
年
祭
）
を
初
め
、
播
種
か
ら
田
植
、
順
調
な
成
長
と
 

結
実
、
初
穂
迎
 え
 、
収
穫
 

と
、
 各
の
作
業
過
程
に
即
応
し
て
一
区
切
ご
と
に
敬
虔
 

な
伸
 行
事
を
設
定
し
、
全
員
 

参
加
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
懇
ろ
な
祈
念
を
さ
さ
げ
 

、
感
謝
の
祝
意
を
現
し
て
い
 

る
 。
ま
さ
し
く
御
嶽
に
お
け
る
神
祭
り
は
、
総
べ
て
 

農
 事
 、
そ
れ
も
稲
作
に
関
係
し
 

て
い
る
と
言
っ
て
も
誤
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
農
に
 

始
ま
り
農
に
終
る
祭
儀
の
定
 

立
は
 、
も
ち
ろ
ん
共
同
体
を
支
え
て
き
た
基
盤
が
農
耕
 

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
 

と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
体
制
は
今
日
で
も
変
わ
っ
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
近
来
、
神
行
事
の
施
行
状
況
に
は
 

大
 き
な
変
化
が
み
ら
れ
て
き
 

た
と
い
う
、
古
老
の
嘆
き
が
聞
え
て
く
る
。
ま
ず
第
一
 

は
ツ
カ
サ
 制
の
継
承
が
う
ま
 

く
ゆ
か
ず
、
中
断
し
た
り
 
ツ
カ
サ
 の
老
体
化
と
と
も
に
 
神
事
の
簡
略
化
手
抜
き
）
 

19@ (19) 



と
 健
康
を
祈
願
す
る
た
め
の
タ
カ
ビ
Ⅰ
 

ユ
 ー
ニ
ゲ
ー
 な
ど
の
 呪
両
 神
事
で
あ
る
。
前
者
は
年
に
二
回
、
後
 
者
は
三
回
お
こ
な
わ
れ
 

る
 。
病
難
、
水
（
 海
 ）
難
や
諸
々
の
災
害
を
除
去
す
る
 祈
 薦
 タ
カ
ビ
ー
へ
の
関
心
が
強
ま
り
、
ま
た
豊
か
な
年
の
 
世
の
到
来
を
祈
念
す
る
 

ユ
 ー
ニ
ゲ
ー
へ
の
要
望
が
た
か
く
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
 
は
 何
れ
も
稲
の
豊
穣
と
作
物
の
豊
作
を
も
と
め
る
集
落
 
の
 共
同
体
神
事
で
あ
っ
 

た
 。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
身
の
安
全
と
財
貨
の
獲
得
に
 
執
心
す
る
社
会
風
潮
の
影
響
を
つ
け
、
改
め
て
注
目
さ
 
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
 

あ
ろ
う
。
 

こ
の
点
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
表
 2
 の
官
展
 と
 先
述
し
た
 表
 1
 の
波
照
間
島
と
を
比
較
し
て
み
る
と
 よ
 い
 。
官
臭
で
は
何
を
 

措
い
て
も
神
役
担
当
の
神
行
事
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
 
る
 占
で
あ
る
。
両
方
い
ず
れ
の
島
で
も
御
嶽
の
神
 儀
が
 ほ
と
ん
ど
農
耕
の
無
事
 

安
全
と
豊
作
を
祈
念
す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
る
こ
と
で
 
は
 違
い
は
な
い
。
け
れ
ど
も
官
臭
の
そ
れ
ほ
比
較
に
な
 
ら
 め
 く
ら
い
項
目
が
少
 

な
い
。
ま
た
行
事
に
お
け
る
氏
子
の
動
員
に
お
い
て
も
 
、
坤
儀
執
行
の
服
務
規
定
に
お
い
て
も
、
 波
 無
間
の
方
 が
 厳
格
で
あ
る
。
そ
の
 

差
は
波
 暗
闇
が
農
耕
を
王
業
と
す
る
社
会
で
あ
る
の
に
 対
し
、
官
長
め
ば
あ
 い
 は
都
市
化
の
波
に
洗
わ
れ
て
、
 住
民
の
業
態
や
社
会
構
 

波
 が
及
ん
 

来
 農
耕
土
 

の
は
当
然
 

農
耕
 色
 で

 専
業
農
家
が
減
り
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
が
す
す
め
 
と
 と
も
に
新
人
者
が
ふ
え
て
き
て
、
氏
子
組
織
に
変
動
が
 生
じ
た
。
 

本
 

活
 に
応
じ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
御
嶽
の
神
行
事
が
 、
新
 し
く
転
任
し
て
き
た
非
農
業
者
の
宗
教
観
に
必
ず
し
も
 適
応
し
な
い
 

 
 

で
あ
る
。
そ
の
ず
れ
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
、
御
嶽
 
の
も
っ
宗
教
的
意
義
が
稀
薄
化
す
る
傾
向
を
強
め
て
 
ぃ
 る
 。
 

ノ
ア
ー
マ
ー
 

0
 弾
 い
 行
事
が
影
を
薄
め
て
き
た
の
に
対
し
逆
に
新
し
 
い
 関
心
の
も
と
に
勢
い
づ
い
て
き
た
行
事
も
あ
る
。
 
氏
子
の
平
安
 

な 親 
習 ッ 

熟 カ 

が サ 

期 に 
侍 従 
で っ 

き て 
な 奉 
い ィ土 す 
か る 
く つ 

し ち 

て 自 
仁 恕 
統 に 

は 会 
急、 ヰ尋 

速 さ 

に れ 
夫 ろ わ 
れ し 
て か   ま 
う そ   
ま 期 
た 間 
瓦 を 

子 持   
側 な 
に い 

も 急 
青 な 
任 京柱 

が 任 
あ の 
る ィ我 

  か 

石 ッ 
ょ亘 カ 

市 サ 
の で 

哲 ]  は 市 
化 土 
0 分 

  

が 

進 
み 

根   
ヌ下 

  
  
る 

神 
儀 

を魔 

絶 
す 
る 

種 
目 
が 

増 
え 

て 

  
る 

    

み 
  
  
た 
オ 
タ 
カ 
べ 
  
出 
  
ホコ " @ 三 円   

と 

か 
カ 

、 ン 
  

チ 

ホ中平 

口   

な 
ど 
@@ 了ら @ 
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おける近代化と 民俗宗教の変容 

  山 足 す さ 優 る 家 壮坦 

多 恵 

な が 著 抜 な え の く だ 共 
つ 入     が 役でらすシ る ャ 生家 落し ツ力 生 き 事 る 強 印 ム目 」ヒ 
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術 同 決 少 れ と     

九 体 し な る の 一 

が 祭 て く 。 向 股 
注 儀 く 重 と 面 @ こ 

目 の れ 複 こ が 祭 日神 され 宗教 る英 して ろが ある 

て 的 機 い 波 ル 又 とイ @ 
く 影 と る 照 と の 
る 響 な 。 聞 く 職 

。 力 る っ 島 に 能 
か は 。 ま の 後 に     御嶽の 祭司 て なり、に対し 嶽の神 く共同 ばあい 

プ 衆 兵 行 体 に 神 
リ や 同 事 制 は 事 

@ l 個 体 の の 呪 に 

ス 大 制 な 強 市 奉   ト の が か 同 性 仕 
し 法 も 巫 。 い 

な に の 女 ま タ する 宗教から 弛緩 へ家 な孤 有 の 

巫 約 し の 島 無 公   呪 ニ 職 宗 で が 的 
ば る す 掌 客 ト シ l 能 数 は 評 ， 性 
な 人 と す 死 ゥ ャ ズ や ニ 共 価 質 
ち び か る し か l を 階 l 同 の と 

な と 、 頒 た と マ 十 層 ズ 体 基   
い の 尾 壊 死 か ン 分 分 が 祭 準 個 

。 要 敷 で 者 タ へ に 化 導 祀 と 人 
里 内 あ の で と 充 の 人 が な や 

  



市
場
経
済
の
惨
 透
と
 生
業
形
態
の
変
化
、
さ
ら
に
流
通
 機
構
の
整
備
に
と
も
な
い
観
光
都
市
石
垣
市
街
区
の
様
 
相
は
 一
変
し
た
。
 何
 

時
に
近
接
す
る
在
郷
の
農
漁
村
も
ま
た
、
そ
の
影
響
を
 
も
ろ
に
受
け
、
在
来
の
自
給
率
の
高
い
一
次
産
業
を
離
 
ね
 、
利
潤
 度
 の
高
 い
換
 

金
作
物
の
栽
培
に
転
じ
た
り
遠
洋
漁
業
へ
転
進
し
 
、
あ
 る
い
は
工
業
労
働
者
や
企
業
体
の
従
業
員
と
な
っ
て
 祖
 業
を
捨
て
る
も
の
が
 増
 

え
て
き
た
。
そ
れ
ら
都
市
化
の
影
響
が
共
同
体
色
の
つ
 
よ
い
地
域
社
会
の
し
く
み
に
大
き
く
影
響
し
、
そ
の
ま
 
と
ま
り
に
亀
裂
を
生
じ
 

結
 衆
力
の
弱
体
化
を
招
く
に
い
た
っ
た
例
は
少
な
く
な
 
い
 。
し
た
が
っ
て
地
域
共
同
体
の
結
集
を
基
盤
に
成
立
 
し
 維
持
さ
れ
た
共
同
体
 

祭
祀
の
中
核
、
御
嶽
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
衰
退
し
 
、
 そ
の
 主
 た
る
祭
司
 ッ
カ
サ
 の
権
威
が
落
ち
て
き
て
氏
子
 住
民
の
信
仰
を
支
え
得
 

な
く
な
っ
た
の
も
、
前
章
で
眺
め
た
ご
と
く
当
然
の
推
 移
 で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
御
嶽
祭
祀
 や
ツ
カ
サ
 に
支
え
ら
れ
長
い
あ
い
 だ
 住
民
の
生
き
る
 力
源
 と
な
っ
た
伝
統
的
な
琉
球
民
俗
 神
道
の
根
は
、
こ
の
 

趨
勢
に
抗
す
る
と
こ
ろ
な
く
衰
頽
 し
 、
埋
没
す
る
宿
命
 を
 負
う
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
探
る
 
鍵
 こ
そ
が
八
重
山
に
お
け
 

る
 島
々
の
宗
教
事
情
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
 

都
市
化
・
近
代
化
に
 よ
 る
地
域
共
同
体
の
動
揺
や
崩
壊
 が
 、
御
嶽
の
祭
祀
体
制
を
傾
け
 ツ
カ
サ
 祭
祀
 権
 の
も
つ
 宗
教
統
制
力
を
弱
め
 

た
 。
し
か
し
氏
子
住
民
は
そ
の
た
め
に
空
白
化
し
た
 宗
 教
的
 虚
脱
感
を
何
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
し
た
の
で
あ
ろ
う
 
か
 。
資
本
主
義
体
制
下
 

0
 人
間
生
活
に
は
浮
沈
の
差
が
激
し
く
き
わ
め
て
不
安
 
定
 で
あ
り
、
景
気
の
動
向
に
よ
り
栄
枯
盛
衰
の
動
き
は
 烈
し
い
。
企
業
が
倒
産
 

す
れ
ば
直
ち
に
解
雇
さ
れ
妻
子
は
路
頭
に
迷
 う
 。
何
件
 制
の
共
同
体
で
は
衣
食
を
欠
く
窮
境
に
陥
る
こ
と
は
ま
 
ず
な
い
。
か
り
に
あ
っ
 

て
も
、
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
救
済
の
措
置
が
定
立
し
相
互
 扶
助
の
原
則
が
生
き
て
い
る
か
ら
最
低
の
暮
し
は
保
障
 
さ
れ
る
。
ま
た
精
神
的
 

   
 

 
 

三
 

近
代
化
と
神
役
機
能
の
変
容
 



  と 民俗宗教の変容 
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。 対 許 し 術 力 悩 わ 

る は 間 な の よ が た 

シ 高 れ か に 向 
を 度 も ら 富 が 
得 な の の む 高 
て 正 二 カ 女 ま 

就 術 島 ン 性 り 垣 を も 絶 
業 を は 力 の 、   つ 
す 身 琉 力 な そ   
る に 球 り か の 
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悪
魔
払
い
な
ど
に
は
一
切
タ
ッ
チ
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
 
、
下
級
神
役
の
カ
ン
ピ
 ト
ゥ
 は
 、
 暇
の
と
き
に
は
民
間
 の
 要
望
を
つ
け
て
 兆
 ・
 

占
 ・
 禁 ・
呪
の
巫
 呪
的
実
修
 に
深
く
か
か
わ
る
。
こ
と
 に
 商
工
に
身
を
お
く
こ
と
の
多
く
な
っ
た
石
垣
市
街
区
 
や
 近
郊
で
は
、
建
築
 ぅ
 

公 ス ト 佐 坤 儀 ギ 

フ
 ピ
ン
 
ぷ
 
@
 
ニ
 

ツ
ヵ
サ
と
 称
さ
れ
る
。
一
般
に
八
重
山
で
神
女
と
 
よ
ば
 れ
る
神
役
は
最
高
の
大
阿
母
・
伊
良
比
企
以
下
の
公
 
儀
ツ
カ
サ
 を
さ
す
。
 

絹
 本
島
の
神
人
に
あ
た
り
、
最
も
重
視
さ
れ
て
カ
リ
 

ス
マ
性
が
た
か
い
。
こ
れ
に
対
し
、
辞
令
を
も
た
な
い
 
ツ
カ
サ
 、
お
よ
び
 補
 

役
の
下
位
神
役
は
神
人
と
よ
ば
れ
る
。
 
ツ
カ
サ
 の
代
理
 を
 勤
め
る
 バ
ギ
 
（
官
長
）
 や
ツ
カ
サ
 に
つ
い
て
神
拝
 み
に
従
う
ニ
ガ
イ
 ピ
 

ゥ
 
西
街
、
官
長
Ⅰ
テ
ィ
ナ
ラ
ビ
（
宮
里
、
テ
ィ
 ジ
 リ
ィ
 
（
黒
島
な
ど
の
離
島
）
や
祭
場
の
供
物
を
準
備
し
 舗
設
 す
る
ヤ
マ
メ
 ヌ
 

、
ユ
ー
 ヌ
メ
 ス
一
四
箇
Ⅰ
 
パ
 カ
 メ
 フ
ァ
（
 波
 暗
闇
Ⅰ
 
タ
 マ
シ
ン
カ
一
年
 那
 芭
な
ど
の
一
般
総
称
で
あ
る
。
 

公
儀
 ツ
カ
サ
 の
神
女
は
、
さ
す
が
に
長
い
歴
史
と
伝
 
統
 を
も
つ
御
嶽
の
神
役
で
あ
る
か
ら
現
在
で
も
権
威
を
 
誇
示
し
て
共
同
体
の
 

的
 祭
祀
の
主
役
を
つ
と
め
る
。
し
た
が
っ
て
家
庭
や
個
 
人
の
私
的
な
祈
願
、
た
と
え
ば
健
康
願
い
、
運
気
願
い
 
、
病
虫
害
の
除
去
、
 

カ
ン
ピ
ラ
キ
 
ヨ
イ
 （
 
神
 開
き
祝
い
）
と
い
い
、
 

里
 島
で
 
P
 
け
 ハ
ン
 う
。
Ⅰ
。
 

ヒ
 ミ
ノ
 

千
ヨ
 

士
 イ
レ
 
Ⅰ
 
し
 @
4
-
@
 
 

こ
の
よ
う
に
正
式
の
辞
 

令
を
所
持
す
る
の
が
 

公
ク
 

T
 

八
重
山
の
島
々
で
は
、
か
つ
て
三
府
の
支
配
の
も
と
に
 蔵
元
 制
 が
敷
か
 

三
府
の
任
命
し
た
八
重
山
最
高
の
神
役
、
大
阿
母
系
 

｜
 ル
ザ
ー
マ
 イ
 ）
 

ヵ
サ
 が
伸
行
事
の
施
行
に
支
障
を
生
じ
後
継
者
に
祭
司
 職
を
譲
る
こ
と
に
 

参
加
す
る
。
そ
し
て
全
課
程
を
修
得
し
終
る
と
、
大
河
 
耳
殻
 内
へ
 参
向
し
 

く
し
て
新
し
く
就
任
す
る
新
任
式
が
担
当
す
る
御
嶽
で
 
開
か
れ
る
。
そ
の
 ね

 、
そ
の
管
轄
 下
 に
お
か
れ
た
御
嶽
の
司
祭
者
 ツ
ヵ
サ
 @
@
 

@
 
イ
 
・
 
小
ト
 

よ
り
正
式
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
前
任
の
 
老
ツ
 

な
る
と
、
そ
の
候
補
者
は
 ニ
 、
三
年
間
見
習
と
し
て
 神
 儀
に
 

テ
ス
ト
の
あ
と
合
格
し
て
初
め
て
認
可
の
辞
令
が
出
る
  
 

就
任
式
は
 島
 ご
と
に
多
少
の
違
 い
 が
あ
る
が
、
石
垣
市
 で
は
 

 
 

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
御
嶽
の
祭
司
 ツ
カ
サ
 の
動
静
 で
あ
る
。
 

 
 

 
  

 

ト
ゥ
 よ
り
も
カ
リ
ス
マ
性
が
高
く
需
要
も
多
い
。
 

 
  

 



八重山に   
ッ
シ
ュ
 

が
つ
づ
き
新
事
業
の
開
設
を
め
ぐ
り
移
し
い
 

尾
 
敷
地
の
移
動
、
頻
繁
な
宅
地
造
成
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
 

応
じ
て
土
祭
り
の
 

地
鎮
 

祭
が
 
催
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
恒
例
の
除
災
行
事
と
し
て
 

一
家
、
会
社
、
工
場
の
安
泰
と
繁
栄
を
願
っ
て
二
月
・
 

十
二
月
と
年
二
回
に
わ
 

た
り
「
屋
敷
願
 

い
 
」
を
催
す
。
そ
れ
に
動
員
さ
れ
る
 

ニ
 
ガ
イ
 
ピ
ト
ゥ
 

の
繁
忙
に
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
 

。
こ
の
た
め
調
査
の
取
 

材
を
 
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
苦
 

い
 
経
験
は
忘
れ
る
こ
と
が
 

 
 

カ
ン
ピ
 

ト
ゥ
 
た
ち
の
「
願
い
こ
と
」
は
単
な
る
神
事
に
 

止
ま
ら
ず
、
得
意
先
の
要
求
に
よ
っ
て
次
第
に
範
囲
を
 

拡
げ
、
つ
い
に
霊
魂
 

 
 

 
 

 
 

石
垣
市
の
郷
村
、
た
と
え
ば
 

名
蔵
 
、
川
平
、
平
得
、
宮
 

良
 
、
大
浜
、
さ
ら
に
石
垣
市
に
 

膚
 
接
す
る
離
島
の
黒
島
 

、
 
竹
富
 
、
 
鳩
 
間
な
ど
 

で
は
、
本
島
の
ユ
タ
、
宮
古
の
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
 

、
与
 

邦
国
 
の
ド
ウ
 

タ
 
ム
ヌ
チ
 

の
よ
う
に
、
神
や
精
霊
の
糠
 

依
 
を
つ
け
て
ト
ラ
ン
ス
 

巨
リ
コ
 

の
の
）
に
は
い
り
霊
媒
的
呪
法
を
駆
使
す
る
民
間
 

ゐ
 
示
教
者
が
い
た
。
そ
れ
を
 

フ
ダ
 
マ
ル
と
よ
び
、
神
や
精
麦
 

並
に
想
伍
 

す
る
ト
ラ
ン
 

ス
 
現
象
を
 

フ
ダ
マ
リ
ィ
と
 

称
し
た
。
 

-
5
-
l
 
 

こ
の
特
色
あ
る
 

伝
 
統
帥
正
配
 

は
 
、
観
光
化
の
経
済
変
動
や
近
代
化
の
社
会
 

動
揺
を
契
機
に
伝
来
し
 

25 (25) 



の
名
の
も
と
に
弾
圧
さ
れ
地
下
へ
潜
伏
し
た
。
ま
た
 
ュ
 タ
 な
ど
の
流
行
に
よ
り
勢
い
を
失
い
消
滅
し
た
。
し
か
 
し
 ん
 
「
日
で
も
古
老
の
な
 

ン
の
フ
ダ
 
マ
ル
で
あ
っ
た
。
こ
の
 フ
ダ
 マ
ル
は
人
び
と
 
の
 正
配
 的
 
ニ
ー
ズ
に
感
応
し
な
が
ら
勢
い
を
え
て
き
た
 。
け
れ
ど
も
淫
祀
邪
教
 

初
め
て
神
の
霊
威
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 そ
 
の
神
秘
機
能
を
も
た
な
い
 ツ
カ
サ
 
に
対
す
る
崇
敬
の
念
 は
 次
第
に
冷
却
し
 色
あ
 

 
 

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
替
わ
っ
て
陽
の
目
を
み
 歓
迎
さ
れ
た
の
が
、
民
間
で
 フ
ダ
マ
 
っ
て
超
越
霊
の
声
 を
 発
し
う
る
シ
ヤ
ー
 マ
 

整
然
と
神
儀
を
執
行
す
る
祭
司
に
と
っ
て
混
乱
を
招
き
 
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
民
間
で
は
、
 
フ
ダ
マ
 リ
ィ
 の
発
現
に
よ
っ
て
 

と
こ
ろ
が
王
国
に
よ
る
 ツ
カ
サ
制
纏
 立
と
と
も
形
骸
 化
し
、
と
く
に
公
儀
 ツ
カ
サ
 に
お
い
て
 フ
ダ
 マ
リ
 ィ
 は
 敬
遠
さ
れ
た
。
秩
序
 

そ
れ
が
本
来
の
 ツ
カ
サ
 の
必
須
資
格
で
あ
る
と
い
う
 認
 識
は
、
 古
く
且
つ
長
く
つ
づ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

た
 外
来
の
ユ
タ
、
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
、
ド
ウ
タ
 ム
ヌ
チ
 
の
 洗
練
さ
れ
た
布
教
 力
 に
圧
倒
さ
れ
、
急
速
に
姿
を
消
し
 て
し
 

も
 、
そ
れ
ま
で
は
島
人
た
ち
の
民
俗
信
仰
を
支
え
る
 重
 要
 な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
 

フ
ダ
 マ
ル
が
伝
統
社
会
に
歓
迎
さ
れ
た
所
以
は
 、
フ
ダ
 マ
リ
 ィ
と
 称
す
る
神
秘
的
体
験
を
へ
て
い
わ
ゆ
る
神
が
 
か
 

の
 不
可
知
事
項
を
信
者
一
依
頼
者
）
に
顕
示
す
る
超
越
 的
 呪
術
を
会
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
フ
ダ
 

に
 シ
ヤ
ー
マ
ン
の
大
立
現
象
ト
ラ
ン
ス
に
匹
敵
す
る
。
 
ユ
 タ
の
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 、
カ
ン
カ
カ
リ
 ヤ
 の
カ
ン
フ
レ
 
、
ド
 

郡
型
 
の
カ
ン
ダ
レ
 と
 同
じ
宗
教
的
機
能
を
も
つ
。
 

こ
 の
フ
ダ
 
マ
リ
 ィ
 は
神
託
を
う
け
神
口
を
発
す
る
 ツ
カ
サ
 
に
お
 

さ
れ
る
神
秘
的
体
験
で
あ
る
時
代
が
あ
っ
た
。
い
ま
で
 も
 古
風
な
 ツ
カ
サ
 
の
な
か
に
は
、
御
嶽
の
神
 儀
 に
さ
い
 し
、
 

 
 

讃
 え
る
オ
タ
カ
べ
を
述
べ
た
の
ち
に
、
託
宣
を
仰
い
で
 
「
ハ
ン
 ス
 フ
 ダ
 マ
リ
 ィ
、
オ
ウ
リ
タ
 ボ
 ン
 」
 一
 
神
様
の
 想
依
 

お
 降
し
下
さ
い
ま
せ
）
と
唱
え
る
も
の
が
い
ろ
。
つ
ま
 
り
 神
口
で
あ
る
神
の
託
言
口
を
発
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
 
一
別
 
に
 

よ
る
 フ
ダ
 マ
リ
ィ
徴
候
が
絶
対
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
 を
 示
唆
す
る
。
だ
か
ら
 フ
ダ
マ
 ら
な
い
 
ツ
カ
サ
 は
 、
神
 役
た
 
り 、 に 補 い ウ マ リ ま 

っ
た
 。
け
れ
ど
 

と
な
り
、
万
般
 

リ
ィ
 と
は
ま
さ
 

タ
ム
ヌ
チ
 
一
年
 

て
も
、
必
要
と
 

の
霊
威
を
賞
め
 

よ
っ
て
神
託
を
 

神
霊
の
狡
 依
 に
 

え
な
か
っ
た
。
 

  



-
<
 

近
 ）
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
観
光
の
中
心
と
な
 
る
 市
街
区
が
大
い
に
盛
り
立
て
て
勢
 い
 づ
く
こ
と
が
 当
 然
 に
予
想
さ
れ
る
。
た
し
か
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

に
そ
の
通
り
で
、
豊
年
祭
な
ど
は
年
ご
と
に
華
麗
 
と
な
り
大
規
模
化
す
る
。
し
か
し
、
正
目
的
は
観
光
客
 あ
つ
め
で
あ
る
か
ら
、
祭
り
 

 
 

 
  

 

㎏
が
終
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
、
御
嶽
に
対
す
る
信
仰
 
心
 0
 
発
露
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い
。
神
蔵
で
あ
る
べ
き
 境
内
も
、
樹
木
は
伐
ら
れ
 学
 

 
 

化
 

ほ
ど
に
勢
い
を
失
っ
て
は
、
御
嶽
へ
の
神
拝
み
に
 
も
 熱
が
入
ら
な
い
。
い
き
お
い
手
を
抜
か
ざ
る
を
え
な
 く
な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
 

 
 

ね
 的
に
、
離
島
地
，
 

示
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
と
は
 

対
昭
 

区
の
過
疎
化
に
よ
る
寂
れ
よ
う
は
無
残
で
あ
る
。
し
き
 

り
に
地
場
産
業
の
振
興
策
が
 

鮪
 
講
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
予
想
通
り
の
成
果
は
あ
 

が
ら
な
い
。
島
を
あ
げ
て
の
イ
ベ
ン
ト
の
豊
年
祭
さ
え
 

祭
り
の
担
い
手
が
不
足
す
る
 

 
 

変容 

青 ま ム 

た か " い教 よ " 復 せ で ヌ 

し め 混 と 帰 を の チ 
か る 迷 く 後 専 死 な 
                    ま ら 者 ど     尾 ム生 0 @ 再 れ禁札 た祀会 と死ヤ 

っ た の 同 化 マン この ｜ 4 を果 伝統 崇 と 0 変 望 １ が二つ 霊供養 

て す 王 制 に 4 こ 4 こ イヒ 

石 こ 着 の よ 分 タ し 

垣 と 信 推 つ   
市 が 仰 移 て し チ タ 

、 し て 琉球 がなどでき を通 二 た シ 
の る 多 し 神 重 の ィ 

観 の 元 て 道 ほ で ツ 

光 か な 点 が 
地 、 外 描 ど   
は そ 来 し の 

  

人 の の て よ ホ数票 。 タ マ 

口 合 諸 き う 的 島 シ 
も 運 宗 た な 機 な ィ 

ふ を 教 。 境 肯巨 ど   ト 

え 占 の そ 遇 な に ゃ 
荷 み リ 

担 ら   におか 建設 う って み 渦巻き の主旨 し れ 龍 
ッ た に は れ た る 宮 
シ い 呑   て 時 よ ニ 

ュ か み 都 い ィ代 う ガ 
が ら こ 市 る が に ィ あ   っ 平中 ヌ 

き っ て 近 " た 話 ギ 
、 た 姿 代 入 の の フ 

十目 。 を 化 重宣 で ツ ァ 

当 消 に 山 あ 力 、 

な し 沈 滞 る サ 死 

繁 て わ 島 。 と 後 
栄     
ぶ ま て 民 霊 十 

  う い 俗   
を の よ 宗 口 目 

サ
ノ
 
ノ
ン
ソ
ウ
 

か
に
は
そ
の
活
動
ぶ
り
を
目
の
あ
た
り
実
見
し
た
と
 称
 す
る
方
が
い
る
。
日
の
吉
凶
を
み
る
ピ
ュ
ー
ト
ル
や
三
 
世
相
、
易
者
に
ち
か
い
 



校
や
保
育
園
の
用
地
と
な
り
宅
地
造
成
の
た
め
に
提
供
 
さ
れ
て
し
ま
う
。
荒
廃
へ
の
道
を
ひ
た
す
ら
辿
る
の
み
 
で
あ
る
。
か
く
し
て
 聖
 

域
 た
る
御
嶽
は
市
民
信
仰
の
中
心
か
ら
外
れ
、
そ
の
 影
 0
 色
あ
せ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
神
役
に
対
す
る
 
処
 遇
が
 冷
や
や
か
に
な
っ
 

て
 行
く
の
を
止
め
る
術
は
な
い
。
だ
か
ら
生
活
保
障
の
 
外
に
追
 い
 や
ら
れ
た
祭
司
が
、
御
嶽
の
司
祭
を
怠
っ
て
 
、
 生
き
る
た
め
に
別
の
 

方
途
を
講
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
を
防
ぎ
止
め
る
こ
と
も
 
で
き
な
い
。
こ
れ
が
人
び
と
の
口
に
す
る
「
 ツ
カ
サ
崩
 ね
 」
で
あ
っ
て
、
琉
球
 

神
道
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
累
卵
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
 
い
る
と
称
し
て
も
 過
 舌
口
で
な
い
。
 

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
住
民
の
宗
教
的
志
向
が
冷
 
卸
 し
た
と
か
稀
薄
に
な
っ
た
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
 
な
い
。
そ
れ
と
こ
ろ
 

か
 近
代
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
社
会
的
諸
矛
盾
が
露
呈
 
し
、
 も
ろ
も
ろ
の
不
安
が
増
幅
し
心
身
を
さ
い
な
む
。
 
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
た
 

め
 救
済
を
求
め
る
人
び
と
に
目
を
つ
け
て
、
新
旧
各
種
 
の
 宗
教
団
体
が
頻
り
に
外
か
ら
布
教
者
を
お
く
っ
て
く
 
る
 。
布
教
者
は
争
っ
て
 

新
し
い
信
者
を
得
よ
う
と
し
て
奔
走
す
る
。
あ
る
い
は
 
拝
み
 尾
 、
 祈
禧
師
 、
行
者
な
ど
と
よ
ば
れ
る
民
間
の
呪
 術
 宗
教
者
が
潜
行
し
て
 

信
者
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
雑
多
な
宗
教
者
の
 
草
刈
り
場
と
化
し
て
い
る
の
が
八
重
山
の
現
況
と
い
え
 
る
 。
 

こ
う
し
た
混
沌
の
な
か
に
あ
っ
て
伝
統
的
な
御
嶽
の
信
 仰
に
直
接
か
か
わ
っ
た
祭
司
は
ど
う
し
た
ら
生
存
で
き
 
る
 だ
ろ
う
か
。
そ
の
 

動
静
を
探
ろ
う
と
し
た
の
が
、
本
論
考
の
一
つ
の
目
標
 
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
矛
先
を
旧
来
の
呪
縛
 
か
 ら
 離
脱
で
き
な
い
で
 ぃ
 

る
 公
儀
の
神
司
に
向
け
る
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
 
と
 比
較
的
自
由
で
 プ
 レ
キ
シ
フ
ル
に
振
る
舞
え
る
末
端
 神
役
に
注
目
し
て
追
跡
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
努
め
た
結
果
、
末
端
 
で
 活
躍
す
る
下
級
神
役
が
 、
ユ
 タ
、
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
な
 ど
に
顕
著
な
 液
霊
 能
力
 

を
 会
得
し
実
修
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
強
ま
っ
た
こ
と
 
に
 気
が
つ
い
た
。
つ
ま
り
プ
リ
ー
ス
ト
の
シ
ヤ
ー
マ
ン
 
化
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
 

っ
て
民
間
の
需
要
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
 寧
 日
 な
く
信
者
が
 蝿
集
し
 繁
忙
を
き
 ね
 め
る
例
は
少
な
く
 な
い
。
 

と
こ
ろ
が
他
方
、
か
つ
て
は
御
嶽
の
祭
祀
制
か
ら
外
さ
 
ね
 、
も
っ
ぱ
ら
民
間
の
ト
占
や
死
者
儀
礼
、
口
寄
せ
に
 
従
事
し
て
い
た
巫
祝
 

  



儀
 に
お
い
て
も
、
そ
の
一
端
を
肩
代
わ
り
す
る
例
が
見
 ら
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
 
い
 わ
ゆ
る
 
ツ
カ
サ
 崩
れ
に
 ょ
 
っ
て
神
役
に
空
位
が
生
 

ず
る
と
、
 

ユ
 タ
や
 ん
ヌ
チ
 な
ど
の
巫
祝
 が
 御
嶽
の
神
の
 託
宣
に
拠
っ
た
な
ど
と
称
し
、
平
然
と
祭
祀
の
座
を
占
 
め
て
伸
行
事
を
つ
と
め
 

る
の
で
あ
る
。
氏
子
た
ち
は
当
初
は
怪
 訪
 な
念
を
抱
き
 つ
つ
も
、
や
む
を
え
ず
に
容
認
す
る
。
そ
の
う
ち
に
 正
 規
の
座
を
占
め
て
も
は
 

ば
か
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
傾
向
は
御
嶽
祭
司
の
崩
 
壊
 化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
ふ
え
て
く
る
。
ま
さ
し
く
 
シ
 サ
 ー
マ
ン
の
プ
リ
ー
ス
 

ト
 化
と
言
え
る
現
象
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
マ
ン
化
し
た
プ
リ
ー
ス
ト
、
プ
リ
 ｜
 
ス
ト
化
し
た
シ
ヤ
ー
マ
ン
の
数
が
ふ
え
て
く
る
と
、
 プ
リ
ー
ス
ト
と
シ
ャ
 

｜
 
マ
ン
と
の
境
界
が
ぼ
や
け
て
き
て
、
そ
の
枠
組
み
が
 暖
昧
 と
な
り
混
交
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
て
こ
よ
う
。
 こ
 の
 動
向
は
、
琉
球
神
道
 

の
 伝
統
を
重
く
み
る
側
に
と
っ
て
は
甚
だ
好
ま
し
く
な
 
い
と
嘆
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
民
間
で
は
そ
 の
 宗
教
的
ニ
ー
ズ
に
 十
 

分
 適
応
す
る
か
ら
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
。
だ
か
ら
期
待
 
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
拒
む
理
由
は
存
在
し
な
く
な
 
る
 。
あ
る
い
は
、
こ
の
 

%
 
 
な
か
か
ら
有
能
な
宗
教
的
素
質
を
有
す
る
人
材
が
 
現
れ
て
、
新
し
い
宗
教
が
創
唱
さ
れ
な
い
と
も
限
ら
な
 
い
 。
こ
の
よ
う
に
し
て
伝
統
 

 
 

ね
 
色
の
強
か
っ
た
御
嶽
の
祭
祀
様
相
は
、
時
代
の
変
：
 

化
に
伴
っ
て
大
き
く
変
容
す
る
可
能
性
を
胚
胎
し
て
い
 
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
 

俗
 民

い
 。
 

 
 

 
 

 
 

註
 

 
 
 
 

 
 

-
 工
 
桜
井
徳
太
郎
「
沖
縄
の
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
 ｜
 民
間
巫
女
の
生
 
態
と
機
能
 ｜
 」
弘
文
 堂
 、
一
九
七
三
年
。
 

 
 

-
2
@
 
 
こ
の
問
題
を
初
め
て
紹
介
し
た
拙
稿
「
 ツ
カ
サ
 崩
れ
と
 
ユ
 タ
マ
ン
チ
ャ
ー
 
｜
 琉
球
正
裕
の
一
つ
の
問
題
 ｜
 」
日
本
 民
俗
学
、
七
三
、
一
九
七
二
年
 

重
 

参
照
。
 

 
 

  

  

者
の
 ん
ヌ
チ
、
ニ
 ガ
 イ
ピ
ト
ゥ
、
フ
ダ
 マ
ル
な
ど
が
、
 神
司
職
の
領
域
へ
進
出
し
、
個
人
の
私
的
祈
願
は
も
ち
 
ろ
ん
公
的
な
御
嶽
の
祭
 



-
3
-
 牧
野
清
「
八
重
山
の
 ぉ
嶽
｜
巌
 々
 名
 ・
由
来
・
祭
祀
・
 歴
 史
｜
 」
あ
 @
 ま
ん
企
画
、
一
九
九
 0
 午
 、
四
八
二
頁
。
 

-
4
 
一
一
九
九
五
年
三
月
、
同
十
一
月
の
筆
者
取
材
。
植
松
明
石
 、
笠
原
政
治
、
篠
原
徹
ら
諸
氏
の
諸
論
考
に
負
 う
 と
こ
ろ
が
 大
 き
い
。
 

 
 

 
 

ろ
う
。
 

万
 @
 
 一
九
九
五
年
十
一
月
の
取
材
。
馬
淵
東
一
、
酒
井
卯
作
、
 
C
.
 

ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
、
官
長
高
弘
、
住
谷
一
彦
、
ク
ラ
イ
ナ
ー
・
 

ヨ
ー
ゼ
フ
 ら
 諸
氏
の
諸
 

論
究
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
 

-
9
 
一
パ
ナ
ス
 
フ
ァ
の
宗
教
的
重
要
性
に
つ
い
て
は
馬
淵
東
一
「
 
波
照
間
島
そ
の
他
の
氏
子
組
織
」
日
本
民
俗
学
会
報
、
四
一
、
 
九
六
五
年
、
参
照
。
 

-
 
Ⅲ
 @
 
 一
九
七
一
年
七
月
お
よ
び
一
九
九
五
年
三
月
の
取
材
。
 琉
 球
 大
学
民
俗
研
究
ク
ラ
ブ
 編
 
「
石
垣
市
宮
 
良
 報
告
」
沖
縄
民
俗
 、
二
三
題
、
一
九
七
七
 

年
、
を
 参
照
し
た
。
 

行
一
 
神
霊
の
隈
 依
 を
上
 
ノ
 け
て
 果
殊
 自
失
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
 る
 徴
候
を
示
す
八
重
山
用
語
。
語
意
は
不
明
。
官
長
老
壮
「
八
重
 山
 語
彙
」
東
洋
文
庫
 刊
 

行
 、
一
九
三
 0
 年
、
甲
竜
二
二
七
頁
左
横
、
参
照
。
 

う
 -
 個
人
祈
願
の
た
め
 ツ
カ
ザ
 が
依
頼
者
と
と
も
に
御
嶽
 へ
参
 同
 し
 坤
 儀
を
施
行
す
る
ケ
ー
ス
 -
 
表
 3
 一
を
波
照
間
島
の
場
ム
ロ
 
と
 比
較
し
て
も
遥
か
に
 少
 

な
い
。
前
掲
の
世
田
間
島
の
山
田
 ツ
カ
ザ
 に
よ
る
「
手
控
え
」
を
 み
て
も
、
 宮
 良
の
数
倍
に
及
ぶ
。
 

@
-
 
ユ
 タ
 と
 ウ
ガ
ン
サ
ー
の
関
係
お
よ
び
機
能
分
担
に
つ
い
て
 は
 、
前
掲
拙
著
「
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
」
参
照
。
 

@
 一
 公
儀
 ッ
カ
サ
 が
老
衰
 し
 坤
儀
の
施
行
に
支
障
を
き
た
す
よ
 う
に
な
る
と
大
阿
母
へ
辞
職
願
い
を
提
出
す
る
。
そ
し
て
後
継
者
 が
 生
ま
れ
る
と
、
退
任
 

の
 報
告
 坤
 儀
を
御
嶽
で
行
い
、
氏
子
を
招
待
し
て
盛
大
な
祝
宴
を
 
張
る
。
そ
の
式
を
石
垣
市
内
で
は
カ
ン
シ
ュ
ビ
、
離
島
の
里
烏
パ
々
 

リ
 

で
 ハ
ン
ス
 ビ
 L
 
 波
 

 
 

照
 間
島
で
シ
ュ
ビ
ニ
ゲ
ー
な
ど
と
称
し
た
。
シ
ュ
ビ
、
ス
ビ
 と
 は
 毎
事
神
役
を
果
た
し
た
首
尾
祝
い
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
 

寅
 一
誌
 面
一
 参
照
。
 

  



一
 
l
-
 

論
拠
と
し
な
が
ら
「
国
文
学
の
発
生
」
を
発
表
し
て
 
以
 来
、
沖
縄
の
神
歌
研
究
は
文
学
的
な
視
圏
か
ら
の
研
究
  

 

  

折 
口 

信夫 

が 

沖 
縄 
    

不乱 笘 
@ 
日 

本 

の古 

代 
    

小乱 笘 
  
世 
界 
  
現 
存 
を 

直観 

  

折 
口 

自 

身 
  
円 目Ⅱ 旧 

題 
関 
l し @ 
か 

ら 

呪一       
ロや 

祭 
式 
歌   
百テ 丘 

を 

  

直
 

平
良
 

ハ
 論
文
要
旨
Ⅴ
神
歌
と
は
琉
球
諸
島
の
共
同
体
に
お
け
る
、
 
雨
 乞
い
、
世
の
安
寧
、
豊
穣
を
祈
る
祭
祀
の
場
で
、
あ
る
い
は
 
王
 権
を
支
え
る
儀
礼
に
お
 

い
て
、
神
女
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
き
た
宗
教
的
歌
謡
・
唱
え
 
ご
と
で
あ
る
。
折
口
の
文
学
発
生
論
以
後
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
 
文
学
研
究
や
 
、
民
 

俗
学
等
に
お
い
て
、
神
歌
は
し
ば
し
ば
「
予
祝
儀
礼
」
、
「
 

呪
 @
=
 

ロ
 」
 
、
「
 

1
1
1
 

皇
 正
信
仰
」
と
い
っ
た
概
念
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
神
歌
が
 

文
学
的
対
象
で
あ
る
 

前
に
、
宗
教
的
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
宗
教
学
の
側
か
ら
さ
ら
 
に
 問
わ
れ
る
べ
き
占
は
、
こ
の
神
歌
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
 

な
ぜ
「
予
祝
」
す
る
 

こ
と
を
意
味
し
、
「
 力
 」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
 

そ
 の
よ
う
な
「
 力
 」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
 行
 六
の
な
か
に
は
い
か
な
 る
 宗
教
学
的
意
味
 

が
 解
釈
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 神
歌
、
神
話
、
始
源
的
存
在
論
、
シ
バ
 

サ
 

解
釈
を
試
み
る
。
 

歌
の
神
話
的
祖
型
の
反
復
、
始
源
的
な
存
在
論
の
観
点
か
ら
、
「
 

い
は
神
歌
と
関
連
す
る
儀
礼
の
理
解
を
さ
ら
に
展
開
で
き
な
い
か
 

本
稿
で
は
、
神
歌
は
そ
れ
が
歌
わ
れ
る
こ
と
で
神
話
的
世
界
を
現
 

 
 

予
祝
」
、
「
呪
術
的
言
語
」
と
い
っ
た
解
釈
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
 

き
 、
「
年
中
行
事
」
の
一
つ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
シ
バ
 

サ
シ
 を
 

萌
 さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
古
橋
 信
 圭
な
ど
と
同
様
の
理
解
 

あ
っ
た
神
歌
、
あ
る
 

取
り
上
げ
検
討
し
、
 

か
ら
出
発
し
、
 
伸
 

一
 

は
じ
め
に
 

神
歌
に
お
け
る
神
話
的
始
源
 

シ
バ
 サ
シ
 に
み
る
世
界
創
造
と
そ
の
始
源
的
 存
在
論
 

 
 



に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
の
な
か
に
は
ど
の
よ
う
な
 意
 味
の
地
平
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
 
り
 、
宗
教
学
的
な
問
い
 

べ
き
点
は
、
舌
口
語
、
と
り
わ
け
宗
教
的
な
、
あ
る
種
の
 
一
 
言
語
が
「
 力
 」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
何
を
意
 抹
 し
、
ま
た
、
そ
の
力
 

ま
で
も
な
く
、
沖
縄
の
宗
教
研
究
に
は
柳
田
、
伊
波
音
 
猷
 以
来
の
民
俗
学
的
、
文
献
学
的
、
歴
史
的
研
究
が
あ
 
っ
 た
の
で
あ
り
、
儀
礼
 

研
究
や
 、
 個
々
の
問
題
関
心
の
傍
証
の
た
め
に
「
お
も
 
ろ
さ
ぅ
し
 」
の
神
歌
等
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
 
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
 

ら
 、
民
俗
学
、
ま
た
他
の
社
ム
百
科
学
的
研
究
に
お
い
て
 は
、
 諸
々
の
神
歌
は
儀
礼
や
祭
祀
研
究
の
 
一
 要
素
と
し
 て
 舌
口
 
放
 さ
れ
る
の
が
ほ
 

と
ん
ど
で
あ
り
、
神
歌
研
究
そ
の
も
の
は
文
学
研
究
 
主
 導
の
下
に
 、
 な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
 神
歌
研
究
の
方
向
性
を
 

決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
り
、
祭
祀
・
儀
礼
に
お
け
る
 
神
 へ
の
祈
願
の
舌
口
薬
 
や
、
 神
の
舌
口
葉
は
細
か
に
分
類
さ
れ
 
、
綿
密
に
各
地
の
古
謡
 

が
 蒐
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
 
よ
 り
 、
「
南
島
」
の
「
 呪
薦
 文
学
」
は
整
理
さ
れ
、
全
体
像
 
が
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
 

-
3
-
 

て
き
た
と
さ
れ
る
。
文
学
的
関
心
か
ら
な
さ
れ
る
研
究
 
で
あ
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
 
で
の
神
歌
研
究
の
射
程
 

は
 、
神
歌
が
宗
教
現
象
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
神
歌
 
の
 文
学
的
探
究
で
あ
っ
た
。
文
学
研
究
が
人
間
を
対
象
 
と
し
、
人
間
の
生
の
探
 

究
の
学
問
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
 
こ
れ
ら
の
神
歌
研
究
が
神
歌
の
宗
教
的
次
元
を
浮
か
び
 
上
が
ら
せ
て
く
る
も
の
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
的
な
る
も
の
と
し
て
 発
せ
ら
れ
た
問
 い
は
 、
研
究
者
個
々
の
文
学
的
な
関
心
 の
中
に
収
束
す
る
。
 近
 

-
4
 
一
 

年
の
谷
川
健
一
に
よ
る
、
仲
原
著
 忠
 、
外
間
寸
善
ら
へ
 の
 反
証
的
な
論
考
も
ま
た
文
学
発
生
論
で
あ
っ
た
。
 

前
記
の
文
学
研
究
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
依
拠
し
た
民
俗
 
学
 等
に
お
け
る
神
歌
研
究
に
お
い
て
、
農
耕
儀
礼
に
お
 
い
て
謡
わ
れ
る
神
歌
 

は
 、
し
ば
し
ば
「
予
祝
儀
礼
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
 
ま
 た
 
「
 呪
 舌
口
の
力
」
、
「
呪
術
的
な
力
」
と
し
て
唱
え
 
ろ
 れ
 謡
わ
れ
る
、
古
来
の
 

「
舌
口
蓋
信
仰
」
な
ど
の
概
念
で
解
釈
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
 
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
舌
口
 
業
 、
舌
口
蓋
 
に
 対
す
る
 古
 代
の
人
の
畏
怖
、
態
度
 

を
 理
解
す
る
こ
と
な
く
古
代
の
文
学
研
究
は
成
り
立
た
 
な
い
。
し
か
し
、
神
歌
が
宗
教
的
な
る
も
の
で
あ
る
 
以
 上
 、
さ
ら
に
問
わ
れ
る
 

  



 
 
 
 

リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
意
味
で
は
用
い
て
は
い
な
い
 
。
古
橋
に
お
け
る
「
幻
想
」
は
、
観
念
や
佃
生
息
 
識
 、
 
あ
 る
い
は
里
俗
の
 二
 領
域
を
も
 

 
 

3
 

 
 

3
 

 
 

一
 
g
-
 

雙
 

含
み
込
む
共
同
体
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
「
社
会
 
的
な
原
理
」
と
い
う
意
味
 ム
ロ
 い
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
場
 ム
ロ
 、
神
歌
を
宗
教
的
 

在
 論
的
視
角
か
ら
照
射
す
る
 場
ム
ロ
 
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
 が
 可
能
か
を
試
み
る
。
 

古
橋
が
「
共
同
幻
想
」
と
い
う
 場
ム
ロ
 
、
あ
る
 見
 方
 を
す
れ
ば
そ
の
背
後
に
 、
 虚
に
対
す
る
実
を
前
提
と
 す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
、
俗
に
 対
 

始
 

 
 

い
る
と
も
と
れ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
共
同
体
の
「
間
 主
観
的
」
 な
里
 俗
の
二
重
の
 

 
 

 
 
 
 

て
 捉
え
る
。
ま
た
、
関
根
賢
治
は
神
歌
を
、
神
歌
の
あ
 

る
も
の
は
「
神
話
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
 

生
 き
た
神
話
」
で
あ
り
、
 

史
書
の
神
話
を
「
歴
史
化
・
 
脱
 神
話
化
」
さ
れ
た
「
 
神
 

 
 

歌
を
始
源
的
世
界
を
再
 

現
す
る
儀
礼
的
舌
口
語
で
あ
る
と
す
る
同
じ
認
識
か
ら
 

出
 発
し
、
古
橋
や
関
根
な
ど
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
「
 

土
 
（
同
幻
想
」
、
「
幻
視
」
と
 

い
 う
 言
葉
で
把
握
さ
れ
る
神
話
的
世
界
の
現
前
を
 

、
す
 が
 ね
ち
、
聖
な
る
も
の
と
関
わ
る
中
に
お
い
て
顕
に
な
 

る
 リ
ア
リ
テ
ィ
を
 、
存
 

が
 我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

を
 捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
橋
 
信
孝
は
「
古
代
歌
謡
 ョ
 
型
に
お
い
て
「
神
謡
」
（
神
歌
 ）
は
「
神
の
謡
、
あ
る
 

神
歌
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
聖
な
る
も
の
と
人
間
と
を
 結
ぶ
宗
教
的
言
語
で
あ
る
と
同
時
に
謡
い
唱
え
ら
れ
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
 

す
る
宗
教
的
儀
礼
行
為
で
あ
る
。
神
歌
の
文
学
的
研
究
 
に
お
い
て
、
宗
教
的
言
語
表
現
と
し
て
の
神
歌
の
歌
 形
 ・
類
型
論
的
探
究
と
は
 

別
に
、
始
源
的
な
神
的
世
界
を
再
演
す
る
も
の
と
捉
え
 
よ
う
 と
す
る
視
点
が
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
神
話
的
時
間
 の
 反
復
と
し
て
、
神
歌
 

ぃ
 は
神
に
関
わ
る
謡
の
こ
と
」
で
 呪
詣
 で
あ
り
、
「
祭
式
 
内
の
舌
口
語
表
現
で
後
に
神
語
り
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
 の
を
い
ま
だ
分
化
し
て
 

一
 
6
6
U
-
 

 
 

そ
の
神
歌
は
「
現
在
形
で
、
神
の
世
を
実
現
さ
せ
る
 も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。
 

古
橋
の
指
摘
す
る
こ
の
神
歌
に
よ
る
「
神
の
世
の
実
現
 

神
歌
を
神
 諾
約
始
源
の
再
現
と
し
 



ロ
ー
レ
ン
ス
・
サ
リ
バ
ン
は
 

も
の
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
 

は
単
に
し
る
し
に
す
ぎ
な
い
」
 

@
 

で
あ
る
と
し
た
。
神
歌
も
そ
の
 

に
 関
与
す
る
宗
教
現
象
と
し
て
 

た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
て
い
 

儀
礼
で
あ
る
と
と
も
に
ま
た
そ
 

わ
ち
神
話
的
時
間
を
再
現
す
る
 、

神
話
を
存
在
論
的
な
視
点
か
ら
解
釈
す
る
立
場
か
ら
 
、
「
神
話
は
単
純
に
そ
の
語
り
の
様
式
と
い
う
 

す
な
ね
 ち
、
文
字
 
ま
 （
の
「
 

銭
 し
に
よ
る
も
の
な
の
か
 あ
る
い
は
口
頭
 
こ
 「
が
こ
に
よ
る
も
の
な
の
か
 

と
す
る
。
ま
た
神
話
と
は
伝
承
的
知
識
 
コ
 0
 「
の
一
の
形
 
態
で
は
な
く
、
想
起
さ
れ
る
「
存
在
」
の
 
原
像
 

多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
神
話
と
し
て
す
ぐ
理
解
で
き
る
も
 
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
な
る
も
の
 

観
て
い
く
な
ら
ば
、
神
歌
が
神
話
的
本
来
的
性
質
の
顕
 
れ
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
 

る
 大
高
島
の
 イ
 ザ
イ
ホ
ー
は
、
し
ば
し
ば
神
女
た
ち
の
 成
立
儀
礼
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
成
 立
 

れ
は
十
二
年
に
一
度
、
神
が
降
り
、
舞
踊
り
な
が
ら
ま
 
さ
に
世
を
創
ら
ん
と
す
る
神
降
れ
の
時
、
す
な
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
は
次
の
よ
う
な
神
歌
か
ら
 
始
ま
る
。
 

三
 
始
源
を
語
る
神
話
 

な
る
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
 
、
こ
の
社
会
的
な
原
理
が
ど
の
よ
う
に
神
歌
に
あ
ら
ぬ
 
れ
る
か
、
従
来
の
文
学
 

的
 研
究
に
お
け
る
「
幻
想
論
」
の
展
開
の
中
で
い
か
に
 
「
共
同
性
」
が
析
出
さ
れ
う
る
か
が
主
要
な
関
心
と
な
 っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
学
研
究
の
関
心
 
か
ら
で
は
な
く
神
歌
を
と
お
し
た
神
話
的
世
界
の
現
前
 
を
、
 聖
な
る
も
の
と
 関
 

与
す
る
中
に
お
い
て
顕
に
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
、
す
な
わ
 
ち
 、
人
間
の
宗
教
的
生
の
世
界
内
の
在
り
万
に
お
け
る
 
「
も
う
一
つ
の
カ
ゴ
 凡
 」
 

と
し
て
捉
え
、
 
M
.
 
エ
リ
ア
ー
デ
の
始
源
的
存
在
論
を
 て
が
か
り
に
、
宗
教
現
象
と
し
て
の
神
歌
と
儀
礼
（
 本
 稿
 に
お
い
て
は
シ
バ
 サ
 

 
 

シ
 儀
礼
を
中
心
的
対
象
と
す
る
一
と
の
関
係
を
考
察
す
 
る
 。
 

  



甲申吾りてに ま 

-
 
は
 -
 

語
ら
れ
る
。
多
く
の
世
界
創
造
神
話
が
そ
う
で
あ
る
よ
 う
 に
、
沖
縄
諸
島
の
個
々
の
共
同
体
の
神
話
も
ま
た
、
 
い
か
に
し
て
世
界
は
成
 
35 

桟
 
て
き
た
 裡
 話
は
若
干
の
異
同
を
含
み
な
が
ら
も
、
 
始
源
的
世
界
が
太
初
の
混
沌
と
し
た
時
間
か
ら
語
ら
れ
 

、
 神
に
よ
る
宇
宙
の
創
造
が
 

性
を
持
っ
事
物
や
 、
 聖
な
る
神
々
が
謡
 い
 込
ま
れ
る
。
 神
歌
が
神
話
的
時
間
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
 
ば
 、
伝
承
さ
れ
て
き
た
 

棚
 
そ
の
神
話
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
触
れ
 
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

-
 
リ
一
 

 
 

ョ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 に
よ
る
国
造
り
神
話
と
し
て
知
ら
れ
 て
い
る
。
各
地
に
伝
承
さ
れ
 

 
 

「
脾
で
成
り
」
（
生
ま
れ
変
わ
る
）
す
る
と
い
う
詞
章
 

か
 

 
 

モ
チ
ー
フ
、
神
話
的
 

属
 

今
の
時
を
直
し
て
 

一
な
ま
が
と
 
う
ち
 
の
１
ち
 

今
日
の
時
を
直
し
て
 

二
 
き
 め
｜
が
 と
 う
ち
 
の
 1
 ち
 

降
り
て
降
り
 栄
 え
て
 

二
 
つ
り
て
 い
 う
 り
ぷ
 さ
て
 ぃ
 

騨
で
 成
り
の
祝
女
の
御
テ
ィ
 ヂ
 

四
て
い
 り
な
い
 ぬ
 
ぬ
る
が
 う
て
ぃ
ぢ
 

脾
で
 成
り
の
あ
ま
み
 御
 テ
ィ
 ヂ
 

五
て
い
 り
な
い
 ぬ
あ
 ま
み
 う
て
ぃ
ぢ
 

ク
 ン
チ
ャ
シ
 ャ
 -
 
神
女
一
の
根
神
 御
 テ
ィ
 ヂ
 

十
二
年
の
長
 い
 沈
黙
を
破
る
神
女
の
第
一
声
は
「
 ム
 「
 の
 時
を
直
し
て
」
と
放
た
れ
る
。
「
と
 う
ち
 の
 ｜
ち
 」
 す
 な
わ
ち
「
時
を
直
す
」
 

と
は
ま
さ
に
世
界
創
造
の
「
か
の
時
」
、
始
源
の
時
を
 神
歌
の
第
一
声
に
よ
っ
て
呼
び
戻
す
祈
り
の
詞
章
で
あ
 
る
と
同
時
に
、
神
女
に
 

神
 降
れ
し
た
神
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
儀
礼
の
時
間
は
す
 
で
に
神
話
的
時
間
を
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
 
る
 。
こ
の
よ
う
な
、
「
 
時
 

を
 直
す
」
、
す
な
わ
ち
神
話
的
時
間
を
喚
起
す
る
 
モ
チ
 ｜
フ
は
 、
始
源
の
神
的
な
る
「
 力
 」
を
意
味
す
る
「
 あ
 ま
み
 御
 テ
ィ
 ヂ
 」
 が
 



に
 注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
混
沌
の
状
況
か
 
ら
の
宇
宙
創
造
は
、
始
源
の
「
 力
 」
に
よ
っ
て
な
さ
 れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
 

し
 、
こ
の
後
、
神
歌
の
考
察
を
行
う
際
、
極
め
て
重
要
 
な
内
容
を
語
る
神
話
と
し
て
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
い
。
 
こ
の
神
話
に
お
い
て
 特
 

り
 立
ち
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
を
 語
 る
 。
ま
た
同
時
に
、
婚
姻
や
災
 い
の
 起
源
な
ど
、
種
々
 の
 
「
始
ま
り
」
が
詰
ら
 

ね
 、
そ
の
諸
々
の
「
始
ま
り
」
は
世
界
が
「
か
の
時
」
 
（
神
歌
に
し
ば
し
ば
謡
わ
れ
る
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
 あ
 ま
み
や
は
じ
ま
り
」
）
 

 
 

に
お
い
て
創
造
さ
れ
た
が
故
に
存
在
す
る
こ
と
を
語
る
 。
ア
マ
ミ
キ
 ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 は
こ
の
始
源
的
な
時
間
 に
 立
ち
あ
ら
わ
れ
る
 神
 

で
あ
る
。
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
の
ア
マ
ミ
キ
 
ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 の
世
界
創
造
神
話
に
次
の
よ
う
な
も
の
  
 

大
昔
、
天
地
は
今
日
の
や
う
に
隔
て
 
ノ
 な
く
一
つ
ぼ
な
 っ
て
居
っ
た
。
当
時
人
間
は
あ
は
れ
に
も
立
っ
て
歩
け
 な
 い
 の
で
蛙
の
 

や
う
に
は
っ
て
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
マ
ン
チ
 
ユ
 ー
（
 古
 琉
球
 開
 閾
の
神
 、
 オ
モ
ロ
神
歌
な
ど
に
は
 ア
 マ
ミ
キ
 ヨ
と
 書
い
 

て
あ
る
）
は
是
を
如
何
に
も
不
便
と
考
へ
た
。
彼
は
或
 日
堅
 岩
の
所
に
行
き
此
を
足
場
に
し
て
両
手
で
天
を
さ
 
ム
へ
 な
が
ら
 エ
ツ
 

イ
ヤ
 と
ば
か
り
つ
 ッ
 立
ち
あ
が
っ
て
 、
 天
を
高
く
押
し
 上
げ
た
。
 
是
 よ
り
し
て
 ぞ
 天
地
は
る
か
に
隔
た
り
人
間
 は
 直
立
し
て
歩
け
 

る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
が
此
の
偉
業
を
な
し
た
時
、
立
 
っ
て
居
た
所
は
さ
し
も
に
聖
君
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
 丁
 度
 彼
の
足
跡
を
残
 

し
て
凹
ん
だ
。
 
今
 某
所
某
所
の
大
き
な
足
跡
は
此
の
 ア
 マ
ン
チ
ュ
ー
の
足
跡
で
あ
る
。
 

こ
の
神
話
は
原
初
、
末
だ
天
地
が
分
か
れ
な
い
混
沌
 と
 し
た
時
間
か
ら
語
ら
れ
る
。
人
間
は
い
ま
だ
人
間
と
し
 
て
 存
在
し
な
い
状
態
 

で
あ
り
、
ア
マ
ミ
キ
 ヨ
 の
世
界
創
造
を
語
る
原
初
の
巨
 入
神
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
 
で
，
 」
の
神
話
を
取
り
上
 

げ
た
の
は
、
こ
れ
が
代
表
的
で
、
包
括
的
な
も
の
だ
か
 
ら
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
沖
縄
諸
島
の
他
の
 
地
域
に
お
い
て
伝
え
 ろ
 

れ
る
神
話
は
、
男
女
二
神
、
人
間
、
植
物
、
階
級
、
 穀
 物
の
起
源
と
い
っ
た
種
々
の
要
素
を
伴
い
な
が
ら
語
ら
  

 

こ
の
ア
マ
ン
チ
ュ
ー
の
巨
人
神
話
よ
り
も
他
の
神
話
の
 
方
 が
 よ
 り
説
明
的
で
、
典
型
を
示
す
も
の
が
あ
る
と
 
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
 

  



  
  
-@  る ネ中 あ 
注 も 話 ら 

参 の の の 
照 と 中 る 

㍉ し に も 

て 語 の 
理 ら の 
解 れ 創 
で る 造 

  
。 の 植 
こ違拘 れ い 、 

ら は 自   
話 に 人 

的 し 間 
構 て の 

ま @ 起源 造 も 、 
『 先 と 

中 の い 

出 目 つ 
世 人 た 
鋳 に も 

』 よ の 

- る の     
O 創 て 

先遣 侶 
に こ   
とな され 神話 

た と る 
ネ 申 は   
言 " 古 基 こ 

に 本 の 
も 的 よ 

み に う 

る 同 に 

こ じ し 

と構 が 造見 て 
で な る 

  

る
 。
こ
の
聖
な
る
も
の
の
超
絶
的
「
 力
 」
は
、
「
巨
人
」
 
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
 
存
 在
す
る
こ
と
」
の
起
源
 

は
 、
こ
の
聖
な
る
力
に
由
来
す
る
こ
と
を
語
る
。
 

こ
の
ア
マ
ミ
キ
 ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 に
よ
る
国
造
り
の
神
 話
は
、
沖
縄
本
島
に
お
い
て
、
古
代
よ
り
広
く
伝
承
と
 
し
て
伝
え
ら
れ
て
 ぃ
 

た
こ
と
が
、
史
料
の
中
に
見
 ぃ
 だ
さ
れ
る
。
そ
の
中
の
 ひ
と
つ
に
 僧
袋
 中
に
よ
る
「
琉
球
神
道
 記
 」
二
六
 0
 八
 邑
 
が
あ
る
。
司
書
 は
 

文
字
化
さ
れ
た
琉
球
の
神
話
の
中
で
、
年
代
が
確
定
し
 
う
る
最
古
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
 l
9
 

る
 -
 
 
 

昔
 比
国
初
。
 
禾
ダ
人
 プ
ラ
ザ
ル
 
時
 。
 天
ョ
リ
 男
女
二
人
 下
 り
シ
 。
 男
 ヲ
シ
ネ
リ
 ヨ
ト
 。
 女
ヲ
 ア
マ
ミ
 
キ
ュ
ト
云
 、
二
人
全
 ロ
ヲ
並
 

テ
居
ス
 。
 比
時
 比
島
。
尚
山
 ニ
シ
テ
 。
 波
ニ
漂
 ナ
リ
。
 爾
ニ
 。
 タ
 シ
カ
 ト
 五
木
 ヲ
現
ジ
テ
 
。
 植
 エ
テ
 山
ノ
膿
ト
 ス
 。
 次
ニ
 。
シ
キ
 

ョ
ト
 五
車
 ヲ
植
 。
 又
 。
阿
檀
 ト
云
植
ノ
殖
テ
 。
 暫
ク
国
 ノ
体
 ト
ス
。
二
人
。
陰
陽
和
 ふ
 
ロ
ハ
 無
レ
 ド
モ
。
居
所
 並
 ガ
 政
ニ
。
往
来
 ノ
 

風
ヲ
縁
 シ
テ
。
友
治
 ム
 。
 遂
 二
三
子
 ヲ
生
ズ
 。
 一
 リ
ハ
 所
所
 ノ
主
ノ
始
 ナ
リ
。
ニ
ハ
 
祝
ノ
始
 。
三
八
土
民
 ノ
始
  
 

こ
の
神
話
も
ま
た
、
原
初
の
、
す
べ
て
に
先
立
つ
根
源
 的
な
「
始
ま
り
」
の
時
か
ら
語
ら
れ
る
。
ア
マ
ミ
キ
 
ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 は
 男
 

丈
二
神
と
し
て
 天
 よ
り
降
り
立
ち
、
 
未
 だ
混
沌
と
し
た
 宇
宙
に
、
「
男
女
」
と
し
て
分
化
し
、
あ
る
い
は
二
元
 的
な
秩
序
と
し
て
語
ら
 

ね
 、
「
波
に
た
だ
よ
 
う
 小
島
」
、
 未
 だ
形
を
成
さ
な
い
 せ
 界
を
 、
植
物
の
起
源
を
語
り
な
が
ら
 形
 あ
る
も
の
、
 
す
 な
わ
ち
「
存
在
す
る
も
 

の
 」
へ
と
創
造
す
る
。
「
山
の
媚
」
を
 づ
 く
り
「
国
の
体
 」
な
っ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
世
界
の
 
「
安
定
」
と
全
体
性
は
 
、
 

源
 



こ
の
神
話
は
先
の
二
つ
の
神
話
と
、
神
の
行
為
に
よ
っ
 
て
 原
初
の
世
界
創
造
、
「
始
め
」
の
時
が
も
た
ら
さ
れ
 
た
こ
と
を
語
る
と
い
 

ぅ
 点
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
相
似
す
る
も
の
と
い
え
 
よ
う
。
男
女
の
二
神
が
一
神
で
あ
っ
た
り
、
天
帝
の
存
 
在
 が
語
ら
れ
た
り
と
 異
 

同
 が
あ
る
が
、
 任
 目
し
た
 い
 の
は
、
「
中
山
世
鑑
」
の
 国
土
創
成
の
神
話
は
 、
 他
の
神
話
に
比
し
て
よ
り
説
明
 的
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
 

先
に
述
べ
た
世
界
の
混
沌
か
ら
「
安
定
」
「
存
在
」
と
 い
っ
た
事
柄
が
 、
 極
め
て
具
体
的
な
表
現
に
お
い
て
 
語
 ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
 

あ
る
。
土
石
草
木
を
運
び
島
を
作
り
、
「
安
定
」
と
「
 存
在
」
を
も
た
ら
し
た
「
辺
土
の
安
 
須
森
 」
、
「
 
ム
 「
鬼
神
 の
カ
ナ
ヒ
サ
ブ
 」
、
「
 
知
 

念
珠
」
、
「
斎
場
 
嶽
 」
、
「
 
藪
薩
ノ
 清
原
」
、
「
玉
城
ア
マ
 
ツ
 ヅ
 」
、
「
人
吉
日
コ
バ
ウ
 

森
 」
、
「
首
里
 
森
 」
、
「
真
玉
 
森
 」
、
「
 
国
々
 ノ
巌
 々
」
と
神
話
 

的
な
地
理
の
中
に
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
神
話
的
時
間
 
に
お
い
て
創
建
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
場
所
は
神
の
つ
く
り
 
出
し
た
聖
な
る
場
で
あ
 

る
 故
に
そ
れ
は
聖
な
る
中
心
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
場
は
 
す
べ
て
御
嶽
と
し
て
重
要
な
聖
地
と
な
っ
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
こ
の
中
心
の
現
 

出
は
 、
王
朝
の
王
権
を
支
え
る
儀
礼
の
場
と
な
る
。
 
，
 
」
の
神
話
は
こ
の
後
、
五
穀
の
起
源
を
述
べ
る
神
話
 
へ
 と
 記
述
が
続
い
て
い
く
 

が
 、
こ
の
起
源
神
話
に
基
づ
く
 久
 高
島
へ
の
行
幸
等
、
 種
々
の
祭
祀
の
中
心
の
場
と
な
る
の
が
こ
れ
ら
の
 
聖
な
 る
 中
心
と
し
て
の
 各
処
 

0
 脚
 獄
 な
の
で
あ
る
。
 

民
間
の
口
頭
伝
承
と
史
書
と
に
あ
ら
わ
れ
る
沖
縄
の
 
コ
 ス
モ
 ゴ
 ニ
カ
ル
 な
 神
話
を
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
 史
 書
 の
開
聞
神
話
は
 、
 

各
地
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
基
に
し
て
お
り
、
 
文
 

神
話
の
文
字
化
 が
 、
王
権
の
権
威
の
正
 

当
 化
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
記
紀
神
話
と
の
 
比
較
で
し
ま
し
ま
 

@
 
@
 旨
捕
 

キ
 
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

-
 
：
 
-
2
 

し
か
し
、
創
造
神
話
の
歴
史
的
起
源
が
ど
こ
に
あ
っ
た
 
の
か
を
探
求
す
る
こ
と
よ
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 す
 

な
ね
 ち
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
神
話
が
そ
の
神
話
を
生
 
き
る
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
 
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
 

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
 
こ
れ
ら
の
神
話
が
、
す
べ
て
に
先
だ
っ
「
始
ま
り
」
を
 
混
沌
か
ら
語
り
、
世
界
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き か     
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五 四 
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九 八 セ 六   一 0 九 八 セ 六 五 四 三 二 一 O 

し
ま
た
て
ら
 

二
四
く
る
ち
ち
や
あ
ん
黒
土
も
 

島
 建
て
よ
う
と
 

二
五
う
ち
ほ
 ふ
 や
あ
い
打
ち
放
っ
て
 

な
さ
る
と
 

み
そ
う
 れ
ば
 

島
釘
も
 

二
六
し
ま
く
ぎ
ん
 

し
ま
じ
り
 
み
い
ば
島
 尻
を
見
る
と
 

二
セ
 

ぬ
ち
 う
 8
 ち
 

貫
き
降
ろ
し
て
 

 
 

二
八
さ
し
う
る
 ち
 

ぴ
が
 の
す
 ぅ
 が
 

東
の
潮
が
 

差
し
降
ろ
し
て
 

二
九
 
ぴ
が
 
の
す
う
や
東
の
潮
は
 

に
し
く
い
や
 
ひ
 

西
に
 越
え
て
 

く
ん
が
ん
見
れ
ば
団
頭
を
見
る
と
 

 
 

西
の
潮
は
 

う
ち
や
が
と
う
ん
浮
き
上
が
っ
て
い
る
 

三
一
に
し
 め
す
う
や
 

西
 に
留
め
て
 

に
し
 め
す
 ー
 ん
 

三
 二
に
し
に
と
め
て
 

西
の
潮
も
 

三
三
し
ま
た
ち
ん
 

ぴ
 が
 ね
す
 ー
 ん
 

島
 建
ち
も
 

東
の
潮
も
 

三
四
く
に
た
ち
ん
 

こ
そ
う
だ
 ん
 

国
 建
ち
も
 

ご
相
談
を
 

な
り
ま
し
た
 

三
五
な
や
 ひ
 た
 ん
 

か
 た
み
そ
う
ち
 

語
り
な
さ
っ
て
 

ま
 や
き
 ぎ
ん
 

ま
 や
き
 き
 ん
 

三
六
 

ぅ
ふ
 な
あ
か
に
 

大
な
あ
か
に
（
背
中
）
も
 

分
か
し
て
 

二
セ
 

め
 か
さ
い
 

う
ち
ほ
 ふ
 や
い
 

打
ち
放
っ
て
 

窪
 々
 は
 

あ
 ふ
の
形
も
 

あ
ふ
 の
か
た
 

三
八
 

く
ふ
 く
 ぷ
や
 

ぅ
 ふ
ん
種
も
 

三
九
 

ぅ
 ふ
ん
だ
に
 

か
 ほ
の
か
た
 

顔
の
形
も
 

ィ
ズ
 の
木
も
 

四
 0
 
 い
ず
の
き
ん
 

分
か
し
て
 

め
 か
さ
い
 

四
一
さ
そ
う
 ひ
む
ぬ
 

差
し
植
え
る
も
の
 

あ
か
ち
ち
ゃ
あ
ん
赤
土
も
 

(40)  40 



神歌における 

や す 
「 る 

お も 

も の 
5 で 
さ あ 

，る フし 。 
    

の ス 

副 モ 
世 ロ 
ネ中 ジ 

言舌 フウ 

が ル 

よ な 
<  ネ申 

知 話 

  
て 完 
い 結 
る し 
が た 

神 「 

れ ら % 詰 

  
語る は限ら て 

（謡 れてお う ） 

ⅠⅠ平中 

「 歌 
ま は 
れ   

な ほ 
神 か 
歌 に   

シ 

と て 

し ダ 
て テ 
し シ 
ば ン 

し ゴ 

41@ (41) 
 
 

と
 種
々
の
植
物
の
起
源
が
、
ア
マ
ミ
 

ク
と
 シ
 メ
ミ
ク
 の
 国
造
り
の
ゆ
え
に
存
在
せ
る
 

掛
 
こ
と
を
謡
い
、
永
遠
に
あ
る
よ
う
に
と
祈
る
詞
章
 

で
 結
ば
れ
て
お
り
、
先
に
あ
げ
た
開
 

聞
 神
話
の
史
書
の
 
国
造
り
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
 

-
 
㏄
 -
 

釘
を
打
ち
、
（
ゆ
ら
ゆ
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
た
状
態
か
 ら
 ）
 島
 建
て
国
建
て
が
な
っ
た
。
 

の 
で こ 

な っ あ の 
@  /@  @  ア @  - @@ 入 
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袋
源
七
は
 、
こ
の
神
歌
が
行
わ
れ
る
様
子
を
「
神
人
が
 全
部
 神
 ア
シ
ア
 ゲ
 に
集
ま
っ
て
祈
願
を
な
し
、
屋
内
に
 
お
い
て
円
陣
を
作
り
、
 

オ
 モ
 ノ
 を
歌
っ
て
踊
り
つ
つ
巡
る
」
と
記
し
て
い
る
。
 
こ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
 旧
 八
月
十
一
日
の
二
日
前
か
ら
 
「
妖
怪
魔
物
が
出
現
す
 

る
 」
と
い
っ
て
少
年
達
は
太
鼓
や
ブ
リ
キ
板
を
打
ち
鳴
 
ら
し
な
が
ら
「
宇
内
の
古
木
や
辻
々
を
騒
騒
し
く
歩
き
 
回
り
」
、
妖
怪
魔
物
を
 

追
い
払
い
、
そ
の
後
、
部
落
の
高
台
に
登
り
部
落
円
を
 
見
渡
す
こ
と
を
行
 う
 。
そ
の
時
「
入
電
（
だ
ま
）
が
 現
 れ
た
り
、
 怪
 昔
や
泣
き
 

声
が
聞
こ
え
た
り
す
る
と
、
そ
の
家
か
ら
 持
 た
た
ず
し
 て
 死
人
が
出
る
も
の
と
し
て
畏
怖
す
る
こ
と
が
甚
だ
し
 
い
 」
と
、
シ
バ
 サ
シ
前
 

 
 

よ
う
な
シ
バ
 サ
シ
 の
祭
祀
に
お
い
て
創
造
神
話
が
謡
わ
 れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
 

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

  

物 証 あ や   
・ さ る 悪 シ 2 サ 
門 ね 。 魔 バ ン 

  て こ 払 サ 祖   
奮 お の い シ 型 

舎 り シ の と の 儀礼 

K 
つ 反復と ・井戸古く バサシ 行事」 一 一 2 7 は旧暦   

そ か の で 入 し て 

み 
て 

み 
る 
    

と 

@ 
が ね す 

る 

-@  うミ 犬 こ 

    
  

の 中 @ 市 
さ れ案自行す 「 
る乙 々 来 車 る 

。 の 譚 」 妖 

島 建 が で ，怪 

関 は   係 
は 及 
ど   さ   
よ る   
に 多 
捉 く 

え の 
ら ネ中 

れ 歌 
ろ は   
で こ 

あ の 
ろ よ つ つ , , 
か な 

士几 
こ 結   
こ た 

と ネ中 

を 言舌 

者 の 
察 語 
す り 

る に 

上 は 
で な   
ま て   

な   

  
の で 

、 ン は   
サ 神 
シ 歌 
の と 

手中   

  
き岳   

わ 儀   
る と   
  



巻
 十
二
以
降
の
琉
球
全
域
の
村
落
の
「
 各
処
 祭
祀
」
に
 お
け
る
年
中
行
事
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
稲
穂
 
祭
 」
「
麦
穂
 祭
 」
で
あ
り
、
 

ま
た
祭
祀
を
司
る
 ソ
 ロ
な
 ビ
 の
神
女
に
よ
っ
て
豊
穣
の
 祈
願
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
 
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
 

る
 。
シ
バ
 サ
シ
 も
ま
た
、
こ
の
五
穀
豊
穣
祭
祀
の
一
つ
 で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
よ
う
な
五
穀
の
豊
穣
を
祈
願
す
 る
 
「
年
中
行
事
」
は
一
年
の
周
期
的
な
折
り
目
に
行
わ
 れ
る
こ
と
は
周
知
の
 

こ
と
で
あ
る
。
シ
バ
 サ
シ
 は
農
耕
の
儀
礼
と
深
く
結
び
 つ
き
、
共
同
体
の
農
事
暦
を
基
盤
に
し
て
い
た
。
そ
れ
 ゆ
え
 シ
バ
 サ
シ
 が
執
り
 

行
わ
れ
る
時
が
一
年
の
周
期
的
リ
ズ
ム
、
い
わ
ば
宇
宙
 論
 的
な
リ
ズ
ム
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
時
間
に
あ
た
る
 
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
 

が
 重
要
で
あ
る
。
 仲
松
弥
秀
 に
よ
れ
ば
、
こ
の
シ
バ
 サ
 シ
 0
 日
、
旧
暦
八
月
十
一
日
は
「
太
陰
暦
採
用
以
前
の
 南
島
に
お
け
る
年
変
わ
 

り
 日
、
す
な
わ
ち
元
日
で
あ
っ
た
」
と
き
れ
る
 
-
4
-
 

3
 
 

。
 「
 
琉
 球
 因
由
来
 記
 」
番
一
の
「
王
城
 之
 公
事
」
に
お
け
る
 祭
 事
を
通
し
て
稲
作
の
過
 

程
を
見
て
み
る
と
、
「
九
月
十
月
中
、
宣
立
冬
九
郎
」
 

と
あ
る
よ
 う
 に
、
九
月
か
ら
 十
月
に
種
を
つ
け
、
 五
 

 
 

湖
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
収
穫
を
す
る
。
稲
作
の
 一
 年
の
周
期
の
中
で
、
田
を
起
こ
し
種
を
お
ろ
す
中
間
に
 
あ
た
る
の
が
こ
の
シ
バ
 サ
シ
 

 
 

時
期
に
関
し
て
「
沖
縄
で
は
 村
あ
 し
び
ま
た
は
村
芝
居
 を
 八
月
十
五
日
に
行
う
と
こ
 

サ
中
言
舌
 

 
 

お
 
ろ
が
多
い
が
、
こ
れ
は
豊
年
祝
 い
 で
あ
り
、
来
年
 へ
の
予
祝
祭
」
で
あ
り
、
シ
バ
 サ
シ
 か
ら
望
月
に
か
け
 て
 行
わ
れ
る
祝
祭
は
、
「
 一
 

 
 

㍾
連
の
正
月
行
事
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
 

 
 

  

一
 
%
-
 

シ
バ
 サ
シ
 は
、
伊
波
に
よ
れ
 ば
 
「
 
世
 果
報
」
（
 ュ
ガ
フ
 士
 
す
な
わ
ち
豊
年
の
こ
と
で
あ
り
、
「
穀
果
報
」
を
 土
 
思
抹
 す
る
。
「
 稲
 ・
 粟
 

そ
の
他
の
作
物
の
作
毛
が
害
虫
を
蒙
ら
な
い
為
の
ま
じ
 な
 い
 」
の
た
め
に
桑
の
小
枝
 と
 ス
ス
キ
を
た
ば
ね
た
も
 の
を
「
軒
端
の
四
隅
に
 

指
し
」
、
「
農
村
で
は
こ
れ
を
農
具
に
結
い
付
け
る
」
 こ
 と
 。
 
。
力
行
わ
れ
る
 

、
 

-
2
-
3
 
 

こ
の
ス
ス
キ
（
 柴
 ）
は
、
家
屋
は
い
，
 
つ
 ま
で
も
な
く
、
「
家
畜
 

小
屋
、
門
を
は
じ
め
屋
敷
の
周
り
か
ら
屋
内
の
竃
、
 
穀
 物
入
れ
、
葵
や
水
葵
な
ど
に
も
 
差
 」
し
た
と
さ
れ
る
。
⑧
 

@
 
・
・
 

一
 「
琉
球
因
由
来
話
」
 の
 



さ
て
、
史
書
に
よ
る
創
造
神
話
の
理
解
に
お
い
て
見
て
 
き
た
よ
 う
 に
シ
バ
 サ
シ
 の
神
歌
に
お
い
て
謡
わ
れ
る
 内
 容
は
、
 同
じ
よ
う
に
 

「
昔
の
ア
マ
ミ
 ク
 が
 ノ
 シ
 メ
ミ
ク
 が
 ノ
 き
ざ
し
昔
は
」
と
 根
源
的
な
「
始
ま
り
」
か
ら
謡
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
 
の
 始
源
は
混
沌
と
し
、
 

島
も
形
を
も
た
ず
「
存
在
す
る
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
 
。
そ
の
混
沌
は
ア
マ
ミ
 ク
 ・
シ
ネ
ッ
ク
の
「
 力
 」
に
よ
 っ
て
形
を
与
え
ら
れ
、
 

「
 
鳥
 立
ち
も
 ノ
 国
立
ち
も
」
成
立
す
る
。
ア
マ
ミ
 ク
 は
 
「
 ま
 や
き
ぎ
ん
」
（
木
）
を
植
え
、
山
を
つ
く
り
、
世
界
 を
形
あ
る
も
の
に
す
る
 

と
 同
時
に
「
 島
釘
 」
を
打
ち
、
世
界
の
安
定
を
成
し
遂
 げ
る
。
「
か
の
は
じ
め
の
時
」
が
あ
る
ゆ
え
に
世
界
が
 存
在
す
る
こ
と
を
神
歌
 

は
 歌
 う
 。
こ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
世
界
は
第
三
 
八
の
詞
章
以
降
、
種
々
の
木
々
が
生
え
る
と
こ
ろ
と
な
 
り
 、
神
歌
は
祈
り
へ
と
 

続
く
。
「
中
山
世
鑑
 ヒ
 な
ど
が
人
間
の
起
源
を
語
り
、
 王
 や
 巫
女
百
姓
の
起
源
を
語
る
の
に
対
し
て
、
シ
バ
 
サ
 シ
 の
神
歌
は
国
土
の
創
 

造
を
謡
っ
た
後
、
祈
り
の
舌
口
 
葉
 と
な
っ
て
い
る
。
 

シ
バ
 サ
シ
 の
儀
礼
を
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
 儀
礼
は
、
い
わ
ば
神
話
の
世
界
創
造
の
範
型
を
模
倣
 
し
 反
復
す
る
神
歌
に
 謡
 

わ
れ
る
内
容
と
同
じ
よ
う
に
世
界
を
再
創
造
す
る
営
み
 
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
シ
バ
 サ
シ
 の
行
事
は
 
一
年
の
宇
宙
論
的
な
 サ
 

イ
ク
ル
 と
 照
応
し
た
農
事
暦
の
中
で
最
も
万
物
の
生
気
 
の
な
れ
、
妖
怪
や
妖
火
の
現
れ
る
無
秩
序
な
状
態
か
ら
 
新
た
に
力
に
満
ち
た
 世
 

界
 が
始
ま
ろ
 う
 と
す
る
境
界
的
な
時
間
、
混
沌
と
し
た
 時
間
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
シ
バ
（
雑
木
で
多
く
の
場
合
 
ス
ス
キ
）
を
さ
し
、
 境
 

界
 を
創
り
だ
す
こ
と
は
、
内
と
外
を
識
別
し
、
非
等
質
 
な
 空
間
を
創
り
出
す
こ
と
を
意
味
し
、
世
界
を
宇
宙
 
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
 

る
 。
そ
し
て
そ
の
儀
礼
は
、
神
話
に
お
け
る
ア
マ
ミ
 
ク
 ・
シ
ネ
 リ
ク
 が
木
を
植
え
、
 島
 釘
を
打
ち
、
世
界
に
形
 を
 与
え
た
行
為
の
神
話
 

的
 祖
型
の
反
復
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
 
シ
 バ
サ
シ
 の
儀
礼
は
全
体
と
し
て
、
原
初
に
起
こ
っ
た
 神
 0
 世
界
創
造
の
行
為
を
 

反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
初
の
時
間
に
立
ち
戻
り
 
、
世
界
を
新
た
に
更
新
す
る
と
い
う
始
源
的
な
存
在
論
 
に
 立
脚
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

  



シ
バ
 サ
シ
 は
 、
 垂
ゅ
幸
一
正
払
い
で
あ
る
と
同
時
に
「
 
世
 果
報
 」
（
「
穀
果
報
 ヒ
を
 祈
る
祭
り
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
 
。
こ
の
豊
穣
へ
の
 祈
 

り
は
八
月
十
一
日
の
シ
バ
 サ
シ
 か
ら
始
ま
り
、
十
五
日
 の
 満
月
へ
と
向
か
う
天
体
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
 な
 照
応
 の
中
に
お
い
て
な
さ
れ
 

る
 。
月
の
「
 死
 と
再
生
」
の
象
徴
と
新
月
に
お
け
る
「
 全
体
」
性
の
回
復
と
い
っ
た
象
徴
と
呼
応
し
な
が
ら
、
 
こ
の
祈
り
（
神
歌
の
後
 

半
 部
分
）
と
祝
祭
（
新
月
に
お
け
る
豊
年
の
祭
り
）
は
 と
り
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
な
く
、
 
こ
 の
 
「
全
体
」
性
の
回
復
 

は
 、
存
在
論
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
神
話
的
時
間
 
へ
 0
 回
帰
を
表
す
。
 

農
耕
社
会
の
宗
教
経
験
に
と
っ
て
時
間
や
季
節
が
い
か
 
に
 重
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
エ
リ
ア
ー
 デ
は
 、
農
耕
に
た
ず
 

さ
わ
る
者
の
行
為
は
、
天
体
や
季
節
の
循
環
の
中
に
組
 
み
 込
ま
れ
、
そ
れ
に
「
支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
 
そ
し
て
、
宇
宙
の
 り
ズ
 

ム
は
 、
農
耕
儀
礼
の
一
貫
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
 効
 果
を
増
し
て
く
れ
る
と
す
る
⑧
 3
 
 

-
 
。
 こ
の
シ
バ
 
サ
シ
 に
お
け
 る
 神
歌
を
謡
う
こ
と
に
 

よ
る
神
話
的
時
間
へ
の
回
帰
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
 共
 同
体
の
生
の
再
創
造
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
 

O
 

神
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
世
界
創
造
が
語
ら
 
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
全
体
の
儀
礼
の
中
に
お
い
て
ど
の
 よ
う
な
こ
と
を
意
味
 

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
神
話
に
お
い
て
宇
宙
の
 混
沌
状
況
の
中
に
、
ア
マ
ミ
キ
 ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 が
 立
 ち
 現
れ
る
 よ
う
 に
 、
神
 

女
が
神
歌
を
謡
う
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
 
神
 話
的
 祖
型
を
反
復
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
神
歌
を
謡
 う
こ
と
は
、
ま
さ
に
 混
 

沌
 と
し
た
時
間
と
空
間
の
中
に
神
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
 を
 意
味
し
 、
 謡
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇
宙
を
創
造
す
 る
の
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
神
歌
の
い
わ
ば
神
話
的
構
造
・
 神
 歌
の
儀
礼
と
し
て
の
あ
り
方
は
、
こ
の
宇
宙
創
造
が
圧
 明
 ら
れ
る
シ
バ
 
サ
シ
 の
神
歌
に
 

 
 

る
 神
歌
に
も
ま
た
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
構
造
と
し
て
 捉
 え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

あ
ら
ゆ
る
創
造
に
先
立
つ
宇
宙
創
造
神
話
の
祖
 型
に
関
し
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
宇
宙
創
造
神
話
は
 
、
 「
あ
ら
ゆ
る
人
間
行
動
の
範
 

 
 

 
 
 
 

 
 

簗
型
 と
し
て
、
ま
た
そ
の
根
拠
づ
け
と
し
て
の
機
能
 
を
も
つ
が
、
そ
の
う
え
に
、
神
話
と
儀
礼
体
系
全
体
 
の
 祖
型
を
構
成
す
る
」
と
し
 



先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
す
べ
て
の
神
歌
が
、
前
節
に
お
 い
て
見
て
き
た
よ
う
な
コ
ス
モ
 ゴ
 ニ
ッ
ク
な
完
結
し
た
 神
話
を
謡
っ
て
い
る
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お
共
 

 
 

 
 

ネ
 

弔
歌
 
目
口
 

る 神話的始源 

7% 

例
え
ば
、
 種
取
祭
 
（
タ
ン
ト
リ
 -
 と
呼
ば
れ
る
霜
降
り
 と
 立
冬
の
間
に
行
わ
れ
た
種
子
時
の
農
耕
儀
礼
の
時
に
 
謡
わ
れ
た
神
歌
を
見
 

る
と
、
一
年
を
通
じ
た
稲
作
の
耕
作
過
程
が
月
を
追
っ
 
て
 語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
詞
章
に
お
 
い
て
、
「
し
る
み
き
ょ
が
 

始
め
 /
 あ
 ま
み
き
ょ
が
 宣
て
 」
（
「
し
る
み
き
ょ
」
「
 
あ
 ま
み
き
ょ
」
と
は
、
ア
マ
ミ
キ
 
ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 神
を
 意
味
す
る
）
と
、
始
源
 

 
 

の
時
を
語
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
 

で
は
、
完
結
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の
神
歌
の
中
に
 、
神
 諾
約
事
柄
が
謡
わ
れ
な
い
「
生
産
叙
事
」
の
み
の
神
歌
 
ほ
ど
の
よ
う
に
理
解
 

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
生
産
叙
事
」
を
謡
う
神
歌
も
 ま
た
、
や
は
り
神
話
的
な
 範
 型
を
繰
り
返
す
宗
教
的
 行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
 

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
年
間
を
通
し
た
農
耕
儀
礼
は
 
、
 こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
宇
宙
論
的
な
リ
ズ
ム
 
と
 照
応
し
な
が
ら
「
 始
ま
 

り
 」
、
「
完
結
」
す
る
、
一
つ
の
連
続
す
る
全
体
と
し
て
 
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
、
儀
礼
に
お
け
る
 ヒ
 エ
ロ
フ
ァ
ニ
 ー
的
 時
間
は
連
環
を
有
し
、
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
 
。
儀
礼
に
よ
っ
て
 、
 

に
な
る
時
間
の
中
に
聖
な
る
時
間
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
 は
 、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
 
聖
な
る
時
間
は
前
後
の
 

 
 

頂
礼
の
時
間
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
 連
続
す
る
も
の
⑤
。
 
巨
ぎ
目
邑
 
と
し
て
の
聖
な
る
 時
 間
を
神
歌
の
儀
礼
に
 

即
 し
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
は
な
 
い
 だ
ろ
う
か
。
神
歌
は
神
話
的
な
祖
型
を
反
復
し
、
 神
 諾
約
時
間
へ
の
回
帰
の
   

と
い
う
わ
け
で
は
な
 

う
こ
と
が
多
い
の
で
 

な
 生
業
を
謡
う
神
歌
 

け
 さ
し
は
じ
ま
り
」
 

-
 
村
一
 

の
で
あ
る
。
 

い
 。
む
し
ろ
、
多
く
の
神
歌
は
、
農
耕
、
建
築
と
い
っ
 
た
 人
間
的
な
生
業
な
ど
に
関
わ
る
事
柄
を
中
心
に
し
て
 
謡
 
-
 
"
 

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
神
話
的
な
祖
型
と
の
断
絶
を
意
味
 
す
る
の
で
あ
ろ
向
か
。
結
論
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
間
  
 

も
 、
神
話
的
時
間
の
連
続
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
 
る
と
考
え
る
。
多
く
の
神
歌
は
 、
 「
む
か
し
は
じ
ま
 
 
 

と
 神
話
的
始
源
を
喚
起
す
る
詞
章
が
短
く
謡
わ
れ
、
 
そ
 ね
か
ら
労
働
の
過
程
な
ど
が
叙
事
的
に
語
ら
れ
た
り
す
 
る
 



心
と
基
本
的
に
一
致
す
る
問
 い
 で
あ
り
、
小
野
の
指
 

の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
、
な
ぜ
「
予
祝
」
さ
れ
な
 

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

神
歌
が
儀
礼
に
お
い
て
、
神
話
的
始
源
を
再
現
す
 

事
 」
の
神
歌
を
、
儀
礼
に
お
け
る
神
話
的
時
間
の
連
 

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
生
産
叙
事
歌
」
に
お
 

「
人
間
行
動
の
範
型
」
と
し
て
、
そ
の
神
話
的
起
源
 

容
は
神
（
々
）
の
創
造
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 

農
耕
や
 、
 家
の
建
築
、
機
織
り
と
い
っ
た
具
体
的
な
 摘

は
重
要
で
あ
る
。
「
予
祝
」
が
豊
穣
を
確
た
る
も
の
 に
す
る
と
い
う
こ
と
は
 ビ
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
根
源
的
な
意
味
を
問
 
う
 こ
と
を
要
請
す
る
も
の
と
 

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
神
話
的
な
 内
容
を
欠
い
た
「
生
産
 叙
 

続
か
ら
み
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
神
 歌
 が
神
話
的
祖
型
の
反
復
 

け
る
人
間
の
生
業
は
 、
 単
に
人
間
的
事
柄
と
し
て
あ
 
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 

を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
 
謡
わ
れ
る
生
産
行
為
の
内
 

意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
・
神
歌
・
 
儀
礼
相
互
の
関
連
か
ら
、
 

人
間
に
 よ
 る
創
造
に
関
す
る
行
為
を
、
始
源
的
存
在
論
 的
な
地
平
に
お
い
て
み
る
 

 
 

「
幻
視
」
 
し
 予
祝
す
る
も
の
と
し
て
神
歌
が
謡
わ
れ
る
 と
す
る
従
来
の
解
釈
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
 指
摘
し
た
。
我
々
の
 関
 

中
で
世
界
を
新
た
に
更
新
さ
せ
、
儀
礼
的
な
象
徴
に
 
ょ
 っ
て
、
世
界
を
神
的
な
世
界
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
 こ
と
を
開
示
し
つ
つ
、
 

さ
ら
に
人
間
的
な
事
象
を
神
話
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
 中
に
取
り
込
ん
で
い
く
宗
教
的
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
 
こ
と
は
叙
事
的
な
形
態
 

を
 取
る
神
歌
に
は
き
わ
め
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
 
あ
り
、
沖
縄
の
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
、
人
間
を
と
り
 
ま
く
「
世
界
」
が
ど
の
 

よ
う
に
宗
教
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
中
に
取
り
込
ま
れ
 神
 話
 化
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

小
野
重
朗
は
、
稲
作
叙
事
歌
な
ど
を
例
に
、
よ
り
古
形
 
を
と
ど
め
る
神
歌
に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
 生
 産
 叙
事
」
の
神
歌
が
 

種
々
の
生
業
の
起
源
神
話
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 
た
 。
そ
し
て
、
種
子
下
し
の
祭
祀
に
お
い
て
神
話
が
 
謡
 わ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
 

何
か
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
正
し
い
 
稲
 作
の
労
働
過
程
と
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
理
想
的
 
な
 稲
の
生
育
と
豊
作
を
 

  



神歌における 神 きき 的 始源 

一 
  一 l 、 @ 王 
-   

折神 
折 口歌 第 ぃ収 て。 丈 学周 
口 の の三 - に言 次 折篇知   

夫 

    

    す 
閲読た な 

考は こお @ 本文 円 珊 

る歌コる のら 舌 
い克 第 一 

  

で 手代い か繰も 
一 目 - 冊 署あ 

      
  ら 仕 様 つ る 一 全巻 

にた限 な形 り 九集「 一日吉 

文   
学 こ 纏 く よ か に に 一 
は の の 」 う う お前回 

  

こ と な か と 

な が か な い か 
け で に よ う う 

れ き 、 ぅ ま こ 

ば る 我 に で と 

な 。 々 、 も に 

ら そ は 人 な な 
な の 、 聞 く る 
か 牧 神 の 神   
っ 済 歎 美 歌 
た 論 に 存 は 
理 の お 拘 禁 
山 中 け 状 相 
な は る 況 の 
知 我   に 上場 

る 々 人 お に 

こ は 聞 け お 
と 、 と る い 

が で 神聖 縄 なへ、 神 て 
き め る の 神 
る 4% 云 0 桁 言舌 

の 統 の り 的 
で 的 の で 始 
あ 共 緊 も 源 
る 同 腹 あ な 

。 体 関 る 現 @ こ イ 系 出 
お と こ す 
い そ の る 
て の 神 も 

神 緊 的 の 
歌 張 な で 

が め る あ 

伝 中 も る 

承 か の と 

さ ら の 同 
れ 紡 現 時 
繰 ぎ わ に 

り 出 れ 、 
返 さ と 雨 

し れ 人 色 
口昌 る 問 い 
え 救 の の 
ら 清 所 平中 

れ 論 り 歌 
、 を が な 

き善 見 共 ど 

わ 出 花 @ こ 

れ す す 明 
て こ ろ ら 

 
 

な
ら
ば
、
人
間
の
創
造
行
為
は
原
初
の
神
（
々
）
の
行
為
 
を
 反
復
す
る
限
り
に
お
い
て
、
意
味
深
く
、
正
当
な
も
 
の
と
し
て
成
就
さ
れ
る
 



呪
薦
 、
叙
事
を
基
調
に
 

コ
呪
濤
 文
学
」
か
ら
「
叙
事
文
字
」
、
「
 仔
 情
 文
学
」
、
そ
し
て
「
 劇
 文
学
」
へ
と
展
開
す
る
も
の
と
し
て
 と
ら
え
、
こ
の
発
展
 

的
な
図
式
の
中
に
奄
美
、
沖
縄
諸
島
の
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
 で
 確
認
さ
れ
る
唱
え
舌
口
や
歌
謡
を
配
置
す
る
。
「
 
呪
薦
 文
学
」
と
 

  

ク
チ
一
 奄
美
 -
 、
 ミ
セ
 セ
ル
、
オ
タ
カ
ベ
 

一
 
沖
縄
 -
 、
カ
ン
フ
 
チ
、
 
ニ
 ゴ
ー
 プ
 チ
 
-
 
宮
古
 -
 、
 プ
 チ
 、
 ニ
ガ
イ
一
八
重
山
）
な
ど
と
よ
 
  

託
宣
や
祈
り
の
言
葉
を
さ
し
、
こ
の
「
 呪
薦
 文
字
」
は
次
に
「
 叙
 事
 文
字
」
に
展
開
し
て
い
く
と
す
る
。
こ
の
叙
事
的
性
格
を
特
 
徴
 と
す
る
叙
事
的
な
 

「
文
学
形
態
」
は
奄
美
の
 
々
ガ
レ
 歌
や
沖
縄
の
ク
 
エ
 ー
ナ
、
 ウ
モ
 イ
、
 オ
モ
ロ
、
テ
ィ
ル
 
か
 な
ど
が
そ
れ
に
相
当
し
、
こ
の
「
叙
事
 文
学
」
は
そ
の
後
 

に
 続
く
琉
歌
、
 
島
歌
 、
ク
イ
チ
ャ
 
L
 
 な
ど
の
「
 拝
情
 文
学
」
の
 
発
生
の
母
体
と
な
る
と
す
る
。
外
間
寸
善
「
南
島
文
学
論
」
 

角
 川
 書
店
、
一
九
九
四
 

年
 、
一
六
 セ
頁
 。
 

一
 
3
 一
例
え
ば
、
外
間
 守
善
 、
玉
城
政
美
 編
 
「
南
島
歌
謡
大
成
」
 
一
 @ 
五
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
 セ
ハ
｜
 
一
九
八
 0
 年
な
ど
。
 

一
 
4
-
 
谷
Ⅲ
健
一
「
南
島
文
学
発
生
 ュ
廼
 思
潮
社
、
一
九
九
一
年
  
 

一
 
5
 ）
古
橋
信
孝
「
古
代
歌
謡
論
」
冬
樹
 社
 、
一
九
八
二
年
、
八
 
八
頁
。
 

一
 
6
-
 
古
橋
、
前
掲
 書
 、
九
五
１
元
 セ
頁
 。
 

（
 
7
-
 
古
橋
、
前
掲
 書
 、
一
五
五
頁
。
古
橋
は
「
神
話
は
詰
ら
れ
 る
も
の
と
し
て
祭
の
中
に
あ
る
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た
。
 

し
 か
し
、
祭
の
場
の
 
@
 語
 

表
現
は
神
謡
で
あ
っ
た
。
神
話
は
祭
の
外
側
に
あ
り
、
外
部
の
人
 々
に
理
解
し
う
る
、
つ
ま
り
説
明
的
な
表
現
と
し
て
あ
っ
た
の
 
で
あ
る
」
と
す
る
。
 

一
 
8
-
 
関
根
賢
治
「
神
歌
と
島
 歌
 」
 -
 
谷
Ⅲ
健
一
編
「
 
海
と
 列
島
 文
化
第
六
巻
琉
球
弧
の
世
界
」
小
学
館
、
一
九
九
二
年
一
。
 

一
 
9
 ）
古
橋
信
孝
「
神
話
・
物
語
の
文
芸
 史
 」
 

九
九
二
年
、
五
 
｜
 
一
四
頁
。
 

而
 @
 
 い
う
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
形
態
学
的
神
話
解
釈
 
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
普
遍
性
」
 

や
 、
「
全
体
的
・
創
造
的
解
 
釈
学
 」
、
あ
る
い
は
解
釈
 

の
 諸
前
提
な
ど
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
批
判
 あ
る
い
は
修
正
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
代
の
宗
教
学
に
お
 
け
る
 エ
リ
ア
ー
デ
の
 

諸
理
論
の
重
要
性
と
意
義
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
 。
神
話
解
釈
に
限
っ
て
い
え
ば
現
在
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
を
含
む
 先
行
す
る
神
話
研
究
 

の
種
々
の
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
に
 

替
る
 方
法
論
が
模
索
さ
れ
て
い
 

る
 状
況
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
な
か
、
フ
ラ
ン
シ
 ス
カ
・
 

な
ど
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
神
話
と
歴
史
の
二
分
法
の
ご
と
く
明
瞭
 に
 普
遍
と
特
殊
と
し
て
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
従
来
 
の
 批
判
を
継
承
し
な
 

が
ら
も
、
中
国
に
お
け
る
神
話
と
歴
史
の
関
係
、
自
己
の
ア
イ
デ
 ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
歴
史
的
事
項
が
神
話
的
祖
型
と
し
て
機
能
 
す
る
こ
と
を
、
エ
リ
 

ア
ー
デ
の
存
在
論
を
有
効
な
も
の
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い
る
 田
 Ⅱ
 い
 コ
ロ
㏄
 
い
 い
の
 ア
 0
 巾
い
コ
エ
せ
 

・
二
木
Ⅰ
Ⅱ
 

い
す
 
。
 円
モ
つ
 

。
㏄
 
0
 日
の
上
 
づ
 。
㏄
Ⅰ
肝
の
神
口
口
 

モ
 0
 十
片
ア
。
の
 

ア
 一
コ
 
0
 ㏄
。
 

ま
モ
円
ア
 
0
.
 
ヱ
 -
 
㏄
（
 
0
 ト
 -
 
い
 り
 -
 の
 0
 コ
 ㏄
 
い
 -
 
。
 亡
 ㏄
 
コ
 0
 拐
 ・
。
・
 

-
 
コ
ミ
 セ
 ～
 
卜
 ぬ
お
 
荘
 寒
 い
 
～
 
卜
 。
 荘
 -
0
 
巨
 ・
 ヴ
モ
 Ⅰ
・
㌧
 
い
 片
片
 
0
 コ
い
 コ
 %
 目
 @
.
 
円
レ
 
0
 コ
 一
内
。
Ⅱ
の
 

す
い
ニ
 
0
 片
片
。
㏄
づ
一
 

ニ
 。
 り
コ
巨
 
Ⅰ
 0
 コ
 %
0
 
コ
 

ニ
 コ
ア
ミ
白
モ
㌧
 目
お
 O
f
V
i
r
 

旧
コ
寸
 -
 ）
の
の
の
・
 

っ
 0
.
 
コ
 「
・
 
め
コ
ご
 
。
筆
者
 も
ま
た
、
神
歌
の
宗
教
的
次
元
を
解
釈
し
、
展
開
さ
せ
て
い
く
，
 

つ
 え
で
の
神
話
解
釈
 

に
お
け
る
「
祖
型
」
、
始
源
的
「
存
在
論
」
な
ど
は
有
効
な
も
の
 

で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
る
。
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原
 、
次
二
玉
城
ア
マ
 
ツ
ヅ
、
次
 
ニ
人
言
コ
バ
ウ
 森
 、
次
二
百
里
 
森
 

 
 

数
 万
歳
 ヲ
経
ヌ
 

レ
ド
モ
 、
八
モ
 亜
 レ
バ
 、
神
ノ
 威
 そ
 、
如
何
デ
カ
田
頭
 々
レ
 

何
度
英
人
、
又
、
天
 へ
 上
り
、
人
種
子
 ヲ
ゾ
 、
公
給
ケ
ル
。
 
天
 帝
 、
 宣
 ケ
ル
 

乾
 

爾
ガ
知
 タ
ル
 如
ク
 、
天
牛
二
神
 
多
 -
 
シ
ト
云
ヘ
ド
モ
 、
 可
下
神
 亜
シ
 。
 サ
レ
バ
ト
テ
 
、
黙
止
ス
ベ
キ
ニ
 
非
ズ
ト
テ
 
、
天
帝
 ノ
 御
子
 、
男
女
 ヲ
ゾ
 

 
 

下
絵
。
二
人
、
陰
陽
和
合
 ハ
無
レ
ド
モ
 、
居
処
、
 
並
ガ
故
ニ
、
往
 来
ノ
風
ヲ
縁
 シ
テ
、
女
神
 胎
給
 、
速
二
三
男
二
女
 
ヲ
ゾ
 、
生
絵
。
 
長
男
ハ
国
 
ノ
 

王
ノ
始
也
 。
 是
ヲ
 天
孫
 氏
 ト
骨
 ス
 。
二
男
 
ハ
 諸
侯
 ノ
始
 。
三
男
 
ハ
 百
姓
 ノ
始
 。
一
女
 
ハ
君
 々
 ノ
始
 。
二
女
 
ハ
祝
 々
 ノ
始
也
 。
 某
ヨ
 リ
シ
テ
 ゾ
、
夫
 

 
 

@
-
 

山
下
欣
一
「
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
を
め
ぐ
っ
て
」
 
-
 
前
掲
「
 
日
本
神
話
と
琉
球
 ヒ
 
六
六
頁
。
 

-
 
リ
 ）
ま
た
、
こ
れ
ら
の
史
書
に
記
述
さ
れ
た
開
聞
神
話
は
豊
穣
 の
 浜
側
で
あ
る
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
 ノ
 の
神
話
世
界
と
ど
の
よ
う
な
 
関
 係
 に
位
置
づ
け
ら
れ
る
 

か
 が
こ
れ
ま
で
沖
縄
の
世
界
観
・
 

神
 観
念
研
究
に
お
い
て
盛
ん
に
 

議
論
さ
れ
て
き
た
 
-
 
た
と
え
ば
、
「
法
政
大
学
第
 
セ
 回
国
際
シ
ン
 
ポ
ジ
ウ
ム
沖
縄
 

文
化
の
古
層
を
考
え
る
」
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
な
ど
 ㍉
外
間
に
よ
れ
ば
、
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
 ノ
 の
世
界
や
そ
の
始
源
的
 世
界
か
ら
現
れ
て
 

く
る
神
々
の
方
が
最
も
古
層
の
神
話
的
世
界
観
を
表
す
も
の
で
あ
 
り
 、
ア
マ
ミ
キ
 
ヨ
 ・
シ
ネ
 リ
 キ
 ヨ
 の
神
話
群
は
穀
物
文
化
を
も
 

た
ら
し
た
海
辺
 

-
 
ア
 

マ
ベ
 一
の
定
着
を
物
語
る
神
話
で
は
な
い
か
と
す
る
二
別
掲
 
書
 ㍉
 
こ
の
よ
う
な
柳
田
や
伊
波
以
来
の
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
 う
 な
神
話
が
形
成
 

さ
れ
た
そ
の
起
源
を
探
究
す
る
議
論
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
深
く
 
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

一
 「
宗
教
現
象
学
入
門
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
二
 

二
九
頁
。
 

五
 ）
引
用
は
「
南
島
歌
謡
大
成
」
沖
縄
編
 -
 
山
 -
 、
四
 0
 
二
頁
。
 

@
 
一
島
袋
 源
七
 
「
山
原
の
土
俗
」
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
九
年
 

。
復
刻
版
「
日
本
民
俗
話
大
系
第
一
巻
沖
縄
」
角
川
書
店
、
 

一
九
 セ
 四
年
、
三
二
 0
 

｜
三
 二
一
頁
。
 

-
 
笏
一
 
島
袋
、
 同
 。
 

@
 
一
 
崎
 底
値
 新
 
「
沖
縄
の
年
中
行
事
」
沖
縄
出
版
、
一
九
九
 
0
 年
 、
一
四
セ
 ー
 
一
四
九
頁
。
 

宏
一
山
 横
重
編
 
「
琉
球
史
料
叢
書
」
第
一
巻
、
東
京
美
術
、
一
 

九
七
二
年
、
三
二
ー
三
三
頁
。
「
琉
球
 

因
 由
来
 記
 」
の
「
 柴
ヲ
指
 由
来
」
に
お
よ
そ
次
の
 

よ
う
な
由
来
詣
 
が
 記
さ
れ
て
い
る
。
「
昔
、
 
兼
城
 按
司
の
娘
が
十
 -
 
ハ
 の
時
、
秋
の
八
月
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
れ
を
 金
峰
 と
い
う
場
所
 に
 葬
っ
た
。
三
日
 

後
安
平
田
と
い
う
も
の
が
牛
を
引
い
て
そ
の
墓
の
前
を
通
っ
た
が
 
、
突
然
の
雨
で
そ
こ
で
雨
宿
り
を
す
る
。
そ
の
時
墓
の
中
か
ら
 
手
が
出
て
安
平
田
の
 

髪
 を
つ
か
ん
だ
。
 
鷹
 い
た
彼
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
問
う
た
と
 

@
 
」
 ろ
、
 墓
の
中
ょ
り
「
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
葬
ら
れ
た
の
で
家
の
 も
の
に
知
ら
せ
て
く
 

ね
 」
と
い
う
。
彼
が
そ
の
家
に
い
く
と
 現
 正
三
 タ
 -
 を
呼
び
 葬
 式
 を
す
る
所
で
あ
っ
た
。
安
平
田
の
話
を
聞
い
た
家
人
は
 ユ
 タ
 を
 連
れ
て
墓
に
い
く
 

と
 果
た
し
て
そ
の
と
お
り
娘
は
生
き
て
い
た
。
そ
の
後
、
 

ユ
 タ
が
 外
間
 崎
 と
い
う
 所
 へ
い
き
、
 桑
と
 ス
ス
キ
を
取
り
、
妖
気
を
祓
 

ぃ
 清
め
た
。
安
平
田
 



は
そ
の
 娘
 と
結
婚
し
た
。
こ
の
こ
と
は
王
城
に
も
伝
え
ら
れ
、
 

王
 城
 に
お
い
て
も
、
ま
た
人
家
に
お
い
て
も
 

桑
と
 ス
ス
キ
を
指
す
 
よ
う
に
な
っ
た
」
と
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
由
来
に
関
し
て
多
和
田
真
純
は
 、
 「
 
こ
 れ
を
子
細
に
調
べ
て
見
る
と
、
む
し
ろ
 農
 産
を
予
祝
す
る
年
中
行
 事
 の
一
つ
」
で
あ
 

り
 、
後
世
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
「
沖
縄
 

県
吏
」
第
二
二
巻
、
沖
縄
県
、
一
九
七
四
年
、
八
五
三
頁
。
 

宛
 -
 仲
松
弥
秀
 
「
南
島
の
「
国
見
」
行
事
」
 
宅
 沖
縄
文
化
研
究
 
」
 7
 、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
八
 0 年
 -
 五
頁
。
 

@
-
 
島
袋
狼
 七
 、
前
掲
 書
 、
同
 頁
 。
 

釘
 @
 
 
伊
波
普
猷
「
を
な
り
神
の
島
 l
 」
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
 、
二
九
六
頁
。
 

一
花
 
-
 伊
波
、
同
。
 

（
㏄
 
-
 宮
城
米
 昌
 
「
 
ソ
 ロ
 と
 祭
祀
 ｜
 プ
ー
ル
・
結
願
 
祭
 ・
節
祭
・
 柴
差
｜
 」
 宅
 沖
縄
国
際
大
学
文
学
部
紀
要
社
会
学
科
篇
」
第
二
巻
 
第
一
号
、
一
九
七
四
 

年
 ）
九
頁
。
 

⑨
 -
 仲
松
 、
前
掲
 書
 、
四
頁
。
 

尭
 ）
伊
波
普
猷
、
 

東
恩
納
寛
惇
 、
横
山
重
 編
 
「
琉
球
因
由
来
 記
 」
風
土
記
 社
 、
一
九
八
八
年
、
三
四
頁
。
 

稿
 -
 こ
の
シ
バ
 サ
シ
 の
時
期
が
沖
縄
地
方
の
農
事
 
暦
 に
お
い
て
 年
 替
り
の
時
期
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
 であ
る
。
例
え
ば
、
 
鈴
 

水
圧
崇
は
琉
球
諸
島
の
農
耕
儀
礼
を
時
間
認
識
の
経
過
に
置
き
つ
 
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。
「
琉
球
諸
島
の
各
地
で
は
、
 

旧
 五
・
六
   

に
か
け
て
の
時
期
に
「
年
の
変
わ
り
 目 」
が
あ
り
、
年
間
で
最
大
 の
神
祭
祀
を
営
ん
で
、
再
び
新
た
な
生
産
に
従
事
す
る
と
い
う
 
考
え
が
共
通
し
て
 
存
 

在
し
て
い
る
」
と
す
る
。
鈴
木
正
 宗
 
「
八
重
山
諸
島
に
お
け
る
 
時
 間
 認
識
の
諸
相
」
 
一
 
植
松
明
石
編
「
神
々
の
祭
祀
」
凱
風
 社
 、
一
 九
九
一
年
 -
 四
四
 

五
頁
。
 

一
町
 
-
 宮
城
、
前
掲
 書
 、
三
七
頁
。
ほ
か
に
宮
城
真
治
「
古
代
 沖
 縄
の
正
月
」
 
-
 
大
藤
特
産
・
小
川
 徹
編
 
「
沖
縄
文
化
論
叢
」
第
一
 一
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
 

一
年
 -
 に
も
こ
の
こ
と
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

-
 
㏄
 -
 ま
 ・
田
コ
 
ぃ
 僅
の
 
-
 コ
ミ
 
色
目
連
束
鮒
 宙
 Ⅰ
に
 ま
ミ
 
ん
 %
 ミ
ま
 -
 。
 
プ
い
 
で
 .
 Ⅰ
 

 
 

だ
 S
 さ
 ・
 
円
 ㍉
 
ぃ
 コ
 ム
曲
円
 

。
山
片
Ⅱ
 

っ
 Ⅰ
コ
神
す
の
 

宙
 Ⅱ
①
 
コ
 
り
す
す
 
ド
勾
 0
 の
 
0
 コ
曲
 

Ⅰ
 Ⅱ
 
ド
の
プ
 
①
①
 
僅
 。
 
ヲ
ラ
 
。
ユ
 
%
 一
如
 

コ
ヴ
 0
0
 
オ
ダ
 の
 汀
 Ⅱ
 
ユ
い
コ
僅
 

 
 

簿
コ
僅
 
Z
0
 毛
へ
 っ
ユ
グ
 
巴
あ
臼
 り
 
@
 曲
っ
 
・
Ⅰ
Ⅹ
・
で
で
・
㏄
㏄
）
ー
㏄
㏄
㏄
 

エ
 」
 
ロ
 

 
 

（
 
@
m
 

Ⅱ
 
-
 Ⅰ
 
臼
 @
 
い
 

 
 

一
九
九
六
年
、
一
頁
。
 

一
帖
）
 ま
 ・
 
ロ
 田
 活
 ・
 
ミ
セ
 ～
 
か
さ
 さ
も
 ぎ
ミ
ぎ
 。
 ワ
籠
 

神
歌
 

  



@
-
 

関
根
は
こ
の
よ
う
な
、
神
話
の
短
く
省
略
さ
れ
た
神
歌
に
 関

し
て
、
「
創
世
神
話
の
お
も
ろ
と
同
じ
く
、
昔
、
聖
な
る
始
源
 
の
時
を
歌
い
賛
美
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
す
べ
て
は
聖
な
る
昔
に
起
源
が
あ
っ
 

た
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詞
章
の
全
体
を
聖
化
し
、
祈
願
を
 
成
就
せ
し
め
よ
う
と
 

卸
 

 
  
 

す
る
」
と
す
る
（
関
根
、
前
掲
 書
 、
四
一
九
 ｜
 四
二
 0
 
真
 -
 。
 

 
 
 
 

お
 @
 
 「
南
島
歌
謡
大
成
 ヒ
 沖
縄
編
 -
 正
 -
 、
二
 0
 
七
頁
、
参
照
。
 

一
仏
 -
 
ヨ
 ・
 四
 @
a
 笘
の
・
 よ
 ～
 
鮎
 ）
）
～
 

め
 。
 ロ
 ・
）
 
ト
の
 

@
@
 
 

小
野
重
朗
「
両
日
本
の
民
俗
文
化
Ⅷ
増
補
南
島
の
古
歌
 
謡
 」
第
一
書
房
、
一
九
九
五
年
、
一
七
六
 ｜
 
一
八
六
頁
。
 



高
 長
倉
吉
は
、
沖
縄
の
民
俗
学
・
人
類
学
研
究
に
お
 
い
 て
は
、
地
方
祭
祀
を
強
く
規
定
す
る
発
信
装
置
と
し
て
 0
 
玉
 府
 制
度
の
存
在
 

ほ
 
つ
い
て
の
配
慮
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
 

 
 

時
代
を
経
過
し
て
き
た
 

 
 
 
 

 
 

一
 
2
 一
 

 
 

わ
が
沖
縄
の
場
合
、
歴
史
的
過
程
を
無
視
し
て
民
俗
を
 論
ず
る
こ
と
は
危
険
が
少
な
く
な
い
」
と
、
同
趣
旨
の
 発
 舌
口
を
し
て
Ⅱ
 い
 る
。
十
八
 %
 

 
 

 
 

稿
 で
は
、
沖
縄
の
 、
 特
に
家
レ
ベ
ル
に
お
け
る
祖
先
 祭
 祀
は
 
つ
い
て
、
三
府
制
度
と
の
関
係
に
目
配
り
し
つ
つ
 、
そ
れ
を
歴
史
的
過
程
 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
の
研
究
は
 
、
 主
と
 し
て
民
俗
学
・
人
類
字
の
立
場
か
ら
の
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
 
き
た
。
こ
れ
ら
従
来
の
 

研
究
を
概
括
し
て
み
る
と
、
祖
先
祭
祀
の
民
俗
を
歴
史
過
程
の
中
 
に
位
置
づ
け
て
議
論
す
る
 碍
が
 弱
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
 本
 稿
 で
は
、
沖
縄
の
 

民
俗
文
化
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
 
と
し
て
国
家
制
度
が
存
在
し
た
、
と
い
う
占
に
ま
ず
留
意
す
る
。
 
そ
し
て
、
三
府
 レ
 

ベ
ル
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
状
況
に
つ
い
て
目
配
り
し
つ
つ
、
 
民
 間
 に
お
け
る
特
に
家
レ
ベ
ル
の
祖
先
祭
祀
に
 佳
 点
を
当
て
、
 王
 府
の
力
下
散
政
策
と
の
 

関
連
に
お
い
て
、
そ
れ
が
成
立
し
て
い
く
状
況
を
め
ぐ
る
問
題
に
 つ
い
て
主
に
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
徐
行
事
、
位
牌
祭
祀
、
 
墓
の
成
立
、
十
六
 

日
祭
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
 家
 レ
ベ
ル
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
成
立
 
と
い
う
問
題
は
、
 古
 琉
球
か
ら
近
世
琉
球
へ
の
転
換
と
い
う
 歴
 史
的
背
景
を
考
慮
に
 

入
れ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
 

ハ
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
祖
先
祭
祀
、
三
府
、
 
盆
 、
位
牌
、
十
六
日
 祭
 ，
、
 

沖
縄
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
成
立
 

赤
嶺
政
信
 





沖縄における 祖先祭祀の成立 

一 縁 ギ ス で よ 方 l 行 一 月 で 
4 仏 ン デ 、 は へ バ 事 3 い 葬 

ら 儀 
両 津 あ ク 

    、 l 城 死 
垂   
  
亜 ，ロ、 
車   

も 
    

A 
ど   

  『 か り 尾 
『 み                           敷 

へ 事塁 
が自 

  
は い き ィ文 

入 
を 

阻 
止 
す 
る 

た 
め 
c 
尾 
敷 
    入 

@ T 一 T 口 
c 
横 
た 
え   屋敷 

を 

閉 
  

広   る 

土場 呪 
で 知俳 踊りまい ｜ スー ヌー は う フカ 行わ 六 ,   口目 

@@ Ⅰ ひ @ ね 、 マ 』 も の れ 村 と 

ゆ チ チ の て 海 た の   
棒 る ョ と こ の 。 年 て 

  無 l ウ と み 彼 ヌ 中 も 

  

-
4
-
 

ラ
ン
の
意
味
は
豆
 ル
 霊
に
は
負
け
な
い
ぞ
」
と
い
う
 決
 意
の
掛
け
声
で
あ
る
と
い
う
」
。
な
お
、
ア
マ
ミ
 ダ
｜
 ク
 と
い
う
植
物
は
 、
島
 

陣
を
作
り
、
 刀
や
 ア
マ
ミ
ダ
ー
ク
を
打
ち
振
り
な
が
ら
 
「
フ
ェ
ー
フ
ェ
ー
フ
ェ
ー
ハ
リ
ガ
 ユ
 ー
ハ
ー
 
 
 

ン
ミ
ョ
 ウ
ハ
 ー
ハ
ー
ハ
ー
」
と
く
り
か
え
し
唱
え
る
 

ユ
ー
キ
ャ
ー
モ
ー
で
こ
れ
が
終
る
と
、
神
女
た
ち
は
 外
間
 ソ
 ロ
 側
 と
久
 喜
ノ
 

ロ
 側
に
分
か
れ
一
昭
 -
 ユラ
ン
マ
 ヌ
浜
 一
路
）
「
で
ロ
ム
ロ
 

流
 し
、
 手
に
持
っ
た
ア
マ
ミ
ダ
ー
ク
で
相
互
に
触
れ
な
が
 
ら
 、
大
高
 側
 、
外
間
 側
 

の
神
女
た
ち
が
入
り
乱
れ
て
「
マ
キ
ラ
ン
マ
キ
ラ
ン
」
 と
 大
声
を
出
し
、
ガ
ー
 ェ
 １
 
%
 風
勢
を
上
げ
る
）
を
 し
 た
と
い
う
。
こ
の
マ
キ
 



0
 行
わ
れ
た
。
ク
ー
ヤ
ー
と
は
、
乞
食
の
こ
と
を
 
ム
ヌ
 ク
 ー
ヤ
ー
と
い
う
用
例
か
ら
し
て
も
、
（
乞
う
者
）
の
 意
味
に
解
せ
る
。
 

（
 
5
 一
波
 照
 間
島
で
は
、
盆
の
 ウ
ク
 リ
ピ
ン
（
送
る
 巳
 
の
 翌
日
の
 セ
月
 十
六
日
に
以
下
の
 ィ
タ
シ
キ
 バ
 テ
と
 呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
 

れ
る
。
「
老
人
た
ち
は
、
（
 
昭
 一
宴
を
催
し
な
が
ら
 ニ
ン
 ブ
チ
ャ
ー
天
冠
 仏
 踊
り
一
を
踊
る
。
ニ
ン
ブ
チ
ャ
ー
に
 
よ
っ
て
集
落
に
残
っ
て
 

い
る
悪
霊
を
追
い
出
す
の
だ
と
い
う
。
 宴
と
 踊
り
は
 一
 時
間
ほ
ど
つ
づ
き
、
六
時
頃
か
ら
は
老
人
た
ち
（
男
女
 
一
十
数
人
が
一
団
を
な
 

し
て
、
ド
ラ
、
タ
イ
 コ
 を
打
ち
な
ら
し
、
悪
霊
を
払
う
 歌
を
歌
い
な
が
ら
南
部
落
 中
 を
ま
わ
る
。
と
く
に
、
 北
 部
落
と
の
境
界
で
は
 老
 

人
た
ち
が
一
列
に
そ
ろ
っ
て
一
斉
に
片
足
を
挙
げ
て
、
 
亜
ゅ
 
幸
一
正
を
北
部
落
の
万
に
追
い
や
る
所
作
を
す
る
。
そ
し
 
て
ま
た
部
落
を
ま
わ
っ
 

て
 会
館
に
も
ど
る
。
こ
れ
が
 ム
 ラ
ザ
ー
 レ
 
（
 
村
 凌
い
 一
 で
あ
る
。
家
に
戻
っ
て
夕
食
を
食
べ
た
あ
と
、
ふ
た
た
 
び
 老
人
た
ち
が
会
館
の
 

広
場
に
集
ま
り
、
ド
ラ
を
た
た
き
笛
を
吹
き
な
が
ら
 
獅
 子
 舞
を
舞
う
。
（
 昭
 一
獅
子
舞
は
三
 0 分
 足
ら
ず
で
終
了
 し
 、
八
時
半
頃
に
は
 イ
 

一
 
6
-
 

タ
シ
キ
 バ
 テ
 の
す
べ
て
の
行
事
が
終
わ
る
」
。
か
つ
て
 は
こ
の
日
に
 ウ
シ
ト
ゥ
衆
 と
よ
ば
れ
る
年
寄
り
た
ち
が
 
ミ
 ブ
チ
ャ
天
冠
 れ
 ト
一
を
 

歌
い
な
が
ら
各
家
を
ま
わ
っ
た
と
い
い
、
マ
ザ
 
ム
ヌ
と
 呼
ば
れ
る
霊
が
ま
だ
帰
ら
な
い
で
さ
ま
よ
っ
て
い
る
た
 
め
 畑
仕
事
に
は
出
ら
れ
 

ず
 、
そ
の
 マ
ザ
ム
ヌ
 を
追
い
払
う
た
め
の
行
事
が
 イ
タ
 シ
 キ
バ
 チ
 で
あ
る
と
も
い
う
。
 

こ
 

さ
て
、
 盆
 後
に
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
行
事
に
は
、
祓
い
 
の
 要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
共
通
性
が
見
出
せ
る
が
 
、
問
題
は
祓
 い
 0
 対
 

象
 と
な
る
モ
ノ
で
あ
る
。
 

比
嘉
康
雄
は
、
大
高
島
の
 ハ
 リ
ガ
ユ
ー
ハ
ー
で
祓
い
の
 対
象
に
な
る
の
は
各
家
に
招
か
れ
た
死
霊
以
外
の
モ
ノ
 
で
、
集
落
に
侵
入
し
 

 
 

た
 招
か
れ
ざ
る
悪
霊
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 波
 眉
間
 の
事
例
を
検
討
し
た
上
野
和
男
も
 、
 「
 ィ
タ
シ
キ
バ
ラ
 
0
 行
事
は
各
家
庭
で
 祀
 

ら
れ
る
正
当
な
先
祖
以
外
の
先
祖
、
す
な
む
ち
盆
を
す
 
ぎ
て
も
集
落
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
悪
霊
、
す
な
む
ち
 
無
 一
 
緑
の
先
祖
を
集
落
か
ら
 

 
 

べ
 、
マ
ザ
 ム
ヌ
 を
正
当
な
祖
先
と
は
区
別
さ
れ
る
死
 毒
 立
 と
捉
え
て
い
る
。
知
人
 厄
   



沖縄における 祖先祭祀の成立 

村
の
 ヌ
ー
バ
レ
ー
の
報
告
者
が
施
餓
鬼
の
一
種
と
し
て
 い
る
の
も
、
同
様
の
立
場
と
言
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
 宣
 教
師
が
観
た
十
八
世
紀
 

中
葉
の
盆
の
 ウ
 ー
ク
イ
は
 、
ム
フ
 
日
の
我
々
の
感
覚
と
は
 遠
く
隔
た
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
悪
霊
・
無
縁
の
死
霊
 
が
 対
象
に
な
っ
て
い
る
 

と
 解
す
れ
ば
納
得
が
 い
く
 。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
 で
 納
得
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
 

ま
ず
大
高
島
の
事
例
に
つ
い
て
。
筆
者
も
島
の
人
か
ら
 比
嘉
と
同
様
の
説
明
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
一
万
 
で
は
次
の
こ
と
に
も
 

注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
高
島
で
は
、
盆
の
 
ウ
 ン
ケ
ー
 と
ウ
 ー
ク
イ
の
儀
礼
お
よ
び
死
者
の
年
忌
儀
礼
 な
ど
は
日
が
暮
れ
る
 前
 

に
 済
ま
す
習
わ
し
で
あ
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
 
古
 者
 は
、
「
グ
シ
ョ
ー
ン
チ
ュ
 
一
 
後
生
の
人
Ⅱ
死
霊
）
は
 ウ
 ト
ゥ
ル
 サ
 ム
ン
 
一
恐
 

い
存
色
 
だ
か
ら
夜
の
 ウ
 ト
ゥ
イ
 ム
チ
穣
 色
は
し
 な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
 ウ
 ト
ゥ
ル
 サ
ム
ン
 で
あ
れ
ば
 、
最
初
か
ら
招
待
な
ど
 

し
な
け
ば
い
い
の
に
、
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
 う
な
組
師
が
生
じ
て
い
る
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。
 
そ
 の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
 

盆
に
 訪
れ
る
霊
に
本
来
的
に
悪
霊
と
正
当
な
祖
霊
と
の
 区
別
が
明
確
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
容
易
で
な
 
い
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

事
例
 一
工
 
）
で
、
宣
教
師
の
質
問
に
当
事
者
た
ち
が
窮
し
 て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
反
映
し
て
い
る
 と
 考
え
る
こ
と
も
で
き
 

よ
う
。
石
垣
 博
 孝
は
石
垣
島
宮
長
村
の
 イ
タ
シ
キ
バ
ラ
 ほ
 つ
い
て
、
「
 
宮
良
 で
は
以
前
か
ら
、
精
霊
送
り
の
 翌
 日
は
 、
三
日
間
も
祖
霊
 

と
一
緒
に
過
ご
し
た
こ
と
で
あ
り
、
気
を
し
っ
か
り
 持
 た
な
い
と
 シ
コ
 マ
キ
 
一
精
 
負
け
）
し
て
グ
シ
ョ
ウ
一
役
 生
 、
冥
界
）
 へ
 引
か
れ
 

て
い
く
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
村
人
た
ち
 は
ド
ラ
 や
太
鼓
を
た
た
き
、
声
を
か
け
合
っ
て
集
ま
っ
 た
 。
シ
ョ
ウ
マ
キ
し
な
 

 
 

い
た
め
に
も
仮
睡
や
午
睡
、
単
独
で
の
外
出
行
為
一
泡
 や
山
へ
行
く
こ
と
な
ど
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
」
と
 

報
 告
 し
て
い
る
が
、
こ
の
 

事
例
の
 イ
タ
シ
キ
 バ
 テ
 は
、
い
わ
ゆ
る
無
縁
の
モ
ノ
の
 み
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
 る
よ
う
に
思
え
る
。
 

次
に
、
た
と
え
上
記
の
諸
儀
礼
の
対
象
が
祖
霊
と
は
 
別
 の
 悪
霊
や
無
縁
の
死
霊
に
限
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
 
ほ
ど
大
が
か
り
な
 祓
 

い
の
儀
礼
が
盆
後
に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
に
注
目
せ
ざ
 る
を
え
な
い
。
大
高
で
は
 ソ
 ロ
が
関
与
し
て
い
る
し
、
 ヌ
ー
バ
レ
ー
 や
イ
タ
シ
   



1
 
 盆
の
普
及
 

へ
 
池
間
民
族
）
と
自
称
す
る
宮
古
の
池
間
島
や
伊
良
部
 
島
 の
 佐
 長
浜
部
落
、
平
良
市
の
西
原
部
落
に
は
益
行
事
 
が
な
れ
お
る
 ぃ
 は
 

わ と て 国 山 ん が お 焦 っ キ 
っ 筆 述 仏 男 の 事 で 、 い 縁 て バ 
て 者 べ 壇 は ア 倒 く 令 て の い う 
み は て の ン 丁 る 日 は死 る も   " 一 占 一 上の力しいる，、、 村 -@-l 前で 「仮装 ガマ ） 一 ま ず は のよ 施餓 幸一正 に " も こ 

王 
諸 " お し は " で ぅ 完 封 江 あ 

府 
事 と れ て 、 盆 あ な が す 目 げ 

と 
例 い の み エ 後 る 超 行 る す て 
か ラロり の イ に 。 世 わ 祭 べ の 

イ ヨく " ' 。 " ら す サ 行 伐 れ 祀 き 行 
、 は る か @ わ 的 な は で 事 

盆 た 。 さ 司 れ に い 村 あ で 

の し 変 、 様 る 存 と 落 る あ 
続 い レ 。 る エ イ 本義 て 、 声 な 面を 粗 に す ぅ べ 上 。 

る 点 ル 野 こ 

ひ は で 和 の     
の 北 れ 波 も 

制 で て 昭     
と そ る の 餓 
し う こ 事 鬼   て に と 例 が 

る 沖 は に に 付 
  纏 む 着 関 け 

に い 目 し 足 
お が し て し 

ム ク い " て " で 
て 正 い 正 し 
ど 肖 る 当 か   の な が な な 
時 祖 、 阻 い 
代 先 そ 先 と 

死   に の の に す 
  

  て る今 成立 祭祀 指摘 対す 

す る は る 日 
る 担 事 祭 の 

@ 0 つ 要 祀 我 
か て で は 々 

、 い お 家 の 感覚 といろうる家 単位 

ぅ と 。 で と 

ど て 。 遠く 問題し， 、つ 家学 行わ     
だ 八重 」 う りし 柳田   

(60) 60 



㎝
た
こ
と
も
わ
か
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

さ
ら
に
、
「
八
重
山
鳥
諸
記
帳
」
の
中
に
 、
乾
 隆
三
三
年
ニ
セ
 六
 
と
の
出
来
事
と
し
て
「
生
島
近
代
 
迄
 百
姓
等
父
母
 2
 

位
牌
を
竪
 
 
 

 
 

 
 

 
 

湘
跡
 弔
ひ
旭
丘
 セ
月
 二
八
月
 之
 祭
礼
不
相
知
 辺
 官
臭
 肝
煎
を
以
大
地
中
立
離
々
道
下
知
れ
た
し
位
牌
堅
石
窯
 乱
 さ
せ
孝
行
 乞
 道
を
勲
功
に
 

  
  
の す 
f;  な 
導 わ 
に ち 

よ 伊 
る 高士 

0 で   
で   

あ 十   
た 世 
こ 糸目 

と の 
が 後 
わ 半 
か に 

る な   
な て 
お は   

めて 盆 「神工」 

    
」 で 

と あ 
で り 

」 そ   
は 工 人物 

  
牌 意   
並 目 を 

及 受 
に け 
も た 
係 地 
わ 万 
つ ヰ受 

受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
盆
に
迎
え
ら
れ
る
 祖
霊
を
指
す
の
に
、
沖
縄
固
有
で
は
な
い
 
ソ
 ー
ロ
ー
（
 精
 幸
一
正
）
系
の
用
語
が
多
 

円
 さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
が
、
文
献
史
料
に
 よ
っ
て
そ
れ
が
確
認
で
き
る
事
例
も
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
「
球
陽
」
 巻
 十
六
間
 穆
 三
三
十
年
一
一
七
八
 二
の
条
に
、
「
五
月
十
七
日
、
名
嘉
村
親
雲
上
の
善
 
行
を
 褒
奨
す
 」
と
し
 

て
 、
以
下
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
 

与
 名
城
郡
併
託
 村
は
 、
 原
 来
、
忌
辰
・
節
祭
 並
に
 挙
行
 せ
ず
。
土
居
五
年
、
平
安
座
付
前
者
嘉
村
親
雲
上
、
南
 
風
捷
に
任
 ず
る
 

の
時
、
両
総
地
頭
、
 其
 れ
な
し
て
伊
井
村
下
知
役
た
ら
 し
む
。
 名
 嘉
村
、
 屡
 ：
其
の
村
に
往
き
て
以
て
教
示
を
 加
ふ
。
 又
 時
に
男
 

友
を
嘆
美
 し
、
 嘱
し
て
日
く
、
子
孫
た
る
者
、
父
祖
の
 忌
辰
 併
 び
に
節
祭
の
礼
を
知
ら
ず
ん
ば
 、
足
 れ
入
問
の
 本
心
を
滅
し
、
 誠
 

に
 然
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
と
。
（
略
）
百
姓
漸
次
感
発
し
 、
 是
の
歳
 セ
月
 、
始
め
て
盆
祭
を
行
 ひ
、
 （
略
）
。
 
名
嘉
 村
 、
己
の
資
を
折
 

貴
 し
掛
物
神
主
 セ
 十
一
軸
を
設
 遣
 し
て
、
各
人
に
分
与
 す
 。
 此
 れ
よ
り
 正
 ・
 セ
月
併
 び
に
忌
辰
・
佳
節
に
逢
ふ
 毎
に
 、
 即
ち
祭
祀
 

 
 

を
行
 ふ
 （
略
）
。
 

近
年
ま
で
な
か
っ
た
）
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
平
敷
 
全
治
 は
 、
一
九
六
七
年
に
氏
が
 久
 高
島
を
訪
ね
た
際
に
 、
 島
の
古
老
か
ら
も
と
 

 
 

も
と
島
に
は
盆
祭
が
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
 る
 。
沖
縄
に
お
け
る
 益
 行
事
が
け
っ
し
て
固
有
の
文
化
 で
は
な
く
、
あ
ら
た
に
 



と
あ
る
。
「
書
役
男
女
 喧
雑
 往
来
下
葉
」
と
あ
る
の
は
、
 朝
鮮
漂
流
民
が
み
た
盆
の
状
況
に
連
な
る
も
の
で
あ
 
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
琉
球
因
由
来
 記
 」
 二
セ
一
 三
年
、
以
下
で
 
は
 「
由
来
記
主
番
一
の
「
王
城
 
之
 公
事
」
に
 、
セ
 月
に
天
 王
 寺
と
天
界
 手
 で
催
 

年 目 な 先 人 
@ 」 @ し   2 や 意 楽 の 

末 の ゑ が 王 四 盆 味 祀 指 
流 記 者 国 富 セ セ 王 や な の 導 
し 事 、 の に 月 八 部 彼 も 対 @ こ 

送 十 年 の 
たよ 冊り                                     
封 し 填チの 。 日 琉 ど 同 な て 

が じ る 広 球に 使部 て 、 巷 め 如し 居民 諸 挙 更 位 ま 

汝 干 に   、 寺 刹 が 料 牌 っ 

森 五 % 鼓 男 刺 青 つ め や て 

の せ る の 子 瞳 し て 中 盆 い   た朝 「 使 細末 財 。 様も 少 の きを 

琉 に 初 市 仕 進 鮮 
タト 叫犬 

な い 「 島の況 
球 す を た の る 漂 こ 中 担 が 
録 で 駄 我 者 。 流   と 菖 先 あ 

に 載 が を 或 民 も 式 祭 っ 

に 王 し 国 選 い は 指 」 祀 た 
は 都 宮 と び は 王 摘 め アテ こ 

" 首 に 同 " 彩 那 し 項 事 と 

て が も が 

お あ 、 わ 
き っ 役 か 
た て 入 る   

。 わ 指 さ 

ゆ 専 ら 

る で に 
午 も こ       雑 着 を を 中 っ の 

戯 け 用 次 行 て 史 
事 普 料   のよ 設 笛をを っ。 , が 及 は   く 攻 具 う 書目 し 、   

。 き の に 
十ふ さ て 先 

国 鞍 上 記   
王 を に 録 
臨 河 入 し てく『 い事球 
観 ち 形 て る 実 陽 
す て 及 い が が 』   。 王 び る 、 確 の 
故 宮 島   そ 認 史 
ほ ほ 獣   男 詣 だの 

こ で 料 
に き と 

女 る 形 は る 同 
往 。 を 正 京 様 

一五二 往来下 き 笛 作 月 で に 

林武 " パ - "' "" て は り   千 重   
親 裁   大 要 祖 

係 数 
わ 導 
る Ⅰ 戻 

正 故 
月 末 
ナ 々 

コ "'  "  ウヨ "' ' 三 

忌 セ 無僻 日、 
月 十目 

の 勤 

  
候也盆 一 、 束 正一 1 
月 」 
と と 

八 あ 
月 る   
破 こ 

岸 こ 

の で   
と ， つ 

だ と正、 「 
予 セ 
悪 月 

さ 二   
る 月 
の 之 
で、 祭     
重 と   
諸   
晶 文   
お か 
い ら 

て し 
も て   
盆 祖 

九禁 行事 

が - 市 巳 

セ 几 又 に し 

  



  
権 のの 官戸 凌 
妄 説 い 

能 に な 
と 従 ど     
ぅ @ ま ・ ぼ 
こ " 掃 

  

  
。 陳侃 芸能で 「首里 

観た あった・那覇 が   
犠 上皇 
高 や 能 

年忌 くなる が 「月奏 

。 大 の 

色堅謹 
て は で 

そ 、 あ 
れ 棟 っ   

、 の と 

朝 い 阪 
鮮 う 定 
漂 「 し 
流 排 た 
民 塵 う 

が 」 ぇ 

託 と で 
す 同 地 

  

  
趣 が 
旨 な 
と れ   
た は 
芸 域 
熊 倉 
で で 
あ あ 
つ る 

た が     
と 佛 
に 塵 
国 を 

  
付 き   
」では う 

な と   

意味 ったか う   で 

解釈 」 塵 「 
で 

に き 

」 え こと @ る 

わ す 
る れ 
と、 ば 

八 そ 

重 こ 

出 で 

の 演   
タ ら 
シ れ 

キ た 
バ 士 ム 
ラ 首邑 

で が 

は 祓   
井 を 

さ
れ
る
先
王
・
 
先
 妃
の
年
忌
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
 が
 、
そ
の
中
に
「
（
略
）
 此
四
ケ
日
 、
首
里
・
那
覇
 之
躍
 リ
ア
リ
。
 

但
 下
番
 ノ
 

 
 

来
 赤
頭
、
月
音
大
鼓
位
地
。
 

一
此
義
 往
古
 ヨ
り
有
之
哉
 ）
 満
 敬
之
 時
 、
有
施
餓
鬼
（
略
）
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
 ぅ
 
「
首
里
・
那
覇
 之
 

り
 」
や
「
貝
香
大
鼓
」
は
 、
い
 か
な
る
種
類
の
芸
能
で
 あ
っ
た
の
か
。
 

-
 
別
 -
 

池
 宮
正
治
の
指
摘
に
 ょ
 れ
ば
、
「
 魏
姓
 未
到
 巴
 
の
数
十
 哲
 高
嶺
親
方
の
記
事
か
ら
、
王
家
の
寵
愛
を
受
け
た
 
魏
 十
哲
 が
 、
 康
 堅
二
 

年
 
二
七
 0
0
-
 
の
 セ
月
 十
五
日
に
は
三
世
子
 尚
純
 ょ
り
 、
 同
じ
く
十
九
日
に
は
 尚
益
 よ
り
「
 看
劇
 」
を
た
ま
 わ
り
、
翌
年
も
七
月
 

五
日
に
は
 尚
純
 よ
り
、
ま
た
同
じ
く
 二
 0
 日
に
は
 尚
益
 ょ
り
「
 看
劇
 」
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
玉
城
朝
薫
に
よ
っ
て
 

踊
が
 初
演
さ
れ
る
の
は
両
敬
七
年
二
七
一
匹
で
あ
る
 か
ら
数
十
哲
 が
 見
た
こ
の
劇
は
、
組
踊
そ
の
も
の
で
 
は
な
 い
 こ
と
に
な
る
 

踊
 奉
行
と
い
う
役
職
は
、
本
来
国
王
や
王
妃
の
年
忌
の
 
た
め
の
「
踊
り
」
を
行
う
た
め
の
統
括
役
と
し
て
臨
時
 
に
 任
命
さ
れ
た
の
が
 

ま
り
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
年
忌
は
「
由
来
訪
」
か
ら
 
も
 知
れ
る
よ
う
に
、
七
月
に
催
す
の
が
慣
例
で
あ
っ
 
た
と
い
う
。
し
た
が
 

て
 、
塊
土
 哲
が
 招
待
さ
れ
て
観
た
劇
は
年
忌
の
芸
能
で
 あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
池
宮
の
見
解
で
あ
る
。
 

 
 

こ
の
年
忌
の
芸
能
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
 陳
仇
め
 「
 
使
 琉
球
 録
 」
の
中
に
「
七
月
二
十
二
日
、
ま
た
宴
を
 も
つ
け
た
。
 
排
塵
 

 
 

名
付
け
ら
れ
た
 
-
 
傍
点
引
用
者
こ
と
あ
る
の
は
看
過
で
 き
な
い
。
 

陳
侃
が
 琉
球
に
滞
在
し
た
年
は
一
五
三
四
年
 
で
あ
る
。
細
か
な
 説
 明 と っ 始 。 組 十 九 躍 家 



作
っ
て
ま
つ
り
 念
 佛
の
伴
奏
に
よ
っ
て
踊
り
、
そ
の
 亡
 霊
 を
な
ぐ
さ
め
る
と
い
っ
た
行
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
 
と
い
う
説
明
を
 

う
え
で
、
「
其
屋
二
人
形
」
と
朝
鮮
漂
流
民
の
記
録
の
 
「
其
の
上
に
人
形
及
び
鳥
獣
の
形
を
作
り
」
と
の
類
似
 、
ま
た
「
茶
屋
 

が
 
「
由
来
 記
口
 記
載
の
先
王
・
元
妃
の
年
忌
儀
礼
に
も
 登
場
す
る
事
実
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
。
 

以
上
、
知
名
の
指
摘
に
従
え
ば
、
年
忌
や
盆
に
お
け
る
 
そ
れ
ら
の
「
芸
能
」
は
風
流
と
し
て
の
念
仏
踊
り
そ
の
 
も
の
で
あ
っ
 

に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
今
日
の
盆
の
 エ
 イ
サ
ー
の
 原
 形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
知
名
の
見
解
で
あ
る
。
 

古
い
時
代
の
盆
の
芸
能
が
念
仏
踊
り
の
系
統
だ
と
い
う
 事
実
は
重
要
で
あ
る
。
知
名
の
引
く
大
橋
の
「
亡
霊
 
を
 な
ぐ
さ
め
る
 

と
い
う
説
明
に
も
あ
る
通
り
、
芸
能
と
し
て
の
念
仏
踊
 り
の
も
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
踊
り
念
仏
は
「
死
霊
・
 
怨
霊
（
御
幸
一
正
）
 

を
目
的
と
す
る
呪
術
と
結
合
し
て
 し
 
十
八
Ⅰ
 

こ
 」
と
い
う
指
摘
 が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
森
恵
子
も
「
全
国
各
地
に
伝
 
示
 さ
れ
て
い
る
 

能
は
 、
現
在
で
は
「
念
仏
」
と
な
ん
ら
関
係
の
な
い
サ
一
五
 
能
 の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
あ
ら
ゆ
る
 災
害
の
根
源
に
 な 民 の 午 千 た を 引 

る 俗 鎖 車     上 ユ い 

と 芸 魂 」 と 
  

た 

こ
の
こ
と
は
、
次
の
知
名
宝
寛
の
指
摘
に
も
見
合
う
も
 
の
で
あ
る
。
 

大
橋
俊
雄
の
「
踊
り
 念
佛
 」
や
五
来
車
 の
 
「
 
踊
り
念
仏
」
を
参
照
し
つ
つ
、
「
由
来
話
」
の
記
す
 先
 王
の
年
忌
の
様
子
も
 

含
め
て
そ
の
当
時
の
盆
の
あ
り
よ
う
が
日
本
中
世
の
念
 
仏
 踊
り
と
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
 
い
ろ
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 看
 

聞
 御
記
」
の
 孟
蘭
 盆
会
に
つ
い
て
の
次
の
ふ
た
 っ
 の
 記
 事
 を
ま
ず
挙
げ
る
。
 

「
抜
山
村
会
 佛
 捕
物
荷
風
流
。
畠
山
六
郎
ユ
 ノ
ノ
 演
台
 職
人
礫
 ノ
鉢
ヲ
作
 」
 

「
石
井
 念
佛
拍
物
ム
 「
 
夜
 荷
風
流
。
茶
屋
を
立
。
其
屋
二
人
 形
 喝
食
。
金
打
あ
や
つ
り
て
金
を
打
 舞
 。
 某
外
 異
形
風
 流
等
有
之
 」
 

ひ
と
戸
た
 

そ
し
て
、
大
橋
俊
雄
の
「
当
初
は
（
中
略
）
畠
山
六
郎
 重
保
 の
す
が
た
を
藁
で
人
の
形
を
か
た
ど
り
作
っ
た
 と
 い
う
よ
う
に
、
人
形
を
 

  

る
 
「
国
王
が
 
臨
観
 す
る
 雑
戯
 」
や
冊
封
使
部
 汝
森
 に
観
 た
 
「
 書
夜
 男
女
宿
 雑
 」
に
連
な
る
の
で
は
な
い
か
と
 予
 恕
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

6
 



沖縄における 祖先祭祀の成立 

事 の にの " 盆っ あ 寺 " 
記 何 で た 天 
事 故 れ が 王 

はこえ康 そとば 煕、 幸 
れ さ ゥ セ 天 
似 ら l 年 界 
上 に ク 攻 守 
に 施 ィ 後 に 

に お 
無餓 規 鬼送は 一     
で と り 十 て 
き い 一 五 生   

。 三五 口コ 六 @ に え 
な る 天 が 
円 か 界 行 
い と 寺 わ 
て 居 、 で れ 

い わ は 、 

る れ 十 円   
が   ほ で 

問 だ 施 は 
題 と 餓 翌 
で す 鬼 十 
あ る が 四 
る と 子う 日ヨ 

。 ウ わ に 

さ l ね 、 
ら ク て 夫 
に イ い 王 
    る ⑳ 寺 

同 行 。 で 

じ 事 十 は 
く あ 四 白 
『 る 日 く 

白 い あ は 
来 は る 十 
記 盆 い 四 
し 行 は   
の 事 十 干 
伊 全 五 五 
仁 体 日 日 

島 を は の 
の 示 、 両 目 益 で 行すの 今日 

65 (65) 

「
由
来
 
記
 」
の
「
王
城
 之
 公
事
」
の
益
行
事
は
、
「
御
旅
 餓
鬼
 2
 車
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
 ば
 、
十
三
日
に
円
覚
 

た
 可
能
性
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
 
筆
者
の
発
想
で
あ
る
。
そ
の
仮
説
は
次
の
こ
と
か
ら
も
 
補
強
さ
れ
る
。
 

し
た
際
に
は
、
ム
コ
日
の
よ
う
な
祖
先
崇
拝
と
し
て
の
性
 
格
 よ
り
も
、
む
し
ろ
亡
霊
の
鎮
魂
や
施
餓
鬼
的
な
も
の
 
に
 正
眼
が
置
か
れ
て
 ぃ
 

三
府
レ
ベ
ル
の
盆
や
先
王
の
年
忌
に
お
い
て
、
念
仏
踊
 
り
 系
の
芸
能
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
 
、
三
府
が
盆
を
受
容
 

ン
ダ
ラ
ー
エ
宗
太
郎
一
芸
能
が
混
在
し
た
か
た
ち
に
な
 
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
る
Ⅰ
 

遊
行
者
が
沖
縄
に
や
っ
て
き
て
い
た
と
想
定
で
き
る
と
 
い
う
（
そ
の
時
点
で
、
念
仏
踊
り
系
の
ニ
ン
フ
チ
ャ
ー
 芸
能
と
方
寸
 系
の
チ
ョ
 

別
個
の
も
の
で
あ
る
と
玉
帳
し
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 す
で
に
十
六
世
紀
ま
で
に
 
ニ
ノ
 ブ
チ
ャ
ー
芸
能
を
担
 ，
 
っ
 「
念
仏
聖
」
の
よ
う
な
 

な
 遊
行
者
が
当
時
の
琉
球
に
も
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
 
,
 
つ
 

「
由
来
 
記
 」
に
は
、
琉
球
の
念
仏
は
、
一
六
 0
 三
年
か
 ら
 一
六
 0
 二
八
年
ま
で
琉
球
に
滞
在
し
た
 
袋
 中
上
人
 

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
池
宮
正
治
は
、
 

ら
袋
 中の
浄
土
 倉
 仏
 と
今
日
の
エ
イ
サ
ー
芸
能
に
系
譜
的
に
繋
が
る
 
ニ
 に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
 

シ
 フ
チ
ャ
ー
芸
能
と
は
、
 

信
じ
ら
れ
た
御
霊
 
宰
几
垂
 巴
を
鎮
め
る
た
め
に
、
 
詠
 
唱
 念
仏
に
合
わ
せ
て
踊
ら
れ
た
踊
り
念
仏
が
原
形
と
お
 
も
わ
れ
る
ま
 ァ
足
 

こ
 ,
 帝
 

-
 
四
 -
 

り
 念
仏
を
民
間
に
流
布
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
全
国
各
 地
を
遊
行
し
た
 聖
 た
ち
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
 お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
 



「
球
陽
」
消
散
三
十
七
一
一
七
二
匹
年
の
条
に
 

、
 王
の
 年
忌
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。
 

  

る 受 の そ は 申 寅 
る Ⅰ閑地 2& に が容盆れ盆 他色 伊 

達 官 、 さ は が 行 」 頭 注 
づ 正 こ れ 親 お 事 と 々 島 
け 治 の て し そ を い 老 で 

、 は 伊 い い ら 行 う 人 は 相談 本来 七 組 江島 るの 祖先 く先 突 う 。す 「 
そ 踊 の で の 雪 礫 な ヲ 月 

  十一日 亡 れが が七月 盆の事 ある。 霊を迎 のせい となっ 伊 わち 以、煩 
霊 に 例 施 え だ た 江 敷   

の上で 慰演は鬼 餓 てとの 相判 が                       

                        さ 煩 「 

万包 

わ 的 

っ た 

て こ 目に   
の と 

中   
  
能 ち 

に の           礼 最 侍 っ た 餓 二 
て 事 で 抑 圧 て い 鬼 年 
い 実 あ に 島 、 0 位 甲 

で が 

あ 坂 元 3 

る 。 定に すみ 盆 
だ る た の 
と 施 よ 空 
す 餓 う 容 
る 鬼 に 
と 的 " 

、 あ 民 
王 る 間   
の は 盆 
盆 亡 行 
に 霊 車 
つ め は 
い 鎮 王 
て 魂 府 
0 を の 
親 玉 指 
食 俸 導 
に と に 

変 す ょ 

化 る つ 

が 盆 て 

普及 生じ では 

た も し 
こ ち て 
と ろ い 

に ん っ 

な な た 
る く も   
" 儒 と 

そ のに 教子 想 
点 色 さ 

に ど れ 
つ ら る   
て た そ 
険 阻 め 
討 九 場 

し 祭 合 
て 市日 の 
み と 盆 
た し は 
い て 、 

。 の 筆 
盆 者 



 
 

 
  
 

 
 
 
 

ぶ
治
 改
革
の
路
線
上
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
 。
 

豊
 見
山
和
行
も
羽
地
朝
秀
以
降
の
王
威
祭
祀
の
展
 
開
を
検
討
し
、
「
三
府
 は
、
十
 

 
 

 
 

 
 

哺
セ
 世
紀
の
後
半
か
ら
円
覚
寺
、
天
王
寺
、
天
界
 寺
 、

宗
元
 寺
 、
龍
 福
 寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
先
王
神
工
 を
 秩
序
化
し
、
三
府
の
年
中
儀
 

  
は っ 

「 て さ 
近 ---  て 

性 セ そ 
琉 二 こ 

球 九 で 

牡 牛 問 題 は 全高 に な 
構 る   
築 と 王 
の 「 府 
た 先 レ 
め 王 べ 
の を ル 

一 % に 

環 漬 お 
と す い 

し 、 て 
て 礼 こ 

粛 は れ 
正 ヲ目 ま 

の ざ で 

射 る 盛 
家 な ん 
ぼ り に 

な 」 行 
り ⑧と ね 
」 認 れ 

と 識 て 
し さ き 

て ね た 
い る 年 
る よ ， 忌 
が ぅ や 

、 に 盆 

た な の 
し っ 儀 
か た 礼 
に か 形 
こ と 態 
ね い が 

@ う " 
羽 こ い 

地 と か 
朝 で な 
秀 あ る 

似 る 背 景 来の が 知 

政 客 あ 

  

何
冊
を
按
ず
る
に
、
先
王
 祭
斯
 の
 年
、
 セ
戸
 盆
中
 
-
 
十
 三
日
よ
り
十
五
日
に
至
る
 、
 俗
に
 盆
中
 と
叫
ぶ
）
法
堂
 に
 於
て
 、
 盛
り
 

て
察
品
を
具
へ
て
奉
祀
 し
、
之
 れ
を
立
御
茶
屋
と
 謂
，
 
っ
 。
是
の
時
、
歌
絃
を
善
く
す
る
者
を
召
集
す
る
の
 
外
 、
家
来
赤
頭
・
 供
 

役
 、
皆
伐
す
る
の
時
、
春
大
鼓
（
戯
名
）
を
為
し
て
、
 
以
て
興
を
神
主
に
供
す
る
有
り
。
 
又
 奇
巧
の
燈
を
点
 じ
 、
通
夜
昼
の
如
 

し
 。
是
の
年
に
至
り
、
議
題
し
て
、
香
案
蝋
燭
を
除
く
 
の
外
、
百
燈
は
二
更
に
至
れ
ば
、
則
ち
 之
 れ
を
滅
す
。
 歌
 絃
及
び
 春
 大
鼓
 

 
 

の
 戯
は
 、
足
 れ
先
王
を
襄
漬
す
 、
 礼
に
非
ざ
る
な
り
。
 乃
ち
裁
去
す
 。
 

す
な
ね
 ち
、
 歌
絃
 や
春
太
鼓
が
、
こ
の
年
に
な
っ
て
 先
 正
を
 襄
 漬
す
る
礼
に
非
ざ
る
も
の
と
し
て
取
り
や
め
 
と
な
り
、
「
 百
燈
 」
 も
 

簡
素
化
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
「
礼
に
非
ざ
る
 」
と
い
う
「
 礼
 」
と
は
お
そ
ら
く
儒
教
的
な
意
味
で
の
 

「
 
礼
 」
で
あ
ろ
う
。
 こ
 

の
 記
事
よ
り
十
六
年
前
の
「
由
来
 記
 」
の
年
忌
の
記
載
 に
は
、
「
首
里
・
那
覇
 之
躍
 リ
ア
リ
」
と
あ
っ
た
が
、
 そ
れ
も
こ
の
年
に
禁
止
 

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
由
来
話
」
に
お
け
る
 盆
の
記
述
に
は
朝
鮮
漂
流
民
や
冊
封
使
が
か
っ
て
 
観
 た
 盆
の
状
況
へ
の
言
及
 

は
な
い
の
で
、
年
忌
儀
礼
に
先
だ
っ
て
そ
れ
は
廃
止
と
 
な
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
先
述
の
通
り
 
、
年
忌
に
お
け
る
「
 首
 

里
 ・
那
覇
 之
 躍
り
」
や
「
月
奏
大
鼓
」
が
、
朝
鮮
漂
流
 民
や
冊
封
使
 部
汝
森
 が
見
た
盆
の
時
の
行
列
や
「
 雑
戯
 
・
「
 
喧
雑
 」
に
連
な
る
 

も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。
 



-
3
-
 

平
敷
台
 治
 に
よ
れ
ば
、
沖
縄
に
お
け
る
位
牌
 

た
と
い
う
。
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
 

先
 祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
位
牌
は
 

陽
 」
や
「
八
重
山
烏
諸
記
帳
」
な
ど
の
史
料
に
 

き
る
。
 

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
位
牌
が
普
及
す
る
以
前
 

あ
る
。
酒
井
卯
作
は
、
旧
家
の
神
棚
に
 ク
バ
 の
 

代
 的
な
も
の
と
し
て
祭
祀
の
対
象
に
し
て
い
た
 

の
 受
容
に
は
、
十
五
世
紀
以
降
に
日
本
本
土
か
ら
や
っ
 
て
き
た
臨
済
僧
の
影
響
が
あ
っ
 

て
は
、
王
家
を
は
じ
め
有
力
な
士
族
家
も
菩
提
寺
を
有
 し
 、
そ
こ
に
位
牌
を
安
置
し
 祖
 

ま
ず
三
府
官
人
層
の
間
で
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
そ
 し
て
、
先
述
の
通
り
に
、
「
 球
 

よ
り
、
地
方
役
人
の
指
導
に
よ
っ
て
民
間
へ
も
位
牌
が
 普
及
し
て
い
く
状
況
が
確
認
で
 

に
は
 家
 レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
祖
先
祭
祀
は
行
わ
れ
て
 ぃ
 な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
 

団
扇
二
本
を
安
置
し
て
あ
る
事
例
に
着
目
し
、
位
牌
 
以
 前
に
 ク
バ
 の
団
扇
を
祖
先
の
依
 

可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
が
、
結
論
を
保
留
し
て
い
る
 
 
 

三
位
牌
祭
祀
 

 
 

礼
 の
な
か
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
王
祭
祀
 
の
 儀
礼
体
系
を
築
き
あ
げ
て
い
く
」
状
況
に
つ
い
て
 
指
 摘
 し
て
お
り
、
こ
の
 改
 

変
の
背
景
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
の
歴
史
的
脈
絡
 
と
 し
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
池
宮
正
治
は
こ
 
の
 改
変
に
つ
い
て
、
「
 盆
 

は
 （
略
）
あ
の
世
の
祖
霊
が
こ
の
世
に
戻
る
日
で
あ
る
。
 
こ
れ
を
門
前
で
迎
え
入
れ
、
こ
の
世
の
馳
走
を
盛
り
、
 
歌
舞
音
曲
で
慰
め
る
も
 

の
で
あ
っ
た
。
（
略
）
そ
う
い
う
長
い
伝
統
を
こ
の
時
期
 に
 三
府
は
廃
止
し
、
ス
ト
イ
ッ
ク
で
質
素
な
儀
礼
に
改
 
め
 （
 
略
 当
 ロ
 わ
ば
 古
 琉
球
 

㌍
 -
 

の
 儀
礼
を
封
建
的
な
合
理
精
神
で
改
変
し
て
い
る
の
で
 
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
 
ん
で
、
こ
の
改
変
は
 、
 

旧
来
の
施
餓
鬼
的
・
亡
霊
鎮
魂
的
な
盆
か
ら
今
日
の
 
ょ
 う
な
祖
先
崇
拝
的
な
 盆
 へ
と
、
盆
の
性
格
が
変
容
し
て
 い
く
過
程
で
生
じ
た
 象
 

徴
 的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
可
能
性
に
注
目
し
た
い
。
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何 も   
っ に 
て 王 
序 病   
だ 関 
と 与   
ぅ あ 
久 つ 
一 局 九 こ 

の 事 同 能   
は が 
  考 

衆 慮 
の さ 

中 れ 
      ね 
迎 は 
え な 
入 ら 

れ な 
な い   
か ま 

た た ち 
で 祖 
祖 先 
霊 の 
に 祭   
処 儀 
す 礼 
る の 
と 際   
う 縁 
風 側 
@" Ⅰ @" @ 
理 供 
解 物 
で を 
き 並 
る べ 
と て 

す 外 
れ に 

ぅ て を て で で っ こ い 

任
意
す
べ
き
は
、
近
年
の
民
俗
調
査
に
お
い
て
も
、
 位
 牌
 は
な
く
て
も
仏
壇
に
香
炉
を
置
い
て
そ
れ
に
対
し
て
 祖
先
祭
祀
を
行
っ
て
 

る
 事
例
は
確
認
で
き
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
「
与
 せ
 山
 親
方
宮
古
島
規
模
 帳
 」
 二
 Ⅰ
八
八
缶
に
は
、
「
百
姓
 等
之
儀
 年
忌
 吊
 折
目
 

 
 

祭
祀
等
者
敢
行
甲
虫
 候
 得
失
 惣
而
 位
牌
 之
 楯
無
 之
 孝
行
 大
形
ニ
相
見
得
不
宜
候
間
（
昭
二
と
あ
る
。
す
な
わ
 
ち
 、
こ
の
文
面
に
限
 

て
 判
断
す
る
と
、
当
時
の
宮
古
で
は
、
位
牌
は
備
わ
っ
 
て
い
な
く
て
も
、
年
忌
や
折
目
の
祭
祀
（
文
脈
か
ら
し
 
て
 家
で
の
祖
先
祭
祀
 

あ
ろ
う
）
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

ま
た
大
高
島
で
は
、
位
牌
は
お
ろ
か
位
牌
や
香
炉
を
安
 遣
 す
る
 棚
 
（
仏
壇
）
さ
え
も
近
代
に
入
っ
て
ま
で
も
な
 か
っ
た
こ
と
が
確
認
 

き
る
が
、
祖
先
祭
祀
専
用
の
香
炉
は
あ
っ
て
、
通
常
は
 箱
な
ど
に
入
れ
て
生
活
の
障
碍
に
な
ら
ぬ
場
所
に
片
づ
 
け
て
お
い
た
。
そ
し
 

、
 盆
や
年
忌
な
ど
の
祖
先
祭
祀
を
行
 う
 機
会
に
は
二
番
 座
の
人
口
あ
た
り
に
出
し
て
線
香
を
立
て
る
用
と
な
し
 
、
香
炉
の
前
に
供
物
 

供
え
て
外
に
向
か
っ
て
拝
ん
だ
と
い
う
。
 

こ
の
人
高
の
事
例
は
 、
 先
の
宮
古
島
に
つ
い
て
の
史
料
 同
様
に
、
位
牌
が
備
わ
っ
て
な
く
て
も
家
庭
に
お
け
る
 
祖
先
祭
祀
が
行
わ
れ
 

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
一
般
化
で
き
る
 か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
別
問
題
か
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
 返
し
述
べ
て
き
た
よ
 

に
 、
位
牌
の
普
及
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
近
世
を
通
じ
て
 
三
府
は
民
間
の
祖
先
祭
祀
を
奨
励
し
て
お
り
、
家
に
お
 
け
る
祖
先
祭
祀
そ
の
 



 
 

上
 汀
洲
 均
は
 浪
宅
 喜
 島
に
存
す
る
次
の
古
文
書
を
紹
介
 
し
て
い
る
。
「
（
略
）
 
且
 徳
島
 之
儀
 、
往
古
 

ニ
葬
来
候
処
 、
南
風
原
初
 て
 真
作
宜
候
 付
 、
所
中
江
も
 散
関
心
、
漸
く
真
相
仕
 立
 （
略
）
」
。
 

上
 江
州
 

上
 と
い
う
人
物
の
「
功
労
」
に
対
し
て
位
階
を
要
請
す
 る
 文
書
で
一
 セ
 五
六
年
の
記
録
だ
と
い
う
。
 

を
 作
る
ま
で
は
、
「
 洞
 」
が
葬
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
 か
る
。
村
か
ら
遠
地
の
不
便
こ
の
上
な
い
 
所
 

に
 岩
間
を
囲
っ
た
ば
か
り
の
墓
が
現
在
で
も
多
数
存
在
 
す
る
と
い
う
か
ら
、
史
料
中
の
「
 洞
 」
は
 、
 よ

り
墓
所
 無
之
 、
葬
送
 之
時
ハ
 
洞
 

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
南
風
原
 親
 雲
 

南
風
原
親
雲
上
が
 墓
 
（
亀
甲
墓
）
 

の
 険
 し
い
山
の
下
や
中
腹
あ
た
り
 

そ
れ
に
あ
た
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
水
綱
島
の
事
例
が
お
そ
ら
 
く
 特
例
で
な
い
の
は
、
次
の
渡
名
書
島
の
事
例
に
よ
っ
 
て
 示
唆
さ
れ
る
 "
 

物
 が
王
 府
 ょ
り
褒
美
を
も
ら
っ
た
と
い
う
内
容
で
、
 
こ
 れ
は
、
 一
セ
 六
六
年
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
 
「
 
墓
 」
が
祭
祀
対
象
に
 

と
 、
お
よ
び
人
骨
を
模
ム
ロ
墓
に
ま
と
め
た
結
果
耕
地
の
 拡
張
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
功
績
に
よ
っ
 
て
 指
導
に
あ
た
っ
た
 人
 

造
っ
て
方
々
の
人
骨
を
そ
こ
に
収
め
さ
せ
「
節
々
祭
祀
 
」
も
丁
寧
に
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
 
風
俗
」
を
改
良
し
た
こ
 

を
 方
々
に
埋
葬
し
、
そ
の
 芽
地
 に
対
す
る
祭
祀
が
全
く
 行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
家
譜
の
記
 
車
内
容
は
、
 模
合
墓
を
 

 
 

ニ
惑
 墓
仕
 立
候
 儀
相
嫌
 、
火
葬
亡
ハ
 狭
ク
 五
地
モ
無
 情
 方
々
 
へ
埋
 節
々
祭
礼
 ヲ
モ
 然
々
下
位
（
略
）
」
。
す
な
わ
 ち
 、
 水
 綱
島
で
は
死
者
 

「
白
川
氏
家
譜
」
の
中
に
、
宮
古
島
の
水
綱
島
に
関
す
 る
 次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
「
（
略
）
古
村
 
之
儀
 往
古
 ョ
 リ
 墓
所
 無
之
 、
虚
説
 

し
て
墓
前
 祭
 で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
沖
縄
 に
お
け
る
墓
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
 い
 。
 

ん
で
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
の
根
幹
を
な
す
習
俗
の
ひ
と
つ
 
で
あ
る
。
十
六
日
祭
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
 、
十
六
日
祭
が
原
則
と
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南
風
原
親
雲
上
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
時
代
に
、
そ
の
 
「
 
洞
 」
で
の
祖
先
祭
祀
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
史
料
 
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
 

が
 、
史
料
で
「
往
古
よ
り
墓
所
 無
之
 」
と
認
識
さ
れ
て
 い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
先
の
水
綱
鳥
と
同
様
に
 祭
 祀
 対
象
に
な
っ
て
い
な
 

か
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
 洞
 」
 が
 
「
不
便
こ
の
上
な
い
 所
 」
に
あ
っ
た
点
も
留
意
す
 
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 

に
 関
連
し
て
、
大
高
島
の
事
例
を
挙
げ
て
お
く
。
 

大
高
島
で
も
、
 渡
 名
書
 島
 同
様
、
地
上
に
石
造
り
の
 墓
 が
で
き
る
ま
で
は
、
崖
下
に
石
国
 
ぃ
 を
し
た
場
所
に
 遺
 骨
を
安
置
す
る
の
が
 

主
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
帯
を
グ
シ
ョ
（
後
生
）
 
と
呼
 ぶ
が
、
そ
こ
は
葬
式
や
洗
骨
の
時
以
外
に
立
ち
入
る
 
こ
と
が
忌
ま
れ
る
空
間
 

で
、
十
六
日
祭
や
清
明
祭
、
 セ
タ
 な
ど
の
機
会
に
も
 沖
 絹
本
島
の
よ
う
に
墓
前
で
祭
祀
が
営
ま
れ
る
こ
と
は
な
 
か
っ
た
。
 

「
球
陽
」
 
尚
貞
 正
二
八
年
二
六
九
六
一
に
は
「
（
昭
一
玉
、
 仁
慈
を
発
し
て
 屍
民
 に
恩
沢
 し
、
 寛
に
首
里
・
 泊
 ・
 久
米
村
・
那
覇
・
 諸
 

 
 

都
邑
等
の
処
を
し
て
人
の
屍
骨
の
山
野
に
投
棄
し
日
に
 晒
し
雨
に
湿
る
者
を
将
て
 皆
 こ
れ
る
地
中
に
収
 理
 せ
し
 む
 （
昭
三
と
あ
る
が
、
 

「
尾
骨
の
山
野
に
投
棄
し
」
云
々
か
ら
し
て
、
当
時
 沖
 絹
 本
島
地
域
で
も
、
 渡
 名
書
島
な
ど
と
同
じ
状
況
で
あ
 っ
 た
も
の
と
想
像
さ
れ
 

る
 。
な
お
、
こ
の
人
骨
の
収
集
は
雨
乞
い
に
係
わ
る
 
処
 胃
 で
あ
る
。
 

士
族
階
層
に
お
け
る
祭
祀
対
象
と
し
て
の
墓
の
成
立
に
 
つ
い
て
は
、
渡
口
真
清
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
渡
口
 は
 、
家
譜
の
中
の
古
 

ぬ
い
 世
代
の
人
物
に
つ
い
て
の
「
墓
地
下
 伝
 」
 ゃ
 
「
 葬
 本
伝
」
な
ど
の
記
載
に
注
目
し
、
た
と
え
ば
久
米
村
 系
の
士
族
の
場
合
だ
と
、
 葬
 

 
 

鮒
他
 が
明
瞭
に
な
る
の
は
薩
摩
侵
入
一
一
六
 0
 九
 %
 
以
後
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
つ
え
で
、
「
先
祖
を
ど
 こ
に
葬
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
 

 
 

、
そ
れ
を
受
け
つ
ぐ
べ
き
子
孫
一
同
の
集
会
も
な
か
 
っ
 た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
 

-
 
冊
 -
 

び
か
 

-
 

」
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

諸
記
帳
」
に
は
「
 正
セ
月
 二
八
月
 之
 祭
礼
不
相
知
」
と
 見
え
、
こ
こ
で
い
う
正
月
の
 

  



小
野
に
 ょ
 れ
ば
、
正
月
行
事
の
構
造
を
理
解
す
る
た
め
 
に
は
、
一
次
正
月
と
二
次
正
月
に
分
け
て
捉
え
る
必
要
 が
あ
る
と
い
う
。
 す
 

な
 む
 ち
 、
 最
も
古
い
正
月
（
一
次
正
月
）
は
大
晦
日
か
 ら
 正
月
四
、
五
日
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
正
月
行
 
事
 が
盛
ん
に
な
る
と
、
 

招
か
れ
る
神
々
の
中
で
荒
ぶ
る
も
の
や
 崇
 り
や
 死
抜
の
 属
性
を
有
す
る
も
の
は
、
期
日
を
延
ば
し
て
六
、
七
日
 
に
 祀
ら
れ
る
 よ
う
 に
 な
 

る
と
い
う
。
対
馬
で
は
六
日
を
タ
ラ
正
月
と
い
っ
て
 、
 こ
の
日
に
刺
の
あ
る
 タ
ラ
 の
茎
を
門
口
に
立
て
て
鬼
を
 防
ぐ
、
と
い
っ
た
事
例
 

が
 揚
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
生
活
が
複
雑
に
な
り
畑
作
に
 
対
す
る
水
田
稲
作
な
ど
が
加
わ
っ
て
く
る
と
、
十
日
以
 
降
の
二
次
正
月
が
成
立
 

し
 、
そ
し
て
一
次
正
月
と
同
様
に
二
次
正
月
で
も
、
 
十
 五
日
ま
で
に
予
祝
的
な
行
事
を
し
、
十
六
日
に
厄
神
と
 
し
て
恐
れ
ら
れ
る
神
々
 

祭
礼
と
は
、
文
脈
か
ら
し
て
今
日
の
十
六
日
祭
で
あ
ろ
 
う
か
ら
、
八
重
山
で
は
そ
の
当
時
に
な
っ
て
役
人
の
指
 
導
 に
よ
っ
て
十
六
日
祭
 

が
 始
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
翰
長
親
方
八
重
山
鳥
 規
模
 帳
 」
二
八
五
七
缶
 
に
 
「
毎
年
正
月
十
六
日
墓
参
 
之
 時
 先
祖
の
墓
 
笘
 菓
子
 

 
 

/
 物
相
情
致
焼
香
 候
様
跡
 々
 被
 卯
波
 置
候
処
 （
略
）
」
 傍
 点
 引
用
 茸
 
と
あ
り
、
こ
の
記
事
も
、
十
六
日
の
墓
前
 
祭
 が
あ
る
時
代
三
府
 の
 

指
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
可
能
 
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
「
八
重
山
鳥
諸
記
帳
」
に
は
、
「
 先
祖
 之
 祭
祀
」
と
し
て
 

 
 

「
庄
七
月
 之
祭
 同
十
五
日
 之
 墓
参
二
八
月
 2
 組
 焼
 三
十
 三
年
忌
 迄
 数
々
の
手
仕
 候
禧
格
 御
法
 2
 通
に
て
候
 也
 」
 と
あ
る
こ
と
か
ら
し
 

て
 、
十
六
日
祭
を
含
め
た
「
先
祖
 之
 祭
祀
」
に
対
し
て
 三
府
の
定
め
る
規
定
の
類
（
御
法
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
 
窺
わ
れ
る
。
 

以
上
、
わ
ず
か
な
資
料
に
依
り
な
が
ら
も
、
十
六
日
の
 
墓
前
 祭
が
 、
 王
 府
の
指
導
に
よ
っ
て
民
間
に
普
及
し
て
 
い
く
過
程
を
想
定
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
酒
井
卯
作
も
、
十
六
日
の
墓
祭
 
り
の
由
来
伝
説
の
ほ
と
ん
ど
が
首
里
を
舞
台
に
し
て
い
 
る
 点
な
ど
に
着
目
し
、
 

 
 

今
日
の
十
六
日
祭
の
原
型
は
中
国
か
ら
士
族
社
会
に
導
 
入
さ
れ
、
後
に
そ
れ
が
民
間
に
普
及
し
た
と
考
え
て
 
ぃ
 る
 。
十
六
日
の
墓
前
 祭
 

が
 三
府
の
指
導
な
ど
に
よ
っ
て
普
及
し
た
と
仮
定
し
た
 場
合
、
そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
に
は
、
正
月
十
六
日
の
行
 
事
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
 

 
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
小
野
重
朗
 
の
 論
考
を
参
 暗
 し
っ
 
っ
 考
え
て
み
た
い
。
 

  



も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 
次
 の
 議
論
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
 

南
九
州
で
は
、
 正
 ・
五
・
九
月
の
十
六
日
に
山
の
神
を
 祀
る
習
俗
が
分
布
し
、
奄
美
で
は
ヵ
ネ
サ
ル
（
庚
申
）
 
0
 日
に
山
の
神
を
祀
 

る
 伝
承
が
あ
る
。
小
野
は
、
 正
 ・
五
・
九
月
の
十
六
日
 に
は
「
地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
く
日
」
と
し
て
祖
先
を
祀
 
る
 習
俗
が
南
九
州
か
ら
 

本
州
に
か
け
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
 

一
方
奄
美
の
 カ
ネ
 サ
ル
地
帯
に
も
、
カ
ネ
サ
ル
の
 日
 に
 墓
参
り
や
 洗
 骨
な
ど
 

を
 伴
う
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
小
野
は
 
、
 特
に
 カ
ネ
 サ
ル
に
お
け
る
山
の
神
伝
承
を
も
と
に
 
、
 山
の
神
の
古
形
は
 、
 

人
々
の
生
活
を
守
護
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
 
人
 々
に
災
厄
を
加
え
る
畏
怖
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
 が
 、
そ
の
山
の
神
と
 祖
 

先
の
祭
の
期
日
が
重
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
 大
正
月
で
も
小
正
月
で
も
季
節
の
正
楽
で
あ
り
、
正
楽
 
に
は
祭
れ
な
い
諸
々
の
 

忌
や
恐
ろ
し
さ
の
あ
る
神
を
正
月
の
後
の
十
六
日
に
 
祭
 っ
 た
た
め
に
、
恐
ろ
し
い
山
の
神
と
死
の
忌
を
ま
と
っ
 た
 祖
霊
と
が
こ
の
十
六
 

 
 

日
 に
共
に
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
 述
べ
て
い
る
。
 

小
野
の
こ
の
仮
説
に
依
拠
す
る
と
、
三
府
に
よ
る
墓
前
 祭
の
普
及
以
前
に
も
正
月
十
六
日
の
祖
霊
祭
祀
は
行
わ
 
れ
て
い
た
こ
と
に
な
 

成
る
。
た
だ
し
粗
手
一
皿
祭
祀
と
は
舌
口
っ
て
も
、
村
に
侵
 

立
 

入
し
て
く
る
邪
悪
な
死
霊
に
対
処
す
る
た
め
の
祭
祀
で
 あ
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
 

侃
 
あ
る
。
 

 
 

が
 、
小
野
も
任
目
し
て
い
る
宮
古
の
狩
俣
の
事
例
な
 
ど
は
参
考
に
な
る
。
狩
俣
で
 

 
 
 
 ぶ

は
 、
十
六
日
に
は
墓
に
は
直
接
行
か
ず
に
、
墓
の
 見
え
る
小
高
い
所
や
近
く
の
畑
で
祖
霊
を
迎
え
て
供
養
 
す
る
と
い
う
。
 墓
 ま
で
行
か
 

 
 

哺
 
な
い
の
ほ
、
「
一
般
に
墓
は
き
た
な
い
所
と
か
 恐
 

 
 

れ
て
十
六
日
祭
を
狩
俣
同
様
 

  

-
 
仏
 一
 

「
現
在
の
人
々
が
祖
霊
に
対
し
て
も
つ
、
慕
わ
し
く
、
 

懐
 か
し
い
思
い
と
は
大
き
く
違
っ
て
 、
 死
の
忌
み
や
 崇
 り
の
恐
れ
に
満
ち
」
 
た
 

を
 迎
え
て
接
待
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
 
つ
ま
り
小
野
に
よ
れ
ば
、
本
来
十
六
日
に
祀
ら
れ
る
 祖
 霊
に
 対
す
る
観
念
は
 、
 



高
良
 倉
吉
は
、
「
 向
 象
賢
の
摂
政
 期
 
二
六
六
六
 @
 一
六
 
セ
一
 
こ
か
ら
 察
 温
の
三
司
官
 期
 
二
七
二
八
 @
 一
七
五
一
二
 
に
 至
る
時
期
、
す
な
 

わ
ち
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
中
期
の
時
期
に
 
首
里
正
府
の
近
世
的
政
治
行
政
路
線
が
確
立
さ
れ
る
 
が
 、
そ
の
基
本
的
枠
組
 

は
 、
 向
 象
賢
段
階
に
準
備
さ
れ
 察
温
 段
階
に
至
っ
て
 完
 成
す
る
」
と
い
う
の
が
 ム
 「
日
の
近
世
琉
球
史
研
究
者
の
 間
で
共
通
に
確
認
さ
れ
 

て
い
る
「
転
換
の
シ
ェ
ー
マ
」
チ
 う
。
Ⅰ
 

巳
あ
ブ
 

つ
し
Ⅰ
 
し
 0
@
 

-
5
 
 

Ⅱ
 
そ
れ
 は
 
「
巫
術
的
非
合
理
的
な
世
界
か
ら
理
性
的
合
理
的
な
 世
界
へ
の
転
換
」
と
か
 

「
韓
ム
 
p
 書
に
よ
る
政
治
的
秩
序
の
変
遷
か
ら
系
図
に
よ
 
る
 政
治
秩
序
へ
の
転
換
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
本
稿
 
で
 筆
者
が
想
定
し
た
 

「
祖
先
祭
祀
の
成
立
」
を
め
ぐ
る
諸
局
面
の
状
況
や
動
 何
 は
、
高
良
が
指
摘
す
る
近
世
へ
の
転
換
と
い
う
枠
組
 
の
中
で
理
解
さ
れ
る
 必
 

に
し
て
い
る
村
は
、
宮
古
で
は
狩
俣
以
外
に
も
見
出
せ
 る
 。
ま
た
狩
俣
で
は
、
 ツ
カ
サ
 達
が
十
六
日
か
ら
十
九
 日
 ま
で
御
嶽
で
夜
籠
り
 

し
 、
十
九
日
に
は
 ツ
カ
サ
達
 十
八
名
倉
 が
ク
ロ
ツ
グ
 を
 鉢
巻
や
帯
に
し
て
公
民
館
に
や
っ
て
来
て
区
長
等
に
迎
 
え
ら
れ
る
儀
礼
が
あ
っ
 

た
と
い
う
が
、
十
六
日
祭
の
性
格
と
何
ら
か
の
関
わ
り
 を
も
っ
の
か
。
さ
ら
に
、
一
月
の
酉
 か
 丑
の
日
に
 、
ヤ
 フ
バ
ラ
イ
（
厄
払
い
）
 

と
い
う
行
事
が
あ
っ
て
 、
 村
の
人
口
に
左
縄
を
張
っ
て
 豚
の
頭
を
下
げ
た
り
、
各
戸
で
も
豚
肉
を
さ
し
た
ス
ス
 
キ
を
 門
に
立
て
、
塩
水
 

で
 家
の
内
外
を
祓
い
浄
め
る
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
も
 

穣
 
-
4
 

気
 
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鎌
田
久
子
が
、
宮
古
で
は
、
 十
六
日
祭
の
前
夜
の
十
 

五
日
の
夜
に
は
 モ
 チ
 ャ
 ー
と
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
が
 訪
 れ
て
く
る
と
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
信
じ
て
い
た
、
 
と
記
 し
て
い
る
点
は
こ
の
 脈
 

結
で
看
過
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
十
六
日
祭
は
昨
年
一
 
年
間
の
死
者
 
ミ
 ー
 サ
 と
い
う
一
に
限
る
と
か
、
 ミ
｜
 サ
 の
場
合
に
は
一
般
 と
 

は
 区
別
さ
れ
る
特
別
な
祭
祀
を
行
う
な
ど
の
伝
承
も
考
 慮
 す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

こ
の
視
点
か
ら
の
十
六
日
祭
を
め
ぐ
る
各
地
の
伝
承
の
 詳
細
な
比
較
検
討
は
 、
ム
 「
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
 ろ
う
。
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要
 が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
ム
ロ
も
あ
っ
て
、
高
良
が
「
沖
縄
・
 琉
球
に
お
け
る
イ
エ
概
念
に
相
当
す
る
 
チ
ネ
 ー
（
 家
 内
 ）
さ
え
も
、
「
 下
か
 

ら
 」
の
形
成
概
念
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
 
近
 世
 琉
球
 期
 に
お
い
て
租
税
負
担
の
末
端
単
位
と
し
て
「
 上
か
ら
」
政
策
的
に
 醸
 

成
さ
れ
た
概
念
で
あ
 
っ
 -
l
-
 

ち
に
」
 

し
て
の
み
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。
「
 家
 」
の
確
立
 は
 、
租
税
負
担
単
位
と
 

い
う
側
面
の
み
で
な
く
、
 

に
 儒
教
倫
理
の
側
面
か
ら
も
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
 ぅ
が
 、
超
世
代
的
に
存
 

続
 す
る
「
 家
 」
の
確
立
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
 本
論
で
み
て
き
た
よ
 う
 に
、
「
 
家
 」
の
祖
先
と
の
繋
が
 り
を
確
認
・
強
調
す
る
 

手
だ
て
と
な
る
位
牌
や
墓
の
整
備
、
お
よ
び
そ
れ
に
 
対
 す
る
祭
祀
の
奨
励
と
い
う
政
策
と
連
動
す
る
で
あ
ろ
う
 
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
 

つ
く
。
近
世
の
あ
る
時
代
以
降
、
「
球
陽
」
の
中
に
親
に
 孝
行
を
尽
く
し
た
人
物
に
つ
い
て
の
記
事
が
増
加
す
 
る
と
い
う
事
実
は
こ
の
 

脈
絡
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
家
譜
」
の
「
 序
 」
 の
 内
容
に
、
祖
先
を
偲
び
、
一
族
和
睦
を
目
的
と
し
、
 
そ
の
為
に
家
譜
の
有
用
 

性
を
説
く
も
の
が
多
い
と
い
 う
 事
実
も
同
様
で
あ
る
。
、
 

せ
 

 
 



（
 
5
 ）
知
念
村
教
育
委
員
会
編
「
知
念
村
の
年
中
行
事
 ヒ
 （
知
念
 村
 教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
 -
 
一
九
 ｜
二
 0
 頁
 。
 

一
 
6
-
 

上
野
和
男
「
波
照
門
島
の
祖
先
祭
祀
と
農
耕
儀
礼
１
ム
 シ
 サ
 ー
マ
行
事
を
中
心
と
す
る
益
行
事
の
考
察
 
｜
 」
三
国
立
歴
史
 民
 俗
 博
物
館
研
究
報
告
目
代
 

 
  
 

第
六
六
集
、
一
九
九
六
年
 -
 
一
九
二
 ｜
 
一
九
三
頁
。
 

 
 
 
 

-
7
-
 
住
谷
一
彦
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
・
ヨ
ー
ゼ
フ
「
南
西
諸
島
の
神
 
観
念
」
未
来
社
、
一
九
七
七
年
、
ニ
セ
四
頁
。
 

一
 
8
-
 
前
掲
洋
一
 
4
-
 、
三
三
六
頁
。
 

-
9
 ）
前
掲
 注
 （
 
6
-
 、
一
九
三
頁
。
 

（
 じ
 
石
垣
博
幸
「
官
長
村
の
イ
タ
チ
 ィ
キ
ィ
 バ
ラ
」
 
ヨ
 八
重
山
 博
物
館
紀
要
」
創
刊
号
、
一
九
八
一
年
 - 九
頁
。
 

臼
一
 

前
掲
佳
一
 
7
-
 、
一
三
二
頁
。
出
典
は
「
海
南
小
 記
 」
と
な
 

っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
「
海
南
小
 

記
 目
で
そ
の
引
用
箇
所
を
確
認
 す
る
こ
と
は
で
き
な
か
 

っ
た
 

（
は
 -
 
柳
田
国
男
は
大
正
七
年
の
「
幽
霊
思
想
の
変
遷
」
に
お
 い
 て
、
 「
 
ム
 「
日
の
盆
は
新
し
い
人
情
を
基
礎
に
し
て
迎
へ
祭
る
が
 

主
 に
な
っ
て
居
る
。
我
々
 

は
度
々
、
少
年
少
女
が
祖
父
祖
母
の
墓
に
 

謂
 っ
て
「
さ
あ
 お
 ぶ
さ
 れ
目
と
舌
口
っ
て
背
を
向
け
た
り
な
ど
す
る
優
し
い
光
景
を
目
撃
 

し
た
も
の
で
あ
る
が
 

（
略
）
以
前
は
捨
て
て
置
け
ば
 邑
落
 に
死
者
の
影
が
充
満
し
て
、
 
疫
 病
を
流
行
ら
せ
害
虫
を
繁
殖
さ
す
所
以
で
あ
る
か
ら
、
危
険
な
期
 節
を
選
ん
で
一
斉
 

に
こ
れ
を
駆
逐
す
る
の
が
比
周
の
 

王
 た
る
仕
事
で
あ
っ
た
事
と
思
 っ
て
居
る
」
 

一
 
「
幽
霊
思
想
の
変
遷
」
「
定
本
柳
田
国
男
 
集
 」
十
五
 、
筑
摩
書
房
、
 

九
六
九
年
、
五
六
八
頁
 -
 と
 述
べ
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
満
男
も
 、
 ム
ロ
湾
の
中
元
節
を
参
照
し
っ
 
っ
 「
私
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
 
"
 原
 始
 ・
益
行
事
 "
 は
、
 

ひ
も
じ
い
霊
の
大
群
を
し
て
食
い
飽
か
せ
る
儀
礼
 
だ
 」
と
述
べ
て
 
い
る
 
宅
 マ
レ
 
ビ
ト
 の
構
造
」
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
二
 

三
頁
 -
 。
 

正
一
平
敷
台
 治
 
「
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
 ヒ
 第
一
書
房
、
一
九
九
五
 
年
 、
五
 0
 八
頁
。
 

-
 
Ⅱ
 -
 
球
陽
研
究
会
編
「
球
陽
 ヒ
 角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
、
三
 

九
二
頁
。
 

鴇
 -
 
野
田
裕
康
 編
 
「
南
島
第
一
転
ロ
ム
コ
 北
 ・
南
島
発
行
 所
 、
 
一
九
四
 0
 年
 、
三
五
頁
。
 

-
 
巧
 -
 
前
掲
 書
 、
三
一
頁
。
 

（
Ⅳ
 -
 
和
田
久
 徳
 
・
択
抜
悠
子
・
真
書
 
志
 揺
子
，
高
瀬
恭
子
「
 李
 朝
 実
録
の
琉
球
国
史
料
 
-
 
訳
注
 -
 エ
 ハ
 -
 」
 窯
 南
島
史
学
」
四
四
 

一
九
九
四
年
 -
 八
五
 

頁
 。
 

花
 ）
球
陽
研
究
会
編
「
冊
封
使
銀
葉
巻
 九
 ・
 郭
 改
宗
 使
 琉
球
 録
 日
 
一
九
六
九
年
、
六
一
頁
。
 

一
ど
横
山
重
 編
 
「
琉
球
史
料
葦
ま
 
己
 
第
一
巻
、
東
京
美
術
、
一
 
九
七
二
年
、
三
一
頁
。
 

茄
 ）
 
池
 宮
正
治
「
 冠
船
 芸
能
の
変
遷
」
 
ミ
 新
琉
球
史
・
近
世
編
 -
 土
こ
琉
球
新
報
社
、
一
九
八
九
年
 -
 。
 

元
一
原
田
高
雄
訳
注
「
 
陳
侃
使
 琉
球
銀
目
 

熔
樹
杜
 、
一
九
九
 
五
年
、
四
八
頁
。
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（
 
5
 ）
 

-
6
 ）
 

-
7
-
 

一
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

-
0
 ）
 

（
 
r
 ）
 

-
2
-
 

（
 
3
-
 

-
.
 

、
 -
 

-
2
 一
 

-
c
3
 

。
）
 

-
4
-
 方

墳
市
総
務
部
市
 史
 編
集
室
編
「
石
垣
市
 史
 叢
書
 

t
,
,
 

翁
長
 親
方
 八
重
山
烏
規
模
 帳
 」
石
垣
市
役
所
、
八
 0
 ｜
 八
一
頁
。
 

前
掲
 注
 正
 -
 
、
二
二
頁
。
 

前
掲
 江
 -
 
ユ
 Ⅰ
五
八
一
 ｜
 五
八
五
頁
。
 

小
野
重
朗
「
正
月
と
 盆
 」
 宰
 小
野
重
朗
著
作
集
」
 二
 、
第
一
書
房
 
一
九
九
二
年
 -
 
、
「
神
々
の
 
原
郷
 」
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
 七
セ
年
 。
 

前
掲
 書
 、
小
野
二
九
七
七
年
 u
 
、
 一
 
0
 二
頁
。
 

前
掲
 書
 、
一
 0
 三
頁
。
 

琉
球
大
学
民
俗
研
究
ク
ラ
プ
 編
 
「
沖
縄
民
俗
」
十
二
、
一
九
六
一
 

ハ
年
、
八
二
頁
。
 

前
掲
 書
 、
七
九
頁
。
 

鎌
田
久
子
「
 ア
ネ
 の
 力
 1
 年
長
け
た
女
性
の
霊
力
ー
」
 宅
藝
能
 」
 三
一
 ｜
七
 、
芸
能
発
行
 所
 ）
 一
 三
頁
。
 

高
 長
倉
吉
「
琉
球
王
国
の
構
 せ
理
 吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
 二
五
三
ー
二
五
四
頁
。
 

前
掲
 注
 -
1
-
 
、
四
六
四
頁
。
 

糸
数
 兼
治
「
 察
 温
の
思
想
と
そ
の
時
代
」
 宅
 新
琉
球
史
 ｜
 近
世
編
 一
下
 
-
 
｜
 」
琉
球
新
報
社
、
一
九
九
 0
 年
 ㍉
 

山
名
 真
之
 
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
 
其
 沖
縄
史
料
編
集
 所
 紀
要
 &
 四
 、
沖
縄
県
史
料
編
集
 所
 、
一
九
七
九
年
）
 一
 
0
 頁
 。
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一
般
に
既
成
宗
教
の
衰
退
が
指
摘
さ
れ
る
現
代
の
日
本
 社
会
に
お
い
て
、
沖
縄
の
祖
先
崇
拝
は
「
現
代
社
会
に
 
お
い
て
も
な
お
」
 
相
 

 
 
 
 
 
 

変
わ
ら
ず
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
活
性
状
況
は
 、
沖
縄
本
島
を
中
心
と
し
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
「
門
中
 化
現
象
」
 
ゃ
 
「
聖
地
 巡
 

 
  

 

拝
 」
の
隆
盛
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

一
 
席
 

ハ
 論
文
要
旨
Ⅴ
沖
縄
地
域
に
お
い
て
現
在
も
な
お
活
況
を
呈
し
 
て
い
る
祖
先
崇
拝
を
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
い
う
 
観
 占
か
ら
分
析
し
、
 祖
 

先
 崇
拝
の
実
践
は
沖
縄
的
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
営
み
 
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
 
 
 

援
用
し
つ
つ
、
現
象
学
的
視
点
か
ら
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
の
 構
築
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
的
営
み
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
 そ
れ
は
、
た
ん
に
 

自
分
を
名
詞
的
に
名
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
自
分
と
 
し
て
の
物
語
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
二
つ
の
事
 
例
 分
析
を
通
し
て
、
 

ユ
タ
的
職
能
者
や
系
図
作
成
専
門
家
が
依
頼
者
の
祖
先
を
発
見
し
 
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
祖
先
祭
祀
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 沖
 縄
 的
な
「
自
分
の
 

自
分
と
し
て
の
生
き
方
」
を
提
供
し
、
同
時
に
、
依
頼
者
を
時
間
 一
 
歴
史
 -
 と
空
間
一
場
所
）
に
お
い
て
沖
縄
の
文
化
的
中
心
へ
 
と
つ
な
ぎ
と
め
る
 役
 

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
沖
縄
は
、
現
在
も
 
な
お
、
沖
縄
そ
の
も
の
の
中
に
人
々
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 ィ
 を
つ
な
ぎ
と
め
る
 

文
化
的
核
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
祖
先
崇
拝
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 円
物
語
、
系
図
 

沖
縄
社
会
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
と
自
己
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
 

安
達
義
弘
 



門
中
化
現
象
と
は
、
門
中
的
制
度
 物
 が
そ
れ
を
持
た
な
 い
 社
会
層
へ
と
浸
透
し
つ
つ
あ
る
現
象
を
さ
し
て
い
る
 
。
門
中
と
は
、
周
知
 

の
よ
う
に
、
始
祖
を
共
有
し
た
父
系
血
縁
親
族
集
団
で
 あ
り
、
そ
の
お
も
な
機
能
は
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
一
九
 
エ
ハ
 
0
 年
代
以
降
、
沖
縄
 

地
域
の
門
中
に
関
す
る
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
の
 諸
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
第
一
に
、
門
中
化
現
 
象
 が
沖
縄
本
島
の
文
化
 

的
 周
辺
地
域
で
よ
り
活
発
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
、
 第
 二
に
 、
門
中
は
、
系
図
や
由
来
 記
 、
父
系
原
理
に
基
づ
 く
 相
続
規
則
、
位
牌
 や
 

門
中
墓
な
ど
の
祭
祀
対
象
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
対
象
と
 
し
た
祖
先
祭
祀
な
ど
の
一
連
の
制
度
物
を
伴
っ
て
い
る
 
こ
と
、
第
三
に
、
歴
史
 

的
に
は
、
門
中
は
 、
十
セ
 世
紀
半
ば
以
降
、
琉
球
王
 府
 下
 に
お
け
る
身
分
制
度
の
確
立
 期
に
 士
族
社
会
に
ま
ず
 形
成
さ
れ
、
や
が
て
そ
 

の
 士
族
的
門
中
が
そ
れ
以
外
の
一
般
社
会
へ
と
流
れ
出
 
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
父
系
原
理
に
基
づ
 
く
 祖
先
の
組
み
替
え
が
 

行
わ
れ
る
場
合
、
必
ず
首
里
・
那
覇
の
旧
士
族
の
家
系
 
や
 歴
史
的
英
雄
な
ど
へ
と
遡
及
す
る
方
向
へ
と
組
み
替
 
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
 

第
五
に
、
父
系
原
理
に
基
づ
く
位
牌
や
財
産
の
相
続
 
規
 削
 が
し
だ
い
に
先
鋭
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
 第
 大
に
、
門
中
化
現
象
に
 

ユ
 タ
 的
 職
能
者
や
系
図
作
成
家
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
 な
ど
の
諸
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ユ
タ
的
職
能
 
者
 と
は
、
主
に
女
性
の
 

シ
ヤ
マ
ン
的
職
能
者
で
あ
り
、
系
図
作
成
家
と
は
、
 人
 々
の
依
頼
に
応
じ
て
系
図
を
作
成
す
る
王
に
男
性
の
専
 
門
 家
で
あ
る
。
 

聖
地
巡
拝
と
は
、
沖
縄
の
神
話
と
結
び
っ
 
い
 た
史
跡
や
 歴
史
的
英
雄
の
故
地
を
巡
拝
す
る
慣
行
で
あ
る
。
そ
の
 
う
ち
、
沖
縄
本
島
地
 

域
 で
と
く
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
聖
地
巡
拝
が
「
 東
 廻
り
」
と
「
命
婦
 仁
 上
り
」
で
あ
る
。
 東
 廻
り
は
、
 沖
 網
人
の
祖
先
が
最
初
に
 

住
み
着
い
た
と
さ
れ
る
、
知
念
・
玉
城
地
域
の
諸
史
跡
 
を
 巡
拝
す
る
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
琉
球
王
 府
 の
 行
 事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
 

た
も
の
が
一
般
社
会
で
も
模
し
て
行
わ
れ
る
よ
 う
 に
 な
 っ
 た
も
の
で
あ
る
。
命
婦
 仁
 上
り
は
命
婦
 仁
 城
内
外
の
 拝
所
を
巡
拝
す
る
行
事
 

で
あ
る
。
 東
 廻
り
も
 ム
 「
帰
 任
 上
り
も
い
ま
や
沖
縄
全
島
 的
 行
事
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
が
、
沖
縄
に
お
け
 
る
 聖
地
巡
拝
の
特
徴
の
 

一
 つ
は
 、
た
ん
に
沖
縄
の
神
話
的
史
跡
や
歴
史
的
英
雄
 
の
 故
地
を
懐
古
的
に
巡
拝
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
 
自
己
の
祖
先
に
対
す
る
 

  



 
 
 
 

L
@
 

・
 
L
 
E
;
 

，
 

 
 

ぼける祖先崇拝 と 

二
 

沖
縄
的
祖
先
崇
拝
の
歴
史
的
背
景
と
そ
の
 
特
徴
 

沖
縄
社
会
で
は
、
本
土
地
域
と
は
異
な
る
独
自
の
祖
先
 崇
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
土
的
祖
先
崇
拝
が
仏
教
と
 
結
び
つ
く
傾
向
が
強
 

い
 の
に
対
し
て
、
沖
縄
の
そ
れ
は
、
清
明
祭
を
行
 

豚
肉
や
角
な
ど
の
肉
類
を
も
供
物
と
し
、
紙
銭
を
燃
や
 
す
な
ど
、
中
国
的
特
徴
 

  

に
 、
考
察
を
加
え
て
全
体
を
ま
と
め
た
い
。
 

自己   の 構築 

祖
先
崇
拝
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

門
中
化
現
象
や
聖
地
巡
拝
は
、
本
土
と
の
同
化
の
進
行
 
と
の
対
比
に
お
い
て
 際
 だ
つ
の
で
、
現
代
社
会
に
特
徴
 的
な
現
象
と
考
え
 ろ
 

れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
門
中
化
現
象
も
 聖
地
巡
拝
も
近
世
 期
 に
ま
で
そ
の
起
源
を
さ
か
の
ぼ
る
 こ
と
が
で
き
る
長
期
に
 

わ
た
る
継
続
的
社
会
動
向
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
門
 中
 化
現
象
や
聖
地
巡
拝
は
、
「
現
代
社
会
に
お
い
て
」
 で
は
な
く
、
「
現
代
社
会
 

に
お
い
て
も
な
お
」
活
況
を
呈
し
続
け
て
い
る
社
会
規
 象
 と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
沖
縄
地
域
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
の
今
日
も
 な
お
持
続
し
っ
づ
け
る
活
性
状
況
の
背
景
に
は
何
が
あ
 
る
の
だ
ろ
う
か
。
 お
 

る
い
は
、
祖
先
崇
拝
が
当
事
者
に
何
を
提
供
し
て
い
る
 
め
 だ
 る
 向
か
。
本
稿
で
は
、
沖
縄
地
域
に
お
け
る
祖
先
 崇
拝
を
自
己
ア
イ
デ
ン
 

テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
れ
 

が
 、
た
ん
に
外
部
か
ら
の
文
化
的
圧
力
に
対
す
る
 
自
 文
化
運
動
 
コ
注
ユ
の
 
（
 
@
c
 

ヨ
 0
4
0
 

ヨ
の
 

コ
 （
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
の
歴
史
的
過
 程
の
中
で
形
成
さ
れ
た
沖
縄
的
（
沖
縄
の
時
間
と
空
 
間
 に
強
く
結
び
つ
い
た
）
 

自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
営
み
そ
の
も
の
で
あ
 
る
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
 、
沖
縄
的
祖
先
崇
拝
の
 

歴
史
的
背
景
と
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
 
、
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
を
援
用
し
つ
つ
、
本
稿
で
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
 イ
 テ
 ィ
 の
構
築
と
い
う
 

場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
間
的
営
み
を
指
し
て
い
 
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
 事
 例
 分
析
を
行
い
、
最
後
 



採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
民
間
伝
承
で
あ
 
っ
 た
も
の
が
国
家
神
話
と
し
て
琉
球
王
府
の
管
理
下
に
 
入
り
、
こ
れ
以
降
の
琉
 

球
 正
史
は
す
べ
て
基
本
的
に
こ
の
開
聞
神
話
を
踏
襲
す
 
る
 。
歴
代
国
王
系
譜
に
つ
い
て
、
「
中
山
世
鑑
」
は
 、
 琉
球
史
上
第
一
代
国
王
 

を
 源
為
朝
の
子
舜
天
王
と
し
、
こ
れ
も
後
続
の
正
史
に
 
踏
襲
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
薩
摩
島
津
氏
の
侵
攻
を
受
け
 
、
本
土
政
権
の
強
 い
影
 

響
下
 に
あ
っ
た
当
時
の
沖
縄
の
政
治
状
況
を
反
映
し
て
 
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
舜
天
王
統
を
 除
く
歴
代
琉
球
国
王
に
 

つ
い
て
は
天
孫
 氏
 の
米
商
あ
る
い
は
沖
縄
在
来
出
自
で
 あ
る
こ
と
が
そ
の
つ
ど
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
 
 

「
中
山
世
鑑
」
に
よ
っ
て
琉
球
王
府
は
出
目
的
源
流
 お
 よ
び
歴
代
国
王
系
譜
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
 
し
 、
い
っ
た
ん
は
こ
 

う
し
て
三
府
の
管
轄
 下
 に
置
か
れ
た
開
聞
神
話
お
よ
び
 国
王
系
譜
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
 
ユ
 タ
 的
 職
能
者
や
系
 図
 作
成
家
を
介
し
て
 
一
 

般
 社
会
に
流
出
し
、
そ
の
出
自
的
源
流
と
し
て
の
新
た
 
な
 役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
 

系
譜
の
整
備
は
、
国
王
の
そ
れ
に
続
い
て
一
般
役
人
膚
 
に
も
適
用
さ
れ
、
一
六
七
 0
 年
に
は
三
府
の
主
な
役
人
 た
ち
に
対
し
て
出
自
 

を
 求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

琉
球
王
 府
 で
は
、
十
七
世
紀
半
ば
以
降
、
薩
摩
の
琉
球
 
侵
攻
 
二
 

ね
 、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
一
六
五
 0
 年
に
羽
地
朝
秀
 
一
向
象
賢
）
 

の
 正
史
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
琉
球
開
聞
神
話
と
歴
代
国
 
正
系
譜
が
 記
 

て
 海
中
に
沖
縄
島
を
創
 り
 、
や
が
て
そ
の
地
に
琉
球
 民
 の
 始
祖
で
あ
 

一
ノ
 
-
 

著
の
 
「
琉
球
神
道
 記
 」
一
二
八
 0
 五
色
に
も
収
録
さ
れ
 て
い
る
の
で
、
 -

 
ハ
 0 九
 %
 
 
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
国
家
体
制
の
立
て
直
 
し
が
図
ら
 

に
よ
っ
て
「
中
山
世
鑑
」
が
著
さ
れ
る
。
こ
れ
が
琉
球
 
三
府
最
初
 

さ
れ
て
い
る
。
開
聞
神
話
は
、
 

阿
摩
 美
人
が
天
帝
か
ら
 遣
わ
さ
れ
 

-
 
｜
 -
 

る
 天
孫
 氏
 が
誕
生
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
神
 話
は
袋
虫
 

当
時
の
沖
縄
の
民
間
伝
承
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
 
正
史
に
 

る 0 を 一 

刀て   
纏 っ 

地域 っ 、 
@     一 
お 万 
け で 
ろ は そ 
の さ且 

よ 先 
" っ と 

が め 
独 直 
目 ま 妾 
の 交 
交 信 
イヒ @ こ よ 混一 

父 つ 

的 て 
な そ 

阻 め 
失 意 

  
は 伺 
, つ 

沖 な 
縄 ど   社 
  
百 十 
0 着 
歴 め 
史 ユ 
的 タ 

通 約 
程 信   
中 と 

に も 

そ 結 
の び 

成 Ⅴ 上、 っ ' 
理 て 
白 い 

  



沖縄社会   
に
 中
国
的
宗
族
制
度
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
 

沖
 縄
 社
会
に
定
着
し
た
の
が
門
中
制
度
で
あ
る
。
門
中
判
 

度
は
身
分
制
度
の
確
立
 

と
と
も
に
中
国
的
制
度
を
模
し
て
士
族
社
会
に
導
入
さ
 

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

旺
 目
し
て
お
き
た
い
点
は
 

、
 系
図
も
門
中
も
、
最
初
 

樹
は
士
族
身
分
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
 

沖
縄
社
会
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
占
で
あ
る
。
 

現
行
の
沖
縄
の
祖
先
崇
拝
に
み
ら
れ
る
中
国
的
 

特
徴
は
、
上
述
の
よ
う
な
沖
縄
へ
の
中
国
的
制
度
導
入
 

の
 歴
史
的
経
緯
に
起
因
し
て
 

む
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
沖
縄
で
は
 

中
 同
約
祖
先
祭
祀
は
旧
士
族
文
化
に
価
値
を
置
く
人
々
の
 

間
で
よ
り
厳
格
に
保
持
さ
れ
 

 
 て

い
る
。
そ
れ
は
父
系
的
紐
帯
に
基
づ
く
門
中
を
 

基
礎
と
し
た
祖
先
祭
祀
で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
 

ょ
ぅ
 
な
 祖
先
崇
拝
を
「
士
族
的
 

祖
 

 
 

紀
元
崇
拝
」
と
呼
ん
で
お
く
。
先
述
の
系
図
作
成
家
 

は
こ
の
類
型
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
 

 
 

能
者
と
結
び
っ
い
た
祖
先
崇
拝
も
存
在
す
る
。
 

ユ
 タ
 的
 職
能
者
は
、
神
霊
界
と
直
接
 

冊
 交
信
が
で
き
る
と
さ
れ
る
シ
ャ
マ
ン
的
職
能
者
で
 

あ
り
、
そ
の
特
殊
能
力
の
ゆ
え
に
、
死
者
儀
礼
や
祖
 

先
 祭
祀
に
関
わ
る
場
合
が
多
 

と
呼
ん
で
お
く
。
し
か
し
、
実
際
の
現
場
で
は
、
 

い
 。
 ユ
 タ
 的
 職
能
者
は
神
霊
と
の
交
信
に
 

ょ
 っ
 

 
 

 
 

ば
 、
子
孫
に
そ
れ
を
伝
え
、
同
時
に
そ
れ
へ
の
対
処
法
 

を
 示
唆
す
る
。
そ
の
よ
う
な
祖
先
祭
祀
を
、
本
稿
で
は
 

、
 「
ユ
タ
的
祖
先
崇
拝
」
 

  

を
 示
す
系
図
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
系
図
が
や
 が
て
琉
球
王
府
の
身
分
制
度
の
重
要
な
制
度
 物
と
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
系
図
の
所
持
を
許
さ
れ
て
い
る
か
ど
 ぅ
 か
が
支
配
者
と
 被
 支
配
者
を
分
け
る
基
準
と
さ
 

者
が
士
族
、
そ
れ
以
外
が
百
姓
に
振
り
分
け
ら
れ
て
、
 支
配
者
と
 被
 支
配
者
が
分
離
固
定
さ
れ
る
。
一
六
 

て
 系
図
奉
行
お
よ
び
系
図
 座
 が
設
置
さ
れ
る
。
こ
の
時
 期
 に
な
る
と
系
図
を
め
ぐ
る
状
況
に
変
化
が
生
じ
 

一
 
3
 一
 

用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
中
国
書
式
が
 採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
系
図
に
お
 

し
て
利
用
さ
れ
る
 よ
 う
に
な
 

れ
、
三
府
認
可
の
系
図
所
持
 

八
九
年
に
は
常
設
機
関
と
し
 

る
 。
そ
れ
ま
で
日
本
書
式
が
 

け
る
中
国
式
の
導
入
と
と
も
 



ら
 切
り
 

在
し
て
 

と
呼
ぶ
 

い
る
。
 

う
 点
に
 

物
理
的
 離

さ
れ
た
、
た
ん
な
る
事
物
的
存
在
と
し
て
存
在
し
て
 
い
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
つ
ね
に
周
り
の
事
物
に
関
 
わ
り
な
が
ら
 存
 

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
在
り
方
 
を
 、
人
間
以
外
の
事
物
的
存
在
と
区
別
し
て
、
「
 
実
 存
由
パ
 ガ
行
 コ
ぃ
 
」
 

。
「
実
存
 由
准
の
 
（
の
 
コ
ぃ
 
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
「
生
存
」
 
す
な
わ
ち
「
生
き
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
 
意
 味
 が
含
ま
れ
て
 

人
間
が
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
周
り
の
事
物
に
 
「
 
関
 わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
関
わ
り
な
が
ら
 生
 き
て
い
る
と
い
 

人
間
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
観
点
に
た
て
ば
、
「
自
分
が
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
 自
分
が
た
ん
に
 

に
 存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
周
り
の
事
物
に
 
関
わ
り
な
が
ら
生
き
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
し
た
が
 

一
 
4
-
 

ハ
 イ
デ
ガ
 
ー
は
、
人
間
の
本
質
は
「
 関
 わ
る
存
在
 
ぎ
 ぉ
ぎ
 」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
う
。
人
間
は
 、
 身
の
回
り
の
事
物
か
 

  味 「 こ 筆 

  l 上 か 、 己定 自の者 の 自 己   
自 

己 

  

「 研 
築 

と 

用 
    
で 

と す   
て   

  己 、 一 、 

社 くる 

  
怖 め 

場合、 値のほ 

う 両 
が 者 
一 局 が 、 

い 複 

ムロ的 ので 

  K 
ュ 組 
タ み 
的 含 
職 わ 

能 者 さ れ 
が た 
士 も 

嫉 め 
的 で 
祖 あ 
光 る 

祭 ，、   

元巳 と 

な り 

取 わ   
込   

も 現 
う 在   
す 沖 
る 縄 
傾 性 
同 会 
が で 

弓ピ 喰 も   
  士 

族 
的 
文 
化 
c 
対 
す 

  



沖縄社会におに t る   祖先崇拝   自己 アイデンティティの 構築 

っ
て
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
た
ん
に
自
分
 を
 何
者
か
と
し
て
名
づ
け
る
名
付
け
方
で
は
な
く
、
 
自
 分
 が
何
者
か
と
し
て
 生
 

き
る
生
き
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
 
2
 ）
「
自
分
と
し
て
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
 

「
 
関
 わ
る
存
在
」
で
あ
る
人
間
が
事
物
に
関
わ
る
と
き
、
 
ま
ず
中
性
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
た
対
象
に
対
 
し
て
、
人
間
が
何
か
 

と
し
て
関
わ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
客
体
と
し
て
 外
 部
か
ら
事
物
と
出
会
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
人
間
 
は
 、
一
定
の
解
釈
を
伴
 

っ
た
 関
係
に
お
い
て
し
か
身
の
回
り
の
事
物
と
出
会
う
 
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
事
物
は
 、
 つ
ね
に
 

、
す
で
に
人
間
に
と
っ
 

て
 
「
何
か
と
し
て
」
立
ち
現
れ
る
。
他
の
人
間
に
対
す
 る
場
ム
ロ
 
も
同
様
に
、
人
間
は
相
手
を
 、
 つ
ね
に
、
す
で
 

「
何
者
か
と
し
て
」
 

見
ぃ
 だ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
は
自
分
自
身
を
 
も
 
「
何
者
か
と
し
て
」
 見
 い
だ
す
。
人
間
は
自
分
自
身
 に
 対
し
て
も
「
 関
 わ
る
 

存
在
」
な
の
で
あ
り
、
自
分
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
人
は
自
分
に
な
る
。
人
間
に
と
っ
て
「
自
分
」
は
 
、
つ
 ね
に
解
釈
さ
れ
た
「
 自
 

分
 と
し
て
」
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
 「
 
自
分
と
し
て
」
と
い
う
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
「
自
分
 
」
と
は
つ
ね
に
「
解
釈
 

さ
れ
た
自
己
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

（
 
3
 ）
「
構
築
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
的
営
み
か
 
 
 

「
 
関
 わ
る
存
在
」
と
し
て
の
自
己
を
結
節
点
と
し
た
 多
 様
な
関
係
性
の
総
体
が
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
い
 う
 
「
世
界
 主
こ
 -
 
（
」
で
あ
り
、
 人
 

一
 
5
 一
 

間
 は
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
世
界
の
中
に
、
「
世
界
内
存
在
 
ぎ
 。
 
ロ
の
 
「
。
毛
色
（
・
の
の
ぎ
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
 

も
 、
人
間
の
こ
の
在
り
 

方
は
 、
各
自
に
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
 。
人
間
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
い
く
の
か
に
つ
い
 
て
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
、
 

世
界
の
内
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
間
 
は
そ
の
よ
う
に
す
で
に
与
え
ら
れ
た
自
己
の
在
り
方
を
 
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
 

ぃ
 。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
在
り
方
を
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
 
「
 
被
投
性
 
Q
 の
 旧
 。
 ヱ
 の
手
の
三
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、
 人
 間
の
在
り
方
の
受
動
的
 

  



な
 側
面
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
一
方
、
人
間
は
、
 

被
投
 的
で
あ
り
つ
つ
、
 
自
 分
の
生
を
自
ら
能
動
的
に
生
き
る
存
在
で
あ
る
。
 被
投
 的
 制
約
を
受
け
つ
つ
 

も
 、
人
間
は
、
活
動
主
体
と
し
て
積
極
的
に
身
の
回
り
 
の
事
物
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
。
身
の
回
り
の
事
物
に
関
 
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 自
 

分
 自
身
に
関
わ
り
、
自
分
を
何
者
か
と
し
て
発
見
し
、
 
あ
る
い
は
創
造
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
 
主
体
的
能
動
的
な
在
り
 

万
を
 、
 ハ
ィ
 デ
ガ
 ー
は
「
全
段
 性
 Ⅱ
三
ミ
 仁
ユ
 」
と
 呼
 ぶ
 。
人
間
は
、
世
界
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
っ
 
っ
 、
そ
の
 制
約
の
中
で
、
何
者
か
 

へ
と
主
体
的
に
自
己
を
企
 没
 す
る
。
全
段
 性
 に
よ
っ
て
 
、
人
間
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た
可
能
性
の
中
か
ら
自
分
 
と
し
て
の
自
己
を
選
び
 

と
る
の
で
あ
る
。
 

人
間
は
っ
ね
に
 被
投
 的
で
あ
り
、
か
っ
全
段
的
で
あ
る
 
。
時
に
応
じ
て
 被
投
 的
で
あ
っ
た
り
全
段
的
で
あ
っ
 
た
り
す
る
の
で
は
な
 
 
 

し
る
う
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
人
間
の
企
 投
性
は
 
「
 
被
投
 的
な
企
 投
性
 」
 

と
し
て
あ
り
、
同
時
に
、
 

被
投
性
は
 
「
全
段
的
な
被
 投
 性
 」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
 被
投
性
 と
企
 投
性
 と
い
 ぅ
，
 」
の
 二
 側
面
を
相
互
 

規
定
的
な
関
係
性
と
し
て
体
現
す
る
人
間
的
営
み
が
、
 
直
感
的
な
了
解
に
基
づ
く
解
釈
で
あ
る
。
解
釈
が
自
己
 
に
 向
け
ら
れ
る
と
き
、
 

そ
れ
は
「
自
己
解
釈
」
と
な
る
。
自
己
解
釈
と
は
、
「
 い
ま
・
こ
こ
に
」
い
る
自
分
を
「
何
者
か
と
し
て
」
 
捉
 え
る
こ
と
で
あ
る
。
 

つ
 

ま
り
、
そ
れ
は
、
現
に
「
い
る
」
自
分
を
、
過
去
か
ら
 
の
 帰
結
と
し
て
す
で
に
「
な
っ
た
」
自
分
と
未
来
に
向
 
か
っ
て
こ
れ
か
ら
「
 な
 

る
 」
自
分
と
を
含
む
連
続
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
 
る
 。
そ
れ
は
、
 
被
投
的
 自
己
と
全
段
 的
 自
己
を
同
時
に
 捉
え
る
こ
と
で
あ
る
と
 

も
い
え
る
。
こ
の
自
己
解
釈
が
語
り
と
し
て
投
げ
出
さ
 
れ
る
と
き
、
解
釈
は
「
物
語
」
と
い
う
形
式
を
と
る
。
 
つ
ま
り
、
人
間
は
 、
自
 

自
解
釈
を
詰
り
と
し
て
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 「
 
自
分
の
自
分
と
し
て
の
物
語
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
 
。
物
語
に
お
い
て
、
 

過
 

去
を
踏
ま
え
た
未
来
の
自
分
が
創
造
さ
れ
、
未
来
の
自
 
分
か
ら
逆
に
過
去
の
自
分
が
選
択
さ
れ
、
あ
る
い
は
 
創
 ら
れ
る
。
自
己
解
釈
に
   

  



ナる 祖先崇拝 と 自己 ア  
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  @  ‥ ム 

才
相
て
 ，
 

自
己
ア
イ
づ
 

け
、
本
稿
 ゃ
 

過
去
の
祖
 牛
 

解
釈
と
い
う
人
間
的
営
み
そ
の
も
の
が
全
段
 
的
 構
造
を
 も
っ
て
い
る
た
め
、
自
己
解
釈
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
獲
 得
し
た
自
分
の
自
分
 

と
し
て
の
物
語
を
「
生
き
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
「
 生
き
る
」
と
は
、
自
己
解
釈
に
よ
っ
て
見
い
だ
し
た
「
 
自
己
物
語
」
に
向
か
っ
 

て
 自
己
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
仕
上
げ
る
 
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
生
き
る
」
こ
と
に
よ
っ
 
て
 、
人
間
は
物
語
の
中
 

の
 自
分
に
「
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
に
「
 
な
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 
テ
ィ
を
獲
得
す
る
。
 し
 

か
も
、
解
釈
は
、
自
己
を
何
者
か
と
し
て
「
発
見
す
る
 」
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
を
「
創
造
す
る
」
 
こ
 と
で
も
あ
る
。
自
己
 ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
は
、
「
発
見
す
る
」
と
 

っ
 形
式
を
と
っ
た
、
自
分
の
自
分
と
し
て
の
生
き
方
の
 
新
た
な
「
創
造
」
で
も
 

あ
る
。
 

：
」
 
，
ョ
 
。
・
は
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
を
以
上
 の
よ
う
な
一
般
的
な
人
間
的
営
み
と
規
定
し
、
そ
の
よ
 う
な
営
み
と
し
て
の
 

ソ
 ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
の
在
り
方
を
沖
縄
仕
ム
互
に
お
け
 る
 祖
先
崇
拝
の
な
か
に
 見
ぃ
 だ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
 
る
 。
と
り
わ
 

」
は
、
祖
先
崇
拝
の
場
面
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
、
 自
 己
 解
釈
に
お
い
て
、
「
い
ま
・
こ
こ
に
」
い
る
自
己
が
 ど
の
よ
う
に
 

几
 と
の
関
係
性
と
し
て
物
語
化
さ
れ
、
そ
の
物
語
が
生
 
き
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
一
連
の
過
程
に
 
い
か
 な
る
沖
縄
的
   

れ
ぞ
れ
「
 
被
投
的
 自
己
物
語
」
お
よ
び
「
全
段
 

的
 自
己
 物
ま
 
抑
 
」
と
呼
ん
で
お
く
。
 

一
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 一
 

よ
っ
て
、
自
分
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
自
分
と
は
 何
 者
 な
の
か
、
そ
し
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
が
一
つ
の
物
 語
 と
し
て
統
合
さ
れ
 

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る
自
分
の
自
分
と
し
 て
の
物
語
を
、
本
稿
で
は
、
「
自
己
物
語
」
と
呼
ぶ
。
 

自
己
物
語
は
、
自
己
を
被
 投
的
 存
在
と
し
て
捉
え
る
か
 、
全
段
 的
 存
在
と
し
て
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
二
つ
の
 
タ
イ
プ
に
分
類
で
 

る
 。
自
己
を
被
 投
的
 存
在
と
し
て
捉
え
る
と
自
己
物
語
 は
 運
命
論
的
、
因
果
論
的
色
彩
を
帯
び
る
。
一
方
、
自
 
目
を
全
段
 的
 存
在
と
 

て
 捉
え
た
場
合
、
自
己
物
語
は
、
自
己
革
新
的
、
目
的
 論
 的
な
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
 
は
 、
こ
の
二
類
型
を
 そ し き る 



事
例
 1
 

-
J
-
 

名
護
市
羽
地
地
域
で
収
集
さ
れ
た
地
方
史
料
「
寒
流
記
 
」
か
ら
、
一
つ
の
事
例
を
紹
介
し
た
 
い
 。
こ
れ
は
、
 
家
族
の
病
気
を
契
機
 

  

を よ 性 行 て 現 す １ を 4 " 目 

っ 意 的 わ 自 在       
特 

春 画 な 徴 
て 味 現 れ 己 の 近 こ き の お が 
も す 象 続 ア 事 世 で 込 分 、 見 
す る と け イ 倒 木 は 四 ん 析 ハ ら 
で 。 し て デ で 期 、 

だ と べ れ 
に こ て い ン は に 沖 

紹 の 生 る テ な お 縄 
じ こ ィ く け 地 

介二 さ事 たと テ、 る域 
    

隼 る 

掌 侍 れ     
    

  
0 分析 的営み 

で は   あ 人 
は あ 仲 仕 拝 あ 一 る 間 
他 る 縄 会 の る つ と 存 
の と 社 で 実 。 の 同 在 
研 い 会 一 践 い 事 時 の 
究 う に 貫 を ず 例 に 社 
者 こ 一 し 通 れ を 
に と 過 て じ も 示 全的 個人 



沖縄社会における 祖先崇拝と自己 ア         ンテイティの 構築 

に
、
ユ
 タ
 的
 職
能
者
と
の
接
触
を
通
し
て
、
新
た
な
 
自
 己
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
あ
る
百
姓
 

階
級
家
族
の
事
例
で
あ
 

る
 。
「
衆
流
記
」
は
、
同
治
五
年
一
一
八
 

-
 
ハ
 -
 
ハ
 
-
 に
当
時
 0 羽
地
間
切
川
上
村
在
住
の
我
部
 
祖
河
 親
雲
上
が
子
孫
 に
あ
て
て
記
し
た
自
家
 

の
 由
来
 記
 を
も
と
に
、
そ
の
子
孫
が
一
八
 
セ
 六
年
頃
に
 再
度
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
 

の
 一
八
八
三
年
や
一
九
 

二
 0
 年
に
も
加
筆
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
 

「
衆
流
記
」
に
よ
る
と
、
そ
の
始
祖
自
我
 

知
 大
屋
子
は
 、
 百
姓
身
分
で
あ
り
、
同
村
の
屋
号
「
後
の
大
屋
」
と
 
い
う
家
の
三
男
と
し
 

て
 生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
分
家
し
た
。
「
後
の
大
屋
」
は
 

も
と
は
名
護
間
切
宮
里
村
の
屋
号
「
大
殿
 
内
 」
か
ら
の
 分
家
で
あ
る
。
し
た
が
 

っ
て
、
我
部
 
祖
河
 親
雲
上
の
家
で
は
、
こ
の
宮
里
村
の
 
「
大
殿
 
内
 」
を
「
大
元
祖
」
と
し
て
、
そ
の
関
連
拝
所
 

を
 「
後
の
大
屋
」
と
と
 

も
に
五
年
ご
と
に
参
拝
し
て
い
た
。
 

「
衆
流
記
」
の
筆
者
我
郎
 

祖
河
 親
雲
上
は
、
始
祖
 
古
 裁
知
 大
屋
子
か
ら
数
え
て
四
代
目
に
あ
た
る
が
、
こ
の
家
 

の
 生
ま
れ
で
は
な
く
、
 

養
子
で
あ
る
。
彼
の
義
父
、
三
代
目
宮
里
筑
登
之
の
実
 

男
子
は
二
人
と
も
 ニ
 ケ
月
で
天
 抗
 し
た
。
そ
こ
で
、
 
同
 村
 出
身
の
妻
の
弟
我
郎
 

祖
河
 親
雲
上
（
童
名
 ま
 こ
を
養
子
に
迎
え
た
の
で
あ
 る
 。
つ
ま
り
、
我
部
 祖
河
 親
雲
上
は
義
母
の
実
弟
 と
 い
う
関
係
に
な
る
。
 
彼
 

は
 、
同
村
 親
 Ⅲ
に
や
の
次
男
と
し
て
一
八
 
0
 六
年
に
生
 ま
れ
、
十
八
歳
で
養
子
と
な
る
。
二
四
歳
で
赤
頭
位
、
 

二
九
歳
で
筑
登
之
、
四
 

口
歳
 で
我
部
 祖
 同
大
地
頭
職
を
得
た
。
ま
た
、
晩
年
に
 
は
 三
府
に
二
度
の
献
金
を
行
い
、
褒
美
を
受
け
て
い
る
 

。
彼
は
一
男
一
女
を
得
 

る
が
、
女
子
お
た
は
二
歳
で
天
 
抗
 す
る
。
男
子
が
童
名
 
う
 し
と
い
い
、
こ
の
う
し
の
病
気
を
契
機
に
、
こ
の
家
 

に
お
い
て
自
己
ア
イ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
寒
流
 

記
 」
に
基
づ
い
て
、
 
う
 し
を
め
ぐ
る
そ
の
経
過
を
記
 
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

う
 し
は
、
一
八
三
八
年
六
月
十
日
、
我
部
 
祖
河
 親
雲
上
 の
 長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
我
郎
 
祖
河
 親
雲
上
が
三
三
 
歳
 の
と
き
に
生
ま
れ
 

た
 最
初
の
、
そ
し
て
唯
一
の
男
子
で
あ
る
。
 
ぅ
 し
は
、
 六
歳
ま
で
は
普
通
に
育
っ
た
が
、
 
セ
 歳
か
ら
異
常
が
見
 
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
る
。
   



こ
と
ば
を
聞
き
入
れ
な
く
な
り
、
衣
服
を
着
せ
て
も
 引
 き
 破
り
、
ま
た
、
武
芸
の
よ
う
な
真
似
を
し
て
精
神
異
 
常
 者
の
よ
う
な
振
る
舞
 

い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
家
族
 の
も
の
は
鬼
神
の
お
 客
 め
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
、
 治
 療
 の
た
め
に
手
を
尽
く
 

す
 。
す
な
 ね
 ち
、
「
 
占
 功
者
」
が
い
る
と
聞
け
ば
ど
こ
 へ
で
も
出
か
け
て
教
え
を
乞
 い
 、
「
 
時
よ
れ
宜
敷
者
 」
 が
 い
る
と
聞
け
ば
ま
た
 出
 

か
け
て
 い
 き
、
首
里
、
那
覇
か
ら
田
舎
ま
で
方
々
走
り
 回
り
、
医
者
に
も
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
 ぅ
 し
の
異
常
 は
 治
ま
ら
ず
、
そ
の
 異
 

常
 は
う
し
が
十
五
歳
に
な
る
ま
で
続
く
。
う
し
が
十
四
 歳
 の
と
き
、
母
親
が
彼
を
連
れ
て
那
覇
の
寺
院
に
行
き
 、
十
七
日
の
間
仏
前
に
 

奉
仕
し
、
座
主
か
ら
数
十
回
も
読
経
し
て
も
ら
っ
た
が
 
、
効
果
は
な
く
、
落
胆
し
て
帰
宅
し
た
こ
と
も
あ
っ
 
た
 。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
 

時
 、
「
 占
 功
者
」
が
次
の
よ
う
に
教
え
て
く
れ
た
。
 
す
 が
 ね
ち
、
元
祖
は
護
 佐
 丸
の
系
統
で
あ
る
の
に
、
そ
の
 神
拝
所
を
放
置
し
て
 拝
 

み
 不
足
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
祖
先
か
ら
の
「
 
知
シ
一
 知
ら
せ
）
」
が
う
し
に
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
 で
、
早
速
、
調
べ
て
み
 

た
と
こ
ろ
、
名
護
宮
里
村
の
大
本
家
に
あ
た
る
大
殿
 
内
 で
も
近
年
、
護
 佐
丸
 関
連
の
拝
所
を
拝
む
よ
う
に
な
っ
 て
い
た
と
い
う
。
と
こ
 

ろ
が
、
今
 帰
 仁
成
、
山
田
城
、
お
よ
び
内
問
御
殿
の
二
 一
 
ケ
 所
は
護
 佐
丸
 関
連
の
第
一
に
重
要
な
拝
所
で
あ
る
に
 も
 関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
 

の
 祭
祀
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
 
そ
こ
で
、
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
そ
の
 ニ
 ケ
所
で
一
八
 吾
 一
年
十
二
月
か
ら
 
祭
 

祀
を
始
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
。
 す
る
と
、
 ぅ
 し
の
異
常
が
改
善
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
 で
、
親
類
一
同
で
喜
び
 

合
い
、
子
孫
に
伝
え
て
祭
祀
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
「
 衆
流
記
」
に
書
き
留
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
そ
の
後
、
 う
 し
は
結
婚
 

し
て
 四
 男
囚
 女
 を
も
う
け
、
二
三
歳
の
若
さ
で
自
我
 知
 大
地
頭
職
に
就
い
た
。
こ
れ
以
降
、
こ
の
家
系
で
は
 
上
 記
ニ
 ケ
所
の
拝
所
を
含
 

め
た
 護
佐
丸
 関
連
の
拝
所
で
定
期
的
に
祖
先
祭
祀
を
行
 

 
 

以
上
が
、
「
衆
流
記
」
か
ら
明
ら
か
に
な
る
、
 ぅ
 し
の
 病
気
を
め
ぐ
っ
て
我
部
 祖
河
 親
雲
上
一
家
に
起
こ
っ
た
 出
来
事
の
概
略
で
あ
 

る
 。
こ
れ
を
、
前
述
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
 
の
 一
般
図
式
に
照
ら
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
 

  



 
 

何
 

思
わ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
家
族
の
も
の
た
ち
は
 ぅ
 し
の
異
常
行
動
に
つ
い
て
、
医
者
に
も
 診
 て
も
ら
う
 以
 外
に
、
各
地
の
「
 占
 功
者
」
 

 
 
 
 
 
 
 
 

い
ネ
 

桧
や
 「
 時
 2
 
む
 宜
敷
者
 」
を
廻
っ
て
占
っ
て
も
ら
 

、
あ
る
い
は
寺
院
で
 祈
而
 し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
「
 占
 功
者
」
や
「
 時
 2
 
む
 宜
敷
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哩
者
 」と
い
う
の
は
、
全
体
の
文
脈
や
沖
縄
の
理
行
 
社
会
慣
行
か
ら
推
し
て
、
 

ユ
 タ
 的
 職
能
者
と
判
断
し
て
 間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

か
に
愚
か
れ
て
い
る
よ
う
な
異
常
行
動
を
呈
し
た
。
 

そ
 の
後
の
対
処
の
仕
方
か
ら
 

推
 

㍾
し
て
、
家
族
の
も
の
に
も
、
 
ぅ
 し
の
異
常
行
動
が
 
何
か
宗
教
的
な
原
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
 

直
 感
的
 了
解
が
あ
っ
た
も
の
と
 

ま
ず
、
「
衆
流
記
」
の
最
初
の
体
裁
を
整
え
た
我
郎
 祖
 河
 親
雲
上
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
始
祖
 
か
ら
四
代
目
の
我
部
 

祖
河
 親
雲
上
は
、
間
切
の
上
級
役
人
で
あ
る
天
地
頭
職
 
に
 就
き
、
ま
た
、
三
府
に
二
度
に
わ
た
っ
て
献
金
し
 
、
 褒
美
を
得
て
い
る
。
 そ
 

の
 功
績
は
 、
 彼
の
上
昇
志
向
性
と
そ
れ
を
実
現
す
る
 有
 能
 さ
を
示
し
て
い
る
。
彼
自
身
は
養
子
と
し
て
地
糸
 
か
 ら
 入
っ
て
き
て
い
る
の
 

で
、
現
在
の
沖
縄
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
厳
格
な
血
縁
 
主
 義
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
宮
里
村
の
「
大
殿
 
内
 」
を
「
大
元
祖
」
と
し
 

て
 、
五
年
ご
と
に
参
拝
し
て
い
る
の
で
、
家
筋
に
基
づ
 く
 士
族
的
祖
先
崇
拝
を
す
で
に
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
 
か
る
。
ま
た
、
最
終
的
 

ほ
う
 し
の
異
常
行
動
が
治
ま
り
、
子
孫
繁
栄
を
喜
ん
で
 
い
る
「
衆
流
記
」
の
内
容
か
ら
、
あ
る
い
は
子
孫
 
へ
宛
 て
る
と
い
う
そ
の
形
式
 

か
ら
も
、
彼
が
家
系
の
存
続
と
繁
栄
に
強
い
関
心
を
持
 
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
百
姓
身
分
で
あ
 
り
な
が
ら
、
「
衆
流
記
」
 

辮
 
の
よ
う
な
祖
先
の
由
来
記
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
 
の
は
士
族
的
志
向
性
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
つ
ま
り
、
彼
は
、
家
系
の
存
 

続
 と
繁
栄
を
願
い
、
士
族
へ
む
か
っ
て
上
昇
す
る
 志
向
性
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

れ
哉
 部祖
河
 親
雲
上
は
、
女
子
が
天
 抗
 し
唯
一
の
 実
子
と
な
っ
た
こ
の
長
男
う
し
に
後
継
者
と
し
て
大
き
 
な
 期
待
を
か
け
て
い
た
も
の
 

 
 

 
 

と
 思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
 う
 し
に
七
歳
か
ら
 異
 常
 が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
我
部
 祖
 洞
観
 雲
上
に
と
っ
て
、
自
己
 

 
 

 
 

配
 
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
盤
を
動
揺
さ
せ
る
出
来
 事
で
あ
っ
た
。
 



現
在
も
な
お
沖
縄
社
会
に
強
い
影
響
を
与
え
続
け
て
い
 
る
 。
ユ
タ
的
 災
 国
論
と
は
、
人
々
が
現
世
で
出
会
う
不
 幸
や
災
難
は
、
そ
の
 

先
が
 、
相
続
関
係
や
祖
先
祭
祀
に
起
因
す
る
あ
の
世
で
 
の
 不
都
合
や
居
心
地
の
悪
さ
を
子
孫
に
知
ら
せ
る
手
段
 
で
あ
る
と
す
る
因
果
 

で
あ
る
。
 

奉
事
例
に
お
い
て
 任
 目
し
た
い
の
は
、
う
し
の
異
常
行
 動
 が
表
れ
た
と
き
、
家
族
の
も
の
た
ち
が
 
ユ
 タ
 的
 職
能
 者
 と
接
触
し
、
そ
の
 

舌
口
に
し
た
が
う
こ
と
で
問
題
解
決
を
図
ろ
 

う
 と
し
た
と
 い
う
点
で
あ
る
。
う
し
の
異
常
行
動
を
契
機
と
し
て
こ
 の
家
族
に
「
自
分
の
 

分
 と
し
て
の
物
語
」
が
獲
得
さ
れ
て
 い
 く
過
程
に
 ユ
 タ
 的
 職
能
者
が
介
在
し
た
の
で
あ
る
。
 
ユ
 タ
 的
 職
能
者
の
 介
在
に
よ
っ
て
 、
う
 

の
 異
常
行
動
の
原
因
が
こ
の
家
系
の
過
去
に
お
け
る
 宗
 教
 的
過
誤
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
 
こ
 の
事
例
で
は
、
 
う
し
 

症
状
は
、
な
か
な
か
快
方
に
向
か
わ
な
い
。
そ
れ
は
う
 
し
の
家
庭
に
と
っ
て
の
「
自
分
の
自
分
と
し
て
の
」
 物
 語
 に
出
会
え
な
い
こ
 

で
も
あ
る
。
う
し
の
異
常
行
動
は
彼
が
十
五
歳
に
な
る
 
ま
で
続
く
。
し
か
し
、
あ
る
時
、
「
 占
 功
者
」
か
ら
、
 
自
分
の
家
系
が
護
 佐
 

の
子
孫
で
あ
る
と
教
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
祖
先
 0
 発
見
を
意
味
す
る
。
 

護
佐
丸
 と
は
、
十
五
世
紀
半
ば
の
 古
 琉
球
時
代
に
活
躍
 し
た
沖
縄
の
歴
史
的
英
雄
で
、
遠
祖
は
天
孫
 氏
 で
あ
る
 と
も
さ
れ
て
い
る
。
 

は
 、
山
田
城
の
出
身
で
あ
る
が
、
 座
 喜
味
 城
 、
中
城
 城
 を
 建
設
し
た
 名
 築
城
家
と
し
て
名
を
残
す
一
方
、
組
踊
 
「
二
童
敵
討
」
に
よ
 

て
 、
宿
敵
何
席
和
利
の
策
謀
に
 艶
 れ
る
不
遇
の
忠
臣
と
 し
て
の
人
物
像
が
定
着
し
、
沖
縄
史
上
最
も
人
気
の
高
 
ぃ
 歴
史
的
英
雄
の
 
一
 

で
あ
る
。
我
郎
 祖
河
 親
雲
上
の
一
家
は
、
そ
の
 護
佐
丸
 の
子
孫
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
 護
佐
九
 の
 子
孫
で
あ
る
以
上
、
 

孫
 と
し
て
 護
佐
丸
 め
か
り
の
拝
所
で
し
か
る
べ
き
祖
先
 祭
祀
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
 
そ
の
こ
と
を
忘
却
し
 

千 人 っ 彼 丸 と の し 自 助 観 祖 て す 
る ユ 

輩 タ 

と 的 
し 職 て ム 弓 ヒ ヒ 

排 者 
斥 は さ 
れ 近 
続 世 
け 期 
て 以 
き 来 
た 現 
の 在 
で に 

  至 

仕 る 

ム ム ま 

の で オ 
モ 時 
テ の 

舞 政 

椿山下 ム 口か 

ら マ 
は ス 
身 コ を 
隠、 な 
す ど   

傾 か 
向 ら   
5%  牙に 

い 教 
が な 流 
そ 布   
独   

宮 古 木 
の 味 
災 な 

回 送 

誇巾 佳山を三ロ @ Ⅰ @ 仁 
よ 喧 
つ Ⅰ一 ム 

  



沖縄社会に     先 崇拝と自己 ア イデ、 ノ ティティ の 構築 

て
し
ま
っ
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
祖
先
が
う
 
し
に
異
常
行
動
を
起
こ
さ
せ
て
そ
の
過
ち
を
 我
部
祖
河
 親
雲
上
一
家
に
知
ら
せ
 

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
我
郎
 祖
河
 親
雲
上
一
家
 は
、
ユ
 タ
約
論
理
に
基
づ
い
た
新
た
な
自
己
物
語
を
受
 
け
 取
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
 被
投
的
 ・
運
命
論
的
に
仕
上
げ
ら
れ
た
自
己
 物
 語
 で
あ
る
。
 

我
郎
 祖
河
 親
雲
上
の
一
家
に
示
さ
れ
た
「
 護
佐
 丸
の
子
 孫
 と
し
て
」
の
自
己
物
語
は
、
 護
佐
 丸
の
子
孫
と
し
て
 の
 生
き
方
を
も
同
時
 

に
 示
し
て
い
る
。
我
郎
 祖
河
 親
雲
上
家
で
は
、
 ユ
 タ
 的
 職
能
者
の
舌
口
に
基
づ
い
て
、
し
か
る
べ
き
 
護
佐
丸
 ゆ
か
 り
の
拝
所
で
祖
先
祭
祀
 

を
行
っ
た
。
す
る
と
、
何
年
も
治
ら
な
か
っ
た
う
し
の
 
異
常
行
動
が
快
方
に
向
か
っ
た
。
快
方
へ
動
い
た
こ
と
 
に
よ
っ
て
、
我
部
 祖
河
 

親
雲
上
一
家
は
 、
ユ
 タ
 的
 職
能
者
か
ら
示
さ
れ
た
自
己
 物
語
の
信
 想
 性
を
確
認
し
、
そ
の
「
自
分
の
自
分
と
し
 
て
の
」
生
き
方
を
受
容
 

し
た
の
で
あ
る
。
 

護
佐
丸
 め
か
り
の
拝
所
と
し
て
教
示
さ
れ
た
命
婦
 
仁
城
 、
山
田
城
、
お
よ
び
内
問
御
殿
は
、
現
在
で
も
 
護
佐
 丸
の
子
孫
と
称
す
る
 

人
々
に
と
っ
て
重
要
な
拝
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
時
 
に
 、
そ
れ
ら
の
場
所
は
沖
縄
の
歴
史
と
文
化
を
体
現
し
 
て
い
る
と
い
う
意
味
で
 

も
 重
要
な
史
跡
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
部
 
祖
河
 親
雲
上
 
一
家
に
と
っ
て
、
 護
佐
 丸
の
子
孫
と
し
て
の
自
己
 物
 語
を
受
け
入
れ
る
こ
と
 

は
 、
そ
の
よ
う
な
歴
史
文
化
的
意
味
を
も
っ
た
場
所
を
 
「
自
分
の
場
所
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
  
 

そ
の
後
、
 ぅ
 し
は
結
婚
し
、
四
実
四
文
に
恵
ま
れ
、
 
二
 三
歳
の
若
さ
で
失
地
頭
職
を
も
得
た
。
 護
佐
 丸
の
子
孫
 と
し
て
の
新
た
な
 生
 

き
 方
を
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
受
容
す
る
こ
 
と
に
よ
っ
て
、
我
部
 祖
河
 親
雲
上
は
、
自
分
が
依
っ
て
 立
つ
家
系
の
存
続
と
子
 

孫
 繁
栄
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
「
男
子
 う
 し
静
 ニ
相
 成
候
 上
、
孫
々
も
 致
 繁
栄
、
大
 粒
 為
筋
 相
成
 候
間
 、
先
様
子
孫
呉
 無
 

遅
滞
、
入
念
 可
 洋
車
」
と
記
し
て
、
子
孫
に
、
 護
佐
丸
 の
子
孫
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
 
て
 実
際
に
、
我
部
 祖
河
 

親
雲
上
の
希
望
通
り
、
そ
の
子
孫
た
ち
は
、
そ
れ
以
降
 
、
 護
佐
丸
 関
連
の
祭
祀
を
受
け
継
ぎ
、
 護
佐
 丸
の
子
孫
 

と
し
て
生
き
続
け
て
い
 

  



由
来
」
と
続
い
て
い
る
。
 

ま
ず
、
「
元
祖
由
来
 
記
 御
位
丈
二
親
 テ
 」
に
ほ
、
由
来
 
記
 作
成
の
音
主
我
と
「
琉
球
国
民
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
 

姿
 が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

た
と
え
ば
、
「
仁
人
 
ノ
 孝
子
タ
ル
 者
ハ
 祖
宗
 ノ
因
ツ
テ
 
生
レ
出
デ
 タ
ル
 所
ヲ
知
 ル
事
 ヲ
得
バ
直
チ
二
 由
来
 記
ヲ
 御
位
 立
 シ
テ
祖
先
崇
拝
 

ノ
道
ヲ
 全
フ
ス
 可
キ
 モ
ノ
ナ
リ
」
と
記
し
、
こ
れ
が
「
 
我
ガ
 琉
球
国
民
 -
 
姓
ノ
 

マ
マ
 
@
 
 
美
風
」
 

で
あ
る
と
い
う
。
「
天
地
 

万
物
の
霊
長
」
で
あ
る
 

以
上
、
「
祖
宗
の
根
源
」
を
悟
り
知
り
、
「
一
家
の
歴
史
 

」
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
も
い
う
。
ま
た
、
 

い
 ま
わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
 

る
こ
と
が
、
「
衆
流
記
」
中
の
一
八
八
三
年
や
一
九
二
 

0
 年
の
加
筆
か
ら
確
認
で
き
る
。
 

事
例
 2
 

こ
れ
は
、
「
 
西
銘
 門
中
 之
 由
来
話
」
 繍
埜
卜
 「
出
立
木
㍉
 

ヰ
ル
 
」
 と
も
）
と
い
う
史
料
に
み
え
て
い
る
も
の
で
、
 

伊
 是
者
 島
の
百
姓
系
統
の
西
 

銘
 門
中
が
系
図
作
成
専
門
家
に
依
頼
し
て
、
琉
球
開
聞
 

神
話
に
つ
な
が
る
自
分
た
ち
の
門
中
系
図
を
獲
得
し
、
 

そ
れ
に
沿
っ
た
祖
先
 
祭
 

祀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 

テ
ィ
を
構
築
す
る
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
 

西
銘
 門
中
 関
 儒
者
八
人
の
連
名
 て
記
 

さ
れ
て
い
る
序
文
に
、
「
琉
球
歴
史
研
究
所
神
村
朝
議
 

所
蔵
 ノ
 宝
鑑
 ニ
 依
り
 好
 史
料
 ヲ
得
テ
 祖
先
 ノ
 由
来
 記
ヲ
 組
立
タ
ル
」
と
記
さ
れ
 

て
い
る
が
、
こ
の
神
村
朝
 
議
 と
い
う
人
は
 、
 人
々
の
 依
 頼
に
 応
じ
て
系
図
を
作
成
す
る
、
系
図
作
成
専
門
家
 
で
あ
る
。
「
琉
球
歴
史
研
 

先
前
」
と
は
、
私
設
の
研
究
所
で
、
沖
縄
の
系
図
作
成
 

専
門
家
が
 よ
 く
用
い
る
類
の
表
看
板
で
あ
る
。
こ
の
「
 

由
来
 記
ヒ
は
 、
第
二
次
 

世
界
大
戦
中
の
一
九
四
三
年
一
月
に
作
成
さ
れ
た
が
、
 

そ
の
逼
迫
し
た
時
期
に
作
成
さ
れ
た
理
由
は
ま
だ
確
認
 

し
て
い
な
い
。
全
体
の
 

構
成
は
、
「
元
祖
由
来
詣
御
位
丈
ニ
 

就
テ
 」
と
い
う
 序
 丈
 に
続
い
て
、
「
琉
球
国
王
代
詞
」
、
「
 

銘
苅
 御
殿
亡
孫
 図
 」
、
「
 
西
銘
 門
中
 之
系
 

図
 」
（
本
流
系
図
）
、
お
よ
び
、
西
銘
門
中
入
支
流
の
各
 

系
図
が
図
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
 

西
銘
 門
中
 之
 拝
所
」
、
 
「
伊
平
屋
島
 
霊
 御
殿
 之
 

(94) 94 



沖縄社会 における祖先崇拝 と 自己アイ アン 丁イアイ の 構築 

る
の
は
、
父
母
か
ら
生
ま
れ
、
父
母
は
祖
父
母
か
ら
と
 
い
う
よ
う
に
連
続
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
家
の
祖
 
先
 だ
け
で
な
く
、
「
本
家
 

ノ
 祖
先
」
、
「
 一
艮
 一
族
 ノ
 祖
先
」
、
さ
ら
に
「
神
代
 ノ
祖
 先
 」
、
「
沖
縄
民
族
 
ノ
 根
本
的
大
祖
先
」
に
ま
で
遡
ら
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 

い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
由
来
 記
 」
を
作
成
し
た
こ
と
 ほ
 つ
い
て
、
「
誠
二
以
 テ
 祖
先
二
対
ス
ル
孝
道
 ノ
 一
端
 ヲ
開
キ
タ
ル
 モ
ノ
 ニ
シ
 

テ
 子
孫
 ノ
悦
ビ
之
レ
 二
勝
 レ
ル
 モ
ノ
ナ
シ
」
と
結
ん
で
 い
る
。
 

こ
の
序
文
に
続
い
て
、
「
琉
球
国
王
代
 詞
 」
が
図
示
さ
れ
 て
い
る
（
図
 1
 、
図
 2
 の
 F
 系
統
）
。
 伊
 是
者
 島
 の
 門
 中
の
由
来
 記
 に
王
代
 

記
 が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
権
威
づ
け
の
 
た
め
で
は
な
く
、
両
日
工
以
下
の
系
譜
が
こ
の
 西
銘
門
 中
の
系
譜
と
結
び
っ
く
 

こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
向
日
工
 は
 、
第
二
尚
氏
 琉
 球
 王
統
の
始
祖
で
あ
る
が
、
琉
球
王
府
の
正
史
に
よ
る
 
と
 、
そ
の
出
身
は
伊
 是
 

冬
鳥
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

次
に
、
「
 銘
苅
 御
殿
 之
 系
図
」
が
図
示
さ
れ
て
い
る
（
 図
 2
 の
 C
 系
統
）
。
 銘
苅
 御
殿
と
は
当
日
王
の
叔
父
を
祖
 と
す
る
家
系
で
、
 
一
 

七
四
四
年
に
系
図
を
許
さ
れ
、
譜
代
に
叙
せ
ら
れ
た
。
 
同
家
に
伝
わ
る
系
図
に
よ
る
と
、
そ
の
始
祖
朝
 
列
は
 向
日
王
の
叔
父
に
あ
た
 

り
 、
向
日
が
即
位
す
る
と
、
首
里
に
迎
え
ら
れ
、
素
冠
 
位
 と
真
和
志
間
切
 銘
 対
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
た
が
、
 眼
 病
を
患
い
帰
島
を
願
い
 

出
て
許
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
 銘
 対
象
 は
 、
第
二
尚
氏
 王
朝
の
祖
向
日
工
と
同
じ
祖
先
の
系
列
に
属
す
る
こ
と
 
が
 三
府
自
身
か
ら
認
め
 

ら
れ
た
 伊
 是
者
 島
 第
一
の
名
門
な
の
で
あ
る
。
 

次
い
で
、
「
 西
銘
 門
中
 之
 系
図
」
の
系
図
が
記
さ
れ
て
 
い
る
。
こ
こ
に
は
、
志
仁
礼
 久
 ・
 阿
摩
禰
 姑
か
ら
天
孫
 氏
 ま
で
（
図
 2
 の
 A
 

系
統
）
、
大
里
天
孫
氏
か
ら
 銘
苅
 御
殿
の
始
祖
 茗
 前
星
 主
 
（
 
銘
苅
 親
方
朝
列
）
ま
で
（
図
 2
 の
 B
 系
統
）
、
西
銘
 門
中
の
本
家
筋
（
図
 2
 

の
 E
 系
統
）
、
向
日
工
の
 父
向
 陵
王
の
長
男
大
木
 須
親
 方
の
系
統
（
図
 2
 の
 D
 系
統
）
、
お
よ
び
 伊
礼
 諸
 兄
 
（
 
図
 2
 の
 G
 系
統
）
、
西
銘
 

諸
 兄
 
（
図
 
2
 の
 H
 系
統
）
、
 松
 仲
田
（
図
 2
 の
 1
 系
統
）
 、
そ
の
他
（
図
 2
 の
上
で
示
し
た
そ
の
他
の
系
統
）
 各
 支
流
の
系
図
が
そ
れ
ぞ
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が
 、
本
来
士
族
的
制
度
物
で
あ
る
由
来
 記
 作
成
を
志
し
 た
こ
と
、
そ
し
て
し
か
も
、
由
来
訪
作
成
に
際
し
て
 首
 軍
 士
族
文
化
の
体
現
者
 

門
 家
で
あ
り
、
知
識
人
で
あ
り
、
し
か
も
士
族
文
化
の
 

体
現
者
で
あ
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
 西
銘
 門
中
の
人
々
 

間 れ る テ 表 1 面 銘 門中立拝所 ( 略表 ) 
ほ ろ 。 ま ィ 
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沖縄社会における ，祖先崇拝 と 自己アイ 一 の 構築 

と
さ
れ
て
い
る
系
図
作
成
専
門
家
を
要
請
し
た
と
い
う
 点
 に
注
目
し
た
 

要
請
し
た
背
景
に
は
、
西
銘
門
中
の
人
々
に
、
自
分
た
 
ち
の
自
分
た
ち
と
し
て
の
生
き
方
に
関
す
る
一
定
の
自
 己
 了
解
が
存
在
し
て
 

い
た
。
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
序
文
で
あ
る
。
 そ
 こ
に
は
、
「
琉
球
国
民
」
の
美
点
は
、
「
仁
人
」
の
「
 
孝
 子
 」
た
る
点
で
あ
り
、
 

そ
れ
は
、
祖
先
の
出
自
を
知
り
、
由
来
記
を
作
成
し
、
 祖
先
崇
拝
を
全
う
す
る
こ
と
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 。
そ
れ
は
、
「
琉
球
 国
 

民
 」
だ
け
で
な
く
、
「
天
地
万
物
 ノ
 霊
長
」
た
る
人
間
 の
 人
間
と
し
て
の
生
き
方
で
も
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
 
は
 、
「
琉
球
国
民
」
と
し
 

て
の
、
あ
る
い
は
「
天
地
万
物
 ノ
 霊
長
」
た
る
人
問
と
 し
て
の
自
己
の
本
来
的
在
り
方
を
獲
得
し
て
い
な
い
 
自
 分
た
ち
の
 い
 ま
の
生
き
 

方
 に
対
す
る
不
確
か
さ
、
あ
る
い
は
居
心
地
の
悪
さ
が
 示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
 琉
球
国
民
」
と
し
て
、
 

あ
る
い
は
人
間
と
し
て
の
本
来
的
生
き
方
の
内
容
は
 
、
 十
七
世
紀
半
ば
以
降
、
琉
球
王
府
の
身
分
制
度
体
制
の
 成
立
過
程
で
整
備
さ
れ
 

て
い
っ
た
士
族
的
な
生
き
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
 
は
 、
「
琉
球
国
民
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
間
と
し
て
 と
 言
い
つ
つ
、
士
族
的
 

制
度
物
を
獲
得
し
、
士
族
の
系
統
に
帰
属
す
る
こ
と
を
 積
極
的
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
 
実
現
し
て
く
れ
る
の
が
 

系
図
作
成
専
門
家
で
あ
る
。
 

で
は
、
西
銘
門
中
の
人
々
は
自
分
た
ち
の
自
分
た
ち
と
 し
て
の
確
か
な
生
き
方
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
い
か
に
 
「
宗
祖
 ノ
 根
源
」
を
 

明
ら
か
に
し
た
の
か
。
序
文
に
は
、
「
沖
縄
民
族
 ノ
根
 木
杓
大
祖
先
」
に
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
示
さ
れ
て
い
る
が
、
 実
 

際
に
、
西
銘
門
中
が
、
 伊
 星
石
島
の
名
門
 銘
苅
 御
殿
や
 琉
球
 国
 第
二
尚
氏
の
国
王
の
系
統
ま
で
巻
き
込
ん
だ
、
 
よ
り
大
き
な
琉
球
王
国
 

的
 規
模
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
図
 
2
 ）
。
し
か
も
、
志
仁
礼
 久
 ・
 阿
摩
禰
姑
 と
い
う
琉
球
王
 府
の
正
史
に
記
載
の
開
 

闘
 神
話
に
登
場
し
て
く
る
神
話
的
祖
先
に
ま
で
遡
及
 
さ
 れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
西
銘
門
中
の
系
譜
が
「
沖
縄
 
民
 族
ノ
 根
本
的
大
祖
先
」
 

に
ま
で
遡
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
図
 2
 の
 A
 系
統
の
神
話
的
系
譜
は
、
 慶
苗
 間
知
徳
若
「
琉
球
祖
先
 宝
鑑
」
の
中
に
示
さ
れ
 

  



 
 

一
 
9
-
 

て
い
る
系
譜
 
-
 
図
 3
 一
 と
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
な
 
っ
て
い
る
。
 慶
 苗
間
も
「
琉
球
史
料
研
究
会
」
と
い
う
 
看
板
を
掲
げ
て
、
一
般
 

の
 系
図
作
成
依
頼
に
応
じ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
 
本
は
 、
一
九
三
三
年
 
@
 札
あ
に
初
版
が
出
さ
れ
た
 が
 、
そ
の
内
容
は
 、
沖
 

縄
の
歴
史
上
有
名
な
祖
先
の
系
譜
を
列
挙
し
た
も
の
で
 
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
琉
球
民
俗
研
究
社
」
の
看
板
を
掲
 げ
た
東
江
長
太
郎
著
 
の
 

 
 

「
通
俗
琉
球
北
山
由
来
話
」
二
九
一
 
-
 
五
年
発
色
 
や
 一
般
 に
 「
長
浜
系
図
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
按
司
系
譜
を
集
大
 成
し
た
系
図
な
ど
と
 

と
も
に
、
系
図
作
成
家
の
間
で
参
照
さ
れ
て
い
る
資
料
 
の
 一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 先
に
引
用
し
た
序
文
 に
 示
さ
れ
て
い
る
神
村
 

所
蔵
の
「
宝
鑑
」
と
は
こ
の
「
琉
球
祖
先
宝
鑑
」
を
 
指
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
う
し
て
、
西
銘
門
中
は
自
己
解
釈
と
し
て
の
「
自
分
 
の
 自
分
と
し
て
の
物
語
」
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
そ
れ
は
、
「
琉
球
 国
 

民
 」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
天
地
万
物
 
ノ
 霊
長
」
と
し
 て
 、
自
分
た
ち
が
、
「
沖
縄
民
族
 ノ
 根
本
的
大
祖
先
」
 
で
あ
る
 志
 仁
礼
 久
 ・
 阿
 

摩
禰
 姑
を
始
源
と
し
、
し
か
も
琉
球
第
二
尚
氏
王
統
 
や
 伊
是
 名
の
名
門
で
あ
る
 銘
苅
 御
殿
と
同
じ
系
統
に
属
す
 る
末
脊
 で
あ
る
こ
と
を
 

自
覚
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
し
か
る
べ
き
拝
所
で
祖
先
 
崇
拝
を
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
 
る
 。
そ
れ
は
全
段
 的
 ・
 

自
己
変
革
的
に
仕
上
げ
ら
れ
た
自
己
物
語
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
 末
脊
 と
し
て
自
分
た
ち
が
ど
こ
で
祖
先
 祭
 祀
 る
 行
 う
 べ
き
か
を
示
し
た
の
が
 表
 1
 
「
 
西
銘
 門
中
 之
 拝
所
」
で
あ
る
。
 上
 

 
 

 
 

図
 

 
 

㌶
に
三
男
鳥
見
世
 

二
男
北
山
按
司
 

上
 

 
 

   
 

 
 

 
 



沖縄社会 

ア m 

 
 

拝
ら
 分
析
し
、
祖
先
崇
拝
の
実
践
は
沖
縄
的
自
己
 
ア
 イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
 
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
 

 
 

朋
た
 。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
沖
縄
的
祖
先
崇
拝
の
 
特
徴
と
そ
の
歴
史
的
背
景
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
 
沖
 縄
 に
は
、
「
士
族
的
祖
先
 
崇
 

 
 

沖
拝
 」
と
「
 ユ
 タ
 的
 祖
先
崇
拝
」
の
 二
 系
列
が
あ
り
 、
現
実
場
面
で
は
、
士
族
的
祖
先
崇
拝
に
価
値
を
置
く
 

傾
向
に
は
あ
る
も
の
の
、
 
そ
 

，
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
と
は
ど
の
よ
う
な
人
 

間
的
 営
み
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
 

自
分
を
名
詞
的
に
名
付
け
る
 

ル
 両
者
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
 

次
 に
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
を
援
用
し
つ
つ
、
現
象
学
的
視
点
か
 
ら
 、
本
稿
で
い
う
自
己
   

 
 

配
本
稿
で
は
、
沖
縄
地
域
に
お
い
て
現
在
も
な
お
 活
況
を
呈
し
て
い
る
祖
先
崇
拝
を
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 
テ
ィ
の
構
築
と
い
う
観
点
か
 

 
 

 
 

三
結
 

 
 

ティの構築 

満 ル 

足 そ 
感 / 
が ナ 
表 シ 

ね 」 

て と 

い 結 
る ん 
  で 

  
る 

と 
    

ろ 

@ 
%@ よ ユ 

新 
た 
な 

「 自 

分 
  
自 

分 
と 

  
て 

  
生 
き 

万   

を 

獲 
千尋 

  
た     
と 

@ 
対 
す 
る 
    

間 0 
中 
  

述
 の
よ
う
な
系
譜
を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
西
銘
門
中
の
人
々
に
は
、
自
分
た
ち
 
と
 関
係
が
あ
 

え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
那
覇
や
百
里
の
琉
球
王
 府
ゆ
 か
り
の
寺
社
や
拝
所
、
琉
球
開
聞
神
話
と
結
び
つ
い
た
 聖
地
、
あ
る
 

屋
島
の
銘
 苅
 御
殿
め
か
り
の
拝
所
な
ど
が
、
自
ら
子
孫
 と
し
て
祖
先
崇
拝
を
行
う
べ
き
場
所
と
な
っ
た
の
で
あ
 
る
 。
つ
ま
り
 

中
は
、
そ
れ
ら
の
拝
所
を
「
自
分
た
ち
の
場
所
」
と
し
 
て
 改
め
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
 
由
来
 記
 」
に
 、
 

鳥
雲
御
殿
乙
由
来
」
と
し
て
、
一
見
関
係
な
い
よ
う
に
 
み
え
る
 霊
 御
殿
に
つ
い
て
の
説
明
が
図
解
入
り
で
記
さ
 
れ
た
り
、
 ま
 

王
 の
 旧
 屋
敷
や
井
戸
に
関
す
る
記
述
が
み
え
る
の
も
、
 
い
ま
や
そ
れ
ら
が
「
自
分
た
ち
の
場
所
」
と
な
っ
た
こ
 と
を
端
的
に
 

る
と
い
え
る
。
「
由
来
話
」
の
序
文
を
、
「
誠
二
以
 テ
祖
 先
 二
対
ス
ル
孝
道
 ノ
 一
端
 ヲ
開
キ
タ
ル
 モ
ノ
 ニ
 シ
テ
 子
 孫
ノ
悦
ビ
之
 る

と
も
思
 

い
は
伊
平
 

面
 銘
門
 

「
伊
平
屋
 

た
 、
向
日
 

表
し
て
い
 

レ
 二
勝
 レ
 



こ
の
二
つ
の
事
例
は
 、
ユ
 タ
 的
 職
能
者
が
霊
的
能
力
に
 よ
っ
て
、
そ
し
て
系
図
作
成
専
門
家
は
知
識
に
よ
っ
て
 
、
と
い
う
 

の
手
法
は
異
な
る
に
せ
 よ
 、
い
ず
れ
も
依
頼
者
を
沖
縄
 の
 歴
史
と
そ
の
歴
史
が
刻
印
さ
れ
た
場
所
に
結
び
つ
け
 
る
 役
割
を
果
 

る
 。
沖
縄
に
お
い
て
は
、
祖
先
を
発
見
し
、
祖
先
崇
拝
 
を
 実
践
す
る
こ
と
が
、
自
分
の
自
分
と
し
て
の
生
き
方
 
の
 構
築
で
あ
 

自
己
を
時
間
（
歴
史
）
と
空
間
（
場
所
）
に
お
い
 
て
 沖
縄
の
文
化
的
中
心
へ
と
つ
な
ぎ
と
め
る
行
為
な
の
 
で
あ
る
。
 

本
稿
で
は
近
世
末
期
お
よ
び
一
九
四
三
年
に
作
成
さ
れ
 
た
 由
来
記
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
分
析
 
を
 通
し
て
 

は
 、
現
代
の
沖
縄
社
会
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
を
め
ぐ
る
 動
向
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
の
沖
縄
に
お
け
 
る
 
「
門
中
化
 

「
聖
地
巡
拝
」
の
盛
況
は
、
本
土
方
面
か
ら
の
文
化
的
 圧
力
に
対
し
て
沖
縄
の
伝
統
文
化
の
再
活
性
化
を
め
ざ
 
す
 一
種
の
自
 

二
 %
 三
石
（
円
ヨ
 
0
 七
の
 
ヨ
 の
目
汁
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
 
実
際
、
位
牌
継
承
規
則
の
先
鋭
化
と
い
っ
た
今
日
的
特
 
徴
を
観
察
す
 

で
き
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
の
現
象
で
は
な
 

そ
れ
は
、
よ
り
直
接
的
に
沖
縄
的
自
己
ア
イ
デ
ン
 
テ
ィ
テ
ィ
の
 

も
の
に
関
わ
る
動
向
な
の
で
あ
り
、
沖
縄
の
人
々
の
 自
 自
存
在
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
 
は
 、
沖
縄
の
 

程
 の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
沖
縄
社
会
の
内
発
的
 動
 何
 で
あ
り
、
近
世
末
期
以
来
、
沖
縄
社
会
に
貫
流
し
て
 
い
る
動
向
で
 

こ
の
よ
う
な
沖
縄
の
文
化
的
中
心
へ
 収
赦
 す
る
自
己
 ア
 イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
の
動
向
は
、
沖
縄
的
「
わ
れ
わ
 
れ
 意
識
」
 

深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
は
、
日
本
本
 土
 で
か
っ
て
清
和
源
氏
や
桓
武
平
氏
な
ど
の
歴
史
的
 英
 雄
を
祖
先
に
 

が
 流
行
し
、
そ
れ
が
日
本
的
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
の
形
 成
 に
寄
与
し
た
の
と
同
じ
姿
を
示
し
て
い
る
。
沖
縄
は
 
、
現
在
も
な
 お 戴 の あ 歴 構 る 文 現 得 る た よ 

、 く 彩 る 史 築 こ 化 象 た と し う 

沖 こ 成 。 的 そ と 運 」 結 回 て に 
縄 と に 過 の も 動 や 果 蒔 い そ 

事 
  
  
お 

  
て 
よ @ 
  

全段 

的 
自 
己 
物 
三五   
が 

リ 倉 

ナり 

  
た 
    

と 

を 

確 
認 
  
た 

(102) 

を こ 

イ千 と 

っ で 
た は な 
@@ < 
タ て 的 
織 目 

ムヒ 目 ヒ 分 
者 の 
が 自 

関 分 
わ と 

る し 

第 て 
    
事 物 
倒 語 
に を 

お 生 
い き 

て る 
は こ 

「と 被で 
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自 と 
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ら に 

れ " そ " 
系 れ 
国 を 

ィ竿 踏 
成 ま 

専 え 

門 て 
衆 三 
が つ 

関 の 
わ 事   
第分 二桁 

  



沖縄社会におけ 

  
    

  
東征 年 。 

長 

  
  
通 
  
琉球 

  
  
由 
来 

- - 一 - 口 己   

再 
録、 

束 
江 
長 
太 

に一良 

者 

金 
  
圭 

東
征
哲
雄
編
「
 古
 琉
球
三
山
由
来
 記
 集
し
那
覇
出
版
社
、
一
九
八
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

る 祖先崇拝と自己アイデ 、 ノ ティティの構築 

      そ 

  l 王 
        4 - .3: 一 2 - 1 - 

      
佳木 

も 

  

  
@ 
  
  
  
自 
己 
ア 
  
デ 

ン   
T 
  

究資 テ 
  
を 
つ 
な   ぎ 

と 

め 

圭 る   文     

  
られ、 幅 三コ 0 コ 第 Ⅱ ロ @ ナ   

し 一 件 
核 

鰍 毛 上 を   u 0  書   保 
一 男 ち 

原佑 年 に 続 
  
て 

九六二 渡辺 「中山   
る 

世睾 臣 一郎訳 午 。       で 
存葵 あ 
在鐸 る 

  
円し 目 ハ トが亡 ゅ司 

"  プ L 

    編 



一
 
5
 一
 

ミ
ン
ジ
ョ
門
中
、
イ
フ
ェ
 一

位
牌
）
、
改
葬
に
代
表
さ
れ
る
祖
先
祭
祀
な
ど
が
 研
 究
 さ
れ
て
き
た
。
こ
う
 

 
 

に
地
元
以
外
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
急
速
に
進
展
さ
れ
 

 
 

研
究
で
は
特
に
沖
縄
文
㈲
 

 
 
 
 

化
 圏
に
固
有
の
民
俗
宗
教
に
焦
点
が
絞
ら
れ
、
そ
の
 対
 象
 と
し
て
ユ
タ
、
カ
ン
ガ
カ
リ
ャ
ー
に
代
表
さ
れ
る
 
シ
 ヤ
ー
マ
ン
、
 
@
 一
 
ソ
 ロ
 、
カ
 

 
 

 
 

田
島
忠
 篤
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
沖
縄
文
化
圏
内
に
は
様
々
な
地
域
が
あ
り
、
 
特
 に
 沖
縄
本
島
と
奄
美
諸
島
で
は
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
明
治
以
 
後
、
都
市
へ
の
人
ロ
 移
 

動
 が
活
発
と
な
り
、
祖
先
祭
祀
も
変
化
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
 
沖
縄
本
島
北
部
で
は
兄
弟
を
中
心
に
一
門
真
 が
 形
成
さ
れ
、
 父
 系
 が
強
調
さ
れ
る
よ
 

う
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
都
市
化
が
進
展
し
家
族
 墓
 へ
と
変
化
し
 て
い
っ
た
。
一
方
、
奄
美
で
は
戦
前
・
戦
後
と
沖
縄
同
様
の
社
 
ふ
 コ
 歴
史
状
況
の
な
か
 

祖
先
祭
祀
が
変
化
し
て
き
た
。
都
市
移
住
者
は
墓
を
媒
介
に
目
付
 
在
住
者
と
の
紐
帯
が
保
た
れ
て
き
た
一
方
で
、
火
葬
の
普
及
な
 ビ
 本
土
の
都
市
文
化
 

が
 移
入
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
本
土
式
の
墓
制
と
奄
美
の
祖
 
先
 観
や
親
族
関
係
と
融
合
し
て
複
姓
真
や
二
膳
墓
を
産
出
し
た
。
 
都
市
化
・
本
土
化
 

と
 同
様
の
社
会
変
化
を
受
け
な
が
ら
沖
縄
と
奄
美
で
は
異
な
る
 文
 化
 変
容
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
様
な
文
化
変
容
の
差
異
か
ら
 沖
 縄
 研
究
を
捉
え
直
す
 

必
要
が
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 沖
縄
文
化
圏
、
奄
美
、
祖
先
祭
祀
、
墓
制
、
 都
市
化
と
人
口
移
動
 

は
じ
め
に
 

沖
縄
文
化
 即
 に
お
け
る
宗
教
研
究
は
 、
 王
と
し
て
地
元
 の
 研
究
者
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
が
、
復
帰
後
九
字
 会
 沖
縄
調
査
を
代
表
 

沖
縄
文
化
圏
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
地
 域
性
は
 つ
い
て
 

沖
縄
と
奄
美
の
比
較
を
通
し
て
 



挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
理
的
な
境
界
を
引
く
た
 
ぐ
ぃ
 の
 研
究
対
象
で
 

え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
 
門
中
を
中
心
と
 

八
重
山
地
方
や
奄
美
諸
島
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
 
こ
と
が
指
摘
さ
 

化
を
担
う
人
々
の
立
場
に
た
っ
て
独
自
の
文
化
と
し
て
 
捉
え
よ
う
と
す
 

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
最
近
の
沖
縄
文
化
圏
を
対
象
と
 
し
た
研
究
に
 は

な
く
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
共
有
さ
れ
る
文
化
を
体
系
 的
に
 捉
 

す
る
祖
先
祭
祀
を
見
て
も
、
地
域
的
に
も
沖
縄
本
島
と
 宮
古
，
 

一
は
 
一
 

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
上
野
和
男
や
大
越
公
平
の
よ
う
に
 
奄
美
文
 

一
 
Ⅱ
 一
 

る
 見
方
も
現
れ
て
き
て
い
る
。
 

お
け
る
見
直
し
の
 一
 っ
と
し
て
、
沖
縄
文
化
圏
に
お
け
 る
 地
域
 

一
 
6
 一
 

し
た
民
俗
宗
教
に
対
し
て
は
、
入
念
な
現
地
調
査
に
よ
 
る
 民
族
誌
が
描
か
れ
た
り
、
そ
の
固
有
性
を
ヤ
マ
ト
 文
 化
と
比
較
し
た
り
、
 

移
 

 
 

八
宗
教
と
の
拮
抗
か
ら
あ
ぶ
り
出
し
た
り
と
様
々
な
 手
 法
で
 捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
新
し
い
分
野
と
し
て
 
は
 沖
縄
生
ま
れ
の
新
奈
 

一
 
9
-
 

一
 
H
 一
 

教
を
対
象
と
し
た
り
、
比
較
対
象
を
ヤ
マ
ト
か
ら
 東
シ
 ナ
海
 沿
岸
や
ア
ジ
ア
近
隣
地
域
に
拡
大
し
て
ゆ
く
研
究
 も
な
さ
れ
て
き
た
。
 

こ
 

の
 様
に
日
本
復
帰
以
後
幅
広
い
研
究
者
に
よ
っ
て
沖
縄
 
文
化
圏
の
宗
教
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
 

こ
の
様
な
研
究
を
基
に
沖
縄
文
化
圏
の
宗
教
研
究
に
つ
 
い
 て
の
三
つ
の
点
か
ら
見
直
し
が
さ
れ
て
き
て
い
る
。
 
一
 つ
は
 知
識
人
類
学
 

の
 立
場
か
ら
、
渡
辺
欣
雄
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
概
念
そ
 
の
も
の
の
有
効
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
 す
 な
わ
ち
一
例
を
挙
げ
れ
 

。
は
、
非
近
親
者
を
含
め
う
る
沖
縄
言
葉
で
の
「
ヤ
ー
」
 

（
衆
一
に
対
し
て
、
核
家
族
論
を
前
提
と
す
る
分
析
概
念
 と
し
て
の
「
家
族
」
が
 

一
 
Ⅲ
 -
 

果
た
し
て
有
効
な
の
か
。
こ
う
し
た
概
念
を
用
い
る
こ
 
と
で
見
る
べ
き
も
の
を
見
落
と
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
 
て
い
る
。
そ
し
て
民
俗
 

概
念
に
よ
る
分
析
と
の
関
連
を
試
み
て
い
る
。
二
つ
目
 
は
 、
ヤ
マ
ト
と
の
比
較
に
頼
ら
な
い
沖
縄
文
化
の
固
 
有
性
を
探
る
研
究
で
あ
 

る
 。
こ
の
応
え
の
一
つ
と
し
て
東
シ
ナ
海
沿
岸
地
域
と
 
の
 比
較
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う
 。
三
つ
目
と
し
て
、
宗
教
も
 含
め
沖
縄
研
究
が
進
展
 

す
る
中
で
、
沖
縄
文
化
圏
内
に
お
け
る
地
域
的
な
 
バ
リ
 エ
ー
シ
ョ
ン
を
ビ
ラ
捉
え
る
か
で
あ
る
。
渡
辺
欣
雄
 は
 琉
球
王
国
の
政
治
的
、
 

-
 
Ⅱ
 -
 

文
化
的
影
響
を
受
け
た
 与
 邦
国
か
ら
奄
美
諸
島
ま
で
に
 
一
つ
の
文
化
体
系
が
見
ら
れ
る
、
と
の
前
提
に
た
っ
て
 
「
沖
縄
文
化
地
域
」
を
 

  



  
  

文化圏に． 

の 了 

Ⅱ
出
身
地
へ
の
帰
郷
を
示
す
「
 U
 タ
ー
ン
現
象
」
と
 も
 呼
ば
れ
る
が
、
実
際
に
は
大
都
市
近
郊
地
域
へ
の
 
移
 ぬ
 、
地
方
都
市
へ
の
移
動
、
 

 
 

れ
 

出
身
地
近
郊
の
地
方
都
市
へ
の
移
動
な
ど
様
々
な
 
形
態
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 

沖
縄
地
方
で
も
、
明
治
以
後
，
」
う
し
た
社
会
移
 
動
 に
よ
る
人
口
増
加
や
減
少
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
 大
 正
 末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
 

 
 

 
 

・
小
菊
て
に
は
、
第
一
 

の
 出
稼
ぎ
や
海
外
移
民
を
生
ん
だ
。
そ
の
後
、
戦
時
体
 
割
下
に
組
み
込
ま
れ
な
が
ら
 

 
 

ぬ
 

人
口
減
少
を
続
け
た
が
、
敗
戦
に
 よ
 る
帰
郷
者
に
 よ
り
人
口
が
急
増
し
た
。
 

六
 0
 年
か
ら
 セ
 二
年
復
帰
 直
 前
ま
で
暫
時
人
口
は
減
少
し
 

 
 
 
 

，
 -
 
い
 た
が
、
復
帰
直
後
一
時
的
に
人
口
増
加
し
た
 も
の
の
、
 
セ
 五
年
の
沖
縄
海
洋
 博
 前
後
に
地
元
企
業
が
 倒
産
し
た
こ
と
に
よ
り
大
量
 

-
 
リ
 -
 

失
業
者
を
生
み
、
人
口
減
少
に
拍
車
を
か
け
た
。
し
か
 
し
 、
 谷
 富
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
各
時
代
に
お
け
 る
 
「
移
動
世
代
」
は
 
、
 

一
生
順
位
に
関
わ
ら
ず
当
初
か
ら
出
稼
ぎ
的
性
格
が
強
く
 、
失
業
覚
悟
の
上
で
の
 U
 タ
ー
ン
（
長
男
が
多
 い
 -
 や
 那
覇
周
辺
へ
の
 J
 タ
   

一
九
六
 0
 年
代
日
本
の
工
業
化
は
、
村
落
の
人
口
減
少
 と
は
裏
腹
に
大
都
市
圏
へ
の
人
口
集
中
を
招
い
た
。
 
セ
 0
 年
代
に
入
っ
て
も
 

 
 

離
村
岡
部
現
象
は
継
続
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
大
都
市
 
圏
か
ら
非
大
都
市
圏
へ
の
人
口
地
方
環
流
現
象
も
起
き
 
て
き
た
。
こ
の
現
象
は
 

に 八 て 
関 重 い   
て 地 奄 
は 万 葉 
毛見 @ こ ・ 

地 っ 加 特 
  調 い 計 性 

査 て 呂 を 

ン中 に は 麻 ど 
縄 一 基 イ 島 う 

の づ ン を 捉   
の点に 移動 口 市 什 ・ だが現 現地調 最近の 

｜ 
つ   
  
空 中 に が 具 

  
は な い 縄 
じ い 。 文 

め が 仲 仕 
@ こ   縄 圏 
断 奄 本 の 
つ 美 昌 一 

て ・ お 部 
お 如 よ と 

き 計 び 見 
た 呂 宮 な 
い 麻 古 さ 

  島 ・ れ 



2
 
 沖
縄
 

さ
て
沖
縄
 

祖
先
祭
祀
お
 

よ
っ
て
様
々
 

し
く
、
一
般
 

と
首
里
を
中
 

に
多
く
 、
 そ
 

な
意
味
で
の
 

く
 、
異
姓
も
 

が
る
組
織
で
 

挙
げ
ら
れ
る
 

牌
 祭
祀
に
 対
 

チ
ャ
ッ
 チ
 ・
 の

 門
中
と
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
 

の
 都
市
化
と
祖
先
祭
祀
の
関
係
を
見
る
前
に
門
中
に
つ
 
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
沖
縄
を
代
表
す
る
民
俗
宗
教
 
と
し
て
の
 

ょ
 び
そ
れ
を
司
る
社
会
組
織
に
門
中
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
沖
縄
の
門
中
お
よ
び
そ
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
社
会
 
人
類
学
に
 

な
 角
度
か
ら
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
 
研
 究
を
大
雑
把
に
ま
と
め
る
と
、
一
つ
は
、
歴
史
的
に
は
 
比
較
的
 新
 

的
に
セ
ー
 八
 世
代
以
上
た
ど
る
こ
と
は
難
し
い
個
人
の
 記
憶
に
の
こ
ろ
範
囲
で
あ
る
こ
と
。
次
に
、
社
会
階
層
 
的
に
い
う
 

心
と
し
た
士
族
に
見
ら
れ
、
庶
民
に
は
馴
染
み
の
薄
い
 
こ
と
。
三
つ
目
は
、
地
理
的
に
は
沖
縄
本
島
南
部
（
 首
 里
地
万
 -
 

の
外
に
あ
っ
た
と
し
て
も
社
会
的
に
機
能
し
て
い
な
い
 場
合
が
多
 い
 こ
と
。
四
つ
目
は
、
婿
養
子
も
見
ら
れ
る
 な
ど
厳
密
 

排
他
的
父
系
血
縁
関
係
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
。
五
つ
 
め
は
、
中
国
，
韓
国
の
よ
う
な
同
一
祖
先
に
よ
る
同
姓
 
ま
日
 

ぬ
 
識
は
弱
 

含
む
屋
号
が
あ
る
こ
と
。
六
つ
目
は
、
門
中
の
範
囲
も
 
同
一
村
落
内
な
い
し
は
近
隣
村
落
で
あ
り
、
沖
縄
社
会
 
全
体
に
拡
 

は
な
い
こ
と
。
七
つ
目
は
、
ヤ
マ
ト
の
同
族
団
の
「
 
家
 」
に
比
べ
、
門
中
内
の
「
ヤ
ー
」
は
独
立
性
が
低
い
こ
 
と
な
ど
が
 

。
さ
ら
に
、
祖
先
祭
祀
の
一
部
で
あ
る
位
牌
祭
祀
に
つ
 
い
て
、
や
は
り
こ
う
し
た
門
中
の
理
念
が
反
映
さ
れ
て
 
お
り
、
 位
 

す
る
四
つ
の
禁
忌
と
な
っ
て
実
生
活
に
表
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
は
、
タ
チ
ー
・
マ
ジ
 ク
イ
 
（
他
の
血
筋
を
混
じ
 ら
せ
る
Ⅰ
 

タ
ン
ク
 ミ
 
一
嫡
子
を
押
し
の
け
る
）
、
チ
ョ
ー
デ
ー
・
 ヵ
 サ
バ
 イ
 
（
兄
弟
の
位
牌
を
一
緒
に
祀
る
Ⅰ
ウ
ナ
 
グ
 ・
ガ
ン
ス
 

を を @ 

今 作 ン 

祈 し り一 、 ヲヒ 

て 十目 十目 

い 互 続 
る 扶 者 

。 助 が 

を 多   
な ） 
が が 

ら 見 
出 ろ 

郷 れ 
光 る 

で と   
適応， っ 。 
を ま 

図 た   
て 移 
お 動 
9 元 
  で 

那 は 
韻 脚 
に 友 

  
れ 坪 
る ば 
過 れ 
乗 Ⅱ る 

「第二 都市化酉 1   
  シ 

要 マ 
因 」 

  
ま 国 ） 

  



沖縄文化圏における 

  
、 孝 3 

大本 宮 貢沖 
味 は 縄 
大 こ の 

エ 0 部 
と 叶 表 7 打 
し な 化 
て 社 と 

  
こ 沖 に 
の 縄 つ 
村 の い 
の 祖 て 
餅 先 
波 祭 
村 祀 
落 の 
か 変 

ら 容 
邦 に 

覇 つ 
市 い 
に て 

穆 公 
住 析 
し な 

て 試 
ぃ み 

る て 
せ い 

滞 を る塞 。 
対 具 
象 体 
と 的   
て は   
る 縄 
  本 

こ 島   
村 部 
落 に 

で 位 

0 畳 

  

  
団 的 見 
と に ら 

も は れ 
異 父   
な 糸 @ 
っ を 密 

て 重 に 
い 祝 言 
た し え 

。 て ば 

こ い 沖 

う る 縄 
し が 社 全 た祖 会 地 

尭成体 祭 、 に 

社会組 祀が 社 時間を 

会越織 移 えと 
動 て し 

に 主 て 
よ ま 定 
つ れ 着 
て な し 
ど が て 

う ら い 
変 に た 

とは 化し 全員 

て が 言一 

き可 た 属難 @ 〒い 
か さ い 

  せ   
次 ら ま 

に ね た 

見 る   
て 姓 祖 
ゆ を 先 
き 事 祭 
た 視 祀 
い す に 

。 る あ 
父 た 
系 つ 

出 て 
白 系 
集 譜 

  

一
女
性
が
継
ぐ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
忌
避
 と
 先
に
挙
げ
た
門
中
の
特
徴
と
は
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
も
 あ
り
、
し
ば
し
ば
 ユ
 タ
 

の
 ハ
ン
ジ
（
判
断
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
 も
あ
る
。
 

沖
縄
の
祖
先
祭
祀
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
 

 
 

が
 自
由
に
墓
を
作
れ
 

る
 よ
 う
 に
な
っ
た
の
は
明
治
中
頃
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
 ま
で
は
村
落
共
同
 墓
に
 祀
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
 火
 弄
 さ
れ
る
こ
と
も
見
ら
 

れ
る
が
、
昔
な
が
ら
に
土
葬
の
後
に
洗
 骨
 さ
れ
て
瓶
に
 入
れ
ら
れ
、
改
葬
さ
れ
る
。
自
由
に
墓
を
造
れ
る
 
よ
う
 に
な
っ
て
か
ら
、
経
済
 

的
に
余
裕
が
で
き
る
と
親
兄
弟
が
中
心
と
な
っ
て
一
族
 
の
 墓
を
造
る
が
、
そ
の
際
、
系
譜
的
に
識
別
で
き
る
 
祖
 先
の
骨
の
人
っ
た
瓶
を
 

村
落
共
同
墓
か
ら
取
り
出
し
て
、
新
た
に
建
立
し
た
 
門
 由
基
 に
 祀
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
特
定
の
個
人
を
始
祖
 
と
し
て
定
め
、
祀
る
こ
 

と
は
不
可
能
で
あ
り
、
村
落
共
同
墓
の
石
を
拾
っ
て
 始
 祖
 と
し
て
祭
祀
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
墓
制
に
も
先
に
 述
べ
た
門
中
の
特
徴
が
 

現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
一
連
の
門
中
 墓
 造
り
 に
も
ユ
 タ
が
関
連
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
門
中
を
中
心
と
し
た
 祖
 先
 祭
祀
は
明
治
以
後
 墓
 造
り
と
と
も
に
比
較
的
新
し
く
 で
き
た
も
の
も
多
く
 



先
に
記
し
た
様
に
明
治
末
よ
り
本
土
へ
の
出
稼
ぎ
 
、
海
 外
 移
民
を
排
出
し
て
い
た
。
敗
戦
後
も
復
興
工
事
や
基
 
地
 建
設
工
事
に
よ
る
 出
 

稼
ぎ
者
を
増
加
さ
せ
て
き
た
。
現
在
那
覇
市
に
は
大
正
 
初
期
か
ら
続
い
て
い
る
 郷
 文
会
組
織
が
あ
り
、
一
五
 0
 0
 世
帯
近
く
の
会
員
が
 

所
属
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
移
住
後
に
誕
生
し
た
 
二
 世
も
含
ま
れ
て
い
る
。
 

こ
の
村
落
で
墓
が
造
 成
 で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
 大
 正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
土
地
持
ち
の
富
裕
層
 
を
王
 と
し
て
「
一
門
 

墓
 」
が
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
 
か
け
て
墓
は
、
男
系
血
筋
に
よ
る
兄
弟
、
兄
弟
の
 イ
エ
 を
 継
承
し
た
人
に
よ
っ
 

て
 造
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
兄
弟
の
中
に
は
 
他
 の
 門
中
に
婿
養
子
で
入
っ
た
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
 
当
 時
 門
中
意
識
が
な
か
っ
 

た
か
、
薄
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
全
て
の
人
が
 
村
落
共
同
墓
を
放
棄
し
た
訳
で
は
な
い
が
、
村
落
全
体
 
で
 祭
祀
を
挙
行
す
る
 祖
 

先
観
は
 崩
れ
、
 男
 兄
弟
そ
し
て
父
系
中
心
の
一
門
に
分
 解
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
 
、
那
覇
市
で
の
定
住
化
 

が
 進
む
と
、
移
住
 元
 へ
墓
を
移
動
し
た
り
、
新
設
し
た
 り
、
 新
し
く
家
族
単
位
の
墓
を
創
設
す
る
ケ
ー
ス
も
 
増
 え
て
き
て
い
る
。
 

幸
木
 は
，
 
」
の
様
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
明
治
末
期
の
社
 会
 移
動
に
よ
っ
て
村
落
祖
先
祭
祀
は
崩
れ
、
男
系
兄
弟
 
を
 中
心
と
す
る
一
門
 

墓
が
 出
現
し
た
が
、
始
祖
を
共
通
と
す
る
父
系
血
縁
に
 
よ
る
門
中
墓
を
形
成
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
 
し
 か
し
、
一
方
で
は
旧
来
 

の
 士
族
の
門
中
を
模
倣
し
た
清
明
祭
が
営
ま
れ
た
り
、
 
ユ
 タ
に
よ
っ
て
門
中
の
元
屋
の
祖
先
を
拝
む
よ
う
に
、
 
あ
る
い
は
婿
養
子
に
入
 

っ
た
 者
の
位
牌
を
分
け
て
拝
む
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
り
 
し
て
、
門
中
化
が
見
ら
れ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
都
 市
 化
と
社
会
移
動
に
よ
 

り
 門
中
と
し
て
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
ほ
な
い
が
、
祭
祀
 
方
法
な
ど
に
関
し
て
ほ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
琉
球
 
王
朝
に
一
体
化
し
な
が
 

ら
も
、
具
体
的
に
は
近
親
者
中
心
の
祖
先
祭
祀
に
変
容
 
し
て
い
る
、
と
結
ん
で
い
る
。
 

  



  
と 土 @  3 度 

航 なり、 もま の高度 

奄 緩 ま 

美 済 な 
の 成 ら 

稼 長 な 
ィ 動 に い   
口 き 態 
の っ で 

激 け あ 
減 ら っ 

と れ た   
口 齢人 同 " が " 

仕 ロ ィ夏 

を が 帰 

後、減 招いた 元一 大日重に 

。 流 反 
し 世 故 
か し 策 
し 、 や 

、 過 黍 

一 棟 栽 
九 化 培 
七 を の 
三 字 消 

年 め 滅 
の た に 
オ 。 ょ 

イ 持 る 

ル に 奄 
ン "  " 一 美 
ヨ 西 経 
ッ @ 済 
ク ニ の   
俊 抜 振 
は ィ弍   
県 の そ   
ヘ ロ と 

の 減 は 
転 沙 皮 
出 が 対 
超 頭 に 
過 著 本 

  

  
統 る 摘 
け こ し 奄 

、 と て 美 
さ る い 諸 
ら 指 る 島 
に 摘 。 の 

戦 し 南 人 
争 て 英 日 
に い 諸 変 

よ る 島 動   
て も で 持 

減 う も 微 
少 少 地 は 
に し 域 、 

拍 詳 葦 若 
革 紐 が 林 
が に 晃 敏 
か 見 ら 子 
か る れ に 
つ と よ 
た 大 優 ろ 

。 正 帰 と 

し 初 役 「 

戦前 かし 期か 特に 

敗 ら 「 の 
戦 略 客 遇 
に 和 瀬 剰 
よ 一 市 人   
増 年 の 」 
加 ま 人 と 

ほ で ロ ィ 夏 
転 は 集 帰 
じ 山 積 後 
た 稼 と の 

。 ぎ 南 「 
行 や 部 急 
政 海 地 激 
権 外 城 な 

分 移 の 過 
離 氏 人 疎 
期 な 口 現 
間 ど 城 家 
中 に 少 」 
は よ 」 セ @ 」 

本 り が あ 
土 微 顕 る 

へ 減 著 と 

の を を ォ目 

二
 

奄
美
の
人
口
移
動
と
祖
先
祭
祀
の
変
化
に
 
つ
い
て
 

1
 
 奄
美
の
都
市
化
と
人
口
移
動
 

奄
美
諸
島
は
琉
球
・
沖
縄
の
歴
史
と
同
じ
道
を
歩
ん
で
 
い
ろ
。
し
か
し
奄
美
で
は
琉
球
王
朝
の
様
な
統
一
し
た
 王
国
は
現
れ
ず
、
 そ
 

の
 緩
や
か
な
支
配
下
に
い
た
。
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
 
薩
 摩
藩
の
 
「
琉
球
入
り
」
に
よ
っ
て
、
奄
美
諸
島
は
直
 接
 落
体
制
に
組
み
込
ま
 

ね
 、
砂
糖
黍
に
 よ
 る
収
奪
が
な
さ
れ
た
。
明
治
維
新
 以
 後
も
鹿
児
島
県
下
に
置
か
れ
た
。
今
で
も
奄
美
で
言
わ
 
れ
る
よ
う
に
「
沖
縄
は
 

三
字
 姓
 、
奄
美
で
は
一
字
 姓
 」
に
、
さ
ら
に
本
土
 風
の
 名
前
の
禁
止
な
ど
こ
の
間
に
差
別
化
が
謀
ら
れ
て
い
た
 
。
第
二
次
大
戦
後
、
沖
 

縄
 よ
り
一
足
早
く
返
還
さ
れ
た
が
、
一
九
五
三
年
一
二
 月
 二
五
日
ま
で
米
軍
政
 下
 に
置
か
れ
て
い
た
。
行
政
権
 分
離
期
間
中
で
は
戦
災
 

復
興
も
ま
ま
成
ら
ず
本
土
経
済
と
の
格
差
が
ま
す
ま
す
 開
い
た
。
復
帰
後
一
五
年
た
っ
て
も
大
島
郡
艮
一
人
当
 
た
り
の
年
間
所
得
は
全
 

ぃ
国
 平
均
の
四
五
・
八
 %
 で
あ
り
、
そ
の
差
は
な
か
な
 

 
 

 
 

 
 



あ ギ れ 青 麦 ぅ の 

2
 
 奄
美
の
祖
先
祭
祀
 

 
 

奄
美
諸
島
で
も
葬
制
に
つ
い
て
は
地
域
差
は
あ
る
も
の
 
の
 沖
縄
同
様
に
改
葬
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 
墓
 制
 に
関
し
て
は
沖
縄
 

破
風
墓
や
亀
甲
墓
は
見
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
明
治
 
以
前
は
洞
穴
 墓
 、
板
石
基
、
積
石
基
 が
 見
ら
れ
る
が
 、
親
族
 
一
ヒ
キ
や
ハ
 

）
や
村
落
で
共
同
の
墓
地
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
伝
承
 
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
各
村
落
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
 
の
は
本
土
の
墓
石
と
 

わ
ら
な
い
。
特
徴
の
一
 つ
 を
あ
げ
れ
ば
、
墓
石
を
の
せ
 る
 基
盤
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
制
の
納
骨
堂
に
な
っ
て
お
り
 
、
正
面
の
扉
か
ら
 遺
 

の
 出
し
入
れ
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
そ
れ
か
ら
、
現
在
で
は
奄
美
で
も
火
葬
が
普
及
し
て
き
 
て
い
る
が
、
土
葬
さ
 

た
 上
に
珊
瑚
の
小
石
が
敷
設
さ
れ
、
正
面
に
何
某
 
2
 基
 、
 裏
に
死
亡
年
月
日
と
享
年
が
書
か
れ
た
「
チ
カ
ギ
 
」
ま
た
は
「
ホ
ト
 ケ
 

」
が
立
ち
、
そ
れ
を
覆
う
よ
う
に
「
 ヤ
ギ
ョ
 」
 宇
モ
ヤ
 」
ま
た
は
「
タ
マ
 ヤ
 と
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
家
が
置
 か
れ
て
い
る
こ
と
で
 

ろ
う
。
ま
た
、
墓
制
や
葬
制
に
つ
い
て
沖
縄
同
様
仏
教
 寺
院
と
の
関
わ
り
が
極
め
て
薄
 
い
 の
が
一
般
的
で
あ
る
 。
四
阿
重
村
落
を
見
 

 
 

そ
の
ま
ま
親
の
財
産
 
一
 
屋
敷
と
 墓
と
 僅
か
な
土
地
）
を
 

が
減
少
し
て
お
り
、
若
干
で
は
あ
る
が
 
二
 0
 代
の
 U
 タ
 受

け
継
ぎ
村
に
定
住
す
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
 

｜
ン
 現
象
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

奄
美
で
は
地
元
の
中
学
も
し
く
は
高
等
学
校
を
卒
業
す
 
る
と
同
時
に
就
職
ま
た
は
進
学
の
た
め
に
出
生
順
位
に
 
関
 わ
ら
ず
出
郷
す
る
 

の
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
出
郷
 先
 で
結
 婚
し
、
家
族
を
創
出
し
て
移
住
し
て
い
る
。
し
か
し
 
離
 村
 者
の
中
に
は
出
郷
 先
 

で
 配
偶
者
と
の
 離
 死
別
、
本
人
あ
る
い
は
家
族
の
疾
病
 、
火
災
や
地
震
な
ど
の
災
害
、
倒
産
や
定
年
に
よ
る
 
退
 職
な
ど
で
都
市
生
活
 不
 

適
応
を
起
こ
し
、
単
身
も
し
く
は
挙
家
帰
村
す
る
 
場
ム
 
口
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
ま
た
、
 母
 村
の
高
齢
化
し
た
 親
の
介
護
 
一
ウ
ヤ
ワ
ズ
 

レ
 ）
の
た
め
に
性
別
や
出
生
順
位
に
関
わ
ら
ず
帰
村
 
す
 る
 場
合
も
見
ら
れ
る
。
帰
村
後
に
用
事
が
済
む
と
再
度
 
都
市
へ
移
動
し
た
り
、
 

-
 
ぬ
 -
 

  



沖縄文化圏における 祖先祭祀の地域性について 

れ る 目耕 とし 二番 。 3 る 
て                     が 

奄 
  
縄 
    位牌 

三三   
避 

口 @ 
移   
動 表 
と さ 

祖 れ   先 る 

奴 示 よ 

- 下 己 つ , 
の な   ネ且 

先 
t= 祭 
つ - 市 己 

し ¥ 丁ひ @@ @ 
て ィ 一 ム 

統 
的 
@ 
薄 
か 
  
た 
よ 

二 年 一 つ , 
で   

ぶ 
あ 
る 

  
郵集麻ず位 、 を目わに 
便 配 島 か 置 
局 地 内 な す 

  

し
て
は
一
層
本
土
化
 

仏
教
寺
院
の
影
響
 

十
 セ
ン
チ
大
の
白
木
 

れ
て
い
る
。
一
般
的
 

供
養
は
し
な
い
。
 
ま
 

通
し
て
「
コ
ス
 ガ
ナ
 が

 進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 

が
 少
な
い
た
め
、
戒
名
の
書
か
れ
た
位
牌
は
奄
美
で
は
 稀
で
あ
る
。
普
通
、
「
イ
フ
ェ
」
 

荏
牌
 ）
は
三
セ
ン
チ
  
 

に
チ
ヵ
ギ
 
・
 ホ
ト
ケ
ギ
 同
様
に
俗
名
と
死
亡
年
月
日
、
一
 
早
年
の
み
が
書
か
れ
て
お
り
、
仏
壇
に
安
置
さ
れ
、
 拝
 ま
 

に
は
、
年
忌
供
養
を
行
う
が
三
十
三
回
忌
が
過
ぎ
る
と
 、
位
牌
を
墓
へ
持
っ
て
い
っ
た
り
、
焼
い
た
り
し
て
 個
  
 

た
、
 
墓
に
は
椎
の
木
を
切
っ
て
立
て
、
こ
れ
を
伝
わ
っ
 て
 
「
天
に
昇
っ
て
下
さ
い
」
と
拝
む
。
こ
の
年
忌
供
養
 を
 

シ
 」
 害
同
祖
 カ
ナ
 シ
 Ⅱ
 カ
ミ
 
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
 い
る
。
従
っ
て
、
奄
美
で
は
故
人
の
死
者
供
養
は
見
て
 
と
 

て
も
現
在
で
は
出
郷
 先
 で
死
亡
し
、
火
葬
さ
れ
、
戒
名
 が
 付
け
ら
れ
て
故
郷
の
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
 
増
 え
て
き
た
が
、
少
な
く
 

と
も
戦
前
は
出
征
兵
士
の
墓
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
 し
か
し
、
都
市
部
の
名
瀬
や
古
し
尾
に
も
葬
儀
屋
が
で
 
き
て
葬
法
・
墓
制
に
関
 



出
郷
者
と
母
村
を
結
び
つ
け
る
重
要
な
役
割
の
一
つ
と
 

し
て
祖
先
祭
祀
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
岡
 
室
 墓
地
の
墓
石
 を
調
べ
る
と
、
建
立
 

年
の
判
別
が
つ
く
中
で
最
も
古
い
の
は
一
八
三
四
年
で
 

あ
り
、
 m
 仙
石
の
墓
で
あ
っ
た
。
明
治
期
に
造
ら
れ
た
 

墓
は
 一
四
基
で
あ
り
、
 

ほ
と
ん
ど
が
故
人
名
が
刻
ま
れ
た
「
個
人
皇
」
で
、
 

形
 態
は
四
角
柱
で
あ
り
、
材
質
は
珊
瑚
で
あ
る
。
こ
れ
 

以
 後
か
ら
復
帰
前
ま
で
に
 

造
ら
れ
た
の
は
九
基
の
み
で
あ
っ
た
。
復
帰
後
、
墓
の
 

建
立
は
昭
和
四
二
年
頃
か
ら
増
え
、
四
五
年
に
ピ
ー
ク
 

を
 迎
え
、
そ
の
後
五
二
 

年
 ま
で
続
い
て
お
り
、
人
口
流
出
と
は
反
比
例
し
て
 
墓
 石
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
造
ら
れ
た
 
墓
の
特
徴
は
 、
 殆
ど
が
 

-
,
 
一
 

て
 し
る
 

く
ら
い
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
で
は
都
会
か
ら
の
 仕
送
り
と
公
的
扶
助
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
 

 
 
 
 

四
阿
 重
 村
落
で
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
 

っ
て
一
時
は
「
 ビ
｜
 
ル
で
 足
を
洗
う
」
 
時
 
 
 

 
 
 
  
 

代
を
迎
え
、
近
隣
村
落
か
ら
も
労
働
力
を
集
め
て
い
た
 
が
 、
災
害
や
経
営
難
に
よ
り
か
え
っ
て
借
金
を
抱
え
る
 
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
は
 

た
 。
行
政
権
分
離
中
は
老
若
男
女
が
沖
縄
へ
出
稼
ぎ
に
 行
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
権
復
帰
後
は
農
業
は
衰
退
し
 
、
戦
前
か
ら
出
郷
者
の
 

集
 住
し
て
い
る
関
西
（
尼
崎
市
）
 
へ
 若
年
単
身
者
に
混
 じ
っ
て
男
性
世
帯
主
の
出
稼
ぎ
者
が
増
え
た
。
出
稼
ぎ
 者
の
中
に
は
 ニ
 ー
三
年
 

の
ち
に
村
に
残
し
て
き
た
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
者
も
お
 り
 、
結
果
的
に
は
挙
家
離
村
を
招
き
、
人
口
数
、
世
帯
 数
 、
児
童
数
と
も
に
 激
 

減
し
て
い
る
。
昭
和
三
五
年
に
人
口
五
四
六
人
、
一
四
 
セ
 世
帯
で
あ
っ
た
の
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
昭
和
四
 
八
年
に
は
 一
 0
 
二
世
 廿
市
 

二
六
五
人
に
激
減
し
た
。
そ
の
後
も
人
口
数
は
減
少
を
 続
け
た
が
、
世
帯
数
は
八
 0
 世
世
正
明
後
に
留
ま
り
、
 現
 在
 に
至
っ
て
い
る
。
 
こ
 

の
間
に
流
出
し
た
人
々
で
出
郷
先
に
「
 郷
 文
金
」
（
昭
和
 三
年
創
立
の
阪
神
四
阿
宰
卿
 愛
 会
を
中
心
に
昭
和
二
一
 五
年
創
立
の
東
京
お
よ
 

び
 沖
縄
そ
し
て
昭
和
五
五
年
頃
か
ら
名
瀬
、
古
し
 犀
 ）
 が
 設
け
ら
れ
て
お
り
、
都
市
生
活
へ
の
適
応
を
助
け
た
 り
 、
個
人
、
家
族
、
親
 

族
 、
村
落
全
体
（
小
学
校
も
含
む
）
と
様
々
な
レ
ベ
ル
 
で
母
 村
へ
の
援
助
を
手
が
け
て
お
り
、
こ
う
し
た
活
動
 は
 現
在
で
も
続
け
ら
れ
 



沖縄文化圏に た   
「
何
某
 
家
之
墓
 」
あ
る
い
は
「
何
某
家
祖
先
代
々
芝
草
」
 
と
 刻
ま
れ
た
「
家
族
 
墓
 」
で
あ
り
、
形
態
も
本
土
 
風
 で
 材
質
も
御
影
石
が
多
 

 
 

セ
 四
基
の
墓
が
あ
り
、
当
時
の
世
帯
数
、
人
口
数
よ
り
 

も
 多
い
。
西
岡
豊
の
 人
 

に
 聞
く
と
「
ま
ず
墓
を
し
て
か
ら
、
次
に
家
を
綺
麗
に
 

す
る
」
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
殆
ど
が
出
郷
先
の
墓
石
 

屋
で
あ
つ
ら
え
ら
れ
、
 

直
接
村
落
に
送
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
様
に
 

出
郷
者
を
媒
介
と
し
て
直
接
本
土
風
の
墓
が
移
入
さ
れ
 

て
き
た
。
 

墓
地
に
は
空
の
納
骨
堂
が
二
 
つ
 見
ら
れ
た
が
、
出
郷
者
 
が
 墓
を
移
住
先
に
移
し
た
跡
で
あ
っ
た
。
位
牌
を
持
っ
 

て
 出
郷
す
る
こ
と
は
 

で
き
て
も
 墓
 ま
で
も
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
こ
 の
 様
な
場
合
、
母
 村
 在
住
の
親
族
に
「
墓
を
 ミ
テ
モ
 -
 
フ
ウ
 」
（
拝
ん
だ
り
、
 
管
 

理
し
て
貰
 う
 -
 
。
墓
の
管
理
者
は
被
 義
 者
か
ら
見
て
も
 つ
 と
も
「
近
 い
 」
（
近
親
者
で
あ
り
か
つ
親
し
い
）
 

人
 に
 依
頼
す
る
そ
う
で
あ
 

る
 。
従
っ
て
、
 被
義
 者
か
ら
見
た
子
ど
も
や
兄
弟
姉
妹
 
そ
し
て
そ
の
配
偶
者
の
兄
弟
姉
妹
、
父
母
と
し
て
「
 
エ
ン
ビ
 キ
 」
（
姻
族
 
-
 ま
 

で
 含
ん
で
い
る
。
そ
の
 
為
 、
結
果
と
し
て
は
、
離
村
者
 
と
 管
理
者
の
母
 村
 在
住
者
と
の
関
係
は
、
離
村
者
の
婚
 
出
を
問
わ
ず
兄
弟
姉
妹
 

Ⅱ
は
勿
論
の
こ
と
父
方
・
母
方
双
方
の
 オ
ジ
や
オ
 
、
あ
る
い
は
フ
タ
イ
ト
ま
で
の
つ
な
が
り
を
維
持
す
る
 

こ
と
に
な
る
。
移
住
に
よ
っ
 

 
 

牡
 
て
か
え
っ
て
、
伝
統
的
な
双
糸
 
的
 親
族
が
浮
か
び
 

 
 

阪
神
地
方
や
関
東
地
方
の
大
都
市
へ
の
移
住
は
 

血
 生
日
旧
識
の
内
に
都
市
文
化
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
も
な
 

る
 。
そ
し
て
、
都
市
移
住
者
 

ほ
ど
、
都
市
立
㎝
 

-
 
市
矯
と
 

市
 目
付
在
住
者
の
繋
が
り
が
深
 
不
適
応
で
 

U
 タ
ー
ン
す
る
場
合
、
帰
付
者
を
媒
 

い
 

 
 

  

 
 
 
 

出
稼
ぎ
と
異
な
っ
て
、
奄
美
出
身
者
の
移
住
は
、
生
産
 

活
動
だ
け
で
は
な
く
、
消
費
活
動
を
も
都
市
に
移
す
こ
 

と
に
な
る
。
従
っ
て
 
、
 

凋
費
 活
動
を
通
し
て
都
市
文
化
が
生
活
に
溶
け
込
み
や
 

す
い
。
先
述
し
た
奄
美
の
伝
統
的
な
祖
先
祭
祀
で
も
 

例
 外
で
は
な
い
。
特
に
 
、
 

沖
縄
と
異
な
っ
て
、
本
土
式
の
墓
石
が
用
い
ら
れ
て
い
 

る
の
も
、
奄
美
に
墓
石
屋
が
で
き
る
前
に
既
に
都
市
 

移
 仕
者
た
ち
を
通
し
て
 
本
   



一
九
八
 0
 年
 お
よ
び
八
五
年
の
西
岡
 室
 現
地
調
査
の
際
 に
 改
葬
を
見
る
機
会
を
得
た
。
従
来
通
り
焼
酎
で
浄
め
 
、
女
性
が
傘
で
太
陽
 

（
テ
ィ
 
ダ
ガ
ナ
 こ
に
遺
骨
が
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
任
ま
 
思
 深
く
遺
骨
が
掘
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
来
な
ら
 
ば
 回
収
さ
れ
た
お
骨
は
 

海
水
で
浄
め
て
、
頭
蓋
骨
を
真
綿
で
保
護
し
て
瓶
に
安
 
冒
 さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
 薪
 と
一
緒
に
あ
る
い
は
 ガ
 ス
バ
ー
ナ
ー
で
焼
か
れ
 

て
い
た
。
畳
付
在
住
の
都
市
生
活
経
験
者
が
イ
ニ
シ
ャ
 チ
プ
 を
と
っ
て
改
葬
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
時
的
帰
郷
 
者
た
ち
も
「
焼
い
た
 白
 

骨
の
方
が
綺
麗
 だ
 」
と
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
帰
郷
 者
の
中
に
は
改
葬
方
法
の
変
化
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
者
 
も
 見
ら
れ
た
。
戦
前
の
 

出
郷
者
は
、
火
葬
さ
れ
る
の
が
嫌
で
死
ぬ
と
き
ほ
「
 
シ
 マ
 （
畳
付
）
に
帰
り
た
 い
 」
と
舌
口
っ
て
い
た
。
こ
の
 
様
 に
 墓
の
様
式
だ
け
で
は
 

な
く
、
葬
法
も
変
化
し
て
お
り
、
特
に
西
岡
 室
 で
は
 一
 
九
八
 0
 年
以
降
ほ
と
ん
ど
火
葬
に
変
わ
っ
た
。
し
か
し
 、
後
述
す
る
近
隣
の
村
 

落
 で
は
土
葬
が
ま
だ
見
ら
れ
る
（
表
 1
 参
照
 じ
 。
ま
た
、
 最
近
で
は
、
畳
付
で
あ
っ
て
も
僧
侶
を
招
い
て
読
経
 
し
て
貰
い
、
戒
名
を
付
 

け
て
貰
う
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
都
市
 
移
 佳
音
お
よ
び
都
市
生
活
経
験
者
を
媒
介
と
し
て
四
阿
 
室
 で
は
本
土
式
の
葬
式
 

一
 
火
葬
、
僧
侶
の
読
経
、
戒
名
）
が
静
か
に
確
実
に
浸
透
 
し
て
い
る
。
 

墓
の
形
態
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
復
帰
前
に
ほ
個
人
皇
 

一
 
墓
碑
に
個
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
）
が
多
か
っ
た
も
 
の
が
、
都
市
移
住
者
 

に
よ
る
本
土
式
の
墓
石
の
導
入
に
よ
っ
て
家
族
嘉
一
句
 某
家
 芝
草
 と
 刻
ま
れ
て
い
る
）
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
 を
 述
べ
た
。
し
か
し
、
 

建
立
者
の
氏
名
に
ほ
破
棄
者
の
他
出
し
た
娘
や
姉
妹
の
 他
姓
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
九
 
つ
 見
ら
れ
た
。
 さ
ら
に
同
一
区
画
内
に
 

異
な
る
姓
の
家
族
 墓
 
（
 
夫
 側
の
両
親
と
妻
方
の
両
親
の
 墓
 ）
が
あ
る
の
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
外
に
、
納
骨
 堂
の
上
に
異
な
る
姓
の
 

家
族
 墓
が
 置
か
れ
て
い
る
「
三
増
基
」
も
見
ら
れ
た
。
 
こ
れ
は
、
建
立
者
で
あ
る
母
と
子
一
長
男
と
他
出
し
 
た
長
女
）
で
、
文
一
ィ
 

  

ち 土 
は 式 
白 め 
然 墓 
に 石 

学 が 

運送 習す 

る匹さ 
  れ 

て 

来 
る 

か 

ら 

で 
あ 
る 

ま 

た 

都 
市 
@ 
お 

  
る 

冠 
婚 
一秀 

祭 @ 、 
へ 
  

参加 

c 
よ 

  
て 

本 
土 
式 
  
% 一 

儀 
を 

出 
郷 
者 
尤 @ に 

  



    祖先祭祀の地域   性は ついて 

表 Ⅰ 村落 Bm 複姓基数   土葬 数 およ び 人口 ，世帯数 

 
 

四阿 室 

0 
0 

161 

81 

153 

  

 
 

 
 

俵
 

瀬
相
 

 
  

 

  
1 
5 

29 

7 
12 

（
 
イ
 ）
四
阿
 室
 近
隣
村
落
の
墓
に
つ
い
て
 

一
九
九
六
年
一
二
月
に
西
町
 室
 近
隣
村
落
の
墓
を
調
査
 し
た
。
そ
の
結
果
は
表
 1
 に
記
し
た
と
お
り
で
 

あ
る
。
四
阿
 重
 村
落
で
は
三
塔
 墓
が
 見
ら
れ
た
が
、
 他
 の
 村
落
で
は
墓
石
に
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
 

 
 

異
な
る
名
字
の
刻
ま
れ
た
「
複
姓
 墓
 」
が
見
ら
れ
た
。
 こ
の
墓
の
分
布
に
関
し
て
は
、
近
隣
地
域
で
も
 差
 

が
 見
ら
れ
る
。
地
域
的
な
差
異
の
理
由
は
不
明
で
あ
 

建
立
者
の
 A
 さ
ん
は
同
参
 他
 出
身
で
現
在
古
伝
 尾
 に
在
 

る
が
、
 俵
 、
同
参
 地
 、
嘉
 入
 、
須
 子
 茂
に
見
ら
れ
 

住
 。
 A
 さ
ん
は
次
男
で
母
方
の
 0
 姓
を
名
 

る
 。
こ
れ
ら
の
複
姓
 墓
は
 つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
試
 み
た
が
、
建
立
者
が
出
郷
し
て
い
た
り
、
予
定
が
 

合
わ
な
か
っ
た
り
し
た
た
め
に
わ
ず
か
一
件
だ
け
し
か
 
、
経
緯
を
聴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
 経
 

緯
を
簡
略
に
述
べ
る
と
、
 

乗
っ
た
（
養
子
と
な
っ
た
）
。
し
か
し
兄
は
戦
死
し
て
 し
ま
っ
た
。
実
の
姉
妹
は
大
阪
や
名
瀬
に
 
婚
 

出
し
て
両
親
や
兄
の
墓
を
見
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
 
で
、
 A
 さ
ん
が
面
倒
を
見
て
い
た
。
吉
住
屋
 

に
 墓
を
移
そ
う
と
し
た
が
、
「
生
ま
れ
シ
マ
」
を
捨
て
 る
の
は
良
く
な
い
と
 U
 タ
ー
ン
し
て
き
た
長
 

男
 に
言
わ
れ
た
。
養
父
母
・
実
父
母
の
ど
ち
ら
か
の
み
 拝
む
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一
緒
   

 
 

  
事大   

  
  
  
  
    

 
 

家
 ）
と
母
方
の
両
親
（
 ロ
家
 ）
を
祀
っ
た
も
の
で
あ
る
 。
こ
の
様
に
家
族
 墓
は
 一
見
父
系
を
中
心
と
し
た
 

「
 
家
 」
の
象
徴
に
見
ら
れ
る
が
、
内
実
は
「
名
字
」
 
や
 
「
 
家
 」
に
は
あ
ま
り
拘
ら
ず
、
 被
 義
者
を
中
心
に
 

見
た
親
族
関
係
が
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 
任
 目
さ
れ
る
。
 



  

は の こ 

昭 和成も美一 形で 奄う 
諸奄 

、 何 見 の 
  

    
し を 加 で 

て 

て 踏 計 も 

復 ま 目 あ 
掃 え 庶 る 
役 て 島 名 
0 者 だ 瀬 
六 案 け に 
0 し で 大 
年 た は 正 

代 に 」 いな一 。 く一 一 
一 こ 都 年 
基 の 市 に 

、 他 邦 整 
七 域 で 備 
0 で も さ 

年 建 散 れ 
代 立 見 た 
二 年 さ 墓 
塞 が れ 地   る が 

八 番 。 あ 
0 古 こ る 

年 い の   

ィ 犬 の 墓 そ 

そ 婦 父 た 謡 関 調 に こ 

う 金 目 。 瀬 に 係 べ 人 の 
で た れ 例 

                    C さ村他 相 「 あ とて か ら わるる。 、 祀って 関 養 家の墓 んは四 苔で、 シマ緑 った 。 ころ、 
近 一 つ 墓 結 さ ム % 子 

親 者 C さ男中 の 参ビら家り 々は は " 長 " 
の ん な の ョ 、 隣 桃 子 

と 身 異 的 

っ て も 

双 一 

姻 実 字 さ 

め 万 百 

を   
ん 明 母 と る の 所 司 
で 一 方 が と イ 究 一 
い と の で 、 ト 室 の 
る 大 祖 き 民 コ で 墓 

の
 墓
に
す
れ
ば
代
々
祀
ら
れ
る
と
長
男
と
一
緒
に
考
え
 て
、
 

二
つ
の
姓
を
墓
に
刻
印
し
て
一
九
八
五
年
に
建
立
 し
た
。
 

 
 

 
 



二
基
、
九
 0
 年
代
二
基
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
は
 個
人
皇
 が
 主
流
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
普
及
し
な
か
 
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 し
 

か
し
、
こ
の
内
の
一
つ
の
墓
に
は
「
 0
0
 本
家
」
「
 口
 口
分
家
」
が
併
置
さ
れ
、
そ
の
下
に
「
 
2
 基
」
が
刻
ま
 れ
て
お
り
、
本
土
的
な
 

同
族
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
異
な
る
二
つ
の
 
名
字
が
併
置
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
父
系
出
自
に
よ
 
る
単
 姓
の
同
族
団
と
は
 

異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
一
 姓
 で
あ
っ
た
と
し
て
 0
 本
土
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
 家
 」
が
継
承
に
あ
た
っ
て
 比
較
的
独
立
性
を
維
持
 

し
て
い
る
た
め
墓
を
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
 
本
 家
 と
分
家
が
一
つ
の
墓
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 様
 に
 祖
先
観
や
親
族
関
係
 

ほ
 つ
い
て
、
全
く
異
な
っ
た
社
会
集
団
を
基
礎
と
し
て
 い
る
た
め
、
 墓
 と
い
う
同
様
の
文
化
的
要
素
が
持
ち
込
 ま
れ
て
も
、
刻
印
さ
れ
 

た
 表
象
形
態
は
異
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
 

複
姓
 墓
は
 、
西
岡
 室
 で
見
ら
れ
た
三
増
真
一
納
骨
堂
の
 上
に
二
つ
の
墓
石
が
あ
る
）
と
同
様
の
考
え
で
造
ら
れ
 
た
と
思
わ
れ
る
。
 そ
 

こ
で
は
、
大
力
の
 姓
と
 裏
方
の
姓
が
別
々
の
墓
石
に
刻
 ま
れ
て
は
 い
 る
が
、
納
骨
堂
は
共
有
さ
れ
て
お
り
、
 前
 夫
 と
前
夫
の
両
親
、
本
 

ド
人
の
両
親
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
建
立
者
 

0
 名
前
に
は
、
息
子
の
氏
名
だ
け
で
は
な
く
、
再
婚
し
 
た
 妻
や
 婚
 出
し
た
娘
が
現
 姓
 

 
 

牡
 
の
ま
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
同
一
納
骨
 
学
内
に
複
数
の
名
字
を
含
み
う
る
と
い
う
傾
向
は
 
、
同
 一
区
画
内
に
異
な
っ
た
名
字
 

唖
の
墓
が
複
数
人
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
が
 

域
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
複
姓
墓
を
生
み
出
す
背
景
に
は
 
、
先
述
し
た
 瀬
 柏
村
落
の
 C
 

 
 

・
事
力
 そ
 し
て
母
方
の
墓
を
 オ
 ガ
ム
 
一
 
拝
み
、
継
承
す
る
）
側
の
 事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
 

㎝
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 

%
 
 
複
姓
墓
の
背
景
に
は
、
死
後
一
定
期
間
は
個
性
 
が
被
 義
者
 と
 覇
者
の
間
に
強
く
残
る
が
、
超
世
代
的
に
 個
性
あ
る
祖
先
と
し
て
祀
ら
 

 
 

娃
 
れ
な
い
伝
統
的
祖
先
鋭
が
見
ら
れ
る
。
も
と
も
と
 系
譜
関
係
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
に
く
い
個
人
皇
 
が
 一
般
 的
な
と
こ
ろ
に
、
戦
前
の
家
 

哺
 
丈
長
制
に
基
づ
く
旧
民
法
の
影
響
あ
る
い
は
戦
後
 
の
 都
市
移
住
者
や
都
市
化
の
影
響
に
よ
っ
て
、
「
 家
 」
 制
度
と
「
家
族
 墓
 」
が
導
入
   



こ
れ
ま
で
、
沖
縄
文
化
圏
に
含
ま
れ
る
沖
縄
本
島
北
部
 
の
 大
宮
 味
村
と
 奄
美
大
島
南
部
の
加
計
呂
麻
島
を
例
に
 

以
後
そ
の
祖
先
祭
祀
が
い
か
に
変
容
し
て
き
た
か
、
 
墓
 制
を
中
心
に
見
て
き
た
。
ど
ち
ら
も
明
治
以
後
庶
民
で
 
 
 

こ
と
が
、
可
能
と
な
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
都
市
へ
 の
 出
稼
ぎ
に
よ
る
経
済
力
の
向
上
が
あ
っ
た
。
都
市
生
 
活
 

美
 と
も
同
村
出
身
者
集
団
で
あ
る
側
女
会
を
設
け
、
 出
 御
者
間
の
相
互
扶
助
を
は
か
る
と
と
も
に
 母
 村
へ
の
 援
 助
 

を
 保
っ
て
き
た
。
ど
ち
ら
も
目
付
志
向
は
強
く
、
出
郷
 
者
た
ち
の
中
に
は
 U
 タ
ー
ン
や
 J
 タ
ー
ン
す
る
も
の
も
  
 

様
に
都
市
と
村
落
と
の
地
域
間
移
動
や
相
互
交
流
を
通
 
し
て
 墓
 造
り
も
な
さ
れ
て
き
た
。
 

し
て
、
特
に
明
治
期
 

一
般
的
に
墓
を
造
る
 

に
関
し
て
沖
縄
・
奄
 

を
し
、
目
付
と
の
 絆
 

な
く
は
な
い
。
こ
の
 

む
す
び
 

さ
れ
た
。
し
か
し
、
家
族
墓
は
本
土
の
よ
う
に
同
族
か
 ら
 枝
分
か
れ
し
た
核
家
族
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
く
 
、
系
譜
関
係
に
縛
ら
れ
 

ず
に
祀
る
側
の
親
族
関
係
が
 
よ
 り
反
映
さ
れ
た
形
と
な
 
っ
て
現
れ
た
。
そ
の
結
果
、
拝
む
側
が
祀
り
易
い
よ
 
う
に
同
一
区
画
内
に
父
 

方
 ・
母
方
の
墓
を
設
け
た
り
、
三
塔
墓
を
造
っ
た
り
、
 複
姓
墓
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
 
、
 墓
に
刻
ま
れ
た
建
立
 

者
の
氏
名
に
も
現
れ
て
い
る
。
現
在
の
姓
に
拘
ら
ず
に
 
婚
出
 後
や
再
婚
後
も
建
立
に
参
加
し
、
そ
こ
に
異
な
る
 
姓
を
記
し
 ぅ
る
 墓
で
あ
 

り
 、
 被
 義
者
 と
 義
者
の
関
係
が
親
子
、
夫
婦
と
い
っ
た
 血
縁
や
婚
姻
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
 
の
 加
計
呂
麻
島
の
例
を
 

 
 

見
る
限
り
、
家
族
 墓
は
孝
 本
の
言
う
「
系
譜
的
先
祖
 祭
 祀
か
ら
 縁
 帥
先
祖
祭
祀
」
か
ら
生
じ
た
の
と
は
異
な
り
 、
線
的
先
祖
祭
祀
に
系
 

譜
 帥
先
祖
祭
祀
が
持
ち
込
ま
れ
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
 
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
共
通
の
姓
に
基
づ
く
 
核
 家
族
だ
け
で
は
な
く
、
 

血
族
や
姻
族
を
も
含
み
う
る
拡
が
り
を
持
っ
た
 
縁
 的
矢
 祖
 祭
祀
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
拡
が
り
を
 
持
っ
た
形
態
の
一
つ
が
 

複
姓
草
や
 三
 塔
 墓
 と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

  



沖縄文化圏における 祖先祭祀 

あ 圏 で は っ 

ら に の 、 て 

た っ 研 社 異 
な 会構 めて いて 究 は 

捉 は 一 道 た 
え 7 つ の 文 

直クの す ロ 成な 異化 変 勤な 必要 捉 な 熱 期 る地 引き え方もあ を迎 域を 

  
  
へ   
で の 。 沖 る 

ダ 同 沖 縄 文 
イ ー 縄 文 化 
ナ 性 文 化 変 
ミ を 化 圏 谷 

  

  
美 い 
で た 
@% @@ ユ 
  
  
」 都 
や 市 
「 化 

に村 塔 三 

真 麻 
」 す 

が る 
主 基 ま １缶   
た 家 
  族 

こ 墓   
こ の 

と 移 
は 、 平子 

と 

同 大 

五 % 

ま一 化体 @ 

致して 系であ 

沖縄文 る え力 し ，、き @ 、 

  
怠は 
土 迫 、 「 一 

門真」 の違 い   
よ 奄 

  

墓
 造
り
を
見
る
限
り
は
、
ど
ち
ら
も
明
治
以
前
、
庶
民
 
層
で
は
「
洞
穴
 葬
 」
や
「
 村
 共
同
 墓
 」
が
見
ら
れ
た
が
 、
し
か
し
明
治
以
降
 

は
 徐
々
に
「
家
族
 墓
 」
 へ
 向
か
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
 。
大
宮
 味
村
 に
関
し
て
は
「
一
門
 真
 」
を
兄
弟
で
協
力
 し
て
造
っ
て
い
る
。
 
一
 

方
 、
加
計
呂
麻
島
で
は
「
一
門
 真
 」
は
生
ま
れ
ず
、
 兄
 弟
 姉
妹
一
 婚
 出
し
た
も
の
も
含
め
て
）
 
と
 朝
一
再
婚
 し
た
者
も
含
め
て
）
で
 

「
複
姓
 墓
 」
や
「
三
塔
 墓
 」
を
創
設
し
て
い
る
。
大
宮
 味
 村
も
加
計
呂
麻
島
も
同
一
文
化
体
系
を
共
有
し
て
い
 
る
と
も
考
え
ら
れ
る
 

が
 、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
祖
先
鋭
 
と
 墓
制
 お
 よ
び
親
族
組
織
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
当
然
同
じ
 
よ
う
 に
工
業
化
や
部
市
 

化
 、
本
土
化
に
直
面
し
て
も
異
な
っ
た
反
応
を
示
し
て
 
い
る
。
大
宮
 味
村
 で
は
琉
球
王
朝
を
手
本
と
す
る
「
 
一
 門
墓
 」
 へ
 向
か
っ
て
 い
 

る
が
、
奄
美
で
は
こ
の
傾
向
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
 
被
葬
 者
を
中
心
と
し
た
親
族
に
 
よ
 る
「
複
姓
 墓
 」
や
「
 二
 塔
墓
 」
に
向
か
っ
て
 
い
 

る
 。
こ
の
様
に
社
会
変
動
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
 
他
 成
文
化
の
特
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
 

沖
縄
文
化
圏
に
所
属
す
る
沖
縄
の
大
宮
 味
村
と
 奄
美
の
 加
計
呂
麻
島
に
お
け
る
社
会
変
動
と
墓
制
の
変
化
を
概
 
親
 し
て
き
た
。
同
一
 

文
化
体
系
内
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
地
域
で
は
 
社
 全
体
系
の
基
礎
で
あ
る
親
族
構
造
は
位
牌
祭
祀
に
見
ら
 
れ
る
よ
う
に
異
な
っ
て
 



（
 
l
@
 
 こ
の
論
文
で
は
、
特
に
「
沖
縄
文
化
圏
」
と
い
う
場
合
に
 
は
 、
元
島
（
宮
古
島
・
八
重
山
諸
島
か
ら
沖
縄
本
島
と
周
辺
の
 昌
 -
 
、
奄
美
諸
島
 
-
 
奄
美
 

本
島
、
加
計
呂
麻
島
、
請
 島
 、
与
 路
 島
、
喜
 界
島
 、
徳
之
島
、
沖
 水
長
部
員
、
与
論
島
 -
 を
 示
す
。
「
沖
縄
の
…
…
」
と
本
文
中
 

で
 用
い
る
場
合
は
先
 

島
や
奄
美
諸
島
を
除
い
て
考
え
て
い
る
。
特
に
具
体
的
地
名
を
付
 
記
し
な
い
「
奄
美
の
…
…
」
と
い
う
場
合
は
奄
美
諸
島
全
体
を
一
 

 
 

（
 
2
 ）
そ
の
代
表
的
な
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
大
学
会
連
合
 編
 
「
 
沖
縄
 ｜
 自
然
・
文
化
・
 
社
 ム
五
」
（
弘
文
学
、
一
九
 セ
 六
年
）
、
九
字
 会
 連
合
奄
美
大
島
共
同
 

調
査
委
員
会
編
「
奄
美
 ｜
 自
然
と
文
化
 口
 一
日
本
学
術
振
興
会
 

一
九
五
九
年
 -
 お
よ
び
大
学
会
連
合
 
編
 
「
奄
美
 ｜
 自
然
・
文
化
・
 
仕
ふ
 三
一
弘
文
 堂
 、
 

一
九
八
二
年
 -
 な
ビ
 が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

（
 
3
 一
例
え
ば
、
沖
縄
に
関
し
て
は
、
桜
井
徳
太
郎
「
沖
縄
の
 シ
 ャ
 マ
ニ
ズ
ム
」
（
弘
文
室
、
一
九
 
セ
 三
年
一
、
滝
口
直
子
「
宮
古
 
島
 シ
ヤ
ー
マ
ン
の
世
界
」
 

一
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
 
-
 が
あ
る
。
奄
美
に
関
し
て
は
、
 

山
 下
 欣
一
「
奄
美
の
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
（
弘
文
覚
、
一
九
七
七
年
 

-
 が
あ
る
。
ま
た
 

北
見
俊
夫
 編
 
「
南
西
諸
島
に
お
け
る
民
間
立
者
 

一
 
ユ
タ
・
 

カ
リ
ヤ
ー
等
 -
0
 機
能
類
型
と
民
俗
変
容
の
調
査
研
究
」
（
昭
和
 
五
十
 セ
 年
度
文
部
 

当
科
学
研
究
費
補
助
金
 -
 
総
合
研
究
 A
 一
 研
究
成
果
報
告
書
、
一
 
九
八
三
年
 
-
 な
ど
が
あ
る
。
沖
縄
、
奄
美
か
ら
ア
ジ
ア
ま
で
も
 視
野
に
入
れ
た
研
究
 

と
し
て
、
佐
々
木
 
宏
幹
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
 
口
 （
講
談
社
 学
術
文
庫
、
一
九
九
二
年
一
が
あ
る
。
こ
の
 他
 南
西
諸
島
に
お
け
 る
 シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
 

研
究
の
成
果
は
多
く
、
多
数
の
論
文
が
あ
る
。
 

一
 
4
@
 
 沖
縄
、
宮
古
・
八
重
山
か
ら
奄
美
ま
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
 る 、
住
谷
一
彦
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
・
ヨ
ー
ゼ
フ
共
著
「
南
西
諸
島
 の
神
韻
 ム
 
直
 
-
 
木
来
社
、
 

一
九
 セ
セ
年
 一
、
奄
美
に
関
し
て
は
、
伊
藤
幹
二
「
奄
美
の
神
祭
り
 

｜
 加
計
呂
麻
島
の
 
ソ
 ロ
神
事
調
査
報
告
」
 
宅
 国
軍
暁
日
本
文
化
 研
究
所
紀
要
」
 
3
 、
 

一
九
五
八
年
 -
 
、
上
野
和
男
・
大
越
公
平
編
集
・
解
説
「
現
代
の
 ェ
 ス
プ
リ
奄
美
の
神
と
 
村
口
 
一
九
四
（
至
誠
 堂
 、
一
九
八
三
年
 -
 な
ど
が
あ
る
。
 

-
5
 一
 著
書
に
つ
い
て
は
、
平
敷
台
 治
 
「
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
 口
 （
 
第
一
書
房
、
一
九
九
四
年
 -
 
、
ま
た
沖
縄
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
 て
い
る
渡
辺
欣
雄
編
「
 
還
 

中
国
海
の
民
俗
と
文
化
 3
 
 祖
先
祭
祀
 
口
 -
 
凱
風
 社
 、
一
九
八
九
 
与
一
が
あ
る
。
研
究
動
向
に
関
し
て
は
、
渡
辺
欣
雄
「
沖
縄
 仕
ふ
 五
 研
究
の
回
顧
 と
展
 

望
 
@
 一
九
六
四
 ｜
 八
三
」
「
民
俗
知
識
論
課
題
 
｜
 沖
縄
の
知
識
人
 
類
 字
 」
（
凱
風
 社
 、
一
九
九
 0
 年
 -
 
、
 七
 0
 ｜
セ
 
一
頁
に
示
さ
れ
て
 
 
 

（
 
6
-
 
例
え
ば
、
中
根
千
枝
「
沖
縄
・
本
土
・
中
国
・
朝
鮮
の
同
 族 と
門
中
の
比
較
」
日
本
民
族
学
会
編
「
沖
縄
の
民
族
学
的
研
 究
 」
（
民
族
学
振
興
会
、
 

一
九
 セ
 三
年
 -
 や
村
武
 精
一
「
 日
 ・
 琉 祖
先
祭
り
か
ら
見
た
系
譜
 関
係
の
遡
彩
佳
」
「
民
族
学
か
ら
み
た
日
本
」
（
 
岡
 正
雄
教
授
古
稀
 
記
念
論
文
集
、
一
 

九
セ
 
一
年
 -
 な
ど
が
あ
る
。
 

;@ 

  

  
ク 

@ 
捉 
え 

て 

  
  

姥、 

要 
が 、 

あ 
ろ 

つ , 。 
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沖縄文化圏における 祖先祭祀の地域性について 
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史 
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市
 化
の
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
１
 %
 覇
 都
市
圏
の
事
例
１
」
「
都
市
 
化
の
研
究
し
 -
 
恒
星
社
屋
 

は
 
4
 

 
 
 
 

生
閣
 、
一
九
八
六
年
 -
 
、
四
一
六
頁
参
照
の
こ
と
。
 

 
 

西
 ）
 名
嘉
真
宜
勝
 「
沖
縄
の
葬
送
・
墓
制
」
 
名
嘉
真
宜
勝
 ・
 恵
 原
義
 盛
 共
著
「
沖
縄
・
奄
美
の
葬
送
，
墓
制
 目
 -
 
明
文
書
房
、
 一
 九
七
九
年
 -
 を
 参
照
の
は
 

こ
と
。
ま
た
明
治
期
以
前
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
地
域
 
史
 協
議
会
 編
 
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
南
島
の
墓
 
｜
 沖
縄
の
葬
制
，
 墓
型
 
-
 
沖
縄
 出
版
、
一
九
八
九
 

年
 -
 を
 参
照
の
こ
と
。
 

一
礼
 
@
 
 
現
代
の
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
は
、
幸
木
 貢
 「
現
代
沖
縄
社
会
 
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
の
変
容
」
「
古
木
 

教
 研
究
 口
 第
五
九
巻
第
一
 輯
 

二
六
四
号
二
九
八
 

五
年
 -
 に
基
づ
い
て
述
べ
る
。
 

茄
 -
 村
山
家
国
「
奄
美
の
社
会
と
経
済
」
長
澤
和
俊
 編
 
「
奄
美
 
文
化
 誌
｜
 南
島
の
歴
史
と
民
俗
」
（
西
日
本
新
聞
社
、
一
九
 
セ
四
 年
 -
 、
六
九
頁
参
照
の
こ
 

経
済
社
会
 ぬ
型
 （
 
晃
 洋
書
房
、
一
九
八
八
年
 -
 が
あ
る
。
 近
 現
代
 

と
 。
ま
た
、
戦
前
の
奄
美
経
済
全
体
に
つ
い
て
、
特
に
奄
美
拝
塵
 

ほ
 つ
い
て
は
、
松
原
治
郎
・
戸
谷
 修
 ・
蓮
見
昔
昔
編
著
「
奄
美
貴
 

早
 で
あ
る
砂
糖
黍
栽
培
と
大
島
紬
を
中
心
に
し
た
も
の
に
、
 
皆
 村
 武
一
「
奄
美
近
代
 

村
の
構
造
と
変
動
」
 

-
 
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
 -
 が
あ
る
。
 

-
 
㌍
 -
 奄
美
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
、
若
林
敬
子
「
第
二
章
 
人
口
の
変
化
」
松
原
 他
 
「
前
掲
 
書
ヒ
 二
九
八
一
年
一
を
参
照
の
 こ
と
。
ま
た
、
干
葉
 徳
 

爾
 
「
奄
美
諸
島
の
集
落
別
人
口
変
動
に
つ
い
て
」
「
人
類
科
学
」
 

一
 
三
 一
（
 元
 学
会
連
ム
ロ
、
一
九
 
セ
 八
年
 -
 
、
九
四
頁
を
参
照
の
こ
と
 。
さ
ら
に
、
過
疎
化
 

ほ
 つ
い
て
は
、
若
林
の
「
奄
美
大
島
南
部
過
疎
地
域
の
解
体
過
程
 
｜
 宇
検
村
田
 検
 」
松
原
 他
 
「
前
掲
 
書
 」
二
九
八
一
年
 -
 お
よ
び
 鈴
木
 瓜
 
「
地
理
的
 

に
 見
た
奄
美
瀬
戸
内
町
地
区
の
過
疎
」
斎
日
本
文
化
 ヒ
 -
 
鹿
児
島
 短
期
大
学
日
本
文
化
研
究
所
、
一
九
八
 0
 年
 ）
を
参
照
の
こ
と
。
 

@
-
 
奄
美
の
出
稼
ぎ
の
実
状
に
つ
い
て
は
「
鹿
児
島
県
の
出
 稼
 。
き
の
実
態
」
 
-
 
鹿
児
島
県
企
画
部
統
計
謀
、
一
九
七
八
年
）
を
 、
 U
 タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
 

鹿
児
島
県
民
生
労
働
部
職
業
安
定
 課
 
「
昭
和
五
 
0
 年
度
 U
 タ
｜
 ン
 者
の
動
向
調
査
結
果
」
二
九
七
六
年
 
-
 お
よ
び
依
田
明
，
 島
 田
 一
男
・
詫
摩
 武
 

俊
 ，
星
野
合
・
 棚
原
 健
次
・
金
城
辰
夫
・
繁
多
 進
 
「
奄
美
青
年
の
 
い
わ
ゆ
る
 U
 タ
ー
ン
現
象
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
「
人
類
科
学
」
 
二
九
 -
 
九
 学
会
連
 

ム
ロ
、
一
九
七
六
年
）
、
一
四
一
 

｜
 六
四
頁
を
参
照
の
こ
と
。
 

@
 
）
拙
稿
「
村
落
定
住
者
の
地
域
間
移
動
 ｜
 帰
村
と
離
村
の
要
 因
｜
 奄
美
大
島
・
四
阿
室
の
事
例
研
究
」
上
智
大
学
大
学
院
文
学
 
研
究
科
社
会
学
専
攻
の
 

修
士
論
文
、
一
九
八
五
年
を
参
照
の
こ
と
。
 

元
 ）
奄
美
の
葬
制
に
つ
い
て
は
、
高
原
義
 盛
 
「
奄
美
の
葬
送
・
 
墓
制
」
名
裏
 真
 官
牒
・
 恵
 原
義
 盛
 共
著
「
沖
縄
，
奄
美
の
葬
送
 ・
墓
制
」
 -
 
明
衣
書
房
、
 

一
九
 セ
 九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
瀬
戸
内
町
内
で
の
 芽
 制
 ・
墓
制
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
瀬
戸
内
町
議
編
集
員
会
編
「
 
瀬
 庁
内
町
議
 -
 
民
俗
 

編
こ
 
（
一
九
 
セ
セ
年
 -
 
、
一
九
九
 ｜
二
 0
 六
頁
参
照
の
こ
と
。
 



沖縄文化圏におけ る 祖先祭祀の地域性について 

付
記
 

こ
の
論
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
四
阿
重
村
落
お
よ
び
 
郷
愛
 会
の
 皆
 様
に
は
今
回
も
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
 

二
 0
 年
来
訪
れ
 
て
 、
い
つ
も
厭
な
顔
を
 

し
な
い
で
暖
か
く
ご
脇
刀
下
さ
い
ま
し
た
。
特
に
、
 

仰
 
徹
さ
ん
 
に
は
帰
省
中
の
と
こ
ろ
を
現
地
調
査
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
ま
 

  

ま
た
、
 瀬
 柏
村
落
の
山
畑
山
治
さ
ん
ご
夫
妻
 そ
し
 て
 吉
住
屋
の
稲
井
 欠
 き
ん
ご
夫
妻
に
は
大
晦
日
の
準
備
で
ご
 

多
 忙
中
に
も
関
わ
ら
ず
貴
重
 

な
 時
間
を
割
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
 

 
 

@
 
一
出
村
卓
 二
 
「
瀬
戸
内
町
の
網
漁
業
史
」
「
両
日
本
文
化
」
 
第
 八
号
二
九
七
五
年
 -
 参
照
の
こ
と
。
 

万
 -
 四
阿
 室
 の
 郷
愛
会
は
 
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
村
落
共
同
体
と
 

郷
愛
 会
の
機
能
」
南
島
史
学
会
編
「
南
島
 ｜
 そ
の
歴
史
と
文
化
 １
 4
 」
 -
 
知
木
一
き
 
日
 一
局
、
一
 

九
八
二
年
 
-
 
、
小
島
清
志
「
 
郷
愛
 会
組
織
と
母
村
の
交
渉
 
｜
加
計
 呂
麻
島
 四
阿
室
の
事
例
」
「
南
島
史
学
」
 

三
 一
・
二
二
号
、
四
一
八
 ｜
 セ
三
頁
参
商
の
こ
 

と
 。
 

@
-
 

拙
稿
「
出
郷
者
と
祖
先
祭
祀
１
日
村
の
管
理
を
め
ぐ
っ
て
 
｜
 奄
美
・
四
阿
 室
 村
落
の
事
例
研
究
」
「
明
の
星
女
子
短
期
大
字
 

紀
要
」
第
十
一
号
 
-
 一
 

九
八
九
年
 
-
 を
 参
照
の
こ
と
。
 

宛
 -
 出
郷
者
の
価
値
観
の
変
化
に
関
し
て
は
、
安
斎
 伸 ・
田
島
 忠
篤
 
・
岩
井
 洋
 ・
野
村
治
山
「
離
村
者
の
都
市
に
お
け
る
倫
理
的
 

価
値
観
の
変
容
と
再
 形
 

威
ほ
つ
い
て
 
｜
 奄
美
四
阿
重
村
落
の
事
例
」
「
 
上
廣
 倫
理
財
団
 

第
 2
 同
研
究
助
成
報
告
論
文
集
」
二
九
九
 0
 午
 -
 を
 参
照
の
こ
 
と
 。
 

（
 巴
 
「
複
姓
 墓
 」
と
似
た
言
葉
に
「
同
姓
 墓
 」
が
あ
る
。
同
姓
 
墓
の
場
合
、
普
通
は
夫
 万
 、
妻
万
 
-
 
笑
 万
 、
母
万
一
の
同
姓
 を
示
 す
 。
こ
の
前
提
に
は
 一
 

つ
の
姓
に
よ
る
「
家
族
 
墓
 」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奄
美
の
場
 含 も
、
末
方
・
 
妻
 万
一
父
方
・
母
方
 -
 双
方
を
示
す
が
、
そ
の
他
 に
 建
立
者
の
氏
名
 

に
被
 義
者
の
他
出
し
た
兄
弟
姉
妹
、
子
弟
を
含
む
の
で
区
別
す
る
 
た
め
に
「
複
姓
 
墓
 」
と
名
付
け
た
。
 

一
肌
 
一
 「
第
四
章
人
の
一
生
一
 
3
-
 村
内
婚
の
伝
統
」
「
瀬
戸
内
 
可
読
」
二
九
七
セ
 年
 -
 
、
一
五
九
頁
参
照
の
こ
と
。
 

@
-
 

孝
本
真
「
都
市
家
族
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
 観｜
 系
譜
的
矢
 祖
 祭
祀
観
か
ら
緑
竹
先
祖
祭
祀
 観
へ
 」
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
 「
現
代
宗
教
へ
の
視
角
」
 

一
雄
山
間
出
版
、
一
九
七
八
年
 
-
 
、
五
二
 ｜
 六
五
頁
参
照
の
こ
と
。
 

  



 
 

 
 

を
ふ
ま
え
て
の
象
徴
主
義
、
構
造
主
義
的
研
究
等
々
 、
 
そ
れ
は
沖
縄
文
化
の
独
自
性
と
共
に
 、
 
東
ア
ジ
ア
全
域
 を
 視
野
に
入
れ
る
べ
き
 

杜 
） 沖 は 
を 縄 じ     
め の め 
ぐ 民 に 一   
る 俗   
宗教 滞在 

平中 に   括 す と ま 豊採天 
  つ と 

来 い 

  

  
みられ 複葬     
な さ 
り れ   
立 て 
つ き 中心と り反復 神 が来 儀が連 月頃の 。一年 松 

祖た芭 先 。 
  する焼 続 明 され 誌 し、 続 する 節ヲ の生活 

こ キ 畑雑穀 ける。 異質の 最も高 チィ一 の中心 石 
れ 一 

ら 聖   
  

パ
チ
 リ
 

新
城
島
の
祭
儀
生
活
 



的
 理
解
を
め
ざ
す
分
析
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
 

い
る
。
両
者
は
互
い
に
相
補
的
関
係
に
あ
る
が
こ
れ
ま
 

で
 
必
ず
し
も
二
者
の
 

バ
 

ラ
ン
ス
は
十
分
で
は
な
く
、
自
然
や
生
業
と
の
関
連
も
 

少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
一
般
化
、
 

モ
 
デ
ル
化
に
関
連
す
る
 

研
 

-
2
-
 

究
 が
み
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

本
稿
は
八
重
山
諸
島
の
 

一
 
孤
島
 

城
島
パ
 

@
 々
リ
一
 
上
地
・
下
地
 

 
 

の
 二
島
か
ら
な
る
一
の
年
中
祭
儀
を
通
し
て
人
々
の
 

祭
 懐
生
活
の
全
体
像
を
 

 
 

考
察
す
る
と
共
に
沖
縄
の
民
俗
宗
教
の
理
解
に
近
づ
こ
 

ぅ
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
 

 
 
 
 

で
 
述
べ
る
が
新
城
島
は
粟
を
中
心
と
す
る
畑
作
の
島
 

、
 人
頭
税
の
た
め
西
表
島
に
 

稲
 

 
 

 
 

保
 

 
 

 
 

 
 

島
 

金
 
「
 

つ
い
て
は
 

旧
 下
地
島
民
か
ら
の
聞
き
取
り
、
上
地
は
島
 

民
か
ら
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
 

O
 

の
べ
る
新
城
島
の
生
活
は
す
べ
て
過
去
と
な
っ
た
。
 

特
 に
こ
と
わ
り
が
な
け
れ
ば
 

上
 

 
 

与
那
国
島
 

地
の
資
料
を
示
し
、
暦
は
す
べ
て
旧
暦
一
太
陰
太
陽
暦
 

一
で
示
し
て
い
る
。
 

問
題
の
提
示
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
沖
縄
の
民
俗
 
宗
教
の
理
解
に
か
か
せ
な
い
豊
か
な
年
間
の
祭
儀
に
つ
 
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
 年
 

中
行
事
の
研
究
と
し
て
膨
大
な
資
料
、
考
察
が
な
さ
れ
 
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
大
別
し
て
①
儀
礼
の
詳
細
な
記
述
 、
 ②
特
定
儀
礼
の
多
面
   



 
 

 
 

祭
信
 

の
つ
 

島
共
 周
囲
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
面
積
約
一
，
六
平
方
 
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
古
く
か
ら
両
島
あ
わ
せ
て
パ
々
 リ
と
 呼
ば
れ
て
い
た
。
二
島
 

 
 

間
は
 ク
リ
舟
で
通
交
し
て
い
た
が
、
干
潮
時
に
は
 干
瀬
 を
 歩
い
て
渡
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
自
然
 
状
 況
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
 

近
接
し
行
政
上
も
同
じ
新
城
 村
 （
 島
 ）
で
あ
っ
た
上
地
、
 
下
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
 ん
ラ
 を
形
成
し
 て
い
て
、
下
地
が
一
九
 

六
二
年
に
廃
村
に
な
っ
て
も
上
地
の
 ん
ラ
 が
そ
れ
に
よ
 っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
一
年
の
祭
 懐
生
活
も
そ
れ
ぞ
れ
 独
 

ン
チ
 
l
 

自
 に
お
こ
な
っ
て
い
た
し
 
寂
即
 の
 舟
 競
争
は
合
同
で
や
 っ
て
い
た
）
、
こ
れ
 
程
 近
接
し
て
い
る
の
に
 赤
 マ
タ
・
 里
 マ
タ
の
来
訪
神
は
上
 

地
は
西
表
島
吉
見
に
由
来
し
、
下
地
は
小
浜
島
か
ら
と
 伝
承
さ
れ
て
い
た
。
 

一
九
六
九
年
に
悲
願
で
あ
っ
た
桟
橋
 
二
 0
 メ
ー
ト
化
が
 上
地
に
よ
う
や
く
出
来
た
が
（
し
か
し
こ
の
長
さ
で
 
は
 干
潮
時
舟
は
接
岸
 

で
き
ず
、
一
方
過
疎
化
は
急
激
に
進
ん
で
 い
 た
）
、
そ
れ
 ま
で
舟
は
す
べ
て
沖
が
か
り
で
あ
っ
た
。
石
垣
清
か
 
ら
 西
表
島
行
の
運
搬
 舟
 

 
 姓

に
 乗
り
、
上
地
の
沖
で
汽
笛
を
鳴
ら
し
、
迎
え
の
 
ク
リ
舟
に
乗
り
移
っ
て
島
の
海
岸
の
渚
の
海
中
へ
下
り
 立
っ
と
い
う
の
が
通
常
で
あ
 

た
が
、
そ
の
運
搬
 舟
 も
や
が
て
寄
っ
て
く
れ
な
く
な
っ
 た
 。
八
重
山
で
最
も
不
便
な
島
と
い
う
こ
と
で
、
戦
前
 
の
 教
員
が
 い
 ち
ば
ん
 

れ
て
い
た
の
は
新
城
島
へ
の
転
勤
で
そ
れ
は
左
遷
を
も
 
意
味
し
て
い
た
と
い
う
程
だ
。
一
九
三
一
年
に
こ
の
 
島
 に
 赴
任
し
た
 T
 先
生
   

閉
じ
た
 島
 

日
本
の
最
西
端
、
琉
球
列
島
の
南
西
に
位
置
す
る
八
重
 出
 群
島
は
、
大
小
三
一
ば
か
り
の
島
で
な
り
た
ち
そ
の
 
地
域
差
は
 大
 

自
然
地
理
学
で
は
、
沖
縄
の
鳥
の
地
形
を
山
地
主
体
の
 
「
高
島
」
と
低
い
ム
ロ
地
の
「
 低
島
 」
に
分
類
し
て
い
る
 が
 、
八
重
山
で
 

に
 タ
ン
グ
ン
シ
マ
（
田
園
 島
 Ⅰ
 
ヌ
 ン
ク
ン
シ
マ
（
 野
国
 島
 ）
の
分
類
が
あ
り
、
こ
の
タ
ン
グ
ン
シ
マ
が
高
島
 
に
 、
ヌ
ン
グ
ン
 

新
城
島
は
山
も
Ⅲ
 も
 な
 い
 雨
に
た
よ
る
 野
 ば
か
り
の
 低
平
 な
珊
瑚
島
で
、
 
地
表
は
僅
か
に
 

 
 

土
壌
で
お
お
わ
れ
て
い
る
典
型
的
な
 低
島
 Ⅱ
 ヌ
 ン
グ
ン
 シ
マ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
島
は
上
地
，
下
地
の
二
つ
 
の
 小
島
か
ら
が
 き

い
。
 

は
独
自
 

シ
マ
が
 

石
灰
岩
 

り
、
両
 



自
給
自
足
の
概
況
 

島
の
石
灰
岩
土
壌
は
非
常
に
薄
く
石
が
多
い
た
め
 
鍬
や
 鋤
は
使
え
ず
、
箆
で
か
が
ん
で
耕
作
す
る
と
い
う
苦
し
 
い
 状
況
で
あ
っ
た
 

す
べ
て
天
水
に
た
 ょ
 る
の
で
作
物
の
根
の
成
長
が
不
十
 
公
 で
 干
魑
 を
う
け
易
い
。
夏
は
相
当
の
雨
量
が
あ
る
 
が
 不
安
定
で
 干
魅
も
 

り
 、
台
風
も
襲
来
す
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
こ
と
か
ら
 耐
干
 佳
作
物
を
選
択
し
、
冬
季
は
比
較
的
曇
天
湿
潤
で
あ
っ
 
た
こ
と
か
ら
結
果
と
 

-
5
 
一
 

て
 焼
畑
に
 よ
 る
 粟
 そ
の
他
の
雑
穀
冬
作
物
を
巧
妙
に
輪
 作
し
て
い
た
。
雑
穀
の
種
類
は
粟
、
 麦
 、
ゴ
マ
、
青
豆
 、
 黍
 、
高
黍
、
 赤
豆
 

し
て
甘
藷
（
 ン
 ）
な
ど
で
あ
る
。
焼
畑
は
数
年
で
放
棄
さ
 れ
 原
野
に
戻
さ
れ
る
。
焼
畑
は
毎
年
九
月
頃
お
こ
な
い
 
、
 焼
い
て
初
年
度
の
 

（
 
ア
 ー
ラ
ス
 パ
 タ
イ
）
に
は
粟
が
良
く
で
き
、
古
い
 畑
 
（
 フ
 ー
ン
山
に
は
麦
が
と
い
う
ふ
う
に
畑
の
程
度
で
 

作
物
が
工
夫
さ
れ
た
 

粟
は
初
年
度
の
焼
畑
に
播
種
す
る
印
象
深
い
作
物
で
、
 
早
掻
、
 晩
播
 、
 梗
 、
儒
な
ど
多
く
の
品
種
が
あ
り
、
 粒
 の
ま
ま
炊
い
て
食
べ
 

ね
 、
餅
に
も
な
り
、
日
常
食
、
陪
食
と
し
て
、
ま
た
 
酒
 や
 味
噌
の
原
料
と
な
る
ば
か
り
か
近
世
に
お
い
て
は
 
米
 と
 共
に
貢
納
品
で
も
 

っ
た
 。
甘
藷
は
近
世
以
後
の
新
作
物
で
あ
る
が
、
一
年
 
中
 常
食
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
年
間
何
時
で
も
 
収
 穫
 が
あ
る
 よ
う
 工
夫
 

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
新
城
島
に
お
け
る
正
倉
 
は
 甘
藷
と
粟
で
、
米
は
殆
ど
食
べ
な
か
っ
た
。
粟
も
ご
 
馳
走
の
類
だ
っ
た
。
 

焼
畑
は
主
と
し
て
 ん
ラ
 を
と
り
ま
く
共
有
地
の
原
野
を
 焼
く
の
で
あ
る
が
、
原
野
は
生
産
地
と
し
て
重
要
で
あ
 
る
ば
か
り
か
海
浜
 

帯
と
 共
に
人
々
の
生
活
を
支
え
る
無
く
て
は
な
ら
な
い
 
自
然
物
の
採
取
 地
 で
あ
る
。
野
菜
は
家
や
畑
の
周
囲
 
に
 少
し
作
っ
た
が
 殆
 ど 地 さ あ ら 。 畑 そ し め 。 

島 て に 
外 い よ 

と る れ 
か か ば 珪 

か さ 当 
わ っ 時 
る ぱ は 
こ り 新   
な ら う 

くずジ " " オ 

自 律 は 
己 所 な   
鳥 道   
の 知 舟 
自 が 便 
然 間 も 

と に 稀 
固 め て 
く わ 、 
結 な 五 
び ぃ 十 
つ こ 日 

い と 間 
て は ク 

常 し り 

ま ば 舟 
れ し 一 
て ば 般 
ぃ だ 出 
た っ 入 

。 ブ ; ニ り 

当 と し 
然 い な 

基 "  "  っ 。 B 寺 @ 、 
本 こ が 
は ん あ 

給ふ 白 なり 、 
白 う 世 
足 で の 
で 人 中 
あ 々 が 
る の ど   

。 生 う 

活 な 
は っ 

  





表 1  自給自足の概況 新城島 
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ゾ
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ヮラ ( 西表島 ) 製
 
、
 具
 

属
具
 拐
器
 

金
農
漁
 瓶
食
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香
ツ
 

綜
て
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ナ
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石
 

 
 

 
 

牛
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外
界
と
の
か
か
わ
り
 

こ
の
よ
う
に
新
城
島
は
閉
じ
た
生
活
で
あ
っ
た
が
、
 島
 か
ら
外
に
出
る
必
要
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
そ
の
重
要
 
な
一
つ
は
近
世
の
人
 

頭
 税
を
納
め
る
た
め
西
表
島
へ
舟
で
通
っ
て
稲
を
作
っ
 
た
こ
と
で
あ
る
。
西
表
島
は
山
あ
り
 川
 あ
り
で
水
は
豊
 富
 、
肥
沃
な
土
地
が
あ
 

一
 
7
-
 

る
 沖
縄
第
二
の
大
き
な
タ
ン
グ
ン
シ
マ
 
公
 Ⅰ
同
島
）
で
あ
 
る
が
、
同
時
に
悪
性
マ
ラ
リ
ア
の
百
席
 地
 で
あ
っ
た
。
 新
城
島
は
川
な
く
水
田
 

な
く
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
蚊
の
い
な
い
健
康
 地
 で
あ
 る
 。
し
か
し
人
頭
税
を
納
め
る
た
め
人
々
は
ク
リ
舟
で
 
西
表
島
に
出
か
け
稲
を
 

活
 

雑
作
っ
た
。
そ
う
し
て
誰
も
が
一
度
は
マ
ラ
リ
ア
に
 

か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
旧
暦
の
正
月
頃
は
在
来
 稲
 の
 田
植
え
の
最
中
で
、
島
の
 

 
 

て
農
 仕
事
に
励
ん
だ
。
人
頭
税
廃
止
後
三
十
世
 
鰻
 、
 米
は
重
要
な
換
金
作
物
と
な
 

臓
り
 、
と
れ
た
米
の
大
部
分
は
石
垣
島
で
換
金
し
 、
 帰
り
の
舟
で
、
購
入
し
た
必
需
品
を
持
ち
帰
っ
た
。
 
或
 い
は
借
り
た
金
を
返
し
た
り
   

井
戸
の
水
位
（
潮
の
干
満
に
よ
り
変
化
し
 
巴
 、
鳥
の
 鳴
き
声
、
草
木
の
芽
 は
ぇ
 、
開
花
、
結
実
、
激
烈
な
 潮
 風
 、
 干
魅
 、
台
風
な
ど
 

人
々
を
と
り
ま
く
自
然
の
具
体
的
事
象
の
す
べ
て
の
 変
 異
 が
時
を
示
し
、
季
節
を
告
げ
る
生
活
で
あ
っ
た
。
 

新
城
島
で
の
困
難
の
一
つ
は
飲
み
水
で
あ
っ
た
。
井
戸
 
は
寒
 々
に
掘
ら
れ
て
い
た
が
塩
水
で
、
比
較
的
甘
 
い
水
 の
 出
る
部
落
の
井
戸
 

が
 一
つ
あ
っ
た
が
、
飲
み
水
は
家
々
で
雨
水
を
貯
め
て
 用
い
て
い
た
。
多
く
の
家
が
 茅
 葺
の
屋
根
で
あ
っ
た
の
 で
 茶
色
に
染
ま
っ
た
 水
 

で
あ
る
こ
と
も
多
か
つ
た
。
し
か
し
雨
が
全
く
降
ら
な
 
ぃ
 事
も
あ
り
、
一
九
セ
一
年
の
大
 干
 魅
の
時
は
舟
で
 飲
 料
 水
を
運
ぶ
こ
と
 ニ
 ケ
 

月
 に
及
ん
だ
。
こ
う
し
た
苦
し
み
は
新
城
島
の
み
の
事
 
で
は
な
く
、
他
の
 ヌ
 ン
グ
ン
シ
マ
（
 鳩
 間
島
、
 里
島
 、
 波
照
間
島
、
竹
富
島
）
 

で
も
同
様
で
あ
っ
た
（
一
九
七
五
年
、
西
表
島
か
ら
の
 海
底
水
道
に
よ
り
数
百
年
の
水
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
 
れ
た
。
し
か
し
過
疎
化
 

は
 進
み
、
小
学
校
廃
校
）
。
 



外 
界 

外洋・ 佃 島 

干 瀬 
虫 

礁池   
  

海浜   採集 界 

原野 

ムラ 居住   
図 2  新城俺の領 牡 

と 池 ょ 場 を う ば り ぃ 

な 、 ぅ 所 お が れ る よ 

っ 採 に で こ 項         にと て営 取地 自然 ある なう 野 、 上地 宗教 

ま と に 。 生 海 で 生 す 
れ し 強 昌 彦 浜 は 括 る 

@"  し "'" 日   
で 原 拠 は あ す l 要 が 

あり、 する宮野、海あり、 な聖杜 浜傍を り、牛 る境の ルヤて 

-.  ム   
） 一 

は の 

  領 Ⅰ     とを り立っ丸ごと ホ ムラ、 いる。 常に重 海浜は 二社 が ンなど 

て 一 生 こ 栗 焼   と し 
い 体 産 の な 畑 ム よ て 

お
こ
な
わ
れ
る
悪
霊
退
散
儀
礼
 
ラ
 メ
 フ
サ
リ
 一
の
時
 、
山
羊
の
血
を
塗
っ
た
綱
を
さ
げ
る
場
所
で
、
こ
こ
 
よ
 り
 内
に
悪
霊
が
入
ら
な
 

ル
 二
酉
一
ィ
 ル
 ）
に
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
草
分
 
め
 
ホ
 衆
一
ト
ニ
モ
ト
）
が
あ
る
。
 
ム
ラ
 か
ら
海
浜
、
原
野
 に
 出
る
端
々
は
九
月
頃
 

る
 。
人
々
の
住
む
 ム
ラ
 は
、
上
地
も
下
地
も
島
の
北
 
西
端
に
一
つ
あ
り
、
上
地
は
南
バ
イ
）
・
 北
釜
ス
 ）
、
下
地
は
東
一
 ア
｜
 

こ
の
 ょ
う
 に
新
城
島
の
生
活
世
界
は
、
島
及
び
そ
れ
を
 と
り
ま
く
 礁
 池
及
び
干
潮
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
く
つ
 
か
の
部
位
に
分
か
れ
 

す
 重
要
な
役
割
を
担
う
た
め
の
領
域
と
な
っ
た
。
 

 
 
 
 

を
 切
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
西
表
島
行
は
主
に
 
貢
納
の
た
め
の
労
働
で
あ
り
、
そ
の
後
は
自
給
自
足
の
 
生
活
に
貨
幣
を
も
た
ら
 

し
た
。
 購
 人
品
は
石
油
 
一
 
ラ
ン
プ
用
）
、
食
用
油
、
煙
 一
 
早
 、
塩
、
醤
油
、
ソ
ー
メ
ン
、
学
用
品
、
衣
類
、
金
属
 
器
 、
曲
 
辰
具
 、
 漁
携
 用
具
 

な
ど
で
あ
っ
た
。
西
表
島
に
は
、
稲
作
の
他
に
家
や
 舟
 を
 作
る
木
材
を
採
る
た
め
の
新
城
島
の
山
が
あ
り
、
 
そ
 こ
に
寝
泊
ま
り
し
て
 木
   



  

潮
時
に
祝
事
、
干
潮
時
が
葬
式
を
出
す
時
と
さ
れ
、
 

農
 
業
 
関
係
に
は
 

庚
辛
 
（
金
）
 

、
壬
 

一
 
R
-
 

、
卯
の
刻
な
用
 

禁
制
英
宗
）
が
、
ま
た
 

寅
 の
刻
 
@
 前
四
時
 

寅
 
鰯
が
 

、
卯
の
日
、
 

重
要
で
、
一
番
鶏
の
鳴
 

寅
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に田 

現 
祝 旧 よ     、 の 巴 の す 暦 事、 を 暦や 決 り   
祭 干 定 席 

る来 

訪 

構 文 さ い 
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中 平   も 

ど 記 る 干 そ 
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聖
杜
は
 、
ヤ
マ
、
オ
ガ
ン
、
ワ
ン
な
ど
と
よ
ば
れ
、
 
上
 地
は
ニ
 ケ
 所
 
（
 
ナ
ハ
 Ⅱ
 美
嶽
 、
ア
ー
ル
、
イ
ル
）
 
、
下
 
 
 

 
 

一
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
や
由
来
が
あ
る
。
上
地
の
 
ナ
ハ
 ぃ
美
嶽
 、
下
地
 

ナ
ハ
Ⅱ
 
フ
ウ
 シ
テ
ィ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
 赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
 来
訪
神
に
か
か
わ
る
塑
性
で
あ
り
、
上
地
の
ア
ー
ル
、
 
下
地
の
ナ
ナ
ゾ
ウ
は
 

ン
に
 関
係
す
る
海
の
神
の
聖
 性
 で
あ
る
。
上
地
の
ナ
ハ
 ヤ
マ
 の
 ィ
ビ
 
（
至
聖
 所
 ）
に
通
ず
る
ア
ー
チ
型
の
中
門
 は
 白
く
塗
ら
れ
、
 
赤
 

太
陽
と
三
日
月
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
人
々
は
、
上
地
 
で
は
前
記
三
聖
 杜
に
 、
下
地
で
は
ア
ー
ル
、
イ
ル
の
 二
 聖
杜
に
 分
か
れ
て
 所
 

し
 、
祭
祀
集
団
を
形
成
し
て
い
る
。
 聖
杜
 に
は
女
性
 神
 役
ツ
カ
サ
 
二
人
一
と
こ
れ
を
補
佐
す
る
カ
ン
マ
ン
 
ガ
｜
 
-
 
男
性
一
人
一
、
 

キ
 、
フ
ン
 
バ
キ
 
（
女
性
、
数
名
）
な
ど
が
お
り
年
間
の
 

 
 

イ
ル
 の
一
品
玉
桂
 に
ツ
 

サ
ら
 が
 い
 た
が
、
一
九
二
 0
 年
代
に
神
 想
 り
し
た
女
性
 ら
に
よ
っ
て
一
時
に
他
の
拝
所
に
ま
で
神
役
が
誕
生
し
 
た
 。
神
役
の
継
承
は
 世 カ バ 届 い ザ の l 

進
行
し
た
し
、
或
い
は
夜
の
儀
礼
を
昼
間
お
こ
な
っ
て
 
そ
の
終
了
を
人
が
鶏
の
声
を
擬
声
で
告
げ
る
こ
と
も
す
 
る
 。
年
間
の
祭
儀
に
は
 

前
後
関
係
が
あ
り
、
例
え
ば
粟
の
播
種
儀
礼
の
前
に
 
節
 儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
農
耕
 
暦
と
 深
く
 か
か
わ
っ
て
い
る
。
 日
 

寓
生
活
が
太
陽
暦
の
暦
や
時
計
の
時
刻
に
律
さ
れ
る
よ
 
う
に
な
っ
た
現
在
も
 キ
ザ
ル
 の
殆
ど
は
旧
暦
に
よ
っ
て
 い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
祭
儀
の
日
取
り
 
-
 
ピ
ュ
ー
ル
一
に
様
々
の
 考
慮
を
す
る
の
は
、
良
い
日
を
え
 ら
 ぶ
こ
と
自
体
に
 宗
 教
 的
意
味
が
あ
っ
た
 

か
ら
で
、
三
府
の
官
制
の
中
に
も
専
門
家
が
い
た
。
 新
 城
島
の
祭
儀
が
定
日
の
も
の
、
そ
う
で
な
い
も
の
の
 
両
 者
が
あ
る
の
は
歴
史
的
 

経
緯
に
 よ
 る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
の
 は
、
 主
と
し
て
そ
の
都
度
日
取
り
す
る
祭
儀
で
あ
り
、
 こ
の
祭
儀
が
焼
畑
農
耕
 

暦
 に
対
応
し
新
城
島
の
生
活
の
基
底
を
な
す
も
の
と
 考
 え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

  



  

も 

あ 
る 

新城島の祭儀生活 

  サ の で 前 Ⅰ 義 
    年間 一日日 概要１ レ 直後 ある の、 から 新城 １ 1 １ 

  に が 戊ヲ始 昌 一 の 
0 番上 キ己す成 す   成亥 。， 踊り地とは ， ， @ 成   
日 立立 元元   

一 番 
  

る 、 Ⅱ . 
を を     

水 ピ 
び る 

は ；   
豊 か 

庇 @  l 日 

穣一 の 宮 
来 付 
を 役 
  

シ ひ 
手 前 ン か 
首 跡 

@ 
ボ る     

ぶ セ     
め て 家 で   

キ踊り 誰かに マキ の肉 

  

る   
と   

シ 
と 神 あ の 

豊穣 チ 
が カ 

失 ザ 
わ を 

  柱 シ 

る や   
と 道 ツ 実 れ の   
さ 一 
  @@ し ン際な播 ナ 、 い種チ シ 

る 巻 ガ 植 の 儀 ィ 

  ラ 松 が 礼 一 

イ も 一 
  

マ   
キ マ ピ 盆 般 の 祭 

襲
 的
に
出
自
を
た
ど
っ
て
お
こ
な
う
と
か
ん
が
え
ら
れ
 
て
い
る
が
、
人
口
が
減
少
し
こ
の
方
法
は
困
難
と
な
り
 、
カ
ミ
筆
を
ひ
く
こ
と
 



夜
 」
と
称
し
て
ご
馳
走
を
食
べ
る
が
、
新
城
島
で
も
 家
 の
 内
外
を
掃
除
し
、
夜
、
 ご
 馳
走
を
食
べ
る
。
 ス
デ
水
 は
 聖
な
る
 ア
ケ
 寅
の
刻
 

ン
ヨ
ウ
 
カ
 ツ
カ
 
@
 

 
 

れ
る
も
の
で
、
そ
の
年
の
更
新
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
 
正
月
小
（
小
さ
い
正
月
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
 
西
 表
 鼻
祖
 納
 で
は
「
年
の
 

 
 

ス
デ
 水
に
関
し
て
は
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
 
こ
の
 ス
デ
 水
を
浴
び
る
節
に
関
す
る
祭
儀
は
奄
美
、
沖
 絹
地
域
に
広
く
み
ら
 

う
 。
ユ
フ
 
ナ
 オ
レ
と
は
稔
る
こ
と
、
世
が
直
る
 、
 変
わ
 る
こ
と
を
意
味
す
る
㍾
 子
 舌
口
業
で
あ
る
。
踊
り
は
、
 
三
 口
 目
の
 舟
 競
争
の
時
の
 

神
 旗
を
中
心
に
円
を
え
が
き
、
ア
ン
ツ
ク
ノ
フ
 
ッ
ィ
と
 よ
ば
れ
る
先
導
者
に
し
た
が
い
、
人
々
は
互
 
い
の
 肩
を
 
つ
け
、
左
右
の
人
の
腕
 

を
か
か
え
こ
み
、
指
を
か
ら
ま
せ
て
組
み
、
握
っ
た
 手
 を
 前
後
に
つ
い
た
り
引
い
た
り
し
な
が
ら
太
鼓
に
あ
わ
 
せ
 合
唱
し
な
が
ら
円
に
 

 
 

二
日
目
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
番
鶏
の
鳴
く
未
明
に
 お
き
て
特
定
の
井
戸
か
ら
 ス
デ
水
 Ⅱ
バ
ハ
水
を
汲
み
、
 

こ
の
水
を
こ
の
夜
 浴
 

び
る
こ
と
で
あ
る
。
 

ス
デ
ル
 と
は
、
蛇
や
蟹
の
よ
う
に
 脱
皮
、
脱
殻
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
意
味
が
あ
り
、
 
バ
 ハ
木
（
若
水
）
 、
ス
デ
水
 

-
 
Ⅱ
 -
 

は
 共
に
生
ま
れ
変
わ
る
水
、
若
返
る
水
で
あ
り
、
節
は
 
こ
の
水
を
浴
び
て
人
々
が
再
び
若
返
る
祭
儀
な
の
で
 
あ
る
。
 
"
 キ
ュ
ガ
 
ピ
ー
 ジ
 

ラ
パ
 "
 の
歌
詩
に
は
 
"
 今
日
の
日
、
黄
金
の
日
を
基
に
 
し
て
、
待
ち
に
待
つ
た
 、
 願
っ
て
き
た
今
日
の
日
 
、
 セ
 、
八
月
が
た
っ
た
の
 

で
、
我
が
島
 パ
チ
 リ
の
節
は
今
日
の
日
、
若
水
、
 

シ
デ
 ィ
 水
が
ほ
し
い
、
若
返
り
シ
デ
ィ
返
り
し
た
い
の
だ
、
 
我
が
島
人
か
む
の
願
い
 

だ
 、
ど
の
よ
う
な
世
を
祈
る
か
、
来
年
来
夏
の
豊
年
を
 祈
る
の
だ
、
豊
作
、
弥
勒
の
世
を
祈
る
の
だ
、
そ
の
と
 
お
り
、
そ
の
ま
ま
を
 祈
 

 
 

ナ
 ウ
レ
、
 ナ
 ウ
レ
 "
 の
 意
が
唄
わ
れ
、
節
が
若
返
り
の
 目
 で
あ
り
、
来
る
年
の
 

豊
作
祈
願
を
す
る
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

  

れ 踊 
る り 

厳 は 

粛 世 な 「   
  
且穣 ュぢ刀 ） 

  

  
な 一 
ど 、 - 一 日 

多 聞 

  

  
繰る・ リン 
返 フ   
  
ユ 
ヮ 特 
ナ 定 
オ の 
レ 家   
と 唄 
唄 わ 

  

  



新城島の祭儀生活 

は 者 て っ こ 上 村 じ れ る 巷 野 仕 口 を 

き や 家 と 知   
ら に 踊 ぎ 争 や ム ち 下 に 目 け の 亡 う せ 

ン ヲ る 鶏 
人 絹 だ の 

た 、 る ち 飾 え 舟 鳴き声 一 化物 若水 ヲ ろう。 
0 敗 八 を 
入 浴 重 合 
一 中 山 国 

  女 を 候 鳥 もこ 

克 也 諸 汲 
に 」 記 ま 

待 と 脹 れ 
く あ ー る   伸一の 作 は " れる。 舌口一朝 後に全 ら女性 で、こ が女性 の海岸 授け ら 性 柔手 巻きつ   

  る夜期も 。 は一 、 下地 り世 で " られた 舟 が出目に向 員が 夜 達は壺口 一旦 れ は ぬ の家を で、次 不 申 柱 新 に 人 
が 若 道 「 や たな セ         

切り変 るためマハギ 八年 辿     
し ら る た 顕 用 た あ ツ 地 棟 一 
て で 。 リ ヤ が 。 る 力 @ の の ズ見シっ う台テた 
  あ 節 し 各 海 大 下 サ 白 も 招 

  
に 衆 望 

煮 る の た 戸 岸 団 地 ら ・ の 来 の 登 内 な 
味 。 期 不 巡 に な の 神 赤 が と 蔓 っ 外 る 
と 草 て 佛 第   を 原 除 一 

  



み
 ち
て
、
老
若
男
女
、
松
明
の
 

節
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
 

が
 、
節
は
 そ
の
粟
の
播
種
祭
（
 

ら
す
る
と
同
じ
干
支
は
六
十
日
 

｜
ル
 を
と
る
 -
 の
間
に
六
十
日
 

節
 ま
で
の
一
年
が
必
ず
し
も
三
 

の
事
情
が
あ
っ
て
 前
 ピ
ュ
ー
 ル
 

㈲
粟
の
播
種
儀
礼
（
タ
ン
 

節
の
あ
と
、
八
月
か
ら
十
月
 

頃
で
あ
る
。
タ
ン
ト
リ
 は
 実
際
 も

と
楽
し
い
忘
れ
が
た
い
高
揚
し
た
時
を
す
ご
す
。
 

原
野
を
焼
い
て
焼
畑
が
開
始
さ
れ
る
頃
で
あ
る
。
焼
 
い
 て
 最
初
の
畑
に
播
種
さ
れ
る
の
ほ
粟
で
あ
る
 

タ
ン
ト
リ
 -
 の
前
に
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
粟
の
 播
種
祭
を
う
な
が
す
。
節
の
日
取
り
の
原
則
 
か
 

0
 周
期
で
ま
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
た
め
最
も
早
い
 節
 
（
 
前
 ピ
ュ
ー
 ル
 を
と
る
）
と
、
遅
い
 節
 
（
 
後
ピ
ュ
 

0
 差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
か
ら
 節
 と
い
う
 年
 の
 始
ま
り
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
節
か
ら
 

百
六
十
五
日
と
は
限
ら
な
い
。
一
九
六
五
年
、
新
城
島
 
0
 人
々
の
移
住
 池
 西
表
島
大
原
の
節
 は
、
 種
々
 

を
と
っ
て
 セ
月
 十
六
日
、
上
地
の
節
 は
 そ
の
六
十
日
後
 で
あ
っ
た
。
 

 
 頃

の
子
、
丑
の
 ソ
 チ
 ノ
エ
ト
 に
お
こ
な
わ
れ
る
。
南
下
 す
る
サ
シ
バ
（
鷹
の
一
種
）
の
群
が
空
を
舞
 う
 

の
 焼
畑
に
播
種
す
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
的
に
、
模
擬
 
的
に
播
種
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
す
む
と
 各
 

の
む
こ
う
の
リ
ュ
ウ
 グ
ウ
 か
ら
男
女
神
の
来
訪
、
神
 舟
 、
魔
除
け
の
 シ
チ
カ
ザ
 
節
筈
 邑
 、
手
首
に
ま
く
麻
糸
 な
ど
な
ど
、
神
の
印
が
 

ボ
ル
 で
あ
る
シ
デ
ィ
 水
 、
井
戸
水
（
 産
 水
で
も
あ
る
）
 、
 舟
の
ア
カ
、
ッ
カ
サ
 か
ら
授
か
る
粟
の
神
酒
、
特
別
 
な
ご
馳
走
、
遥
か
な
 海
 

ユ
｜
 

ね
 、
も
た
ら
さ
れ
る
豊
年
を
ま
さ
し
く
我
が
も
の
と
す
 
る
た
め
繰
り
返
し
ユ
ー
ク
イ
の
歌
を
唄
い
マ
キ
踊
り
 
を
 踊
る
。
「
 世
 」
の
 シ
ン
 

三
日
間
に
わ
た
る
新
城
島
の
節
 
は
、
 新
し
い
年
の
更
新
 、
 人
々
の
若
返
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
来
る
 
年
の
豊
年
が
祈
願
 
さ
 

て的 い時蒲久 " 
る 間 茎蓬ヌ 

。 Ⅰ 世 ; 

後者は 、レ 弥勒 " 、， 。 - 
繰 世 ; @ 

  

  
一 

に豆 梼曄 

幸福、 達する 

  
意 新城 どの 

があ 節 の 

ではり 
繰 前 

者は り返 

繰り 後 し 

者 返 
の さ 

「 世 ; よ / し ） 

」 時 
が 間 

永一 め不 
ら 可 
れ 通 

  



 
 

 
  
 

ぬ
っ
 重
ね
の
 ィ
 バ
チ
の
上
 二
 箇
は
姉
妹
に
必
ず
贈
る
 こ
と
に
な
っ
て
い
て
姉
妹
以
外
に
贈
っ
て
は
な
ら
な
い
 と
す
る
。
姉
妹
 神
ヲ
ナ
ル
 

 
 
 
 

嗣
 

ガ
ン
）
は
尊
い
か
ら
と
い
わ
れ
て
お
り
 オ
チ
 リ
 神
 信
仰
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

う
 

上
地
で
は
、
 
播
 種

 し
た
男
性
カ
イ
 ノ
 。
を
 ネ
 
1
 

祭
 
@
 

  

 
 

脚
 

切
り
し
食
べ
る
。
別
に
二
百
形
の
小
さ
い
 イ
 バ
チ
 
を
た
く
さ
ん
作
り
、
姉
妹
ら
に
も
た
せ
る
。
 

家
は
自
分
の
焼
畑
に
粟
を
播
種
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
 。
こ
の
よ
う
に
粟
を
播
く
の
に
は
そ
の
前
に
播
種
儀
礼
 
が
お
こ
な
わ
れ
て
 い
 な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
タ
ン
ト
リ
の
概
要
は
次
の
よ
 
う
 で
 あ
る
。
 

一
日
目
替
家
で
粟
の
播
種
儀
礼
を
お
こ
な
 
う
 。
粟
の
 大
イ
 バ
ツ
一
朗
 様
握
郎
 
作
り
と
共
食
。
 

二
日
目
 
聖
杜
で
 祈
願
す
る
。
種
子
取
の
歌
を
唄
 う
 。
 

三
日
目
遊
ぶ
。
 

粟
の
播
種
儀
礼
の
日
は
 、
 播
き
始
め
だ
か
ら
深
 い
 祈
り
 を
さ
さ
げ
る
日
だ
と
す
る
一
下
地
で
は
大
人
達
は
家
の
 中
で
謹
慎
 し
 、
子
供
 

達
は
、
浜
辺
に
出
る
道
の
傍
ら
の
ガ
ン
 
ュ
 マ
ル
の
大
木
 で
 フ
ラ
ン
コ
を
す
る
）
。
こ
の
日
の
未
明
、
家
の
主
人
 
一
男
性
）
は
、
自
分
の
 

焼
畑
に
出
か
け
、
そ
の
片
隅
に
土
を
盛
り
あ
げ
、
粟
の
 
穂
 を
も
ん
で
播
く
。
播
い
た
上
に
魔
除
け
の
サ
ン
一
ス
 
ス
キ
 ）
を
立
て
る
。
 帰
 

途
 、
人
に
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
し
石
を
鳴
ら
し
な
が
 
ら
 帰
る
。
帰
っ
て
そ
っ
と
寝
て
、
太
陽
が
あ
が
る
と
 
起
 き
 出
す
。
 

粟
の
イ
 バ
チ
一
菜
の
 餅
様
握
飯
 、
 飯
初
 ）
作
り
。
 

嬬
 粟
を
煮
て
直
径
三
十
セ
ン
チ
位
の
大
き
な
シ
ラ
マ
 ズ
 ン
 の
形
 
一
 
粟
の
収
穫
は
穂
刈
り
し
、
そ
れ
を
家
の
庭
に
 積
む
。
そ
の
形
）
の
 

握
り
飯
を
作
り
一
 タ
 フ
 イ
 バ
チ
）
 
、
 更
に
こ
の
上
に
小
 さ
な
握
り
一
夕
 ニ
 ノ
イ
バ
チ
）
を
の
せ
三
つ
重
ね
に
 
す
 る
 。
一
番
 座
 
（
家
の
東
 

側
 表
座
敷
）
に
台
を
す
え
、
こ
れ
に
 粟
 殻
を
敷
き
、
 イ
 バ
チ
を
の
せ
、
菜
穂
、
 鎌
 、
へ
う
な
ど
を
飾
る
。
こ
の
 日
イ
 バ
チ
を
共
食
す
る
 

が
 、
 婚
 出
し
た
女
性
達
一
姉
妹
叔
伯
母
）
が
帰
っ
て
き
 
て
こ
の
席
に
つ
ら
な
る
。
女
性
ら
の
儀
礼
上
の
役
割
は
 な
い
が
、
下
地
で
は
 三
 



で 人 目 " ,. 一 イ 

は 々 昔 (3) り言 " キ るま 。 リス粟 ム "   
チ
の
 贈
与
、
粟
の
生
育
過
程
を
唄
っ
て
い
る
ら
し
い
 

二
部
不
明
）
 

タ
ネ
ト
リ
 の
歌
な
ど
が
み
ら
れ
、
台
に
 飾
ら
れ
た
粟
の
農
 

 
 

嫌
 や
へ
う
と
共
に
 煎
 々
始
ま
る
農
耕
期
間
、
「
 
世
 」
 を
 願
っ
て
神
々
 と
対
侍
 す
る
物
忌
・
精
進
の
開
始
を
示
す
  
 

播
種
儀
礼
の
日
か
ら
物
忌
・
精
進
が
始
ま
る
が
（
 
ウ
ク
 ス
ム
 ヌ
ウ
 Ⅰ
こ
の
生
活
は
翌
五
月
、
 
粟
 豊
年
祭
の
後
 の
 上
物
忌
（
 ト
メ
 

ン
 ）
ま
で
続
き
、
あ
ら
ゆ
る
精
進
に
つ
と
め
て
作
物
の
 
無
事
生
育
と
豊
年
を
祈
る
。
実
際
の
粟
播
種
は
早
掻
 
粟
 が
 十
月
頃
か
ら
 始
 

ず
っ
と
十
二
月
頃
ま
で
続
く
。
バ
ラ
播
き
、
 無
 肥
料
、
 
高
キ
ビ
 
や
小
豆
も
大
抵
 粟
 と
ま
ぜ
 
て
 ま
く
。
こ
の
間
に
 甘
藷
の
苗
 植
 も
す
 

加
え
て
西
表
島
で
の
稲
作
の
た
め
水
田
の
準
備
や
苗
代
 
田
へ
の
籾
の
播
種
な
ど
が
あ
り
非
常
に
忙
し
い
日
が
続
 
く
 。
粟
の
除
草
、
 

ビ
 、
小
豆
の
間
引
き
、
二
期
以
後
の
古
畑
へ
の
播
種
、
 
管
理
、
そ
し
て
正
月
が
終
っ
た
頃
は
西
表
島
で
の
田
植
 
え
は
最
盛
期
と
な
 

島
の
男
達
は
一
人
も
い
な
く
な
る
。
 

物
忌
・
精
進
（
 ム
ヌ
ウ
 
，
サ
ウ
ズ
一
 

の
 禁
止
三
月
、
四
月
頃
は
若
葉
が
萌
え
始
め
る
季
節
 
で
、
粟
や
稲
も
花
ざ
か
り
に
な
っ
て
く
る
。
非
常
に
大
 
事
な
時
期
と
し
て
 

に
 禁
じ
ら
れ
た
こ
と
の
中
で
特
に
昔
に
つ
い
て
き
び
し
 
か
っ
た
。
太
鼓
、
蛇
皮
線
、
口
笛
、
歌
を
唄
う
、
高
笑
 
い
 、
大
声
、
下
地
 

地
面
を
強
く
踏
む
と
大
き
く
響
く
の
で
こ
れ
も
禁
止
で
 
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 

こ
の
よ
う
に
播
種
儀
礼
は
 、
 新
し
い
年
の
新
し
い
焼
畑
 
へ
の
最
初
の
作
物
、
粟
の
播
種
が
開
始
さ
れ
る
儀
礼
で
 あ
る
。
こ
の
儀
礼
的
 

播
種
行
為
は
 、
家
 々
の
男
性
に
よ
っ
て
 秘
 か
に
、
神
の
 時
間
に
 、
 聖
な
る
者
の
如
く
に
実
施
さ
れ
る
。
石
の
音
 は
警
躁
 で
あ
ろ
う
。
 
こ
 

ユ
｜
 

こ
で
も
「
 世
 」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
大
き
な
シ
ラ
状
の
 粟
 の
 飯
初
 、
粟
酒
、
菜
穂
、
そ
し
て
豊
年
の
期
待
を
こ
 
め
て
姉
妹
叔
伯
母
へ
の
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新城島の案佳生活 

海
 止
め
（
イ
ン
ド
メ
）
一
定
期
間
海
に
行
く
こ
と
を
 禁
止
す
る
。
特
に
汚
れ
た
若
い
女
性
は
 
、
 海
の
神
を
 怒
ら
せ
て
風
を
吹
か
 

せ
、
 
波
を
け
た
て
る
と
い
わ
れ
、
こ
の
間
絶
対
 海
行
は
 禁
じ
ら
れ
、
干
潮
で
も
 干
瀬
に
 魚
貝
を
と
り
に
行
け
な
 く
な
る
。
 

山
止
め
海
止
め
の
あ
と
山
止
め
が
あ
り
、
ホ
を
切
る
 

と
 神
が
怒
っ
て
風
が
吹
く
と
い
わ
れ
た
。
 

特
別
の
物
忌
・
精
進
 

ウ
ル
 ズ
ン
 ノ
フ
カ
 サ
ウ
 ズ
粟
が
 煎
 々

実
る
時
期
に
な
 る
と
 聖
杜
に
ツ
カ
サ
ら
 神
役
、
ム
ラ
人
が
集
ま
っ
て
 祈
 顕
 し
、
畑
仕
事
を
禁
 

止
し
、
全
員
海
辺
に
行
き
祈
願
し
、
一
定
時
間
話
を
す
 
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
。
 

虫
 
虫
が
大
量
発
生
す
る
と
、
虫
を
集
め
芭
蕉
の
葉
の
 
舟
に
乗
せ
、
海
に
流
し
て
祈
願
し
、
全
員
が
浜
辺
で
 
謹
 慎
 、
沈
黙
、
祈
願
し
 

@
 
手
 
@
 
ハ
 
し
 
0
 

ネ
ズ
ミ
の
精
進
も
あ
っ
た
。
 

新
城
島
に
は
猪
が
い
な
か
っ
た
の
で
 猪
 害
は
免
れ
た
が
 、
 虫
 、
 鼠
 、
風
な
ど
た
ち
ま
ち
作
物
が
喰
い
尽
く
さ
れ
 、
 低
平
 な
島
全
体
が
 

潮
風
に
よ
っ
て
赤
く
枯
れ
果
て
る
と
い
う
ふ
う
に
自
然
 
の
 災
害
が
常
に
身
近
に
あ
っ
た
。
 

㈲
初
穂
 祭
 
（
ス
ク
マ
）
 

粟
 が
よ
う
や
く
穂
を
出
し
始
め
た
頃
の
儀
礼
。
 
ム
ラ
 で
 年
 の
あ
う
人
を
え
ら
び
、
未
明
に
各
家
の
畑
の
粟
 穂
を
 抜
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

家
の
軒
に
下
げ
る
。
こ
の
人
は
人
里
は
な
れ
た
処
で
 
一
 日
 謹
慎
す
る
。
こ
れ
で
各
自
の
畑
は
、
魔
物
に
と
ら
れ
 
る
こ
と
な
く
安
全
と
い
 

う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

山
 の
 口
 あ
け
 

ツ
カ
サ
 ら
に
よ
る
山
の
口
あ
け
の
祈
願
 が
す
む
と
、
 
煎
 々

粟
を
刈
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
 山
 

 
 

 
 

 
 

豊
年
祭
の
前
に
く
る
よ
 う
 日
取
り
が
考
え
ら
れ
て
あ
る
  
 



っ
た
 頃
で
あ
る
。
 

家
 々
で
は
切
要
で
、
粟
の
握
 飯
 
（
ア
ー
ノ
 イ
 イ
ニ
ハ
 ナ
粟
 （
 
粒
 Ⅰ
ア
フ
酒
を
作
り
、
各
家
の
神
前
や
仏
壇
、
 
聖
杜
 に
は
 ツ
カ
ザ
 
に
 

よ
っ
て
供
え
ら
れ
祈
願
さ
れ
る
。
少
年
 達
 に
よ
っ
て
 赤
 7
 タ
・
 黒
 マ
タ
の
子
伸
二
神
が
出
現
し
、
各
戸
を
巡
遊
 す
る
。
下
地
で
は
こ
の
 

子
 神
を
 フ
サ
 マ
ロ
と
も
呼
ぶ
。
フ
サ
は
草
の
意
で
あ
る
  
 

㈹
物
忌
終
了
（
 ト
メ
 ム
ヌ
ン
）
 

粟
 豊
年
祭
の
翌
日
が
、
一
年
間
の
最
後
の
物
忌
で
、
 
こ
 の
あ
と
秋
の
播
種
儀
礼
ま
で
物
忌
・
精
進
は
な
い
。
 止
 物
忌
の
時
、
下
地
で
 

は
ザ
ウ
ズ
ピ
ト
 が
三
人
え
ら
ば
れ
、
各
家
の
畑
に
廃
除
 け
の
 ス
ス
キ
を
さ
し
、
浜
辺
で
一
日
中
謹
慎
し
た
。
 

-
 
什
 -
 

㈹
 
亘
旦
 
年
祭
（
プ
ー
ル
、
 
タ
 フ
プ
ー
ル
 
一
 

六
月
の
こ
の
時
期
は
 、
 最
も
重
要
な
粟
を
は
じ
め
他
の
 殆
ど
の
畑
作
物
は
収
穫
さ
れ
、
西
表
島
で
作
っ
て
い
る
 
稲
も
収
穫
 し
 、
ま
さ
 

し
く
農
耕
 期
 、
物
忌
・
精
進
が
終
っ
て
豊
年
を
祝
う
 祭
 儀
 と
な
る
。
豊
年
祭
は
、
昨
年
九
月
頃
に
年
の
始
め
、
 農
耕
の
始
め
と
し
て
 豊
 

年
 、
若
返
り
を
祈
願
し
た
 節
と
 対
応
す
る
終
り
の
儀
礼
 で
、
且
つ
 
、
 次
の
節
ま
で
の
約
三
 ケ
 月
の
何
も
な
い
 期
間
の
始
ま
り
で
も
あ
 

ユ
｜
 

る
 。
豊
年
祭
は
節
と
共
に
 島
 最
大
の
祭
儀
で
あ
り
、
 

こ
 の
時
、
あ
ら
ゆ
る
「
 世
 」
を
授
け
る
 赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
 と
 よ
 ば
れ
る
仮
面
 革
 装
 

神
 が
出
現
す
る
の
は
誠
に
意
味
深
い
。
 

六
月
豊
年
祭
の
概
要
 

一
日
目
願
解
き
（
 ウ
 バ
ン
パ
 い
 
こ
。
神
迎
え
（
カ
ン
ダ
 
ス
一
 。
獅
子
舞
。
 

  

粟 (5) 
  

粟生 実る E 
具 年 
ム 

口を 

水ホ 

工 
ム 

口を 

見 
て 

五 
月 

        
  
  
日 

を 

え 

ら 

ぶ 
  

ア 
  
プ 
  
  

プ 
ラ 

  
メ 

な 
ど 

と 

呼 
ぶ 

粟 
  
  
  
入 
れ 
が 

始 
ま 

  



二
日
日
赤
マ
タ
・
 黒
 マ
タ
誕
生
。
 
赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
 秘
儀
集
団
へ
の
新
肌
人
一
ア
ラ
イ
リ
）
。
夕
方
、
 ナ
ハ
 ヤ
マ
一
美
 嶽
 ）
の
 広
 

場
 に
赤
マ
タ
・
 
黒
 マ
タ
出
現
。
マ
キ
踊
り
、
神
々
の
 各
 戸
 巡
遊
。
 

三
日
目
 

ア
ケ
 寅
の
刻
に
赤
マ
タ
 
，
里
 マ
タ
と
の
別
れ
 。
マ
キ
踊
り
。
あ
と
の
お
祝
い
一
ア
ト
 
コ
 イ
）
。
 

祭
 の
一
日
目
は
、
今
年
の
願
い
を
は
ず
す
こ
と
で
あ
る
 。
願
い
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
と
災
い
が
あ
る
と
さ
れ
る
 
。
次
に
夕
暮
 ナ
 

て
 に
近
い
 浜
一
 マ
フ
 フ
ネ
ノ
ハ
マ
 
）
で
神
迎
え
一
力
 ン
 ダ
ス
 ）
が
あ
る
。
松
明
、
酒
、
米
一
八
々
グ
ミ
、
 
乾
伍
 
一
 
ク
バ
ン
）
、
稲
穂
、
 

線
香
な
ど
を
供
え
、
 

ツ
カ
サ
ら
 神
役
、
村
役
、
ヤ
マ
 シ
 ン
カ
 
一
 
秘
儀
祭
祀
集
団
の
メ
ン
バ
上
ら
が
一
列
に
並
 
び
 、
西
表
島
吉
見
の
方
 

ユ
 
l
l
 

向
 に
向
か
っ
て
祈
願
し
、
豊
年
祭
の
歌
を
唄
う
。
 浜
か
 ら
 
「
 
世
 」
を
お
こ
す
と
い
う
。
 

夜
ナ
ハ
ヤ
 7
 で
雌
雄
の
 

獅
子
舞
が
あ
り
、
そ
の
 

戯
れ
の
様
子
で
、
来
年
の
豊
作
の
意
を
知
る
と
い
う
。
 
こ
の
夜
、
神
役
 や
ヤ
 
マ
シ
ン
カ
全
員
が
 ナ
ハ
ヤ
 
7
 の
 聖
 域
 ミ
ラ
 ヤ
ア
 に
集
ま
っ
 

て
 夜
通
し
、
太
鼓
を
た
た
き
歌
を
唄
っ
て
神
々
の
誕
生
 
を
 待
ち
望
む
。
ヤ
マ
シ
ン
カ
以
外
は
す
べ
て
外
出
禁
止
 
で
あ
る
。
下
地
で
は
 フ
 

ウ
シ
テ
｜
 
一
々
ビ
ン
ド
ウ
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
呼
ば
れ
 る
ム
ラ
 
か
ら
少
し
離
れ
た
 聖
杜
 に
 ゃ
 マ
シ
ン
カ
は
集
ま
 る
 。
 

二
日
目
は
聖
社
内
の
ミ
ラ
 ヤ
ア
 で
の
徹
夜
の
祈
願
の
後
 、
ア
ケ
 寅
の
刻
に
 、
赤
 マ
タ
一
男
神
）
・
 里
 マ
タ
一
女
 伸
 一
規
・
十
四
神
が
 

ニ
 ー
 レ
イ
ス
ク
と
い
う
深
い
土
の
底
か
ら
 ス
デ
ル
 こ
と
 に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
、
新
し
い
 ヤ
 マ
シ
ン
カ
加
入
 0
 審
査
が
あ
る
。
十
五
 

歳
 以
上
の
男
子
、
島
生
ま
れ
の
品
行
方
正
の
在
住
者
に
 申
請
の
資
格
が
あ
る
。
 

夕
方
、
島
人
全
員
が
集
ま
る
 ナ
ハ
ヤ
 
7
 の
広
場
に
赤
 マ
 タ
 
・
 黒
 マ
タ
 親
 ・
十
四
神
が
太
鼓
の
音
と
共
に
姿
を
現
 す
 。
 

 
 ぬ

親
神
 
全
身
蔓
草
一
エ
 ビ
ヅ
ル
 ）
の
 夜
 。
頭
に
 数
本
の
マ
ー
ニ
 
一
 
ク
ロ
ッ
ク
）
の
枝
を
立
て
る
。
両
手
 に
棒
 。
仮
面
は
赤
マ
タ
は
 赤
 

艶
色
転
が
ら
と
い
わ
れ
る
）
 
黒
 マ
タ
は
黒
色
盲
 芭
 、
独
特
の
隈
ど
り
、
 

髭
 、
菜
種
油
や
ポ
マ
ー
ド
を
塗
る
 。
目
は
夜
光
貝
で
光
っ
て
 い
 

沌
 

る
よ
う
見
つ
け
た
。
 

  



子
規
全
身
 豊
早
釜
ビ
ヅ
ル
 ）
の
 夜
 。
頭
に
一
本
の
 マ
ー
ニ
の
枝
を
立
て
る
。
右
手
に
長
い
 苔
 、
左
手
に
 棒
 。
面
の
色
は
親
と
同
 

じ
 。
 隈
 ど
り
は
異
な
る
。
 

子
仲
、
現
神
に
続
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
 ヤ
 マ
シ
ン
カ
が
 行
 列
し
て
従
う
。
 赤
 マ
タ
 ヤ
 マ
シ
ン
カ
は
赤
い
は
ち
巻
き
 、
里
 マ
タ
 ヤ
 マ
シ
ン
 

力
は
 白
 い
 は
ち
巻
き
を
し
て
い
る
。
先
頭
に
旗
持
ち
が
 
（
 
赤
 マ
タ
旗
に
は
太
陽
が
え
が
が
れ
、
そ
の
先
に
 刀
、
 菜
穂
、
稲
穂
が
飾
ら
れ
 

る
 。
 里
 マ
タ
旗
に
は
三
日
月
が
え
が
か
れ
そ
の
先
に
二
 股
鉾
 、
菜
穂
、
稲
穂
が
飾
ら
れ
る
）
旗
を
持
っ
。
広
場
 
に
 勢
揃
い
し
て
後
、
島
 

の
男
女
全
員
が
神
々
と
入
り
 ね
 だ
れ
て
マ
キ
踊
り
を
 踊
 る
 。
人
々
は
昂
奮
 し
 唄
い
喜
び
走
り
踊
る
。
 

各
戸
巡
遊
。
 家
 々
の
前
庭
で
四
神
、
シ
ン
カ
ら
は
女
達
 と
 太
鼓
に
あ
わ
せ
ム
口
唱
し
 
、
 足
を
地
に
打
ち
つ
け
激
し
 く
 踊
る
。
明
け
方
 近
 

く
 四
神
と
の
別
れ
の
時
が
近
づ
く
。
 ム
ラ
 は
ず
れ
の
 十
 字
 路
に
島
人
が
集
ま
り
別
れ
が
た
い
思
い
を
合
唱
す
る
 
。
 ァ
ケ
 寅
の
刻
を
告
げ
 

る
 一
番
鶏
の
声
を
ム
ロ
図
に
別
れ
の
時
が
く
る
。
太
鼓
が
 
や
み
、
四
神
は
ミ
ラ
 サ
ア
 に
姿
を
消
す
。
全
員
マ
キ
 踊
 り
 。
下
地
で
最
後
に
四
 

神
や
ヤ
 マ
シ
ン
カ
が
集
ま
る
と
こ
ろ
は
、
ヤ
ナ
 ホ
ウ
と
 呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
小
浜
島
か
ら
 赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
祭
儀
を
下
地
に
 

伝
え
た
と
さ
れ
る
 ッ
カ
サ
 の
墓
が
あ
る
。
 

三
日
の
後
祝
い
は
各
戸
を
巡
遊
し
唄
い
、
踊
り
、
飲
食
 
し
て
楽
し
む
。
 

新
城
島
の
豊
年
祭
は
こ
の
よ
う
に
五
月
 粟
の
 プ
ー
ル
 と
 六
月
 ウ
フ
 プ
ー
ル
の
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
。
六
月
   

ル
 と
も
い
わ
れ
る
が
、
 赤
 マ
タ
・
 里
 マ
タ
の
旗
に
 粟
や
 稲
の
穂
が
飾
ら
れ
る
こ
と
、
供
物
に
元
来
は
粟
酒
、
 
粟
 0
 粒
な
ど
も
あ
っ
た
 と
 

い
う
こ
と
か
ら
必
ず
し
も
稲
の
豊
年
祭
と
は
決
め
ら
れ
 な
い
。
一
九
六
三
年
六
月
プ
ー
ル
で
は
稲
の
穂
は
な
く
 
粟
の
穂
の
み
が
旗
に
さ
 

し
て
あ
っ
た
。
上
地
の
赤
マ
タ
・
 黒
 マ
タ
は
、
稲
作
の
 さ
か
ん
な
西
表
島
吉
見
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
 
か
ら
、
上
地
の
豊
年
祭
 

が
 稲
の
性
格
を
も
つ
こ
と
も
当
然
と
も
い
え
る
。
し
か
 
し
 農
耕
暦
か
ら
す
る
と
、
こ
の
時
期
は
粟
、
 稲
 そ
し
て
 殆
ど
の
畑
作
物
の
収
穫
 

  



新城島の締 儀 生活 

表 2  新城島の農耕 暦と 祭儀のあ らまし 1 日暦 ) 

農 

耕 

暦 

  

年 

間 

祭 

儀 

l" トて l 9 l0 Ⅱ 12 l 2 3 4 5 6 7 8   

ノ 

ニノ 収
穫
 

種
種
 

収
 収
 
ノ
 

 
 

播
く
 

く
を
 播
 

播
ビ
を
 

を
キ
豆
 

粟
 高
 山
 

原
野
を
焼
く
 

新
し
い
焼
畑
   ノ 収穫 

ゴマ を播く 一 収穫 
青豆を播く 一 収穫 

キビ を播く コ 収穫 

  @  一 甘藷年中苗 植 、 収穫 一   

西表島 l 田 耕作・ 稲 播く一づ田植 ノ 収穫 

節忌菓物 

    
取   
    

大
き
い
豊
年
祭
 

物
忌
終
了
 

乗
宣
年
祭
 

 
 穂

 精
進
 

出
精
進
ネ
ズ
ミ
精
進
 

山
ド
メ
 

海
ド
メ
 

若
葉
 ノ
 精
進
 

悪
物
退
散
儀
礼
 

結 
願 

    

3
 
サ
 
ニ
チ
 

巧
 十
六
日
 

Ⅰ
元
旦
 

ぬ
 大
神
祭
 

7
 

鍛
冶
屋
 祭
 

9
 
ク
 ニ
チ
 

定
日
 

巧
 十
五
夜
 

 
 M

 盆
 

 
 

性 性 の か る 大 姑 り 作 ま で 稲 あ 世子 米 が 
l の 仮 ら 祝 々 ま 物 の の た お の ら を 酒 終 

了
し
て
お
り
、
マ
キ
踊
り
の
歌
詩
に
 
"
 粟
酒
を
醸
し
、
 

ユ
｜
 

を
 醸
し
 "
 と
か
 
"
 世
を
持
っ
て
き
て
下
さ
い
、
来
年
の
 

持
っ
て
き
て
下
さ
い
 "
 と
あ
る
よ
う
に
英
、
米
な
ど
、
 

ユ
｜
 

ゆ
る
世
を
期
待
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
新
城
島
で
は
 

農
耕
 暦
 に
し
た
が
 
ぅ
 儀
礼
の
殆
ど
は
西
表
島
の
耕
作
 地
 

こ
な
い
、
新
城
島
の
 ツ
カ
サ
 ら
の
関
与
も
殆
ど
な
い
。
 

五
月
粟
の
豊
年
祭
で
物
忌
も
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
 畑
 

新
城
島
で
は
も
と
も
と
五
月
 粟
 豊
年
祭
が
重
要
な
 区
 切
 

時
と
も
云
え
る
。
 

忌
 
・
精
進
し
た
農
耕
期
間
が
終
了
し
、
次
の
農
耕
 期
の
 

り
ま
で
の
間
に
、
可
視
の
仮
面
革
装
 
神
 が
出
現
し
、
 

 
 

に
 来
る
年
の
豊
年
、
あ
ら
ゆ
る
世
が
与
え
ら
れ
る
と
す
 

福
 ・
確
信
の
至
福
の
時
間
が
展
開
す
る
二
日
目
の
 タ
 方
 

の
 数
時
間
は
昂
奮
と
歓
喜
、
神
秘
に
み
ち
て
い
る
。
 
こ
 

百
草
葉
 神
が
 、
女
性
神
役
ら
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
 男
 

み
の
秘
儀
集
団
に
よ
っ
て
演
ぜ
ら
れ
、
こ
の
一
日
は
男
 

女
性
・
子
供
の
対
時
と
な
る
。
秘
儀
集
団
へ
の
加
入
は
 

147@ (147) 



㈹
 
セ
 用
益
（
 ソ
 ー
ロ
ン
）
十
三
日
 ｜
 十
五
日
。
 

仏
壇
を
飾
り
供
物
を
す
る
。
墓
参
り
は
な
い
。
十
五
日
 
に
 獅
子
舞
（
雌
雄
）
が
あ
る
。
先
祖
（
 ウ
ヤ
ピ
ト
ウ
 ）
 を
 送
る
の
は
一
番
鶏
 

の
 鳴
く
前
ま
で
で
あ
る
。
 家
 毎
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
 

㈲
八
月
豊
年
感
謝
と
予
祝
儀
礼
結
願
（
 キ
ツ
ガ
 ン
 ）
 

一
年
の
豊
作
の
結
び
と
来
年
の
祈
願
を
女
性
神
役
ら
に
 よ
っ
て
お
こ
な
う
 0
 

一
日
日
 
願
 ほ
と
き
。
 

二
日
目
来
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
。
踊
り
、
狂
言
を
 

す
る
。
 ナ
ハ
ヤ
マ
 の
広
場
で
仮
面
（
大
き
な
布
袋
の
阪
  

 

 
 

が
 、
こ
れ
ら
は
他
地
域
の
農
耕
儀
礼
に
も
見
ら
れ
る
も
 
の
で
種
々
論
議
さ
れ
て
き
た
。
 

ム
ラ
 の
男
性
の
一
人
前
を
意
味
し
、
そ
の
加
入
儀
礼
が
 こ
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
秘
儀
集
団
の
内
部
が
更
新
さ
 
れ
る
。
 

仮
面
革
装
神
は
 ア
ケ
 寅
の
刻
に
深
い
土
の
底
ニ
 ー
 レ
イ
 ス
ク
 か
ら
生
ま
れ
、
 翌
ア
ケ
 寅
の
刻
に
再
び
ニ
 ー
 レ
イ
 ス
ク
 に
戻
る
と
さ
れ
 

る
 。
こ
の
 赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
は
 、
 別
に
二
 イ
ル
ピ
ト
ゥ
 
三
ィ
 ル
 の
 人
 ）
と
云
わ
れ
る
。
ニ
イ
 か
 は
沖
縄
請
地
 域
で
 云
わ
れ
る
海
上
地
 

昇
三
ラ
イ
・
カ
ナ
 イ
と
 同
系
の
語
で
あ
ろ
う
と
考
え
 ろ
 れ
る
が
、
こ
れ
ら
 赤
 マ
タ
・
 里
 マ
タ
に
関
し
て
は
人
が
 演
じ
て
い
る
こ
と
も
 含
 

め
 絶
対
語
っ
て
は
な
ら
な
い
秘
密
で
あ
り
、
人
々
は
か
 
た
く
守
っ
て
い
る
。
し
か
し
種
々
の
説
明
が
さ
れ
て
お
 
り
、
 神
々
は
深
い
土
の
 

底
か
ら
、
西
表
島
吉
見
の
方
向
か
ら
、
海
原
か
ら
来
訪
 
す
る
な
ど
で
、
秘
密
の
聖
域
ミ
ラ
 サ
ア
 は
海
岸
か
ら
や
 や
 離
れ
た
 ナ
ハ
ヤ
マ
 の
 

奥
深
く
に
あ
り
、
官
臭
 賢
貞
 に
よ
れ
ば
、
ミ
ラ
 サ
ア
 の
 中
に
あ
る
海
の
白
砂
を
三
角
錐
状
に
盛
り
あ
げ
た
と
こ
 
ろ
が
神
の
上
陸
地
点
で
 

あ
ブ
つ
 
L
 Ⅰ
 し
う
二
 

0
@
7
-
1
 

赤
 マ
タ
・
 黒
 マ
タ
四
神
は
祭
儀
上
、
赤
１
票
、
男
 ｜
女
 、
東
 １
面
、
優
 ｜
劣
 、
太
陽
１
月
、
刀
 ｜
 鉾
な
ど
の
 二
 元
対
置
が
み
ら
れ
る
   



以
上
見
て
き
た
 よ
う
 に
新
城
島
の
年
中
祭
儀
は
、
冬
作
 
粟
の
農
耕
 磨
 が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
粟
の
農
 

新
儀
礼
に
よ
っ
て
 
時
 

が
 刻
ま
れ
て
い
る
。
畑
作
の
曲
 

辰
 新
開
始
時
期
が
一
年
の
 
始
ま
り
で
、
 節
一
 シ
チ
 ィ
一
 は
そ
の
儀
礼
で
あ
る
。
 
家
 を
き
よ
め
、
若
水
を
浴
 

び
、
ご
 馳
走
を
食
べ
、
来
る
年
の
予
祝
の
舟
競
争
な
ど
 

、
 人
も
年
も
更
新
す
る
こ
の
 
シ
チ
ィ
 正
月
は
宮
古
八
重
 
出
 で
広
く
見
ら
れ
る
も
 

の
で
あ
る
。
毎
年
焼
畑
が
焼
か
れ
、
初
年
度
の
焼
畑
で
 

の
粟
の
農
耕
 暦
 に
そ
っ
て
農
耕
儀
礼
は
展
開
す
る
の
で
 

、
毎
年
同
じ
順
序
の
内
 

容
で
 繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

粟
の
播
種
儀
礼
を
経
て
五
月
粟
の
豊
年
祭
ま
で
の
約
九
 

ケ
 月
は
 、
 神
々
に
生
育
と
豊
年
を
祈
願
す
る
物
忌
・
 
精
 進
の
日
々
で
、
そ
れ
 

れ
が
新
城
島
の
農
耕
期
間
、
日
常
の
時
と
な
る
。
 あ
 と
の
約
三
 ケ
 月
は
、
物
忌
・
精
進
そ
し
て
農
耕
生
活
か
 

ら
 解
放
さ
れ
て
、
昔
は
解
禁
 

ナ
 

大
鼓
一
 f
 ア
カ
れ
 
大
声
で
歌
を
唄
い
、
足
を
 
踏
み
な
ら
し
て
踊
る
喜
び
の
期
間
と
な
る
 

珪
 
，
 

O
 

 
 

 
 

お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
日
 

聖
局
潮
は
 、
 粟
 、
 稲
 そ
の
他
殆
ど
 の
 収
穫
が
終
っ
た
時
期
の
大
   

三
 
若
干
の
ま
と
め
 

綱
 一
に
勝
た
せ
る
。
下
地
で
は
西
東
に
分
か
れ
て
引
き
 

が
 現
れ
、
村
役
に
「
 世
 」
を
授
け
る
と
し
て
物
種
子
（
 

（
 
ム
ラ
 が
 西
 東
に
二
分
さ
れ
て
い
る
Ⅰ
西
が
勝
っ
と
 

粟
 、
稲
の
穂
 一
 な
れ
た
す
こ
と
を
演
ず
る
。
 

豊
年
と
さ
れ
 

三
日
目
全
員
が
余
興
し
飲
食
し
て
 愉
 し
む
。
 

㎝
八
月
十
五
夜
 

台
 に
供
物
を
供
 え
 祈
願
す
る
。
網
引
が
あ
る
。
上
地
で
 は
 南
北
に
分
か
れ
て
引
き
（
 
ム
ラ
 が
南
北
に
二
分
さ
 れ
て
い
る
 一
 

に
お
こ
な
わ
れ
る
。
 

、
北
一
雄
 

る
 。
 家
毎
 



ユ
｜
 

き
ぃ
 豊
年
祭
 
一
ウ
フ
 プ
ー
ル
）
で
あ
る
。
こ
の
時
 、
あ
 ら
ゆ
る
「
 世
 」
 雀
豆
穣
 ）
を
も
た
ら
し
た
神
が
可
視
の
 
形
を
と
り
（
 赤
 マ
タ
 ，
 

黒
 マ
タ
）
 、
 人
々
の
前
に
出
現
し
神
話
的
 時
 が
展
開
す
 る
の
で
あ
る
。
石
垣
島
川
平
の
事
例
か
ら
 
湧
 上
は
 、
こ
 の
 解
放
の
期
間
を
 
"
 
空
 

 
 

い
て
い
る
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
の
期
間
 "
 、
住
谷
、
ク
ラ
イ
 ナ
 ー
 ろ
 は
 
"
 カ
オ
ス
の
時
 "
 と
と
ら
え
て
い
る
一
波
 昭
 間
島
）
。
境
界
的
時
間
 

一
期
間
）
と
も
云
え
る
。
 

こ
の
期
間
に
、
五
月
粟
の
豊
年
祭
、
六
月
の
豊
年
祭
の
 あ
と
八
月
頃
の
結
願
が
あ
り
、
そ
の
間
を
ぬ
っ
て
農
耕
 
儀
礼
で
は
な
い
定
日
 

祭
儀
の
七
月
 盆
 、
八
月
十
五
夜
、
九
月
九
日
な
ど
が
あ
 
り
 、
そ
の
折
り
に
も
予
祝
が
あ
り
、
や
が
て
再
び
 
一
 年
の
始
ま
り
 節
 
（
 シ
チ
 

ィ
 ）
を
迎
え
る
。
 

ユ
｜
 

こ
れ
ら
の
祭
儀
で
は
繰
り
返
し
「
 世
 」
 宜
豆
穣
 ）
が
 求
 め
ら
れ
る
。
豊
年
祭
に
は
仮
面
 革
 装
 神
 、
 赤
 マ
タ
・
 里
 マ
タ
 が
来
訪
 し
 獅
子
 

 
 

が
 舞
い
、
盆
に
は
祖
霊
が
来
訪
、
獅
子
が
舞
い
、
結
願
 
に
は
仮
面
を
つ
け
た
黄
衣
の
弥
勒
か
ら
豊
穣
の
シ
ン
ボ
 
ル
 と
し
て
種
子
一
菜
、
 

稲
 の
 穂
 ）
が
授
け
ら
れ
る
。
十
五
夜
に
は
綱
引
に
よ
る
 豊
年
予
祝
、
や
が
て
迎
え
る
 節
ワ
チ
ィ
 ）
で
も
押
舟
 
（
リ
ュ
ウ
 グ
ウ
、
海
 ）
 

ユ
｜
 

に
よ
る
豊
穣
予
祝
が
あ
り
、
「
 世
 」
を
巻
き
と
る
マ
キ
 踊
り
が
繰
り
返
し
踊
ら
れ
、
そ
し
て
再
び
物
忌
・
精
進
 
0
 期
間
が
始
ま
る
。
 

一
 

午
 は
こ
の
よ
う
に
始
め
と
終
り
を
も
ち
反
復
し
繰
り
返
 
さ
れ
る
。
 

八
重
山
の
祭
儀
の
多
く
に
三
日
構
成
を
な
す
こ
と
が
 見
 ら
れ
る
が
、
新
城
島
の
豊
年
祭
、
 

節
 、
結
願
な
ど
も
 同
 様
で
、
そ
の
一
日
目
 

は
 今
迄
と
の
訣
別
一
 顧
 は
ず
し
）
、
二
日
目
は
日
常
み
ら
 れ
る
女
性
に
よ
る
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
排
除
 
さ
れ
、
男
性
に
 よ
 る
 神
 

 
 

が
 出
現
す
る
境
界
的
状
況
、
三
日
目
は
俗
的
時
へ
の
 
一
 
戻
り
と
い
え
よ
う
。
豊
年
祭
や
節
な
ど
の
祭
儀
を
時
 
間
 論
の
上
か
ら
鈴
木
は
 

"
 「
 世
 バ
ナ
ウ
ル
」
時
と
し
連
続
的
時
間
が
断
ち
切
ら
れ
 
て
 、
そ
れ
と
異
な
る
非
連
続
的
な
時
間
認
識
が
生
じ
 
て
く
る
 "
 と
し
、
そ
の
 

非
連
続
の
裂
け
目
を
通
し
て
神
々
が
訪
れ
る
と
す
る
。
 

  



 
 

の
 根
底
に
は
自
然
の
認
識
、
か
っ
て
の
農
耕
 

磨
 が
し
る
 
し
 づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
 

 
 

  

 
 

 
 
 
 

ぬ
 

比
べ
沖
縄
本
島
は
強
か
っ
た
。
現
在
は
栽
培
作
物
 
の
 変
化
も
大
き
く
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
祭
儀
は
消
滅
、
 
改
変
、
創
造
を
経
過
し
複
雑
 

沖
縄
と
日
本
本
土
の
文
化
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
に
 当
っ
て
稲
作
文
化
は
重
要
な
手
が
か
り
と
さ
れ
、
ま
た
 
沖
縄
の
年
中
 

稲
作
儀
礼
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
 。
し
か
し
沖
縄
の
稲
作
儀
礼
は
、
本
土
に
比
較
し
田
植
 
儀
礼
の
未
発
達
 

 
 

農
作
業
上
か
ら
す
れ
ば
、
 稲
と
粟
 、
麦
な
ど
畑
作
物
と
 の
 相
異
は
 、
苗
 

す
る
か
ど
う
か
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
植
儀
礼
を
 
の
ぞ
け
ば
 稲
 や
乗
、
麦
の
農
耕
儀
礼
は
同
じ
過
程
を
た
 ど
る
こ
と
に
な
 

重
山
諸
島
は
沖
縄
に
お
け
る
米
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
 
ね
 、
タ
ン
グ
ン
シ
マ
の
西
表
島
や
石
垣
島
は
稲
も
作
る
 
島
で
あ
る
が
、
 

ン
グ
ン
シ
マ
新
城
島
の
よ
う
に
、
年
間
祭
儀
が
粟
の
農
 新
暦
に
依
拠
す
る
比
較
的
単
純
な
構
成
を
と
る
島
も
あ
 
る
 。
 

同
様
に
稲
は
作
ら
ず
、
 粟
 、
麦
の
畑
作
 
一
 
現
在
は
 サ
ト
 ゥ
 キ
ビ
一
の
宮
古
諸
島
は
低
島
で
、
年
間
祭
儀
は
畑
作
 
儀
礼
を
中
心
 

が
 、
ム
ラ
ム
ラ
の
偏
差
値
が
著
し
く
概
括
化
が
む
ず
か
  
 

高
島
で
あ
る
沖
縄
本
島
と
そ
の
周
辺
離
島
で
は
、
か
つ
 
て
 サ
ト
イ
モ
、
粟
の
焼
畑
が
お
こ
な
わ
れ
、
 麦
 、
 稲
と
 共
に
重
要
な
 

あ
 Ⅰ
 
9
@
@
 

-
,
3
-
 

十
八
ぅ
 

@
 
 

。
 明
治
期
の
畑
地
面
積
の
総
耕
地
面
積
に
対
す
 
る
 割
合
が
 、
 例
え
ば
八
重
山
六
五
 %
 、
沖
縄
本
島
南
 部
 
（
鳥
見
間
切
 

%
 、
宮
古
九
九
 %
 
-
 
明
強
 -
 
面
 年
 、
沖
縄
統
計
表
に
よ
る
 
-
 と
あ
る
よ
う
に
、
沖
縄
本
島
の
畑
地
面
積
比
は
相
対
的
 
に
 高
い
。
し
か
 

世
に
は
首
里
正
 府
は
稲
と
 麦
の
作
物
を
重
視
し
、
 稲
 、
 麦
の
祭
儀
を
公
儀
と
し
、
王
城
で
も
ま
た
地
方
に
お
い
 
て
も
公
儀
司
祭
 

に
よ
っ
て
執
行
さ
せ
た
。
三
府
の
開
明
政
策
に
よ
っ
て
 祭
儀
の
定
日
化
や
再
編
成
が
あ
り
、
暦
法
が
整
備
さ
れ
 
、
薩
摩
支
配
 や
 

0
 冊
封
関
係
、
そ
の
後
の
廃
藩
置
県
な
ど
、
多
様
な
政
 治
 約
文
化
的
影
響
を
つ
け
た
が
、
そ
の
影
響
は
遠
く
離
 
れ
た
宮
古
、
八
 と 一 る を や 千〒 畠中 山国 者 ノ し 、 一作 八 物 す 万 。 移 細 事 
に と ロ 近 三 で る ヌ 入 植 作 も 



;
 
ユ
 
i
 

 
 

丁
 -
 
例
え
ば
伊
藤
 幹
治
 
・
 渡
 遺
族
 雄
 
「
 
4
 
 
南
西
諸
島
一
民
間
 信
仰
 二
 

「
日
本
の
民
族
学
一
九
六
四
 ｜
 
一
九
八
一
三
日
本
民
族
 
学
会
編
、
弘
文
 堂
 、
一
帖
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
 
2
 一
 
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ア
ウ
エ
ハ
ン
ト
「
 

波
昭
 
間
島
の
神
行
事
 ほ
 つ
い
て
」
 

目
 沖
縄
の
文
化
  
二
三
、
一
九
六
七
年
（
馬
淵
東
一
 

小
川
 徹
編
 「
沖
縄
文
 

位
論
叢
 3
 口
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）
。
住
谷
一
彦
、
ク
ラ
イ
ナ
 

｜
 
・
ヨ
ー
ゼ
フ
「
パ
テ
イ
ロ
ー
マ
」
「
 
思
 相
当
六
月
号
、
一
 
0
 月
ロ
 百
 、
一
一
一
日
月
ロ
 
百
 、
一
 

九
七
五
年
三
南
西
諸
島
の
神
観
念
」
未
来
社
、
一
九
七
七
年
）
。
 

湧
 上
元
雄
「
祭
祀
・
年
中
行
事
の
位
相
」
「
沖
縄
自
然
・
 文
 

・
 社
 ム
三
九
学
会
 

連
合
沖
縄
調
査
委
員
会
編
、
弘
文
 室
 、
一
九
七
六
年
。
鈴
木
正
出
 
不
 「
八
重
山
群
島
に
於
け
る
時
間
認
識
の
諸
相
」
「
南
島
史
学
」
 

第
 
一
 三
号
、
南
島
 
史
 

学
会
、
一
九
七
九
年
 a
 、
 同
 
「
来
訪
神
祭
祀
の
世
界
観
方
マ
タ
 
白
 マ
タ
・
 
黒
 マ
タ
再
考
」
「
社
会
人
類
学
年
報
 
5
 」
弘
文
 堂
 、
 
一
九
七
九
年
 b
 、
 

な
ビ
 。
 

-
3
@
 
 八
重
山
諸
島
の
田
園
島
は
西
表
島
・
石
垣
島
・
与
那
国
島
 ・
小
浜
島
、
野
因
島
は
竹
富
島
・
波
照
間
島
・
 

鳩
 間
島
・
黒
島
 そ
 し
て
新
城
島
で
あ
る
。
 

一
 
6
@
 
 玉
置
和
夫
「
沖
縄
の
植
物
と
民
俗
目
玉
置
和
夫
遺
稿
 
集
刊
 

 
 

付
会
、
一
九
七
九
年
。
 

一
 
4
-
 

竹
原
抹
茶
「
思
い
出
の
島
・
新
城
」
老
い
て
学
べ
ば
 ｜
 竹
原
 孫
恭
 遺
稿
 集
 」
袖
無
書
房
、
一
九
八
四
字
。
 

一
 
5
 一
 
植
松
明
石
「
新
城
島
の
畑
作
」
「
八
重
山
文
化
 

 

2
 、
 
一
 九
七
四
年
、
植
松
明
石
「
沖
縄
、
八
重
山
の
畑
作
と
そ
の
儀
礼
」
 

「
跡
見
学
園
女
子
大
学
 紀
 

要
目
第
一
 0
 号
 、
一
九
七
七
年
。
 

-
7
 ）
悪
性
マ
ラ
リ
ヤ
に
よ
る
廃
村
は
石
垣
島
 裏
 石
垣
、
西
表
 島
 に
故
多
い
。
西
表
島
で
は
二
十
世
紀
に
な
っ
て
南
風
見
、
崎
山
 
上
原
、
高
 部
 な
 ビ
 の
 

村
 々
が
廃
村
と
な
っ
た
。
 

一
 
a
X
U
 

）
 
た
 @
@
 
し
 え
ば
「
 @
@
 

ト
 も
 八
 
@
 @
 
さ
 う
し
 目
三
 
一
 ｜
七
 0
"
 
ね
う
し
ハ
 @
 
、
と
き
、
か
み
き
や
、
と
き
、
と
ら
、
う
の
、
と
き
、
か
み
き
 
や
 、
と
き
 "
 と
あ
る
。
 

-
9
-
 
植
松
明
石
「
八
重
山
・
里
烏
と
新
城
島
に
お
け
る
祭
祀
 
と
 規
牡
 」
や
沖
縄
の
社
会
と
宗
教
 
し
 東
京
都
立
大
学
南
西
諸
島
研
究
 委
員
会
、
平
凡
社
、
一
 

九
六
五
年
、
に
や
や
く
わ
し
く
の
べ
て
あ
る
。
 

総
一
斉
 底
宗
 舌
偏
「
新
城
下
地
島
の
節
祭
ジ
ラ
パ
集
し
新
城
下
 
池
 島
を
守
る
会
、
一
九
八
九
年
。
 

一
日
下
地
に
は
 ス
デ
 水
に
つ
い
て
 
"
 昔
、
人
間
は
 
ス
デ
て
 若
返
 
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
セ
ツ
カ
と
い
う
鳥
が
若
水
の
入
っ
た
容
器
 
を
ひ
っ
く
り
返
し
水
を
 

こ
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
人
間
の
若
返
り
は
停
止
し
た
。
 

セ
 ツ
カ
 は
 討
 と
し
て
小
さ
な
貧
弱
な
鳥
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
 
"
 と
五
 山
 
ら
れ
る
。
 

一
は
 @
 
 ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
「
 
月
 と
不
死
口
一
九
二
八
年
（
 目
 東
洋
文
庫
」
一
八
五
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
一
、
折
口
信
夫
 「
若
水
の
話
」
「
古
代
 研
 

究
 
（
民
俗
 編
 Ⅰ
こ
一
九
二
九
年
三
折
口
信
夫
全
集
」
第
二
巻
、
 中
央
公
論
社
、
一
九
五
五
年
一
。
 

芭
 -
 
南
島
の
正
月
に
は
 節
 正
月
、
新
節
正
月
、
年
 浴
 正
月
な
ど
 様
々
の
展
開
が
あ
る
。
更
に
旧
暦
の
正
月
、
新
暦
の
正
月
が
あ
り
 
、
新
城
島
で
は
前
者
を
 



 
 

 
 

査
 委
員
会
編
、
弘
文
覚
、
一
九
七
 

 
 
 
 
 
 

一
八
年
・
。
 

 
 

祭
 
@
 

 
 

 
 

 
 

 
 

島
 

 
 

城
 

ド
ウ
 ノ
シ
ョ
ウ
 ガ
ツ
 、
後
考
を
ヤ
マ
ト
ノ
シ
ョ
ウ
 

ガ
ツ
 と
い
う
。
 小
野
重
朗
「
正
月
と
 盆
 」
「
日
本
民
俗
文
化
大
系
 
9
 
 層
と
 祭
事
 １
日
本
人
の
季
節
 

感
覚
」
小
学
館
、
一
九
八
四
年
。
 

@
-
 
比
嘉
政
夫
「
常
世
神
と
他
界
観
」
「
古
代
の
日
本
」
第
二
 

巷
 、
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
。
鈴
木
正
宗
、
一
九
七
九
年
 a
 
一
 
仕
 2
 一
 
。
 

一
 
ト
 -
 姉
妹
兄
弟
に
対
し
霊
的
に
優
越
し
、
守
護
す
る
と
い
う
 
信
 仰
 。
沖
縄
全
域
に
み
ら
れ
特
に
八
重
山
の
各
地
で
こ
の
 
人
イ
 バ
チ
 の
 共
食
に
察
し
、
初
の
 

ナ
イ
フ
を
入
れ
る
姉
妹
叔
伯
母
の
役
割
は
注
目
さ
れ
た
。
馬
淵
 
東
 
一
 「
 
オ
ナ
リ
 神
を
め
ぐ
る
類
比
と
対
比
」
「
日
本
民
族
と
南
方
文
 化
」
今
関
丈
夫
 古
 

補
記
念
委
員
会
編
、
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
。
植
松
明
石
一
・
 

女
 性
の
霊
威
を
め
ぐ
る
覚
書
」
谷
川
健
一
編
「
叢
書
わ
が
沖
縄
 
村
 落
 共
同
体
」
木
耳
 

社
 、
一
九
七
一
年
。
 

-
 
也
こ
の
六
月
豊
年
祭
に
関
し
て
は
、
 
赤
 マ
タ
・
 里
 

儀
 が
あ
る
た
め
人
々
の
口
は
固
い
。
し
た
が
っ
て
詳
細
は
不
明
 
で
あ
る
。
住
谷
一
彦
「
 
南
 

西
 諸
島
の
 
0
 の
す
 
ま
ヨ
屈
田
 （
 １
 新
城
島
の
ア
カ
マ
 
タ
 ・
ク
ロ
マ
 タ
 覚
書
 ｜
 」
「
石
田
英
一
郎
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
」
角
川
書
店
、
一
 

九
六
四
年
。
植
松
 

明
石
、
一
九
六
五
年
一
注
 9
 Ⅱ
三
階
治
雄
「
民
俗
芸
能
と
と
こ
 よ
 信
仰
 ｜
 神
と
人
と
劇
の
触
れ
合
い
ー
」
「
文
学
」
四
六
、
岩
波
 
書
店
、
一
九
七
八
 

年
 。
増
田
和
音
「
新
城
島
上
地
の
来
訪
 神
 」
「
日
本
民
俗
学
」
 
一
 -
 
八
九
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
八
七
年
。
平
敷
台
 
治
 
「
 
ァ
ヵ
ム
   

重
山
・
新
城
の
豊
年
祭
」
「
沖
縄
の
祭
祀
と
信
仰
」
第
一
書
房
 

 
 

本
稿
の
豊
年
祭
の
記
述
は
一
九
六
三
年
の
見
聞
を
も
と
に
し
た
。
 

現
在
も
巡
遊
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
見
物
人
は
特
定
の
家
で
 
見
物
す
る
よ
う
に
 

な
つ
て
い
る
。
 

@
 
一
宮
良
賈
 貞
 
「
新
城
島
上
地
の
穂
刈
と
赤
マ
タ
・
 
黒
 マ
タ
」
 「
八
重
山
芸
能
と
民
俗
」
根
元
書
房
、
一
九
 

セ
 九
年
。
 

@
 
一
村
 武
 精
一
「
南
部
琉
球
に
お
け
る
象
徴
的
二
元
論
」
一
九
 六
四
年
三
神
・
共
同
体
・
豊
穣
 ｜
 沖
縄
民
俗
論
」
天
来
社
、
一
 

九
セ
 五
年
一
。
 

一
ど
 

足
踏
み
の
意
義
を
増
田
は
地
霊
を
威
圧
す
る
反
間
と
み
て
 いる
。
増
田
和
彦
「
神
々
の
行
動
伝
承
 

｜
 八
重
山
郡
吉
見
・
 

浜
 ・
新
城
・
宙
良
の
豊
年
 

祭
 を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
野
州
国
文
学
」
第
四
十
号
、
一
九
八
七
年
 

 
 

一
四
一
漢
土
、
一
九
七
六
年
 

-
 
注
 2
 ）
、
住
谷
・
ク
ラ
イ
ナ
ー
、
 

一
 九
七
五
年
一
注
 2
 一
 
。
 

（
 
四
 @
 
 
鈴
木
正
 宗
 、
一
九
七
九
年
 a
 
 
一
 
往
こ
 。
 



 
 

職
能
者
を
要
と
す
る
、
い
わ
ば
沖
縄
在
来
固
有
の
祭
祀
 
信
仰
の
側
面
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
争
に
よ
る
地
域
 
社
会
の
変
貌
、
さ
ら
に
 

 
 

 
 

戦
後
の
急
激
な
産
業
構
造
や
社
会
構
造
の
変
化
な
ど
に
 
伴
い
、
宗
教
文
化
の
あ
り
よ
う
に
も
多
く
の
変
化
が
み
 
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 

ツ
カ
サ
 と
い
っ
た
村
落
や
地
域
集
団
の
祭
祀
者
な
い
し
 祭
祀
組
織
お
よ
び
 ユ
 タ
あ
る
い
は
 ム
ヌ
シ
リ
 と
い
わ
れ
 る
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
 
引
 

 
 
 
 

稲
福
 
み
き
 子
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
復
帰
以
降
、
沖
縄
で
は
宗
教
各
派
の
組
織
的
 
強
 化
 、
増
加
が
め
 だ
つ
 。
そ
れ
に
対
し
、
在
来
の
い
わ
ば
民
間
 宗
 教
 が
ど
 う
 対
応
し
、
 ど
 

ラ
 変
わ
っ
た
の
か
、
「
首
里
十
二
カ
所
巡
り
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
 
巡
拝
の
慣
行
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
実
態
を
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
 お
よ
び
寺
院
の
論
 

理
も
絡
め
つ
つ
み
た
。
沖
縄
の
仏
教
受
容
の
あ
り
よ
う
は
、
在
来
 
の
 祖
霊
観
や
死
霊
観
、
神
観
念
と
結
び
つ
い
た
枠
組
み
の
中
で
 な
さ
れ
、
そ
こ
に
 シ
 

ャ
 ー
マ
ン
的
職
能
者
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
職
能
者
の
側
か
ら
 
み
る
と
、
そ
れ
は
新
し
い
神
々
を
自
ら
の
世
界
に
取
り
込
み
、
 
職
 能
 に
組
み
込
ん
で
 

い
く
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
寺
院
側
の
対
応
は
、
従
来
通
 
り
 巡
拝
を
許
容
す
る
（
伝
統
並
存
型
）
に
加
え
、
そ
れ
を
廃
し
 た
 （
純
粋
教
義
型
）
 
、
 

職
能
者
を
信
徒
と
し
て
組
織
化
し
た
（
融
合
強
化
型
）
 と
 三
様
に
 整
理
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
、
組
織
宗
教
と
民
間
宗
教
な
い
し
は
 
そ
の
職
能
者
の
論
理
 

の
 並
存
、
対
立
、
融
合
と
い
う
両
者
の
習
合
の
あ
り
よ
う
を
示
す
 （
 
型
 ）
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
、
 
仏
教
、
宗
教
変
化
 

一
 

は
じ
め
に
 

従
来
、
沖
縄
の
宗
教
文
化
の
特
質
を
論
ず
る
際
に
主
と
 
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
首
里
正
府
の
制
度
 
を
ひ
き
つ
 
ぐ
ソ
 ロ
 や
 

沖
縄
の
仏
教
受
容
と
シ
ャ
ー
 

「
首
里
十
二
カ
所
巡
り
」
 

マ
ン
的
職
能
者
 

の
 習
俗
を
め
ぐ
っ
て
 



(156) 

せ い に を 
糸目 て 、 建 、 ァ中 1 
に 十 千 立 縞   
上 紐 紀 こ け の 
宗 に 半 と る Ⅰ 云 
の は ば に 伝 来   
上 上 界 る 信 開 
人 人 は、 と 来 
が が に   
  

  
入 金 幸 生 英   
  
の 。 立 を の 

教 ま さ 開 西 
え た れ き に る @ よ 極 
わ 十 。 さ 楽 

ず セ 統 ら 寺 

め て 済 支 う あ る ヵ い いる 宗派 持を な支 その 

そ の の 得 仏 ょ は 
二 の か 五 て が う 再 

実 、 力 か み な 編   
け る 織 る ヌ ろ 教 っ 

シ う に 。   
  

体 現 間 あ 強 剛   
をは 整そ俗う 習よ の めの ど 
理 う な を だ よ 

し し 佳 と つ う 

た た   点 り 仏 に 
い 習 に あ 散 村 
と 俗 、 げ 糸 芯 
い や 人 よ 寺 し 
ぅ 職 々 う 院 た 
の 能 が と と の 
が 者 ど 思 、 だ 

そ ら の う 依 ろ   
意 ど う 那 と か 
図 う に 議 し 、 
で 対 手 巾 て そ 
あ 応 現 首 民 こ 

る し と 里 衆 に 

。 て 開 存 の ど     
る っ 臨 に よ 

村
落
や
地
域
集
団
に
お
け
る
祭
祀
信
仰
組
織
が
衰
退
し
 
、
そ
の
反
面
で
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
職
能
者
の
職
能
 
が
 拡
大
し
て
き
た
こ
と
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
仏
教
系
や
キ
リ
ス
ト
教
系
あ
る
い
は
新
興
宗
教
系
 
の
 法
人
組
織
の
増
加
、
 



 
 

政
府
の
統
治
下
に
置
か
れ
て
、
本
土
と
の
往
来
に
も
 

限
 界
 が
あ
り
、
復
興
・
再
建
は
 

 
 

 
 沖

筆
 

%
 
 宗
 十
七
手
、
宣
 

宏
大
戦
に
よ
り
、
三
寺
を
除
い
て
全
て
の
 

宜
 
二
ロ
宗
八
手
、
真
宗
 三
 寺
、
浄
土
宗
 

 
 

め
ら
れ
、
一
九
五
一
年
に
は
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

シャーマン的職能者 

こ
の
よ
う
に
沖
縄
の
仏
教
は
漂
着
あ
る
い
は
渡
来
 僧
に
 よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
直
喜
目
下
・
臨
済
 

禅
が
 
二
大
宗
派
 

と
し
て
王
家
、
官
人
 

層
の
庇
護
の
も
と
で
興
隆
し
た
。
 袋
 中
上
人
の
「
琉
球
 神
道
話
」
に
 ょ
 れ
ば
、
十
七
世
紀
ま
で
に
は
す
で
に
一
一
 
一
九
の
寺
院
が
在
っ
た
 
と
 

さ
れ
る
。
し
か
し
一
六
 0
 九
年
に
島
津
の
支
配
下
に
置
 か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
も
統
制
を
づ
け
る
。
 新
 寺
 建
立
が
禁
止
さ
れ
る
 

と
と
も
に
、
一
六
三
八
年
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
真
 宗
を
禁
止
、
さ
ら
に
一
六
六
三
年
に
は
僧
侶
の
布
教
 
活
 動
を
禁
止
し
、
一
七
一
 

四
年
に
は
僧
侶
の
薩
摩
以
外
へ
の
円
墳
が
禁
じ
ら
れ
る
 
。
修
行
の
機
会
と
活
動
の
場
を
奪
わ
れ
た
僧
侶
は
次
第
 
に
 愛
奈
護
法
の
念
を
失
 

一
 
@
-
 

い
、
教
学
は
衰
退
し
て
い
く
。
近
世
史
料
に
は
臨
済
宗
 
の
 六
九
寺
を
含
め
、
九
六
の
寺
院
が
み
ら
れ
る
と
さ
 
れ
る
が
、
一
八
七
三
年
 

 
 

-
 
明
治
さ
ま
で
に
は
四
四
手
に
な
る
。
往
時
の
ほ
ぼ
 
半
 数
 が
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

一
八
七
九
年
 
@
 
治
十
一
こ
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
 、
寺
 院
 組
織
の
改
革
が
行
わ
れ
る
。
沖
縄
の
仏
寺
は
 
、
王
 府
か
ら
 寺
禄
な
う
け
 

て
い
た
公
幸
と
寺
 禄
 の
な
 い
 脇
寺
の
形
に
分
け
ら
れ
る
 。
「
沖
縄
一
千
年
史
」
に
よ
る
と
、
廃
藩
置
県
の
際
に
 、
官
公
私
の
三
寺
に
 区
 

-
6
 
一
 

介
 さ
れ
、
官
寺
は
十
七
手
、
公
幸
二
 寺
 、
私
幸
三
 0
 寺
 と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
置
県
後
も
官
寺
に
対
し
て
の
 手
 禄
は
給
付
さ
れ
る
。
 

し
 

か
し
、
一
九
一
 
0
 年
 
明
治
空
こ
に
は
 寺
禄
 処
分
が
な
 さ
れ
、
官
寺
に
は
国
債
が
交
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
 
県
の
管
轄
を
離
れ
、
 

臨
 

 
 

済
 宗
は
京
都
妙
心
寺
、
直
喜
 ロ
 宗
は
東
寺
の
管
轄
 下
 に
お
 か
れ
る
。
こ
う
し
た
制
度
上
の
改
革
は
、
檀
家
を
も
た
 
な
い
沖
縄
の
寺
に
経
済
 

的
な
苦
境
を
ま
ね
い
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
 仏
 寺
 が
 廃
寺
と
な
っ
た
。
昭
和
に
は
い
っ
て
、
戦
前
ま
で
に
 
確
 認
 で
き
る
寺
は
、
臨
済
 

 
 

か
に
ニ
ノ
 
ブ
チ
ャ
ー
一
念
仏
者
一
集
団
に
引
き
継
が
れ
 十
八
 

-
@
O
 



め
ら
れ
る
。
一
九
九
四
年
現
在
で
は
、
寺
院
関
係
宗
教
 
団
体
総
数
は
宗
教
法
人
を
含
め
七
五
で
、
寺
院
五
六
 
、
教
会
 三
 、
布
教
 所
十
 

一
 
Ⅱ
 -
 

五
 、
そ
の
他
 一
 と
な
る
。
復
帰
時
か
ら
が
よ
そ
二
・
七
 倍
 、
四
七
団
体
増
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
宗
派
 
の
上
で
も
新
た
に
浄
土
 

宗
 、
日
蓮
正
宗
、
修
験
 本
 宗
な
ど
が
加
わ
っ
て
多
様
化
 

各
宗
 各
派
の
細
分
化
な
い
し
は
再
編
・
強
化
が
め
 だ
つ
。
 県
 統
計
に
よ
る
 

仏
教
系
宗
教
法
人
は
四
五
で
、
 各
宗
 各
派
ご
と
の
内
訳
 は
 次
の
通
り
で
あ
る
。
臨
済
宗
妙
心
寺
派
十
四
、
東
寺
 
真
言
宗
 五
 、
高
野
山
真
 

青
票
 三
 、
宣
喜
国
宗
智
山
派
 
一
 、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
 六
 、
真
宗
大
谷
派
 
一
 、
真
宗
仏
光
寺
派
 
一
 、
浄
土
宗
 三
 、
 日
蓮
宗
 二
 、
日
蓮
正
宗
 

 
 

以
上
、
沖
縄
の
仏
教
の
歴
史
的
推
移
を
大
ま
か
に
み
て
 
き
た
。
王
家
、
官
人
屑
と
深
く
結
び
つ
き
、
三
府
 
に
 よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
 

点
 、
薩
摩
に
 よ
 る
宗
教
統
制
、
置
県
後
の
寺
 禄
 処
分
に
 よ
 る
経
済
的
逼
迫
、
戦
争
に
 よ
 る
寺
院
の
焼
失
、
戦
後
 の
 復
興
、
そ
し
て
復
帰
 

後
の
大
き
な
様
変
わ
り
が
指
摘
で
き
る
。
 

2
 
 沖
縄
の
仏
教
受
容
の
特
質
 

沖
縄
の
仏
教
受
容
の
あ
り
 よ
う
 は
ど
の
よ
う
に
特
徴
 づ
 け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
触
れ
た
よ
 う
 に
 、
 
一
つ
に
 は
 歴
史
的
に
は
い
わ
 

 
 

ば
 護
国
仏
教
と
し
て
展
開
し
た
占
で
あ
る
。
仏
寺
は
王
 家
や
官
人
膚
と
深
く
結
び
つ
き
、
王
法
守
護
の
祈
 
薦
寺
 、
さ
ら
に
は
王
家
の
菩
 

提
音
 と
し
て
機
能
し
た
面
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
 
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
、
薩
摩
の
宗
教
統
制
に
よ
っ
て
 、
 民
衆
へ
の
布
教
活
動
が
 

  

一手 九で 
七 あ 
二 る 年 
の 臨 
復 済 
帰 京   
  
  
教 具 各 
七 本 古 木   
と も 王 立 、 
沖 浄 
縞 上 
開 票 

力 
一幸、 教に 

を 真 
い ，ョ 不 
れ 五 
  土 

寺 
寸 

暁 日 

の 蓮 
ィ夏 宗 
且 正 一一 寺 
南 一 

  
布 所 
散 で   
開 。の る 

訊改 - 
  
つ 
ぎ 
つ 
ぎ 

と 

進 

  

必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
復
帰
以
前
ま
で
に
、
 宗
教
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
た
寺
院
は
二
二
 
寺
 、
 非
法
人
人
寺
の
合
計
二
 

 
 



Ⅰ
に
象
徴
的
に
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
位
牌
祭
祀
に
お
 

け
る
タ
チ
 
イ
マ
ジ
 ク
イ
 （
地
糸
混
交
Ⅰ
チ
ャ
ッ
チ
 

タ
、
 
ン
ク
ミ
 （
嫡
子
押
し
込
め
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
 
 
 
 
 

哺
て
、
ユ
 タ
や
ム
 ヌ
シ
リ
 な
ど
の
民
間
宗
教
の
職
能
 

者
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

禁
ぜ
ら
れ
、
民
衆
に
密
着
し
た
、
い
わ
ゆ
る
庶
民
仏
教
 

と
し
て
は
展
開
し
得
な
か
っ
た
。
寺
院
の
ほ
と
ん
ど
は
 

那
覇
・
首
里
に
集
中
的
 

に
 分
布
し
、
地
域
的
な
広
が
り
は
み
ら
れ
な
い
。
地
域
 

民
衆
を
組
織
化
し
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
本
土
に
み
ら
 

れ
る
よ
う
な
檀
家
制
度
 

や
 宗
派
意
識
は
、
沖
縄
に
 

於
 い
て
は
欠
落
し
て
い
た
 

点
 が
 指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

つ
ぎ
に
、
祖
先
祭
祀
や
死
者
供
養
の
面
で
、
仏
教
受
容
 

が
 進
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
沖
縄
の
 

仏
教
宗
派
は
、
と
り
 

わ
け
王
家
と
密
着
し
た
臨
済
宗
が
多
勢
を
占
め
て
き
た
 

。
お
も
だ
っ
た
臨
済
寺
に
は
歴
代
国
王
、
ま
た
王
妃
 

ら
 王
族
の
位
牌
が
安
置
さ
 

 
 

し
 、
そ
う
し
た
仏
教
的
な
習
俗
は
 

、
 次
に
あ
げ
る
よ
 
う
 

民
 へ
と
伝
わ
る
。
仏
式
に
よ
る
弔
い
や
年
忌
焼
香
の
あ
 

王
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
置
県
後
は
、
王
家
の
私
 

寺
 と
な
 

ね
 、
王
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
。
三
府
時
代
、
最
も
寺
 

は
 、
 王
府
 機
構
の
倫
理
規
範
と
し
て
十
八
世
紀
こ
ろ
 

導
 

 
 

禄
が
 高
く
、
琉
球
三
大
寺
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
円
覚
寺
 

入
さ
れ
た
儒
教
や
身
分
制
度
と
結
び
つ
き
、
士
族
階
層
 

り
か
た
も
士
族
層
か
ら
、
さ
ら
に
部
分
的
に
は
庶
民
 

層
 

に
 、
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
価
値
を
伴
っ
て
受
容
さ
 

っ
て
い
る
。
ま
た
、
位
牌
を
た
て
て
祖
先
を
祀
る
と
い
 

｜
 
選
択
的
に
受
容
し
た
と
い
う
 

ト
ー
メ
ー
問
題
」
の
論
議
 

う
 祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
 

は
 、
第
二
尚
氏
歴
代
国
 

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
 

に
 伝
わ
る
。
が
、
し
か
 

へ
 
普
及
し
、
さ
ら
に
 
庶
 



首
里
十
二
カ
所
巡
り
と
は
、
十
二
支
の
守
り
本
尊
に
 
祈
 願
 す
る
た
め
に
、
首
里
の
臨
済
宗
寺
院
を
巡
拝
す
る
 
習
 俗
 を
い
う
。
一
般
に
 

は
 十
二
カ
所
ウ
マ
ー
 イ
 
（
 
御
 廻
り
）
と
い
う
名
で
知
ら
 れ
て
い
る
。
「
十
二
 カ
 」
は
、
十
二
箇
所
の
寺
院
と
い
 
う
こ
と
で
は
な
く
、
 十
 

三
 支
を
意
味
し
て
い
る
。
守
り
本
尊
は
 、
子
 （
 
ね
 ）
が
 
千
 手
 観
音
、
丑
 
一
ぅ
し
 
）
・
貫
一
と
ら
）
が
虚
空
蔵
菩
薩
、
 卯
一
ぅ
 ）
が
文
殊
菩
薩
、
 

辰
 
一
た
こ
・
 巳
 （
 
み
 ）
が
普
賢
菩
薩
、
 午
す
 ま
）
 が
 勢
至
菩
薩
、
 末
一
 ひ
つ
じ
）
・
 申
一
 さ
る
）
が
大
日
如
来
 、
酉
 
（
と
り
）
が
不
動
 

明
王
、
成
（
 い
ぬ
 ）
・
文
一
 
い
 ）
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
 家
族
の
エ
ト
一
生
ま
れ
 午
 ）
に
あ
わ
せ
て
、
守
り
本
 尊
 の
あ
る
寺
院
に
詣
で
、
 

三
 
首
里
十
二
カ
所
巡
り
の
習
俗
 

さ
ら
に
、
上
述
の
こ
と
と
絡
ん
で
、
民
間
宗
教
に
 於
け
 る
 寺
院
の
聖
地
化
、
な
い
し
は
拝
所
化
の
側
面
が
あ
げ
 
ら
れ
る
。
荒
神
や
地
 

蔵
 、
観
音
の
祀
 堂
が
 、
村
落
の
守
護
神
と
し
て
、
ウ
タ
 キ
 
（
御
嶽
）
な
ど
の
聖
地
と
同
様
に
、
村
落
祭
祀
に
お
 け
る
祈
願
や
巡
拝
の
対
 

象
 に
な
っ
て
い
る
例
も
同
様
で
あ
る
。
祖
先
や
王
統
 ゆ
 か
り
の
 地
、
 グ
ス
ク
 
一
城
祉
 
）
や
御
嶽
、
墳
墓
、
井
泉
 な
ど
の
聖
地
や
拝
所
を
 

巡
拝
す
る
慣
行
が
あ
る
。
知
念
村
や
玉
城
村
の
聖
地
を
 
巡
拝
す
る
 ア
 ガ
リ
ウ
マ
ー
 イ
 
（
東
郷
廻
り
）
、
今
帰
 
任
 城
跡
内
外
の
聖
地
を
巡
 

拝
す
る
 々
 キ
ジ
ン
ス
フ
 イ
 
（
命
婦
 
仕
 上
り
）
を
は
じ
め
 、
首
里
の
臨
済
宗
寺
院
を
巡
拝
す
る
十
二
カ
所
巡
り
、
 
浦
添
巡
り
な
ど
が
知
ら
 

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
聖
地
巡
拝
の
実
施
に
 あ
た
っ
て
 、
 先
の
民
間
職
能
者
が
、
ハ
ン
ジ
 
一
判
示
 
、
 神
意
に
よ
る
判
断
）
を
 

通
じ
て
、
あ
る
い
は
祈
願
の
専
門
家
と
し
て
、
深
く
関
 
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
 む
 ち
、
仏
教
的
慣
行
の
 受
け
皿
に
民
間
宗
教
が
 

あ
り
、
民
間
職
能
者
は
そ
の
媒
介
の
役
割
を
果
た
し
た
 
こ
と
は
確
か
な
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
あ
り
か
 
た
の
特
徴
を
、
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
 
、
 そ
う
し
た
宗
教
慣
行
 

の
 一
つ
で
あ
る
首
里
十
二
カ
所
巡
り
を
取
り
あ
げ
て
、
 寺
院
と
民
間
宗
教
の
習
 ム
ロ
 
の
あ
り
よ
う
を
み
る
こ
と
に
 し
よ
う
。
 

  



沖縄の仏教受容とシヤ ーマ ン的 職能者 

こ
と
に
な
る
、
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
実
際
に
十
二
カ
 
の
 巡
拝
が
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
 聞
き
取
り
得
た
限
り
で
 

守
り
本
尊
が
安
置
さ
れ
る
寺
院
は
、
近
代
以
降
に
変
遷
 
が
み
ら
れ
る
。
 真
境
名
 に
ょ
れ
ば
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
 に
は
円
覚
寺
に
 卯
 ・
 

辰
 ・
 末
 ・
 丑
 ・
 寅
 ・
 午
 、
観
音
堂
に
午
、
赤
平
の
寺
に
 申
 ・
 末
 、
碑
文
の
前
の
寺
に
成
・
 亥
 、
安
国
寺
に
酉
の
 守
り
本
尊
が
あ
っ
た
 と
 

 
 

か
 、
戦
後
は
、
平
敷
に
よ
る
と
、
 
子
 ・
 丑
 ・
 寅
 ・
 午
 が
 慈
眼
 院
 
-
 
観
音
堂
）
 、
 

 
 

辰
 ・
巳
が
石
松
 院
 、
末
・
申
が
盛
況
 寺
 、
酉
が
 安
 国
 寺
、
成
・
亥
が
西
来
院
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
 
九
 0
 年
に
万
 松
院
は
、
 

十
二
カ
所
参
拝
手
と
し
て
の
機
能
を
廃
止
す
る
事
を
決
 
め
 、
そ
れ
ま
で
祭
っ
て
い
た
 辰
 ・
巳
の
守
り
本
尊
を
滋
 
心
眼
 
院
 へ
、
卯
の
守
り
本
 

尊
を
西
来
院
へ
遷
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
 
守
り
本
尊
と
寺
院
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

慈
眼
 院
 ：
 子
 ・
 丑
 ・
 寅
 ・
 午
 ・
 辰
 ・
巳
の
守
り
本
尊
 

安
国
寺
：
 酉
 

西
来
院
，
，
 
成
 ・
 亥
 ・
『
 

コ
 ・
 

感
光
 寺
 ：
 末
 ・
 申
 

以
上
の
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
上
記
の
四
手
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
十
二
支
の
守
り
本
尊
は
、
首
里
の
寺
院
 
だ
 け
で
は
な
く
、
那
覇
・
波
の
上
の
護
国
寺
に
も
祭
ら
れ
 
て
い
る
。
 真
境
名
の
 

記
述
で
は
、
護
国
寺
は
午
の
守
護
神
だ
と
さ
れ
て
 

-
9
-
 

l
 。
 

る
が
、
現
在
は
十
二
支
全
て
の
本
尊
が
祭
ら
れ
て
お
り
 
、
 （
十
二
 カ
 0
 オ
 ガ
、
、
ト
 

（
祈
願
）
は
護
国
寺
だ
け
で
よ
い
）
と
い
う
人
も
い
る
。
 ま
た
、
首
里
慈
眼
 院
は
 つ
い
て
も
、
そ
こ
を
拝
め
ば
 十
二
ヵ
の
祈
願
を
し
た
 

161@ (161) 

-
G
 
一
 

に
す
で
に
で
て
き
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
 

健
康
・
安
寧
を
祈
願
す
る
。
家
族
の
守
り
本
尊
に
祈
願
 
す
る
首
里
・
那
覇
の
習
俗
は
、
平
敷
に
よ
れ
ば
、
十
八
 
世
紀
初
め
の
史
料
の
中
 



さ
ら
に
、
十
二
カ
所
巡
り
は
、
そ
れ
単
独
の
か
た
ち
で
 
は
な
く
、
ほ
か
の
聖
地
や
拝
所
を
巡
拝
す
る
一
連
の
祈
 願
 の
な
か
に
、
組
み
 

込
ま
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
家
族
成
員
だ
け
で
 
祈
願
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
職
能
者
を
伴
 
う
 場
合
も
 あ
る
。
供
物
に
つ
い
て
 

は
 、
ビ
ン
シ
ー
と
称
さ
れ
る
花
氷
と
御
酒
の
セ
ッ
ト
 
、
 

以
上
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
、
つ
ぎ
に
、
首
里
四
手
の
 

餅
 や
鰻
 頭
な
ど
の
お
菓
子
、
果
物
、
線
香
、
ウ
チ
 ヵ
，
 

う
ち
、
酉
の
守
り
本
尊
を
祭
っ
て
い
る
安
国
寺
を
と
り
 

ト
 （
紙
銭
）
な
ど
が
一
般
 

あ
げ
、
ま
ず
ど
れ
く
 

的
で
あ
る
が
、
ビ
ン
シ
ー
と
線
香
だ
け
と
い
う
の
も
み
 
ら
れ
る
。
ま
た
、
線
香
や
紙
銭
の
数
は
、
一
様
で
は
な
   

多
様
性
は
、
巡
拝
祈
願
の
目
的
や
巡
拝
を
す
る
側
の
事
 
情
 、
巡
拝
に
関
わ
る
職
能
者
の
考
え
方
な
ど
に
よ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

ら
い
の
人
々
が
巡
拝
に
く
る
の
か
、
職
能
者
は
ど
の
よ
 う
に
関
与
し
て
い
る
の
か
、
を
焦
点
に
、
そ
の
実
態
を
 
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
 

,
 
つ
 。
 

四
十
二
カ
所
巡
り
の
実
態
 

資
料
を
提
示
す
る
前
に
、
こ
こ
で
調
査
の
方
法
を
若
干
 述
べ
て
お
き
た
い
。
調
査
は
、
安
国
寺
住
職
の
許
可
を
 
得
て
、
そ
の
境
内
で
 

巡
拝
者
を
観
察
し
、
質
問
を
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
 
行
 っ
た
 。
こ
こ
に
あ
げ
る
の
は
、
一
九
九
三
年
六
月
二
①
 
日
か
ら
一
九
九
四
年
十
 

月
 十
三
日
に
か
け
て
の
計
十
二
回
の
調
査
結
果
で
あ
る
 
。
調
査
時
間
は
 、
 日
に
よ
っ
て
多
少
の
 ズ
レ
 は
あ
る
が
 、
午
前
九
時
こ
ろ
か
ら
 

正
午
過
ぎ
な
い
し
午
後
一
時
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。
住
職
 
の
話
に
よ
る
と
、
巡
拝
客
は
 、
 早
い
も
の
で
は
午
前
 八
時
前
か
ら
来
る
と
い
 

て 首 は 
い 里   

えレょ、 必ずだけ 

と で し 
い な も 

つ く 一一 

意 護 様 
見 国 で 
が 寺 は 
歩 も な 
い 一   緒 

に 自 
巡 分 

る の 
  生 

と ま   
う 年 
其 の 
合 音 
に だ   
か で 
れ よ 

る れ   
ど い 

め や 
よ 土   
な カ 
沖貝 は 

序 セ 
で ッ   
拝 だ 
す か 
る ら 

の 首 
か 里   
つ 四 
い 十 寸 

て は 
も 巡 

る 
決 べ 

ま き 

  

  



 
 

%
 
 
女
性
が
占
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
 

 
 
 
  
 

と
こ
ろ
で
、
（
 組
 ）
と
い
う
表
示
に
つ
い
て
、
 

少
 し
 説
明
し
て
お
き
た
い
。
巡
拝
者
は
、
単
数
で
く
る
 
場
合
も
あ
れ
ば
、
複
数
で
連
 

3
 

 
 

 
 

禰
 

ね
だ
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
複
数
で
来
 る
 場
合
に
も
、
供
え
物
は
必
ず
し
も
 
一
 セ
ッ
ト
と
い
う
 わ
け
で
は
な
く
、
複
数
セ
ッ
 

う
 。
ま
た
、
当
寺
で
告
別
式
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
 準
 備
 の
た
め
に
本
堂
を
閉
め
、
巡
拝
を
遠
慮
し
て
も
ら
 ぅ
 と
い
う
。
調
査
中
、
 
そ
 

の
よ
う
な
例
が
三
度
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
午
前
十
一
時
 半
 以
降
で
あ
る
た
め
、
特
に
資
料
に
は
明
記
し
て
い
な
 
ぃ
 。
資
料
に
あ
げ
た
数
 

値
は
 、
実
際
に
参
拝
、
祈
願
を
行
っ
た
者
で
あ
り
、
 
上
 記
 の
よ
う
な
場
合
の
、
来
訪
し
て
も
参
拝
で
き
な
か
 
っ
た
 者
は
、
除
い
て
い
 

る
 。
さ
ら
に
巡
拝
客
は
大
半
が
午
前
中
に
集
中
す
る
と
 
の
こ
と
だ
が
、
午
後
遅
く
に
来
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
 。
し
た
が
っ
て
、
以
下
 

の
 数
値
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
つ
き
の
、
調
査
当
日
に
 
お
け
る
ミ
ニ
マ
ム
の
数
値
で
あ
る
。
 

1
 
 巡
拝
者
の
実
数
 

ど
れ
く
ら
い
の
人
々
が
巡
拝
に
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
そ
 れ
に
は
単
独
で
来
る
の
だ
ら
つ
か
、
そ
れ
と
も
連
れ
だ
 
っ
て
複
数
で
来
る
の
 

だ
ら
つ
か
。
そ
の
性
別
は
ど
 う
 だ
ら
つ
か
。
ま
た
巡
拝
 者
の
数
は
、
時
期
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
日
に
よ
っ
て
 ど
 う
 だ
ら
つ
か
。
そ
れ
 

ら
の
数
値
を
ま
ず
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
調
査
 日
 の
 性
 格
を
知
る
た
め
に
、
旧
暦
、
六
輝
、
民
間
行
事
も
併
せ
 
て
 記
し
て
い
る
。
 

名
表
 1 に
み
る
よ
う
に
十
二
日
間
の
巡
拝
者
総
数
 は
 、
 
一
 0
 二
四
組
、
一
六
三
四
人
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 九
四
年
一
月
二
三
日
に
つ
い
 

 
 

ム
目
 

珊
 

て
は
あ
ま
り
に
も
人
出
が
多
く
、
途
中
で
人
数
の
 確
認
を
あ
き
ら
め
、
（
 組
 ）
の
数
の
み
に
絞
ら
ざ
る
を
 得
 な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
 、
 

7
 
 人
数
は
上
記
の
数
値
を
実
際
に
は
上
回
っ
て
い
た
 

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
の
一
月
二
三
日
の
事
例
を
除
 
い
 た
十
一
日
間
六
四
六
組
、
 

 
 

均
一
一
九
九
人
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
性
別
の
内
訳
を
 

み
る
と
、
男
性
一
八
六
人
、
女
性
一
 0
 
一
 三
人
で
あ
る
 。
巡
拝
者
の
ほ
ぼ
八
五
 %
 は
 

 
 



表 Ⅰ 巡拝者の統計 

            職能者率 
調査年月日 曜 ロ @ 日暦 六輝 民間行事 

ぷ拝芙数 苧環 ァ 竿竹 ぢ @% 能者                               54.5 

    6.2.7 口 5. 8 赤口           2.5                             
③ 7. 4 口 R. ロ先勝 ウマチ 一                                 
④ 7. 7 本 5.l8 仏滅         i.3                     
⑤ 94. l.23 口 l2.l2 大安 .R78 4.R5                 一 346         
    5.l2 本 4. 2 大安           2.1                                       2.1         20                   
    6.W0 月 R.lf 先負   
⑫ 托 ． l3 本 9. 9 大安 キク ザケ 5l                                       

ム 計   
94.l.2.R を 平均 

除く合計     
ト
 の
こ
と
も
あ
る
。
供
物
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
 
ビ
 ン
シ
ー
は
重
要
 

で
、
巡
拝
に
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
れ
、
祈
願
 
を
す
る
単
位
ご
と
 

に
 供
え
る
。
そ
の
単
位
の
内
容
は
個
人
の
場
合
も
あ
れ
 
ば
 、
家
族
単
位
の
 

場
合
も
あ
り
、
複
数
の
家
族
が
ま
と
ま
っ
て
の
場
 
ム
ロ
 
も
 あ
れ
ば
、
門
中
や
 

村
落
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
 ビ
 ン
シ
ー
は
、
い
わ
 ぼ
祈
 願
 者
の
ま
と
ま
り
 

を
 表
現
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
単
位
 
を
 
（
 
組
 ）
と
し
て
 

数
え
て
い
る
。
 組
 と
人
数
の
数
値
の
 ズ
レ
 は
、
複
数
人
 数
 で
の
巡
拝
に
よ
 

る
 。
表
に
は
一
組
当
た
り
の
平
均
人
数
、
い
わ
ば
へ
 
複
 数
率
 ）
も
併
せ
て
 

記
し
て
お
い
た
。
事
例
中
、
一
組
の
最
大
の
人
数
は
六
 
大
 で
あ
っ
た
。
 

さ
て
、
単
純
に
一
日
当
た
り
の
平
均
で
い
え
ば
、
毎
日
 
八
五
組
、
一
三
 

六
人
ほ
ど
の
巡
拝
者
が
来
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
 
し
、
 表
で
明
ら
か
 

む
よ
う
に
、
日
に
よ
っ
て
数
値
は
異
な
る
。
一
番
多
い
 
の
は
、
九
四
年
一
 

月
 二
三
日
で
、
 三
セ
 八
組
、
四
三
五
人
で
あ
る
。
 
さ
 き
に
記
し
た
よ
う
 

に
 、
当
日
の
実
際
の
人
数
は
そ
れ
を
上
回
る
。
一
方
、
 
最
も
少
な
い
の
は
 

九
三
年
七
月
四
日
で
、
僅
か
 セ
組
 、
十
五
人
で
あ
る
。
 こ
の
よ
う
に
、
 数
 

値
 に
は
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
期
や
日
 と
い
う
 暦
 時
に
よ
 

っ
て
、
巡
拝
の
あ
り
よ
う
が
違
う
。
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  る 月 

二三日 旧 十二 まず、 行事に 
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      月   
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    暦十   

二見 一月 

一目 市       

  

十 は   
  

九 

    
三 的 十一   
互 に 

  

大 参 
日 

  よ @ 

と   
  
一 - い 暦 

  九 

九 こ 
月 

人 と 

九 
で 日 

  
二 あ キ 
月 る     

ク 

日 一 
ザ 
ケ 

眉月 一 
と 

十一 呼 
すホ @@ い 

一 月 " 一 日 れ 

  

- マン的職能者 

2
 
 巡
拝
の
時
期
と
祈
願
内
容
 

巡
拝
は
時
期
が
ほ
ぼ
一
定
し
て
行
わ
れ
る
、
 
い
 わ
ゆ
る
 定
期
的
な
も
の
と
、
祈
願
の
必
要
が
生
じ
た
時
点
で
行
 
わ
れ
る
非
定
期
的
な
 

も
の
と
、
時
期
的
に
は
二
つ
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
で
 
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
時
期
的
に
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
 
の
は
、
旧
暦
の
正
月
、
 

五
月
、
九
・
十
月
、
十
二
月
で
あ
る
。
話
者
に
よ
っ
て
 
巡
拝
祈
願
の
名
称
や
説
明
に
違
 い
 は
あ
る
が
、
聞
き
取
 り
で
得
ら
れ
た
の
は
、
 

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

旧
暦
正
月
：
良
 い
 日
を
選
ん
で
の
ハ
チ
ウ
ガ
ン
（
 初
 御
壁
あ
る
い
は
 ミ
フ
シ
 ウ
ガ
ン
（
御
里
御
願
、
健
 康
の
祈
願
）
、
一
月
 

十
八
日
の
観
音
祭
り
な
い
し
は
十
八
夜
 

五
月
・
・
五
月
十
八
日
の
観
音
祭
り
な
い
し
は
十
八
夜
、
 吉
日
を
選
ん
で
の
健
康
祈
願
 

九
 ・
十
月
：
九
月
九
日
、
あ
る
い
は
吉
日
を
選
ん
で
の
 健
康
祈
願
、
屋
敷
御
願
 

十
二
月
・
・
吉
日
を
選
ん
で
の
シ
フ
ー
 シ
 ウ
ガ
ン
（
師
走
 御
願
 -
 
、
こ
れ
は
シ
デ
ィ
ガ
 フ
 
（
感
謝
）
御
願
、
ミ
フ
 、
ン
 （
御
里
）
 

御
願
と
も
称
さ
れ
る
 

以
上
の
よ
う
な
定
期
的
な
も
の
に
加
え
て
、
随
時
行
わ
 
れ
る
祈
願
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
調
査
日
の
設
定
に
当
 
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
 

う
な
点
も
考
慮
に
い
れ
た
。
十
二
日
間
の
調
査
の
う
ち
 、
九
三
年
 セ
月
セ
 日
は
旧
暦
五
月
十
八
日
の
観
音
祭
り
 に
あ
た
り
、
九
四
年
一
 



表 2  1993 年 6 月 27 日の祈願内容 

健康祈願・ 2 フ ン 御願             21 
病気                                               

家の建築・移転・ 屋敷祈願 ‥ 5 

仕事・開業                                   

先祖 事 ・供養下げ・ 法事 

元祖タ グシ ・フニシン供養 

死者の下げ御願                         12 

不明                                             11 

合計     56 

表 3 l994 年 6 月 6 日の祈願内容 

健康祈願・ ミフシ 御願               
土地・ 尾 放の御願                       

病気・事故・ 災難                       

祖先の年忌供養・ 水子供養 

元祖・遺骨・ 墓の移動               
神 御願・ミチ アケ                       

不明                                               

合計 ‥ 4l 

よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

お
 

目
的
の
祈
願
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
 

日
の
拝
み
は
何
の
拝
み
で
す
か
」
 、
 

な
 拝
み
で
す
か
」
と
単
純
に
聞
い
 

を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
九
三
年
 

年
六
月
六
日
の
二
日
間
を
例
に
あ
 

表
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
答
え
 る

い
は
ど
の
よ
 

、
、
巡
拝
者
に
、
 

「
 
ム
 「
日
は
ど
の
 

て
み
た
。
そ
の
 

上
八
月
二
 セ
日
と
 

げ
て
み
る
と
、
 

て
 貰
え
な
か
っ
 うな 場 た 上の 九四 答え よう ム 「 「 

三
八
日
 -
 は
 六
セ
組
 ・
一
二
二
人
で
あ
る
。
と
り
わ
け
 一
 月
 二
三
日
は
大
安
に
日
曜
日
が
重
な
っ
て
、
こ
の
 
年
 一
番
の
人
出
だ
と
寺
院
 

側
は
話
し
て
い
た
。
当
日
、
調
査
 地
 に
着
い
た
の
は
 午
 前
 九
時
す
ぎ
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
沢
山
の
人
々
が
 
並
 ん
て
い
た
。
ま
た
、
 

そ
 

低
さ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
十
一
組
三
五
人
、
 
セ
組
 十
五
 

除
く
調
査
 日
は
 、
そ
の
よ
う
な
巡
拝
を
意
図
し
た
も
の
 

よ
り
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
 

ほ
ぽ
二
 0
9
 五
 0
 入
会
 

以
降
巡
拝
で
き
ま
す
と
の
掲
示
を
出
し
て
い
た
。
 

た
 、
巡
拝
を
避
け
る
と
い
う
日
で
あ
り
、
そ
れ
が
数
値
 

0
 日
は
午
後
か
ら
告
別
式
が
あ
り
、
正
午
前
に
は
お
 堂
 

つ
ぎ
に
、
非
定
期
的
な
巡
拝
、
す
な
わ
ち
祈
願
の
必
要
 

 
 

人
と
 僅
か
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
旧
暦
の
朔
日
、
十
五
日
 

を
 閉
め
た
。
し
か
し
、
巡
拝
者
は
次
々
と
来
、
寺
院
側
 

で
あ
る
。
と
く
に
 め
 だ
つ
の
は
、
九
三
年
六
月
二
 0
 日
 

の
 範
囲
で
あ
る
。
 

の
上
で
も
明
ら
か
に
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
他
 

が
 生
じ
た
時
点
で
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
見
よ
う
。
 

で
は
、
そ
の
巡
拝
の
内
容
は
定
期
 

と
セ
月
 四
日
の
数
値
の
 

は
 急
き
ょ
、
午
後
三
時
 

0
 日
に
関
し
て
は
日
に
 

に
あ
た
る
。
先
に
触
れ
 

先
に
あ
げ
た
五
日
を
 

的
な
巡
拝
と
ど
の
 

㈹ 61  Ⅰ 66 
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事
例
①
ハ
ン
ジ
を
 主
 職
能
と
す
る
 F
 氏
の
場
合
 

F
 氏
は
那
覇
市
在
住
の
女
性
で
、
七
三
歳
。
自
宅
に
 
お
 け
る
 ハ
ン
ジ
の
み
を
お
こ
な
う
。
幼
い
と
き
か
ら
身
体
 が
 弱
く
、
外
出
し
て
 

も
 背
負
わ
れ
て
帰
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
十
七
歳
の
こ
 
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
が
始
ま
っ
た
と
い
う
。
 夢
に
神
が
あ
ら
わ
れ
、
 

と
こ
ろ
で
、
十
二
カ
所
巡
り
の
巡
拝
を
め
ぐ
る
職
能
者
 
と
 人
々
の
結
び
つ
き
は
、
先
に
と
り
あ
げ
た
祈
願
の
専
 
門
 家
と
し
て
巡
拝
に
 

関
与
す
る
と
い
う
側
面
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
 

そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
そ
う
し
た
巡
拝
を
執
り
行
う
よ
う
 
、
職
能
者
の
判
断
が
な
 

さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
形
で
、
巡
拝
が
行
わ
れ
る
 、
と
い
う
脈
絡
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
 
ち
 、
職
能
者
は
、
ハ
ン
 

ジ
と
 称
さ
れ
る
神
意
に
よ
る
判
断
を
通
じ
て
、
巡
拝
 
と
 関
 わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
職
能
者
は
 
、
祈
願
の
専
門
家
と
し
 

て
 、
あ
る
い
は
神
意
を
伝
え
る
判
断
者
と
し
て
関
わ
り
 
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
巡
拝
を
め
ぐ
る
 
職
能
者
と
人
々
の
結
び
 

つ
き
の
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
て
、
職
能
者
の
側
に
お
け
 る
 巡
拝
の
意
味
付
け
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
事
例
と
 
し
て
、
①
ハ
ン
ジ
、
 す
 

な
わ
ち
神
意
の
判
断
を
主
に
す
る
職
能
者
、
②
ハ
ン
ジ
 
と
と
も
に
祈
願
の
専
門
家
と
し
て
の
職
能
を
も
つ
者
、
 
③
祈
願
の
み
を
行
 う
職
 

能
者
の
三
種
の
職
能
者
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 

三
職
能
者
の
論
理
 

し 高 え 
た く る 巡 と 

拝 十   
を 二 そ 
ど 支 れ   
よ 迎 寒 
う 拝 塵 
に が の 

主婦 士回心殊 職能 

づ 者 に 

け と よ 
" 密 つ 

執 接 て 
り に な 

千三テ 結 さ 

っ び れ 
て っ て   
る て る   
か る い 

を こ う 

み と こ 

る が と 

" し 手ヒ 日 に Ⅰ 

と 摘 む 
に で る 

し き だ 
よ る る 

" っ 。 だ ろか こっ " 
    。 全 

そ 体 
， し と 

で し 
  て 

次 職 

@@ し 肯ヒ ヒ 

職 者 
ヒ ム ヒ 目 

者 関 
の 与   
で き 

は ね 
こ の 

う て 

  



そ
れ
と
一
晩
中
話
し
た
り
、
神
が
い
ろ
い
ろ
な
所
を
見
 
せ
た
り
、
連
れ
て
行
っ
た
り
し
た
。
二
八
歳
の
と
き
に
 身
 ご
も
る
が
、
神
が
何
 

度
 も
あ
ら
わ
れ
、
人
の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
 
で
 自
分
の
こ
と
は
さ
せ
な
い
、
と
告
げ
た
。
そ
の
と
き
 
か
ら
 ミ
チ
 ビ
ラ
 キ
 
（
 
道
 

開
き
）
、
す
な
わ
ち
自
分
の
神
を
探
し
て
祈
願
を
す
る
 よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
 三
 0
 歳
の
と
き
に
神
の
舌
口
 
業
 が
 自
然
に
口
か
ら
で
 る
 

よ
う
に
な
り
、
人
の
た
め
に
ハ
ン
ジ
を
す
る
よ
う
に
な
 
っ
た
 。
ハ
ン
ジ
を
す
る
と
き
は
、
胸
の
中
に
写
真
が
映
 
る
よ
う
に
神
が
み
せ
て
 

く
れ
る
と
い
う
。
ハ
ン
ジ
を
す
る
い
つ
 ほ
 う
、
自
分
の
 ミ
チ
 ビ
ラ
 キ
 も
続
け
た
。
三
七
歳
の
時
に
神
が
観
音
を
 祭
る
よ
う
に
見
せ
た
の
 

で
、
首
里
の
観
音
堂
（
慈
眼
 院
 ）
か
ら
千
手
観
音
 像
を
 買
い
、
祭
っ
て
い
る
。
 

自
分
の
観
音
の
祭
り
は
十
三
夜
で
あ
る
。
そ
う
し
た
 
祭
 り
に
は
十
八
夜
、
二
十
三
夜
も
あ
る
。
ど
の
祭
り
を
す
 
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 

の
チ
 ジ
ブ
 ン
 、
す
な
わ
ち
守
護
神
の
職
分
に
 よ
 る
。
 自
 分
の
場
合
は
ク
ニ
マ
ー
ル
と
い
う
 チ
 ジ
ブ
 ン
 で
、
十
三
 夜
 で
あ
る
。
旧
暦
の
正
 

月
 、
五
月
、
九
月
の
十
三
日
に
神
の
祭
り
を
す
る
。
 穀
 物
 、
そ
の
上
に
 卵
 三
個
、
果
物
、
 餅
 、
魚
、
赤
飯
を
供
 え
る
。
十
二
 カ
の
 祈
願
 

は
 自
分
の
祈
願
と
し
て
、
正
月
の
ハ
チ
ウ
ガ
ン
と
十
二
 
月
の
 シ
デ
ィ
ガ
 フ
 ウ
ガ
ン
に
い
く
。
し
か
し
、
足
が
弱
 く
な
っ
た
の
で
、
四
、
 

者
 
五
年
前
か
ら
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

 
 

十
二
 カ
の
 祈
願
は
 、
 ミ
フ
 シ
 （
 
星
 ）
祈
願
、
ガ
ン
 ス
 
（
元
祖
、
祖
先
）
の
祈
願
の
時
に
行
 う
 。
離
島
出
身
 者
の
場
合
は
、
首
里
の
寺
 だ
 

職
 

 
 

ダ
シ
 
（
元
祖
正
し
）
で
は
、
安
里
八
滴
宮
も
大
切
で
あ
 る
 。
神
に
関
す
る
祈
願
で
、
 

 
 

八
十
二
 カ
を
 拝
む
こ
と
は
な
い
。
祈
願
の
種
類
に
よ
 
っ
て
 、
 供
え
る
線
香
の
数
は
異
な
る
。
二
四
本
は
 
ニ
ジ
 ュ
ウ
シ
コ
ウ
 と
い
い
、
 天
 、
 

 
 

%
 
 地
、
リ
ュ
ウ
 グ
 
（
 
竜
 軍
の
神
へ
、
十
七
本
は
神
 へ
の
ウ
 ス
レ
ブ
ン
（
 お
 許
し
）
と
し
て
、
さ
ら
に
十
二
 本
は
十
二
支
の
神
、
三
本
は
 

㍾
自
分
の
神
へ
と
し
て
供
え
る
。
線
香
の
供
え
方
は
 
、
 神
が
教
え
て
く
れ
る
。
そ
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
 
チ
 ジ
ブ
 ン
 に
よ
っ
て
異
な
る
。
 

沖
縄
 

  



が
 神
の
声
を
聞
い
た
り
、
姿
を
見
た
り
す
る
よ
う
に
な
 
っ
 た
の
は
、
小
学
校
二
、
三
年
生
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
 
身
体
が
弱
く
、
台
所
仕
 

事
な
ど
を
す
る
と
、
熱
が
出
た
。
周
辺
の
人
々
は
 
、
神
 の
道
を
歩
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
と
 
い
う
 。
 二
 二
歳
で
結
婚
 

を
す
る
が
、
男
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
二
八
歳
の
時
 
、
待
望
の
男
子
を
出
産
す
る
が
、
そ
の
時
、
神
に
 
、
神
 の
道
を
行
か
な
い
と
そ
 

の
子
は
取
ら
れ
る
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
子
は
ひ
と
月
余
 り
で
亡
く
な
っ
た
。
次
に
で
き
た
の
は
女
の
子
で
あ
っ
 
た
 。
男
子
が
ほ
し
く
、
 

本
家
の
祖
先
に
男
子
が
生
ま
れ
る
と
神
の
道
に
入
り
ま
 
す
か
ら
と
祈
願
を
す
る
と
、
男
の
子
を
授
か
っ
た
。
 
そ
 の
後
、
祖
先
と
の
約
束
 

ど
お
り
、
三
七
歳
の
頃
か
ら
、
祈
願
を
し
て
方
々
を
 
巡
 る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

神
は
い
つ
も
夜
中
の
三
時
頃
や
っ
て
来
、
神
の
言
葉
を
 
書
き
と
ら
せ
た
。
自
分
の
祖
先
を
辿
っ
て
 、
 グ
ソ
ー
 バ
 ン
 
（
後
生
番
）
の
神
 

で
あ
る
守
護
霊
を
悟
っ
た
の
は
一
九
 セ
 0
 年
で
あ
る
。
 そ
の
時
か
ら
人
の
た
め
に
ハ
ン
ジ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
 
た
 。
ま
た
、
羽
衣
を
ま
 

が
 開
い
た
、
生
き
返
っ
た
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
。
 

ぐ
り
、
そ
の
奥
で
、
全
身
に
光
を
発
す
る
神
に
会
い
、
 

か
ら
吹
き
出
物
が
出
、
光
熱
で
苦
し
ん
で
お
り
、
家
族
 

と
 ）
に
帰
り
、
迷
え
る
民
を
救
え
と
告
げ
ら
れ
、
そ
の
 

と
っ
た
天
女
が
大
勢
や
っ
て
来
、
そ
れ
に
乗
っ
て
 、
天
 瞬

間
 光
 が
や
っ
て
来
、
そ
の
中
を
す
っ
と
降
り
た
。
 
そ
 

が
 心
配
を
し
て
見
守
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
降
り
て
き
 

上
に
連
れ
て
行
か
れ
た
り
、
世
界
を
方
々
見
せ
た
。
 
天
 

こ
れ
が
自
分
の
守
護
神
で
あ
る
天
の
母
神
と
の
出
会
い
 

神
か
ら
、
あ
な
た
は
神
の
子
に
生
ま
れ
う
 
い
 て
い
る
 、
 緑
も
と
（
大
地
の
こ
 

た
 瞬
間
、
母
親
の
「
 目
 

上
 で
は
 セ
 つ
の
門
を
く
 

で
あ
る
。
 

の
と
き
、
自
分
は
全
身
 

ハ
ン
ジ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
は
、
台
所
の
火
の
 神
を
通
じ
て
判
断
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
に
、
 
神
 か
ら
 観
 土
日
様
 
た
 山
お
供
 

 
 
 
 

時
に
祈
願
も
す
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
西
来
院
の
信
徒
 
組
織
で
あ
る
琉
球
祖
神
道
本
部
の
会
員
で
あ
り
、
幹
部
 的
 位
置
に
あ
る
。
 
U
 

氏
 

U
 

U 事 １ 氏 便 

は ② 
宜 
野 ハ 
湾 ン 
市 ジ 

在   

住 所 

の 女者 願 
性 双 
で 万   
日 @ きョ 職 

不日 ムヒ 目 ヒ 

を 果た 二年、   
午 U 
生 民 
き め 

場ムロ れ の 
セ 
  
歳 
で 

あ 
る 

依 
頼 
者 

の要 珪 
日日 

K 
よ 

  
て 
  
ン 
ジ 

を 

す 
る 

と 

同 

  



 
 

ウ
ブ
ン
 一
 
畏
れ
昔
方
）
と
い
っ
て
 

セ
本
 
、
さ
ら
に
 
天
 、
地
、
リ
ュ
ー
グ
 

篭
宮
 、
 

 
 

ハ
 準
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
へ
三
本
ず
っ
の
九
本
、
十
 

三
 支
の
神
へ
の
十
二
本
と
自
分
の
 

ミ
フ
シ
 
の
三
本
を
 
供
え
る
。
後
生
供
養
の
祈
願
 

 
 

 
 

 
 

 
 

哺
 も
の
の
場
合
は
、
先
祖
 

へ
十
セ
 
本
に
替
え
て
、
 

二
 四
本
ず
つ
供
え
る
。
自
殺
者
の
場
合
は
、
そ
れ
を
さ
ら
 

に
 、
ニ
セ
本
に
替
え
る
。
 

ま
   

的 職能者 

上 紙 
記 銭 

0 を 
も る   
ぼ る 

ウ ， 」 

サ と 

ン は 
2 な 

一 御が 、     

一 味 官 

一 分 
と は 
呼   
ば ジ 

  
る チ 

二 重箱 

太 地 
n@ -   
4% 七 平中 

物 へ 
を の 
供 税 
え 金 
る と   

て 

あ 
  
て 

  
る 

後 
生 
イコ 上 /¥ 
養 
  
  
願 
  
土場 A 
@@ 口ヰ よ、 

す
る
 よ
う
 に
 、
 そ
 う
 し
な
け
れ
ば
あ
な
た
自
身
が
棚
に
 上
が
る
、
つ
ま
り
後
生
に
行
く
と
舌
口
わ
れ
た
 
0
 そ
こ
で
 

一
九
 セ
セ
年
 旧
暦
の
 

五
月
五
日
に
首
里
の
観
音
堂
で
千
手
観
音
像
を
求
め
、
 
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
は
卯
 
年
 生
ま
れ
で
、
 自
 分
の
 ミ
フ
シ
一
 え
と
、
 

星
 -
 は
 、
本
来
、
文
殊
菩
薩
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
勢
 
0
 人
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
、
 
千
手
観
音
を
祭
っ
て
 い
 

る
 。
「
神
を
仕
立
て
た
」
誕
生
日
と
い
う
こ
と
で
、
 そ
 0
 日
に
は
毎
年
自
宅
の
祭
壇
に
 
魚
 、
穀
物
、
餅
を
供
え
 、
祈
願
を
し
て
い
る
。
 

十
三
夜
、
十
八
夜
の
観
音
祭
り
、
二
十
三
夜
の
 
ウ
チ
チ
 マ
チ
 
一
 
お
月
待
ち
 -
 と
い
う
祭
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
 自
宅
の
祭
壇
で
 ミ
フ
シ
 

祈
願
を
す
る
。
と
く
に
、
十
二
 カ
 0
 手
へ
行
く
と
い
う
 こ
と
は
し
て
い
な
い
。
 

十
二
カ
所
巡
り
の
祈
願
と
し
て
、
年
明
け
の
ウ
ガ
ン
ダ
 
テ
ィ
 
一
 
御
願
立
て
 -
 、
師
走
の
ウ
ガ
ン
 ブ
ト
ゥ
チ
 
一
衛
 
願
解
き
）
、
仕
事
や
旅
 

立
ち
、
新
築
な
ど
の
ミ
ノ
 シ
 ウ
ガ
ン
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 ま
た
、
ク
ソ
ー
ク
 ョ
ウ
一
 後
生
供
養
）
と
い
う
年
忌
 焼
 香
や
墓
 、
位
牌
な
ど
の
 

祖
先
に
関
す
る
祈
願
で
も
十
二
ヵ
を
巡
拝
す
る
。
生
き
 
た
 人
の
た
め
の
ミ
ノ
 シ
 御
願
で
は
、
線
香
、
ビ
ン
ス
、
 ウ
チ
 カ
ビ
一
紙
銭
Ⅰ
 

帳
簿
の
意
味
を
も
っ
 ミ
 デ
ー
シ
ン
と
よ
ば
れ
る
白
紙
、
 ウ
チ
ャ
 ヌ
ク
一
 餅
の
美
称
）
を
供
え
る
。
普
通
、
生
き
 た
 人
の
た
め
の
祈
願
で
 



い わ だ に 職 め の 

た っ 。 つ 能 も や S 事 
が た し け 者 あ 間 民 例   

か 悪 に り け は ③ 
そ 十 し し な 、 な 部 

き る 二 い 覇 祈 
のニ 年 " 居、 " にも八も市 願   
産 前 う " ぃ 頃 " の を 

しに た 、 に い端煮ろ 極 うか克男 た性能 職 
。 夢 か に 味 チ り で と 

ア い 日召 る す チジア S 、口 の中で ず、祈 波 がめ の舌口業 ジケ 間 た 不 

ケ 神 願 っ で の り 土 民 
を か を た る 祈 す 三 の 
ま ら 依 。 る 頗 る 牛 場 
だ の 頼 財 。 を の の 合 
し 裁 す 産 S す で 寅 
て 判 る が 底 る 、 年 
い が 職 あ に ょ 局 主 

な く 能 り よ う 辺 ま 

い る 者 、 れ に の れ 
た と も 仕 ば な 人 の 
め 赤 衣 掌   っ を 五 

、 さ 々 を ウ た 驚 八 
そ れ と 手 マ 。 か 歳   苦 は 。 幼   ら 

感   
居、 の 余 に 自 別 だ   
っ 会 り お 分 な と 人 
た 社 の 金 の 資 い に 

。 を 職 を 人 質 ぅ 見 
経 能 っ 生 が 周 え 
富 者 ぎ も る 国 な 
し と 込 良 り の い 
て 関 ん き 、 勧 も 

た
 、
セ
カ
 イ
 バ
ン
（
世
界
 番
 ）
と
い
う
、
外
国
へ
の
 大
 き
な
祈
願
の
場
合
は
、
「
三
六
方
を
通
す
」
と
い
う
 意
 味
 で
、
三
六
本
の
線
香
 

を
 供
え
る
。
線
香
の
数
は
、
そ
の
人
の
 チ
ジ
 フ
ン
（
 職
 比
芭
 に
よ
り
、
神
が
教
え
る
 0
 チ
ジ
ブ
 ン
 を
越
え
て
、
 多
く
の
数
の
線
香
を
用
 

い
る
と
 コ
 ウ
ブ
ン
ウ
ス
リ
（
 香
分
 畏
れ
）
と
い
っ
て
 、
 不
調
に
な
る
。
 

神
々
に
関
す
る
祈
願
で
は
、
十
二
 カ
を
 巡
拝
し
な
く
て
 よ
い
。
し
か
し
、
仏
の
助
力
を
か
り
ね
ば
な
ら
な
い
と
 
き
も
あ
り
、
そ
う
し
 

た
と
き
は
十
二
 カ
の
 祈
願
を
加
え
る
。
さ
ら
に
、
職
能
 者
が
 、
 神
の
 ミ
チ
ア
ケ
 
（
道
開
け
）
の
た
め
、
自
分
の
 祖
先
を
辿
り
、
神
を
悟
 

っ
て
い
く
場
合
は
、
十
二
 カ
の
 祈
願
は
欠
か
せ
な
い
も
 
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ミ
フ
 シ
 御
願
で
十
二
 カ
に
加
 え
て
波
の
上
の
護
国
寺
 

を
 、
供
養
祈
願
で
は
護
国
寺
に
加
え
て
、
生
地
お
よ
び
 
現
在
の
居
住
地
の
聖
地
や
拝
所
も
巡
拝
す
る
。
 

  



沖縄の仏教受容とシヤーマン 

い と す 
  る 伸 る 

上 こ へ 重 

    と の 箱 
  も 知 人 
様 あ ら り 

  る せ の 

職 。 と ィ共 

能者 

二 し 物 
回 て は 

を 本 の 寺 
取 を 三 で 

  円 本 は 
あ い の 供 
  る 線 え 

の 否 な 
職 は な い 

能者 

m 
祖 い 屋 

  光 る 敷 
  や 。 や 

か 

ら おし慕 草 か 、 
十一 に し 聖 
  関 、 地 
カ す 祈 で   
前 厄 る 願 の 
巡   
  願 内 顧 
    で 容 に 

ぬ味 

あ に m 
る よ い 

つ   。 つ る 

  て   
や 
巡   
拝 十 は 
  七   

態様 

本 土 
あ 二 

を る 支 
み   
て は 平中 

き 
  
一 へ 

ナ @ Ⅰ 四 の   
本 土 

取 を 一 一 
  
あ 

末 木 
ね め 

  て 線 
た 円 香 

  

  的 職能者 

願 て   
お る 
い 者 
て の 
も 健 

欠康 ； 、 、 
せ 縁 
な や   
と @ 生   
十 
，ロ フ 。 難 

三 車 
力 故 
で な 
の ど 
供 の 
物 幸 
は 不 
綿 車 

香、はそ 
舐 め 

銭き 、 フ 

白 シ 

紙に 、 よ 

ヒ 。 る 

ン も 
シ の 

@  % ぢ Ⅰ 

  か 

餅 ら   
異 土 
初 三 
で ヵ 

あ の 
る 巡 

  拝 
ウ は 
サ ぃ 
、 ノ ず 

き との れ 
称 祈 

三
五
代
の
お
よ
そ
一
千
年
以
上
も
前
に
遡
っ
て
「
 
チ
ジ
 ハ
を
 開
け
る
」
の
だ
と
舌
口
 
う
 。
五
年
前
に
 、
 「
 チ
ジ
ハ
 」
を
開
け
た
。
代
々
 

の
 祖
先
を
辿
り
、
聖
地
を
辿
り
、
士
官
八
社
も
掛
け
た
 
。
そ
の
後
に
、
カ
ミ
 ウ
ザ
ク
ン
と
 称
し
て
、
観
音
を
 祭
り
、
仲
仕
立
て
を
し
 

た
 。
ミ
フ
 シ
 の
本
尊
と
し
て
虚
空
蔵
菩
薩
 と
チ
ジ
 フ
ン
 と
し
て
千
手
観
土
日
を
祭
っ
て
い
る
。
毎
年
正
月
、
五
月
 、
九
月
十
八
日
に
は
 十
 

八
夜
の
祭
り
を
す
る
。
以
前
に
も
観
音
を
祭
っ
て
い
た
 
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
自
分
の
 チ
ジ
 フ
ン
と
は
合
わ
ず
、
 結
局
、
役
に
立
た
な
か
 

っ
た
 。
今
回
の
神
仕
立
て
以
降
は
す
こ
ぶ
る
順
調
で
あ
 
る
 。
 

十
二
 ケ
の
 巡
拝
は
、
旧
暦
正
月
五
日
か
ら
 二
 0
 日
 ま
で
 に
 、
ニ
ィ
ン
ガ
ン
ダ
テ
ィ
（
祈
願
立
て
）
を
す
る
。
 寺
 の
神
は
、
正
月
三
が
 

日
は
休
み
で
あ
り
五
日
に
戻
る
。
ま
た
旧
暦
一
日
、
十
 
五
日
も
神
は
休
み
で
あ
り
、
祈
願
は
で
き
な
い
。
 
二
 月
は
 、
屋
敷
拝
み
を
す
 

る
 。
ま
た
早
い
時
期
に
、
健
康
や
旅
立
ち
、
仕
事
な
ど
 
の
 ミ
フ
 シ
 御
願
を
す
る
。
十
二
月
に
は
二
三
日
ま
で
に
 
フ
ト
ゥ
チ
 ウ
ガ
ン
（
 解
 

き
 御
願
）
を
す
る
。
こ
う
し
た
祈
願
で
は
屋
敷
、
仕
事
 
場
の
在
る
地
域
の
聖
地
、
十
二
ヵ
、
護
国
寺
を
巡
拝
す
 
る
 。
 

定
期
的
な
こ
う
し
た
祈
願
だ
け
で
な
く
、
グ
ソ
ー
（
後
 
生
 ）
、
祖
先
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
祈
願
で
も
十
二
カ
 
は
 巡
拝
す
る
。
生
き
 



  

か は れ れ 
。 な て て さ 

ま い い い て 

た だ る る 、 
、 ろ 側 わ 十 六 

そ う 画 け 二   
イヒ 

組 む   
    
    
述 る す 巡 ょ 

                        る拝っ もが て 

よ ろ の 行 な 
う う で わ さ 

る う 在 取 も に 者 る あ 
こ 職 来 り 白 2 と Ⅱ 昌 る 
と 台目 の 上木 ら る も え 。 
が 着 信 む の も 必 の 彼 
で の 仰 こ 神 の ず 言 ら 

き 媒 の と と で し 葉 に 
る 介 在 に 出 あ も 、 よ 

だ 的 り よ 会 り 一 線 れ 
ろ 位 よ つ い 、 様 香 は 

、そ っ。 > 置 ど うに て、 そ 、 十二 では や供 

り 根 白 め 力 む 物 の 
、 ざ ら 神 の い は 職 の す し ムヒ 目 ヒ 

な っ 霊 示 挿 そ 神 の 
わ っ 成 俊 な れ が 違 
ち も な に い ぞ 赤 い 

" " い よ し れ し は 

神 新 し っ は に " " 
々 た は て 本 独 裁 チ 
の む 職 新 車 自 え           
世 外 能 た も の て ブ   そ う 上 味れの 局、 
0 倍 か 神 し づ る 差 
媒 仰 に 」 た け の 違   
で し い る 者 も い る こ ある う は神 寺 暁諭 のれ る " つ。 訪も と 
と 々 と の 理 。 巡 明 
同 を す 本 の そ 拝 さ 

時 取 る 夢 中 の の れ 
に り 営 を に 意 煮 る 

外 人 為 祭 組 味 味     
と 変 え い ま は や ジ 

の エ ろ う れ あ 態 や 

祈願の 媒介者 人 し 、 のであ 経緯が ている くまで 様、神 
と 々 る あ の も 々 際 
し に 。 り で 自 の の 
て 提 そ 、 あ ら 捉 グ   
の 示 の 新 る の え ィ 

倒 す 意 た 。 チ 万 ス 
ジ は と 三者 床で面をると な神 、 祐 

み い は を と ン 三 す 

職
能
者
は
、
そ
の
職
能
に
異
な
り
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
 
も
 
「
ウ
マ
リ
」
と
称
さ
れ
る
、
い
わ
ば
神
の
召
命
を
う
 け
 、
職
能
を
得
た
者
で
 

 
 

 
 



沖縄の仏教受 

け m , 

者
か
 、
 春
 
，
秋
の
年
二
回
、
布
教
師
が
派
遣
さ
れ
る
 

一
方
、
教
区
の
寺
院
側
は
、
信
徒
を
募
っ
て
、
本
山
 詰
 り
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
 

 
  

 
的
 

し
る
そ
う
し
た
宗
派
と
し
て
の
布
教
や
参
詣
は
 

復
帰
以
降
に
、
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 
と
 

つ
 

o
-
 
-
 
，
 
2
2
 

 
  

 
マ
 

首
里
の
臨
済
寺
院
は
、
こ
う
し
た
宗
派
 寺
 と
し
 て
 、
あ
る
い
は
沖
縄
県
仏
教
会
の
加
盟
 寺
 と
し
て
の
 組
 織
的
 ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
 

 
 

ハ
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
冬
青
は
あ
く
ま
で
 

も
 
一
つ
の
法
人
組
織
で
あ
り
、
そ
の
運
営
や
あ
り
か
た
 は
各
 寺
の
住
職
、
さ
ら
に
は
 

 
 

ぼ
 

と
 れ
を
支
え
る
信
徒
に
依
る
。
寺
院
と
し
て
の
 組
 織
 の
あ
り
よ
う
や
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
に
お
い
 て
 検
討
さ
れ
、
決
め
ら
れ
る
 

目
 

 
 
 
 
 
 

一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寺
院
の
も
っ
機
能
や
果
た
す
役
割
 
は
 、
寺
院
な
い
し
は
信
徒
を
含
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
 寺
 院
 側
の
活
動
や
考
え
方
 

 
  

 

 
 

一
大
き
く
 枠
 づ
け
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
 他
 方
 に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
十
二
カ
所
巡
り
の
実
態
に
 見
て
き
た
よ
う
に
、
 
寺
 

か
れ
て
い
る
。
現
在
の
宗
派
所
属
寺
は
十
五
手
で
あ
る
 。
本
山
本
部
か
ら
は
、
広
報
・
布
教
の
冊
子
や
資
料
が
 
随
時
送
ら
れ
て
く
る
ほ
 

寺
を
本
山
と
す
る
妙
心
寺
派
に
属
し
、
全
国
二
七
教
区
 
の
う
ち
の
 
一
 教
区
を
形
成
し
て
い
る
。
教
区
の
責
任
者
 
と
し
て
宗
務
所
長
が
お
 

ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
各
寺
院
は
宗
派
の
本
山
の
も
 
と
に
組
織
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
沖
縄
の
臨
済
宗
 
寺
院
は
、
京
都
砂
石
 

所
 、
日
蓮
宗
一
幸
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
首
里
 
の
 臨
済
宗
寺
院
も
 、
 全
て
そ
れ
へ
加
盟
し
て
い
る
。
 

 
 

派
を
超
え
た
活
動
を
し
て
い
る
。
宗
派
別
に
は
、
臨
済
 
宗
 大
寺
、
 
亘
釜
呂
 ホ
爪
音
、
浄
土
真
宗
 三
 寺
一
布
教
 所
 、
浄
土
宗
二
手
 
一
 布
教
 

動
を
中
断
す
る
が
、
戦
後
、
一
九
五
一
年
に
再
組
織
さ
 
れ
て
い
る
。
現
在
は
二
三
寺
二
布
教
所
が
加
盟
 し
、
戦
 役
者
慰
霊
祭
な
ど
の
 宗
 

Ⅰ
 -
 

時
の
県
下
の
寺
院
が
組
織
し
た
「
相
浦
 会
 」
が
そ
の
 前
 身
 で
あ
る
。
大
正
期
に
は
い
っ
て
沖
縄
県
仏
教
会
と
改
 
称
さ
れ
、
戦
時
中
は
活
 

と
こ
ろ
で
、
沖
縄
に
お
け
る
仏
教
系
寺
院
の
連
ム
ロ
組
織
 と
し
て
、
沖
縄
県
仏
教
会
が
あ
る
。
明
治
末
期
の
寺
 
禄
 処
分
に
伴
っ
て
 、
当
 

動
き
と
は
ど
う
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

に
 、
復
帰
以
降
、
仏
教
各
派
は
沖
縄
へ
の
布
教
・
開
放
 
に
 力
を
入
れ
、
布
教
所
の
開
設
や
組
織
の
強
化
が
な
さ
 
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
 

      



こ
う
し
た
対
応
、
す
な
わ
ち
在
来
の
信
仰
や
習
俗
を
折
 り
 合
い
が
つ
く
範
囲
で
認
め
、
従
来
の
機
能
を
保
持
す
 
る
 形
は
、
 子
 ・
 丑
 ・
 

寅
 ・
 午 ・
 辰
 ・
巳
の
守
り
本
尊
を
祭
る
慈
眼
 院
 や
文
・
 成
 ・
卯
の
本
尊
を
祭
る
感
光
 手
 で
も
同
様
で
あ
る
。
 寺
 院
 側
の
論
理
と
民
間
の
 

二
カ
所
巡
り
の
巡
拝
を
認
め
て
い
る
と
 

さ
て
、
十
二
カ
所
巡
り
の
習
俗
を
め
ぐ
る
寺
院
側
の
対
 応
 を
み
る
と
、
各
寺
院
と
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
 
れ
の
寺
院
組
織
 

り
 よ
 う
と
 関
わ
っ
て
、
相
違
が
み
ら
れ
る
。
最
後
に
 、
 こ
の
点
に
関
し
、
調
査
 地
 と
し
て
す
で
に
取
り
あ
げ
た
 安
国
寺
に
加
え
、
 

院
 、
西
来
院
の
計
三
寺
 は
 つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
 

ま
ず
安
国
寺
は
、
十
二
カ
所
巡
り
の
実
態
調
査
 地
 と
し
 て
 取
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
習
俗
に
対
し
て
許
容
的
 
で
あ
る
。
寺
院
 

務
 に
差
し
支
え
な
い
限
り
、
巡
拝
を
認
め
て
い
る
。
 
葬
 儀
や
告
別
式
の
あ
る
場
合
な
 
ビ
 は
、
あ
く
ま
で
も
 寺
 院
の
業
務
が
一
義
 

り
 、
巡
拝
は
許
可
さ
れ
な
い
。
安
国
寺
は
沖
縄
で
も
 
歴
 史
の
古
い
寺
の
一
つ
で
あ
り
、
十
五
世
紀
こ
ろ
の
 
尚
泰
 入
王
な
い
し
は
 尚
 

時
に
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
も
と
は
正
号
や
貴
戚
 
を
お
く
ら
れ
た
人
の
神
主
を
奉
安
し
た
と
さ
れ
る
 
天
 界
 寺
の
末
寺
で
あ
 

が
 、
明
治
期
に
天
界
寺
や
臨
済
宗
本
寺
で
あ
る
円
覚
寺
 が
 両
家
の
 仏
 寺
と
な
っ
た
た
め
、
以
降
は
沖
縄
に
お
け
 
る
 宗
派
の
本
寺
と
 

 
 

儀
 、
告
別
式
、
年
忌
な
 ビ
 の
法
要
で
あ
り
、
寺
院
の
運
 営
も
そ
れ
に
よ
り
 

れ
る
。
宗
派
を
超
え
て
葬
儀
、
法
要
の
依
頼
は
多
く
 、
 住
職
は
き
わ
め
て
多
忙
で
あ
る
。
信
徒
会
は
あ
る
が
、
 
活
動
は
今
の
と
こ
 

ま
り
活
発
で
は
な
い
と
い
う
。
地
域
の
信
仰
や
慣
習
を
 尊
重
し
っ
 っ
 、
寺
院
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
、
と
い
 う
 考
え
の
も
と
で
 、 ろ 賄 し っ 徳 で の 万 の 
十 あ わ て た 王 あ 業 松 あ 

の 閑 院 
か 係 の 

論理 そ 、 の中 

の で や 
文才   活 

応 役 動 
0 割 と 

あ ・ は 
り 機 泌 、 

万 能 ず 
は は し 

、 み も 

機て合 能い 致 
・ か し 

役 ね な 
割 ば け 

は な 民 
つ ら 間 
い な の 

て い 側 
の だ に 
守 ろ お 
院 う け 

狽り 。 る 

か 十 手 
ら 二 院 
の 力 の 
一 所 捉 
つ 迎 え 

の り 方 
回 の が 
答 習 あ 
と 俗 る   
え 対 そ 

る し う 

め て し 
で 寺 た 
は 院 ズ 
な 側 レ 
か は を 
だ ビ 踏 
ろ う ま 

う 対 え 

か 応 て   
て 双 
い 方 
る の 

  



る
 。
し
か
し
、
復
帰
以
降
、
こ
の
 ょ
う
 な
従
来
の
対
応
 に
 加
え
、
新
た
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
先
に
も
 
少
し
触
れ
た
が
、
十
二
 

力
所
 巡
り
の
巡
拝
 手
 と
し
て
の
機
能
を
と
り
や
め
る
と
 い
う
形
、
も
う
一
つ
は
巡
拝
に
関
与
す
る
職
能
者
を
組
 織
 化
す
る
と
い
う
形
で
 

あ
る
。
 

石
松
 院
は
 、
平
成
二
年
二
九
九
 0
 ）
に
巡
拝
 手
 と
し
て
 0
 機
能
を
返
上
し
、
そ
れ
ま
で
祭
っ
て
い
た
卯
の
守
 
0
 本
尊
で
あ
る
文
 殊
 

菩
薩
を
西
来
院
へ
、
 

辰
 
・
巳
の
守
り
本
尊
で
あ
る
普
賢
 菩
薩
を
慈
眼
 院
へ
 遷
し
て
い
る
。
同
年
十
月
一
日
付
け
 の
 地
元
新
聞
に
は
次
の
 

よ
う
な
知
ら
せ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
当
寺
は
 、
仏
 教
 布
教
の
一
方
法
と
し
て
、
首
里
十
二
カ
所
参
拝
 
寺
 
（
 
う
 
・
た
つ
・
 み
 ）
を
 九
 

月
三
十
日
を
も
っ
て
廃
止
い
た
し
ま
し
た
。
十
月
一
日
 
以
降
は
 、
 「
 ぅ
 」
は
だ
る
ま
 寺
 、
「
た
つ
・
 み
 」
は
 観
 土
日
 
寺
に
 祭
ら
れ
ま
 斗
ツ
の
 

-
 
肝
一
 

で
、
そ
ち
ら
で
お
ま
い
り
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
も
 
の
で
あ
る
。
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
守
り
本
 尊
 は
も
と
も
と
円
覚
寺
 

で
 祭
ら
れ
て
い
た
が
、
戦
争
で
円
覚
寺
は
焼
失
し
た
た
 
め
 、
当
時
の
住
職
ら
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
石
松
焼
で
 
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 

者
た
 、
と
い
う
。
そ
う
し
た
い
き
さ
つ
も
あ
り
、
 本
 来
の
形
に
戻
っ
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
 広
 上
口
に
み
る
よ
 う
 に
、
寺
院
側
の
布
教
へ
の
 

 
 

月
柵
 

。
 

姿
勢
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

マ
 

石
松
院
の
組
織
的
再
建
、
強
化
は
復
帰
以
降
、
 と
り
わ
け
 め
 だ
つ
。
ま
ず
復
帰
の
年
の
一
九
七
二
年
に
 寺
院
を
再
建
す
る
。
続
い
て
 

 
 

ハ
 

昭
和
五
七
二
九
八
三
年
に
信
徒
会
組
織
を
結
成
 す
る
。
さ
ら
に
、
翌
年
の
一
九
九
三
年
に
梵
鐘
が
 
鋳
 遣
 さ
れ
、
一
九
八
七
年
に
は
 

 
 

 
 

活
動
も
活
発
で
あ
る
。
著
書
や
新
聞
投
稿
を
通
じ
て
、
 
仏
教
の
教
義
や
作
法
が
論
じ
 

 
 

 
 

㎝
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
組
織
の
強
化
、
仏
教
の
教
義
 
に
 則
っ
た
布
教
、
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
強
化
の
線
上
 

先
の
参
拝
手
廃
止
が
あ
 

湘
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
 寺
 院
の
機
能
・
役
割
を
よ
り
仏
教
教
義
の
側
に
引
き
つ
け
 
て
 展
開
し
て
い
る
と
い
え
、
 

  

論
理
の
 ズ
レ
 は
認
め
つ
つ
も
あ
え
て
そ
こ
に
関
与
せ
ず
 
、
許
容
す
る
と
い
っ
た
い
わ
ば
（
伝
統
並
存
型
）
 
と
 で
も
 よ
 べ
る
も
の
で
あ
 



沖
縄
で
は
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
仏
教
系
寺
院
だ
け
で
 
は
な
く
、
神
道
系
、
新
興
宗
教
系
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
 
ト
教
 系
な
ど
宗
教
 各
 

派
の
復
帰
以
降
の
再
編
強
化
、
あ
る
い
は
増
加
が
き
わ
 
め
て
め
だ
っ
。
そ
の
 ょ
う
 な
組
織
的
な
宗
教
に
対
し
、
 在
来
の
い
わ
ば
民
間
 宗
 

数
 は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
こ
に
ど
 
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
か
を
、
首
里
十
二
カ
所
 巡
り
の
習
俗
を
取
り
あ
 

わ
る
職
能
者
を
信
徒
に
組
織
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
は
 
四
 ①
 0
 人
ほ
ど
の
会
員
が
 い
 た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
は
 、
 二
 0
0
 
火
 ほ
ど
に
 落
 

 
 

ち
つ
い
て
お
り
、
そ
の
七
割
が
民
間
宗
教
の
職
能
者
だ
 
と
い
う
。
年
二
回
の
信
者
総
会
、
一
月
，
五
月
，
九
月
 
の
 観
音
 祭
 、
彼
岸
、
花
 

祭
な
ど
の
活
動
の
他
に
旧
盆
後
の
日
曜
日
に
沖
縄
中
央
 
墓
地
に
お
け
る
有
縁
お
よ
び
無
縁
仏
の
供
養
と
し
て
の
 
戦
没
者
慰
霊
祭
、
そ
の
 

次
の
日
曜
日
に
は
水
子
供
養
禁
を
行
 う
 な
ど
の
独
白
の
 活
動
を
行
っ
て
い
る
。
水
子
供
養
に
対
し
て
積
極
的
に
 
布
教
 し
 、
そ
の
地
蔵
堂
 

も
 建
立
し
て
い
る
。
住
職
の
考
え
で
は
、
仏
教
や
寺
院
 
の
 活
動
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
職
能
者
で
あ
 
り
 、
そ
う
し
た
人
々
を
 

排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
組
織
し
、
さ
ら
に
彼
ら
を
 
通
 じ
て
布
教
を
広
げ
る
方
向
に
沖
縄
の
地
域
独
自
の
寺
院
 
の
あ
り
方
を
も
と
め
ら
 

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
（
歌
ム
口
強
化
型
）
 

と
い
 え
る
対
応
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
寺
院
側
の
対
応
は
、
寺
院
の
論
理
・
 
組
織
化
の
方
向
と
相
ま
っ
て
 、
へ
 伝
統
並
存
型
Ⅹ
（
 純
 粋
 教
義
型
Ⅹ
（
融
合
 

強
化
型
Ⅴ
 
と
 三
様
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

七
 

お
わ
り
に
 

 
 
 
 

す
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
二
年
に
寺
院
を
再
建
す
る
 
と
と
も
に
、
信
徒
組
織
を
再
編
す
る
。
そ
こ
で
、
巡
拝
 に
 関
与
し
、
寺
院
に
関
 

仰
 

そ   
ま 求 寸 

一 応 

つ は   
  わ 

西 は 

  
  粋 

教義 通称 

だ 型 
る 、 ノ 
ま と 

幸 ひ   
み え 
ら る   
る で 
射 は 
応 な 
で ぃ 
あ だ 
る る 

, つ 

西 か 
来   
院 
  
再 
建、 

組 
織 
的 
ム中 コけ ノ @ 
  
も 

復 
帰 
  
降 

に木 

格 
的 
K 
す 
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、 教 受容と ソ ヤ一マン 

し 同文 倉 呂 

て り ・ 

い 込 組 
る ん 職 
と で 化   
え く と 

る 過 ら 

0 種 え 
で だ か 

は と た 
な も の 

違いで いだ る いえる 

ぅ だ あ 
か ら る , つ O 

ま
た
そ
れ
は
民
間
職
能
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
あ
ら
た
 
な
 意
味
や
価
値
の
広
が
り
を
 

そ
の
 ょ
う
 な
論
理
の
き
し
み
や
ゆ
ら
ぎ
の
中
で
、
現
在
 
の
 沖
縄
の
宗
教
生
活
は
展
開
 

 
 

 
  

 

， 的 職能者 

以
上
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
組
織
宗
教
の
論
 
理
 と
民
間
あ
る
い
は
民
間
職
能
者
の
論
理
の
対
立
、
並
 
存
 、
融
ム
ロ
、
そ
れ
は
 

組
織
宗
教
の
側
か
ら
み
れ
ば
れ
ず
れ
も
布
教
の
強
化
で
 
あ
る
に
は
違
い
な
く
、
そ
の
異
な
り
は
、
方
向
の
違
 
い
 で
あ
り
、
自
ら
の
 機
 

げ
 、
そ
の
実
態
を
職
能
者
お
よ
び
寺
院
側
の
論
理
も
絡
 
ま
せ
つ
つ
み
て
き
た
。
以
下
、
印
象
深
か
っ
た
占
を
あ
 
げ
る
と
、
 

①
沖
縄
に
お
け
る
仏
教
の
歴
史
的
な
展
開
を
み
る
と
、
 
寺
院
と
地
域
社
会
が
深
く
結
び
つ
く
、
い
わ
ば
庶
民
 
仏
 教
 と
し
て
展
開
し
た
 

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
 

②
そ
の
受
容
の
あ
り
 よ
う
 は
、
沖
縄
在
来
の
祖
霊
観
、
 死
霊
観
、
伸
観
念
と
結
び
つ
い
て
、
在
来
の
宗
教
体
系
 
0
 枠
組
み
の
中
で
、
 

選
択
的
に
な
さ
れ
た
。
 

③
そ
の
受
容
に
あ
た
っ
て
は
ユ
タ
 、
ム
ヌ
シ
リ
 な
ど
の
 民
間
職
能
者
が
深
く
関
与
し
て
い
た
。
 

④
首
里
十
二
カ
所
巡
り
の
実
態
の
中
に
そ
う
し
た
点
が
 
確
認
で
き
た
。
職
能
者
の
側
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
は
あ
ら
 
た
な
神
々
を
自
ら
の
 

世
界
に
と
り
こ
み
、
意
味
づ
け
、
自
ら
の
職
能
に
組
み
 
込
ん
で
い
く
、
職
能
の
広
が
り
と
も
い
え
る
。
 

⑤
そ
の
よ
う
な
習
俗
に
対
し
て
の
寺
院
側
の
対
応
に
は
 
、
従
来
の
（
伝
統
並
存
型
）
に
加
え
、
（
純
粋
教
義
型
 Ⅹ
（
融
合
強
化
型
）
 

と
い
っ
た
形
態
も
、
こ
と
に
復
帰
以
降
、
み
ら
れ
る
こ
 
と
 0
 



羊
一
、
三
一
九
頁
。
 

（
 
3
 一
局
 尻
 勝
太
郎
「
 オ
 ン
プ
チ
ャ
ー
」
 
窪
徳
忠
編
 「
沖
縄
の
外
 

来
 宗
教
」
一
弘
文
室
、
一
九
七
八
年
）
、
一
八
三
 

｜
 一
八
九
頁
。
 

（
 
4
 ）
 島
尻
 勝
太
郎
前
掲
論
文
一
注
 
2
-
 
。
 

一
旦
平
敷
台
 治
 「
那
覇
に
お
け
る
神
仏
の
信
仰
」
 

同
 「
沖
縄
の
 
祭
祀
と
信
仰
」
 
一
 
第
一
書
房
、
一
九
九
 
0
 年
 -
 
、
四
 0
 九
｜
 四
二
五
 頁
 。
 

-
6
 
）
 真
境
名
 宏
典
「
沖
縄
一
千
年
 
央
 」
 同
 「
 
真
境
名
 宏
典
全
集
 
1
 日
一
 
琉
球
新
報
社
、
一
九
九
三
年
 

-
 
、
一
九
四
頁
。
 

一
 
7
-
 鳥
越
憲
三
郎
「
琉
球
宗
教
史
の
研
究
」
角
川
書
店
、
一
九
 

六
五
年
、
五
五
七
 
｜
 五
八
九
頁
。
 

一
 
と
名
車
芳
草
「
沖
縄
仏
教
典
 ヒ
 護
国
寺
、
一
九
六
八
年
、
平
 

致
命
 治
 前
掲
論
文
。
 

一
 
9
-
 

名
車
芳
草
前
掲
 

書
 、
五
三
 ｜
 六
四
頁
。
 

@
 一
 藤
井
正
雄
「
仏
教
に
つ
い
て
」
前
掲
 

九
 学
会
連
合
沖
縄
 
調
 査
 委
員
会
編
「
沖
縄
 
ヒ
 
、
三
四
一
 
｜
 三
四
四
頁
。
 

-
 
と
 
「
宗
教
年
鑑
白
文
化
庁
、
一
九
九
三
年
。
 

@
 ）
「
沖
縄
県
宗
教
法
人
名
簿
」
 

県
 総
務
部
文
書
学
事
課
、
一
 

九
九
四
年
。
 

@
-
 鳥
越
憲
三
郎
前
掲
 
書
 。
 

@
-
 藤
井
正
雄
「
先
祖
供
養
」
前
掲
 

建
 徳
 忠
編
 「
沖
縄
の
外
来
 

宗
教
 ヒ
 
一
四
三
 
｜
 一
五
 
0
 頁
 。
 

@
-
 

竹
田
 

旦
 「
先
祖
祭
祀
 
｜
 と
く
に
位
牌
祭
祀
に
つ
い
て
ー
」
 

前
掲
 九
 学
会
連
合
沖
縄
調
査
委
員
会
編
「
沖
縄
」
、
一
六
五
 

｜
一
 八
 0
 頁
や
渡
辺
欣
雄
編
 

「
祖
先
祭
祀
 
目
 凱
風
 社
 、
一
九
八
九
年
な
ど
。
 

@
-
 平
敷
台
 治
 「
十
二
カ
所
巡
り
」
「
沖
縄
大
百
科
事
典
・
 

中
 ヒ
 -
 
沖
縄
タ
イ
ム
ス
 
社
 、
一
九
八
三
年
 
-
 
、
二
 セ
五
｜
 三
七
六
頁
。
 

@
 ）
 真
境
名
 宏
典
「
十
二
支
の
守
護
神
と
寺
参
り
」
前
掲
「
 

真
 境
君
宏
典
全
集
 
旦
 、
一
三
九
 
｜
 一
四
 
0
 頁
 。
 

@
-
 

平
敷
金
 

冶
 前
掲
「
十
二
カ
所
巡
り
」
。
 

@
-
 真
境
名
安
興
 
前
掲
「
十
二
支
の
守
護
神
と
寺
参
り
」
。
 

-
 
四
 ）
名
手
背
 章
 前
掲
 書
 。
 

@
-
 

沖
縄
タ
イ
ム
ス
，
一
九
九
四
年
十
月
十
四
日
収
。
 

 
  
 

頁
 。
 

 
 

一
 2
-
 

員
 尻
 勝
太
郎
「
外
来
宗
教
の
受
容
と
歴
史
的
展
開
」
 九
 ￥
 会
 連
合
沖
縄
調
査
委
員
会
編
「
沖
縄
 ｜
 自
然
・
文
化
・
社
会
 」 
-
 弘
文
章
、
一
九
七
六
 

け
 

;
 
王
 

-
1
-
 高
梨
一
美
「
神
に
追
わ
れ
る
女
た
ち
」
大
隅
和
雄
、
西
口
 順
子
偏
「
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
 4
 
 玉
 と
正
 理
 -
 
平
凡
社
 

一
九
八
九
年
）
、
二
一
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沖縄の仏教受容とシャーマン 的 祇 能者 

な
お
、
本
稿
は
拙
稿
「
「
首
里
十
二
カ
所
巡
り
口
に
み
ら
れ
る
 

ゐ
ホ
 
教
の
重
層
構
造
」
 
-
 
平
成
四
・
五
，
六
年
度
文
部
省
科
研
 費
 
（
 一
 
般
 研
究
 A
 一
 研
究
成
果
 

報
 井
井
「
他
州
二
ロ
 年
 ・
沖
縄
の
政
治
・
社
会
変
動
と
文
化
変
容
 

白
 所
収
）
を
も
と
に
、
特
に
第
五
章
に
方
 点
 を
お
い
て
、
加
筆
 し
た
も
の
で
あ
る
。
 

@
-
 

西
来
院
、
片
岡
 禅
教
 住
職
の
話
に
よ
る
。
 

-
 翌
 
鳥
越
憲
三
郎
前
掲
 書
 。
 

@
-
 

安
国
寺
、
永
岡
智
裕
住
職
の
話
に
よ
る
。
 

@
-
 

琉
球
新
報
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
九
 C 年
 十
月
一
円
板
。
 
 
 

@
@
 
 
石
松
 院
 、
松
久
宗
清
住
職
の
話
に
よ
る
。
 

@
-
 

西
来
院
、
片
岡
 禅
教
 住
職
の
話
に
よ
る
。
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而 ら 

本 の 仏 
尊 接 教 
あ 近 と 

る が の 一 
い 可 関 

  
置 す に 
づ な お 

け わ け 
て ち る 
出 d 
、シャ 
す に l 
ろ は て 
    ン 

的職 わ い 特定 

ば の 首邑 

幸 手 者 
院 院 の 
  と 活 

僧 つ 動 圭 ｜ 能ゅ 呂のた力 よ さ （ 
外 り を 

護 を 明 
着 時 ら 

と ち め 
し 、 よ 

て そ う 

の こ と 

職 に す 
首邑 市日 る 
者 ら 場 

にれ 着る 合 、 
日 神 お 
す 仏 ょ 

る を そ 

方 み 二 
向 ず っ 

が か の 
あ ら 道 
げ の 筋 
ら 祈 か 

  

八
 論
文
要
旨
 V
 

面
解
放
さ
れ
 

る
玉
体
性
な
 

を
救
済
す
る
 

で
み
ら
れ
る
 

に
何
故
、
 あ
 

彼
ら
が
琉
球
 

諒
 す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 

カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 

こ
の
 イ
 

て
 成
 立
 へ
と
直
進
す
る
わ
け
で
 

き
自
己
を
め
ぐ
る
心
的
葛
藤
な
 

側
に
立
つ
者
の
自
覚
と
自
信
を
 

金
峰
山
修
験
 
本
 宗
の
僧
侶
資
格
 

え
て
僧
侶
を
志
す
の
か
。
仏
教
 

王
族
や
そ
の
下
に
仕
え
た
神
女
 

V
 
 金
峰
山
修
験
 
本
宗
 、
出
家
 

長
谷
部
八
 

ニ
 シ
ェ
ー
シ
ョ
ナ
 
ル
 な
神
の
試
練
を
く
ぐ
り
抜
け
た
沖
縄
シ
ャ
ー
 マ
ン
は
、
し
か
し
、
そ
れ
 

は
な
い
。
神
に
王
導
権
を
握
ら
れ
た
正
儀
、
予
測
し
が
た
い
 
神
か
 ら
の
指
示
の
継
起
、
そ
れ
 

ど
 、
そ
の
後
も
大
な
り
小
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
 苦と
対
 侍
し
、
 解
 決
 
・
解
消
へ
の
方
途
を
探
 

見
出
し
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。
お
よ
そ
 二
 0
 午
 こ
の
方
、
沖
縄
 
の
 シ
ヤ
ー
マ
ン
的
職
能
者
 

を
 取
得
す
る
動
き
を
、
こ
う
し
た
職
能
者
の
主
体
性
確
立
を
め
ざ
 
す
 志
向
の
 
一
 形
態
と
捉
え
 

修
験
の
 力
 を
取
り
込
み
 
祈
帝
 技
能
を
高
め
、
正
儀
の
主
導
権
を
 得
よ
う
と
す
る
側
面
に
加
 

僧
侶
の
子
孫
と
の
認
識
を
ほ
 ほ
 共
有
す
る
占
に
注
目
し
、
そ
れ
 

ら
が
彼
ら
の
出
家
志
向
を
 

ノ
サ
 ー
マ
ン
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
琉
球
王
朝
 

朗
 

で
苦
か
ら
 全
 

ら
に
付
帯
す
 

り
つ
つ
、
人
 

ュ
 タ
 の
 間
 

る
 。
し
か
る
 

え
、
さ
ら
に
 

促
し
た
と
 阪
 

沖
縄
に
み
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
 僧
侶
化
 



侶 駄 々 あ 同 修 全 い 景 ま 達 め 

そ
れ
に
対
し
て
、
 祈
 薦
僧
・
加
持
僧
・
 行
 僧
な
ど
と
し
 ば
し
ば
称
さ
れ
る
、
 祈
禧
 技
能
を
具
 え
 そ
の
実
践
を
通
 し
て
信
者
の
獲
得
を
 

ざ
す
僧
侶
の
側
に
目
を
向
け
る
立
場
が
あ
る
。
そ
こ
に
 
は
 、
修
業
を
重
ね
崇
拝
対
象
と
感
応
す
る
 
力
 能
を
得
 た
 僧
侶
の
ほ
か
、
 先
 

・
行
者
・
 祈
禧
 師
な
ど
と
呼
ば
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
 職
 能
者
が
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
身
か
ら
発
願
 
し
 、
僧
侶
に
 

転
じ
る
ケ
ー
ス
も
 

含
 

れ
る
。
 "
 シ
ャ
ー
マ
ン
的
プ
リ
ー
ス
ト
 "
 と
も
 い
う
 べ
き
 ケ
ー
ス
で
あ
る
。
 

本
稿
の
目
的
は
、
沖
縄
を
対
象
に
右
の
在
家
シ
ャ
ー
 
マ
 ン
し
 出
家
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
を
僧
侶
へ
と
い
 
ざ
な
っ
た
動
因
、
 

は
 何
か
、
ま
た
実
際
に
出
家
し
た
の
ち
彼
ら
は
僧
侶
 
と
 い
 う
 立
場
を
ど
 う
 受
け
止
め
、
い
か
な
る
活
動
姿
勢
を
 と
っ
て
い
る
か
に
つ
 

て
 考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
当
地
の
 
シ
 サ
 ー
マ
ン
的
職
能
者
で
あ
る
 ユ
 タ
（
以
下
、
「
職
能
者
 」
と
記
す
）
の
間
で
、
 

峰
山
 修
験
 本
 宗
の
僧
籍
を
取
得
す
る
動
き
が
近
年
出
て
 き
た
。
こ
う
し
た
「
職
能
者
」
の
僧
侶
化
現
象
に
焦
 
占
 、
を
 
定
め
る
。
金
峰
山
 

駄
本
 宗
は
 、
役
行
者
を
開
祖
と
し
、
吉
野
の
金
峰
山
寺
 を
 総
本
山
と
す
る
も
と
は
 天
 ム
ロ
 
宗
 所
属
の
宗
派
で
あ
っ
 た
が
、
戦
後
独
立
し
 

宗
を
名
乗
る
に
至
っ
た
。
し
か
る
に
、
以
下
で
舌
口
 及
す
 る
 イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
の
間
で
は
、
 
"
 
修
験
者
 "
 意
識
 は
む
し
ろ
希
薄
で
、
 

く
ま
で
 
"
 
仏
教
僧
侶
 "
 を
志
す
と
い
う
点
で
相
通
ず
る
 も
の
が
あ
る
と
の
印
象
が
深
い
。
そ
の
意
味
で
は
彼
ら
 
に
と
っ
て
、
同
宗
の
 

修
験
道
 "
 と
し
て
の
歴
史
的
特
質
は
さ
ほ
ど
自
覚
的
に
 認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
た
 
が
っ
て
 、
 彼
ら
の
 修
 

道
理
解
や
同
宗
の
教
理
解
釈
の
あ
り
よ
 
う
 に
関
し
て
は
 い
ず
れ
ま
た
別
の
機
会
の
考
察
に
 侯
 つ
こ
と
と
し
、
 こ
 こ
で
は
、
彼
ら
を
 僧
 

の
道
へ
と
向
か
わ
し
め
た
外
的
内
的
契
機
を
イ
ニ
シ
エ
 
｜
 シ
ョ
ン
か
ら
 成
 巫
へ
の
過
程
と
絡
ま
せ
つ
つ
論
ず
る
 と
す
る
。
 

の 儀 れ 
，性 ネ し る 

格   

な 有事 行こ れ 
す る ら 

る 朝 1  @ 
と Ⅰテ 首邑 

い す 者 
え る の 
る 禁 中 

。 司 に 

者 は   
顔 講 
0 社 

など ムロ わ 
せ の 

信者 持っ 

何 集 
が 団 

少 な 

な 組 
く 織 
な し 
  寺 
そ 院     

団参 息株 で の 

  
プ " とも     
ス 講 

@ 白 貝   
シ信 ャ者   
7 対 
、 ノ す る 
  



湘
も
 、
む
し
ろ
仏
教
的
要
素
す
ら
取
り
込
み
、
 
昔
鎌
 の
 再
編
を
迫
る
伝
統
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
根
深
さ
を
 
指
 し
て
い
よ
う
。
ク
ァ
ン
ヌ
ン
  

 

  にみるシヤー ％     

布 に 
し 教 風 
か は 穴 
る 容 を 

に 易 穿 
、 で ち 

こ な が 

う く た   
た 仏 土 
十 数 着 

信 ヒ   
の 沖 盤   
深 民 さ 

さ の で 

" 内 あ 
は 面 る 的 
4 ム ィ言 

教 柳襲 「 
の と 「 、 

なお、 して 将来・ 主 

  
    
俗信仰 要 阻む てい な 

の根 十王国曲以上 、」。 し -3- 
固 深 
な   
姿 

    
勢 と 

と も 

  あ 
つ ,   
よ て 

  

  

 
 

 
 

撃
 
三
ヵ
寺
を
残
し
て
焼
失
）
等
々
。
加
え
て
僧
侶
 
自
 身
 が
強
調
す
る
の
は
、
容
易
 

  
ら 

だ 

そ が   
概し 背後 

に て 

あ 仏 
る 教 
要 は 因 
を 沖 
色 縄   
と 民 
指 衆 
摘 世 
で 界 

  
  
- 一 ィ 寸 

セ く 

せ こ 

糸 己 と 

初 む 
頭 く 

0 合 
曜 日 

摩 に 
藩 政 
支 ん 
配 で   
よ る 

る 観 
ィ 曽 を 

侶 否   
布 な 
教 い 
活   
動 歴 
の 史 

を振 禁止 

  
降 返 
つ る 

て な 

め き 

は れ 本   お て 稿   
画 一 

金 本 や て 。 事 

仏 は る   
る ・ ・ 弔 二 

い 日 本 う 七   
興 京 両 を 篭 の に 充 当 

歴 つ 明 君 

す 上 体 
来 る で で   作 の ど   

業 中 の 
か 聞 く 

ら 報 ら 

と 告 れ     
り 浄 " け か な る 

か も か 
5 0 は   ぅ 0 であ 現在 

ぃ 伝 を 黎 る の 
@ し と 明を 元 つこ 一 @ ま 中心 と @ し 

日 セ に 一 を ろ 

  掌 三世 蓮糸 世紀 受容 は 握 
話 は さ 糸目   



さ
て
、
か
か
る
参
拝
は
通
常
、
あ
く
ま
で
民
間
の
「
 
職
 能
者
」
の
立
場
か
ら
寺
院
を
指
向
す
る
例
で
あ
る
が
、
 
本
稿
の
関
心
は
 、
彼
 

ら
 
「
職
能
者
」
が
仏
教
へ
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
僧
侶
化
 す
る
例
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
当
の
金
峰
山
僧
 験
 本
案
が
沖
縄
に
も
た
 

ら
さ
れ
た
経
緯
と
現
在
の
動
向
を
あ
ら
ま
し
述
べ
て
お
 
き
た
い
。
 

 
 

一
九
九
三
年
一
一
月
の
段
階
で
県
内
に
二
四
人
の
同
字
 僧
侶
 
一
 
教
師
一
が
存
在
す
る
。
男
性
一
六
人
、
女
性
 
八
 人
の
内
訳
で
あ
る
。
 

そ
の
中
心
と
な
る
の
が
 T
 
.
T
 
-
 

明
治
三
①
早
生
で
、
 

沖
縄
に
同
宗
を
 開
裁
 し
た
人
物
で
あ
る
。
 T
.
T
 は
 若
 い
 頃
、
糸
満
で
一
人
の
 

女
性
法
華
信
者
に
誘
わ
れ
た
の
が
縁
で
法
華
経
を
信
仰
 
す
る
 よ
う
 に
な
り
、
後
年
、
法
華
行
者
が
那
覇
に
教
会
 を
 開
い
た
と
き
弟
子
入
 

り
な
し
て
そ
こ
で
下
働
き
を
し
た
。
鹿
児
島
の
日
蓮
宗
 寺
院
に
も
赴
き
、
教
え
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
 
戦
 争
の
混
乱
、
あ
る
い
は
 

戦
後
の
日
蓮
系
新
宗
教
の
参
入
な
ど
も
あ
っ
て
 
、
 彼
の
 信
仰
は
次
第
に
と
ど
こ
お
り
が
ち
に
な
っ
た
。
そ
の
頃
 
大
阪
に
旅
行
を
し
た
さ
 

い
、
 

U
.
K
 

口
和
 四
年
生
と
い
う
金
峰
山
修
験
本
字
 
の
 僧
侶
と
出
会
う
。
 U
.
K
 

の
母
親
も
ま
た
行
者
で
、
 

彼
女
と
話
を
す
る
う
ち
 

こ
の
宗
派
へ
の
興
味
が
涌
い
て
き
た
。
そ
し
て
沖
縄
へ
 
の
開
 教
を
託
さ
れ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
本
山
に
参
拝
し
 
た
 T
.
T
 

は
、
管
長
の
 

説
教
を
き
い
て
出
家
の
意
を
固
め
た
。
昭
和
三
七
年
頃
 
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
同
宗
の
沖
縄
展
開
は
 、
 T
 ・
 T
 を
先
駆
け
に
昭
和
 

四
 0
 午
前
後
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
僧
侶
ら
の
入
壇
年
次
 
を
み
て
も
、
昭
和
四
 0
 年
代
後
半
が
最
も
早
く
、
半
数
 近
く
が
昭
和
六
①
 年
以
 

降
 に
集
ま
っ
て
い
る
。
 同
宗
 は
こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
 近
年
、
沖
縄
で
そ
の
活
動
が
日
を
引
き
は
じ
め
た
 
宗
 派
 と
い
え
る
。
と
こ
ろ
 

-
4
-
 

め
と
す
る
寺
院
参
拝
の
風
が
彼
ら
の
間
で
き
わ
め
て
 盛
 ん
な
こ
と
も
、
右
の
事
実
を
裏
付
け
て
い
る
。
 

一
 
観
音
 一
 を
対
象
と
す
る
現
世
利
益
信
仰
の
拡
が
り
や
 
フ
 ト
ゥ
チ
 
一
仏
・
死
者
一
観
念
の
浸
透
が
例
示
す
る
よ
，
 
っ
に
 、
民
俗
宗
教
と
結
 

び
つ
い
た
 仏
教
的
要
素
は
種
々
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
 。
そ
の
さ
い
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
へ
の
接
近
を
在
来
 
側
 か
ら
推
し
進
め
る
上
で
 

王
要
 な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
が
、
こ
こ
で
い
う
と
 
こ
ろ
の
「
職
能
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
日
、
「
 十
 二
ヵ
所
巡
り
」
を
は
じ
   



 
 

 
 

 
 

ろ
が
、
 

三
セ
 、
八
歳
の
頃
か
ら
偏
頭
痛
に
悩
ま
さ
れ
る
 よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
四
五
 
 
 

 
 

 
 

8
 

 
 

 
 

湘
 

歳
前
後
ま
で
続
い
た
。
病
院
へ
の
 
人
 退
院
を
繰
り
 返

す
。
次
第
に
頭
痛
だ
け
で
な
く
、
色
々
な
幻
覚
に
 
お
そ
わ
れ
出
し
た
。
た
と
え
 

お
は
 門
中
の
神
役
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
が
 セ
 歳
の
 と
き
両
親
の
故
郷
 粟
 国
鳥
 へ
 大
阪
か
ら
引
き
揚
げ
、
 

父
 は
 国
民
学
校
の
代
用
教
員
と
 

 
 

か
な
る
。
 

 
 
 
  
 

鍵
 
。
」
 
H
.
K
 
の
両
親
は
、
と
も
に
霊
的
能
力
を
具
え
 
て
い
た
。
父
は
夢
で
神
が
知
ら
せ
る
 
"
 
萌
子
 舌
月
が
ょ
 く
 当
た
っ
た
。
母
は
結
婚
前
 

 
 

    者の僧侶 

事 
例 
  

H 

K 

（ 里ル 

性、 

日 ノコ 口 

木口 

五 

年 
生   

  

で
、
 T
.
T
 
が
僧
侶
と
な
る
き
っ
か
け
は
 U
.
K
 
お
よ
 び
 母
親
と
の
 遊
遁
 に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
 
U
.
K
 
は
そ
 の
後
も
沖
縄
で
の
回
め
 
不
 

発
展
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
き
た
。
彼
に
師
事
 
す
る
形
で
僧
籍
を
取
得
す
る
人
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
し
た
が
っ
て
 、
当
 

地
 に
み
る
金
峰
山
修
験
 本
 宗
の
僧
侶
形
成
ル
ー
ト
は
 、
 大
概
地
元
の
 T
.
T
 
を
介
す
る
も
の
の
、
ほ
か
に
大
阪
 

・
 K
 を
経
由
す
る
 

場
合
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

堂
宇
を
構
え
る
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ス
タ
イ
ル
 
を
と
る
向
き
も
見
受
 

け
ら
れ
る
が
、
多
く
は
、
有
髪
で
一
般
民
家
に
祭
壇
を
 
設
け
て
活
動
し
て
い
る
。
「
職
能
者
」
出
身
の
僧
侶
の
 正
確
な
数
は
目
下
掴
め
 

て
い
な
い
が
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
 も
 民
家
（
自
宅
）
を
本
拠
と
し
、
従
来
の
祭
壇
に
本
尊
 
を
併
祀
 し
た
り
、
新
た
 

に
 仏
壇
を
し
つ
ら
え
て
僧
侶
と
し
て
祀
る
本
尊
と
「
 
職
 能
者
」
と
し
て
祀
っ
て
き
た
守
護
神
を
別
安
置
す
る
 
な
ど
の
形
を
と
っ
て
 
い
 

る
 。
 

三
事
例
 

 
 
 
 



ば
、
 寝
て
い
る
と
、
女
性
の
声
が
し
て
目
を
覚
ま
す
。
 
す
る
と
そ
の
女
性
が
外
に
出
る
よ
う
に
と
手
で
ム
ロ
図
を
 送
る
。
柄
の
人
っ
た
 着
 

物
 を
き
て
、
八
 %
 鏡
の
付
い
た
首
飾
り
を
し
、
長
い
髪
 を
 束
ね
て
前
の
方
へ
流
し
て
い
る
。
十
代
後
半
と
お
ぼ
 
し
き
女
性
で
、
雲
に
 乗
 

っ
て
 H
.
K
 
に
近
づ
き
、
雲
か
ら
降
り
る
寸
前
に
彼
を
 金
縛
り
状
態
に
し
た
。
し
ぼ
ら
く
す
る
と
「
ウ
キ
 
レ
 ｜
一
 起
き
な
さ
い
こ
と
 

舌
口
っ
て
指
で
外
へ
出
る
よ
う
命
じ
る
。
舌
口
う
と
お
り
に
 

し
た
ら
、
今
度
は
あ
ち
こ
ち
連
れ
て
行
か
れ
た
。
ど
こ
 
も
皆
 海
岸
の
近
く
で
あ
 

っ
た
 。
こ
う
し
た
幻
覚
を
し
ぼ
し
ば
体
験
し
た
。
あ
る
 
と
き
、
例
の
女
性
は
み
ず
か
ら
を
ニ
ラ
イ
カ
ナ
 
ノ
よ
 り
 訪
れ
た
海
の
神
と
称
 

し
、
 「
お
前
を
守
っ
て
や
る
か
ら
世
に
出
て
迷
っ
て
 い
 8
 者
を
救
 う
 よ
 う
 に
」
と
告
げ
た
。
そ
し
て
、
袈
裟
 や
 数
珠
、
着
物
、
刀
な
ど
 

を
 机
上
に
並
べ
て
、
す
べ
て
 H
.
K
 
に
与
え
る
と
言
っ
 た
と
い
う
。
 四
 ①
 歳
 代
半
ぼ
の
年
の
暮
れ
の
こ
と
で
あ
 る
 。
 

H
.
K
 は
二
週
間
ほ
ど
部
屋
に
籠
っ
て
泣
い
た
。
周
囲
 
か
ら
は
強
く
 飴
 め
ら
れ
た
。
父
が
教
員
を
し
て
い
た
 
せ
い
も
あ
っ
て
、
「
 職
 

能
者
」
に
な
る
こ
と
を
到
底
認
め
て
も
ら
え
る
状
況
で
 
は
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
う
述
懐
す
る
。
だ
が
、
非
難
し
 
た
 人
た
ち
が
次
々
と
 五
 

人
 死
ん
だ
た
め
、
神
の
怒
り
を
招
い
た
と
恐
れ
を
な
し
 
た
の
か
、
そ
の
後
あ
か
ら
さ
ま
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
 
な
く
な
っ
た
。
と
は
い
 

え
 村
の
生
活
は
息
苦
し
く
、
結
局
那
覇
へ
出
よ
う
と
 
決
 心
す
る
。
那
覇
に
移
っ
て
ま
も
な
く
、
朝
三
時
頃
に
 
例
 の
女
神
が
頻
り
に
夢
枕
 

に
 立
ち
、
「
そ
ん
な
弱
気
で
苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
え
 る
か
」
と
叱
責
す
る
。
身
の
処
し
方
の
わ
か
ら
な
い
 
H
 ・
 K
 は
、
つ
い
に
頭
痛
 

薬
を
飲
み
下
し
、
自
殺
を
は
か
る
。
一
週
間
近
く
意
識
 
不
明
の
状
態
が
続
い
た
。
や
が
て
明
け
方
、
女
神
が
 
現
れ
、
「
お
前
は
死
に
た
 

い
と
い
う
が
、
お
前
の
魂
は
あ
の
世
に
行
っ
て
ま
た
 
帰
 っ
て
き
て
い
る
さ
。
今
は
お
前
と
い
う
人
間
は
二
人
 
い
る
さ
」
と
語
っ
た
。
 

「
二
人
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
、
神
に
尋
ね
た
。
 「
そ
れ
は
自
分
で
考
え
な
さ
い
」
。
神
は
そ
 
う
 答
え
る
の
 み
で
あ
っ
た
。
一
カ
月
 

後
、
家
の
前
に
見
知
ら
ぬ
老
女
が
現
れ
た
。
鳥
見
方
面
 
か
ら
来
た
と
い
う
。
彼
女
は
拝
み
を
す
る
人
ら
し
い
 
が
、
ニ
 、
三
日
前
か
ら
 

 
 

H
.
K
 
の
姿
を
見
せ
ら
れ
、
「
お
前
は
ま
だ
神
の
心
が
 入
っ
て
い
な
い
か
ら
、
 H
.
K
 
の
所
へ
行
っ
て
入
れ
て
 も
ら
い
な
さ
い
」
と
 神
   



 
 

 
 
 
 沖

縄
 

 
 

 
 

こ % 冗 "   
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) 目 界 
き 開 発 が へ 

は す 規 寛 連 
あ る を め れ 
ま 。 み た て 
り し て 。 行 
苦 か い し っ 
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な い 。 T そ 
い ざ T . こ 
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死 グ は 柿 沢 
、 S ら は 

霊 ト そ 妹 山   
場 を 理 、 星 

合 はっを 仔虫 露は 
  肚者 非常 」 てみ 母 

な る が 

七 
星 

  
て 

  
さ せ を l を   

  
れたに（ る 。 し神 」 
た 生 て 想 と 

め 霊 い り い 
と が た ・ っ 

い 糠 お 神 た 

だと 依 途端、 う。 依 する 蔭 崇り ） 

  

靴
 
誰
か
に
し
ゃ
べ
ら
さ
れ
る
か
の
よ
 
う
生
 話
し
た
そ
 う
だ
。
な
か
で
も
 カ
 ミ
グ
 ト
ゥ
一
 神
事
）
に
入
ら
し
 め
る
原
初
体
験
と
な
っ
た
の
 

m
 

靱
が
、
小
学
校
三
年
生
の
頃
に
見
た
夢
で
あ
る
。
 

｜
 

雲
 の
中
か
ら
姫
君
の
よ
う
な
女
性
が
七
、
八
人
現
れ
、
 

御
 新
車
 に
 T
.
S
 を
乗
せ
て
 天
 

を 皆 と ん か ガ 

な な ら タ 一 下 

「 職 兄事 
能 弟 例 っ折修そガ た 、 業れタ 受 を 

者 姉 2 。 大 を か 震 け 
」 妹 瓦 版 す ら え て 
の 八 T 0 に る 数 出 訴 
道 人   歳 ぃ ょ 午 し ね 
を の S な る ぅ の た て   過現にち ぎ戚 。 、 彼た 。 き 
で 三 ， 性 て の た 拝 女 の 
き 人   か 紹 だ ん の だ 
た が 昭 ら 介 し で 顔 と 

。 仁 和 の で 、 ぃ が の 
T  く A Ⅰ   あ な 学 に 例 H 
幻 視 る 知 ん 女 の ・ 

在 少時 、 K り、でも は 神が 女神 

か 兄 誌 よ 、 の 巫 
ら 弟 
ク 二 儀 の よう 

  仕方 、こみる 刊ま @ にみ   
ク 妹 一 
ア 一 " 一 

（ 人     ま 
せ   ま 

な S 
子 は     と 

真   も 

と ん か 

う お わ   
ぃ中 ね 。 勧 前 さ 彼 
れ 妹 の の れ 女 も ら 役 て   
大 田 

  れ目 、 だ し いる   
人 家 @ 
も -" 士 」   座 
知 だ 鋒と カ   
ら が に 行じ 命が 足 た な     す 
こ 妹 運 。 な る 

と は び そ い と 



か
ら
離
れ
な
い
 想
依
 霊
を
随
意
に
は
ず
せ
る
よ
 う
 に
 、
 も
っ
と
 カ
 を
つ
け
た
い
。
グ
イ
ス
以
外
に
、
経
文
を
唱
 え
る
こ
と
が
そ
う
し
た
 

力
 能
を
高
め
る
上
で
役
立
っ
の
で
は
な
い
か
。
 
T
.
S
 は
か
ね
て
こ
う
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
職
能
者
」
で
 金
峰
山
修
験
 本
宗
 の
 得
 

度
を
受
け
た
人
が
い
る
の
を
、
以
前
か
ら
聞
い
て
い
た
 
。
 T
.
T
 
の
存
在
も
知
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
同
氏
を
訪
 ね
、
入
信
を
請
う
た
。
 

か
く
し
て
修
験
の
道
に
入
り
、
昭
和
五
六
年
に
は
、
 奥
 駈
け
修
行
を
体
験
す
る
。
吉
野
か
ら
熊
野
に
至
る
山
岳
 
霊
場
を
踏
破
す
る
修
行
 

だ
が
、
そ
の
さ
い
、
山
の
霊
気
が
直
接
 肌
 に
触
れ
る
感
 覚
 に
包
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
山
中
の
木
々
 や
 土
と
自
分
 が
 一
体
に
な
る
感
覚
で
 

あ
っ
た
。
ま
わ
り
の
修
行
者
た
ち
の
「
六
根
清
浄
」
の
 
声
に
支
え
ら
れ
、
み
ず
か
ら
は
グ
イ
ス
を
唱
え
っ
 
つ
成
 親
 し
た
と
、
 T
.
S
 
は
 

そ
の
と
き
の
感
動
を
語
る
。
 翌
 五
七
年
に
は
教
師
に
 補
 佳
 さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
平
成
五
年
に
は
、
加
持
作
法
 の
 伝
授
を
受
け
て
い
る
。
 

T
.
S
 
は
現
在
、
祈
 禧
 の
さ
い
、
グ
イ
ス
 と
 経
文
を
状
 況
 に
応
じ
て
併
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
墓
拝
み
の
依
頼
 
に
は
読
経
を
中
心
に
 

行
 う
 。
そ
の
点
を
除
け
ば
、
 祈
 而
の
手
法
に
以
前
と
さ
 し
た
る
相
違
は
み
ら
れ
な
い
。
経
文
を
覚
え
て
良
か
っ
 
た
と
思
う
の
は
、
む
し
 

ろ
 、
彼
女
自
身
の
心
の
迷
い
や
不
安
が
読
経
に
よ
っ
て
 
和
ら
ぐ
こ
と
だ
。
県
外
に
住
む
子
供
た
ち
か
ら
の
連
絡
 
が
し
ぼ
ら
く
途
絶
え
た
 

り
す
る
と
、
自
然
と
お
経
を
あ
げ
た
く
な
る
そ
う
で
あ
 
る
 。
結
局
、
修
験
道
は
 T
.
S
 
に
と
っ
て
、
依
頼
者
に
 対
す
る
 祈
 禧
の
技
能
を
 

高
め
た
い
と
す
る
当
初
の
目
的
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
 
ム
ヮ
 
で
は
、
彼
女
自
身
の
精
神
修
養
の
た
め
に
欠
か
せ
 
な
い
も
の
と
な
っ
て
 
い
 

る
 。
こ
う
し
た
受
け
止
め
方
 は
、
 妹
の
 A
.
K
-
 昭
和
 一
 三
年
生
一
に
も
同
様
に
う
か
が
え
る
。
 T
.
S
 
や
 A
.
 K
 の
か
か
る
立
場
は
 、
 

裏
返
せ
ば
、
カ
ミ
グ
 ト
ゥ
 で
仏
教
・
修
験
道
を
前
面
に
 押
し
出
す
こ
と
の
困
難
さ
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
両
者
 
と
も
、
学
ん
だ
仏
教
の
 

る 頼 
こ 。 者 
の ま の 
ょ た 相 
う 、 談 
な 霊 車 

苦 が に   
み っ 概 
を 想 し 

ィ半 く て 
ぅ の 、 
霊 か 満 

  
依 が れ 
な っ な 
防 か い 

ぐ な 最 
た い 期 
め の を 
に も 迎 え 
あ 辛 た 
る い 人 

ぃ はで 点が 絡 
、 あ れ 

グ る 内 
イ 。 容 
ス が 

（ 呪 
多 
  

文     
で 

を 

ロ昌 余 
え 計 
る @ 
  苦 
み を 
で     
ま @ 負 
容 わ 
易 さ 

@ れ 
彼 る 

女     

芽 の 
と 

c 
体 な 

  



  
白 い 

間 分 な     手 とは ホ家 。 
に 、 を 

わ 

  
も 

重日 嫌 を口 ，ィ ・， 曲ロ 

  

  だっ 昭和 @@ ユ こ 

再   
心を した S. １ は「寒湿 J 目 き 

出 

当 

尚   
王 ら 

@ 
重 つ 
用 ま 

さ 

れ 
  

た   夢 

万僧 

中 
  

侶 
で   
あ つ , 
る   
と   
- 一 口 - - 己   

  

マン 

た
 。
で
は
、
そ
の
神
と
は
何
か
。
 神
 自
身
正
体
を
明
か
 さ
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
所
属
門
中
の
元
祖
と
伝
え
る
 
れ
る
 真
 舌
口
 
宗
 僧
侶
に
 違
 

 
 

 
 

、
 S
.
J
 
は
 、
 神
が
彼
に
虎
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
 使
 命
を
送
っ
た
の
だ
と
理
解
し
 

者の 

巡
り
、
清
掃
し
て
歩
い
た
。
三
年
間
続
け
る
。
当
時
は
 
海
洋
博
の
施
設
づ
く
り
で
自
然
が
破
壊
さ
れ
た
時
期
で
 
も
あ
っ
た
。
沖
縄
で
は
 

靴
 

き
、
各
地
の
ウ
タ
キ
（
御
嶽
一
を
掃
除
せ
よ
と
の
 
神
の
声
を
聞
く
。
 
S
,
J
 

は
命
に
従
い
、
休
暇
は
も
っ
 ぱ
ら
県
内
各
地
の
ウ
タ
キ
を
 

 
  

 

 
 

知
識
を
相
談
内
容
に
も
っ
と
反
映
し
た
い
と
思
う
の
だ
 
が
 、
そ
う
し
た
ら
依
頼
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
の
で
は
な
 
い
か
と
懸
念
す
る
の
で
 

あ
る
。
 

事
例
 3
 
S
.
J
 
 （
男
性
、
昭
和
二
年
生
）
 

終
戦
後
、
米
軍
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
に
五
年
間
従
事
し
、
 
の
ち
に
バ
ス
の
運
転
手
、
復
帰
後
は
運
送
業
と
、
自
動
 車
の
運
転
の
仕
事
を
 

続
け
て
き
た
。
 
三
 0
 歳
で
結
婚
。
所
帯
を
持
っ
て
か
ら
 は
 鉄
筋
製
造
工
場
の
資
材
運
搬
の
職
に
就
く
。
と
こ
ろ
 
が
 、
あ
る
夜
勤
の
日
 、
 

 
 

資
材
が
落
ち
て
き
て
右
手
の
人
差
し
指
を
切
断
し
た
。
 
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
夢
を
み
た
。
夢
の
中
で
 
も
う
一
人
の
自
分
が
 、
 

が
 嫌
い
な
 S
.
J
 
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
夢
を
き
っ
か
け
 

「
左
手
も
と
る
ぞ
。
仕
事
は
自
分
で
や
っ
て
い
る
の
で
 は
な
い
。
仕
事
に
感
謝
す
る
よ
う
に
」
と
告
げ
た
。
 
そ
 

に
 何
と
な
く
仏
教
へ
の
関
心
が
芽
生
え
て
く
る
。
 

れ
ま
で
合
掌
す
る
こ
と
 

そ
の
後
海
洋
 博
が
 開
催
さ
れ
て
い
た
頃
、
虎
の
霊
に
 
想
 か
れ
た
。
そ
し
て
、
虎
の
よ
う
に
吠
え
た
り
す
る
よ
 
う
に
な
る
。
あ
る
と
 



事
例
 4
 
A
.
K
 
 

（
女
性
、
大
正
一
二
年
生
）
 

 
 

A
.
K
 

が
最
初
に
神
を
見
た
の
は
、
 

一
 0
 
歳
頃
だ
と
 ぃ
 う
 。
背
が
小
さ
く
鼻
は
大
き
く
て
垂
れ
さ
が
り
、
目
の
 下
 が
膨
ら
み
、
蚊
帳
 

す
 。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
必
ず
し
も
真
言
 僧
と
 断
定
し
が
 た
 い
 が
、
門
中
に
は
そ
う
し
た
伝
承
が
受
け
継
が
れ
て
 
き
た
模
様
だ
。
「
 家
封
巴
 

は
 以
下
の
よ
う
に
載
せ
る
。
 

少
時
釈
教
 僧
で
 支
那
に
渡
る
志
を
懐
い
て
沖
縄
に
来
た
 。
事
情
元
年
大
永
二
年
、
足
利
義
晴
将
軍
の
時
で
あ
っ
 
た
 。
 沢
砥
捉
と
 

改
名
還
俗
し
た
。
後
に
毛
 氏
 の
 沢
砥
 親
方
監
軍
 に
 随
っ
 て
 支
那
に
航
し
た
。
帰
国
後
、
日
本
に
帰
り
た
い
と
 
請
 い
し
に
 尚
真
 聖
王
 

は
 留
め
て
、
日
本
人
の
室
 思
 戸
を
妻
に
さ
せ
た
。
更
に
 那
覇
傍
目
 農
辺
に
 御
食
 西
殿
を
賜
 わ
り
、
後
に
立
派
な
 冠
を
戴
い
た
。
 こ
 

こ
に
我
が
祖
先
が
栄
え
る
源
を
創
め
た
の
で
あ
る
。
 何
 年
 五
十
八
で
亡
し
た
。
 

仮
に
先
祖
の
使
い
と
し
て
も
、
虎
に
愚
か
れ
た
 
S
.
J
 
は
 、
「
動
物
霊
の
皮
を
脱
ぎ
 、
 "
 
人
間
 "
 と
し
て
生
ま
 れ
 変
わ
る
」
た
め
に
 

は
 、
学
問
を
身
に
つ
け
修
行
を
積
ま
ね
ば
と
考
え
た
。
 
そ
こ
で
、
話
に
聞
い
て
い
た
 T
.
T
 を
訪
ね
、
出
家
の
 意
志
を
伝
え
る
。
か
く
 

て
得
度
を
受
け
た
の
が
、
昭
和
五
二
年
の
二
月
の
こ
と
 
で
あ
る
。
し
か
る
の
ち
昭
和
六
三
年
・
平
成
元
年
と
、
 
二
度
に
わ
た
っ
て
 奥
駈
 

け
 修
行
を
実
践
し
た
。
ま
た
、
四
国
八
十
八
ヵ
所
の
巡
 礼
も
 、
昭
和
六
一
年
に
二
 0
 日
間
か
け
て
行
っ
て
い
る
  
 

現
在
の
活
動
は
、
自
宅
 葬
 、
法
事
、
地
鎮
祭
が
中
心
。
 ほ
か
に
、
動
物
 霊
や
 不
成
仏
 霊
の
オ
ハ
 ラ
 イ
 
（
 
祈
禧
 ）
 ・
供
養
な
ど
の
依
頼
 

も
 少
な
く
な
い
。
葬
儀
依
頼
は
葬
祭
業
者
を
通
し
て
く
 
る
 場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
修
行
に
よ
っ
て
行
力
を
 
深
め
て
も
、
そ
れ
を
 実
 

社
会
で
な
か
な
か
活
か
せ
な
い
。
結
局
は
葬
儀
・
法
要
 
が
 主
で
、
教
化
に
関
し
て
は
目
下
手
詰
ま
り
状
態
と
、
 
S
.
J
 
は
現
状
を
語
っ
 

て
い
る
。
 

  



を
 着
た
男
神
で
あ
る
。
 

二
 0
 歳
 代
半
ば
よ
り
、
神
の
命
 ム
 
丁
で
あ
ち
こ
ち
歩
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
島
々
を
 回
り
、
拝
み
、
そ
の
 他
 

の
 死
者
の
霊
を
弔
 う
 。
ま
た
、
神
か
ら
、
訪
れ
た
土
地
 の
 過
去
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
地
元
の
人
た
ち
 
に
 話
す
よ
 う
 に
と
命
じ
 

ら
れ
る
。
舌
口
 う
 通
り
に
し
な
い
と
家
で
飼
っ
て
い
る
 豚
 を
全
部
殺
す
な
ど
と
脅
さ
れ
る
の
で
、
止
む
な
く
指
示
 
に
 従
っ
て
方
々
を
歩
き
 

回
っ
た
。
や
が
て
料
亭
や
寿
司
 割
 亨
の
店
を
開
い
た
が
 、
そ
の
度
に
喉
が
痛
く
て
歌
が
唄
え
な
く
な
っ
た
り
、
 手
足
が
痛
ん
で
三
味
線
 

も
 弾
け
ず
踊
り
も
舞
え
な
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
 
夜
は
寝
 つ
け
ず
、
食
欲
が
な
く
て
水
分
を
中
心
に
取
 
る
 生
活
が
三
年
程
続
 
い
 

た
 。
そ
の
う
ち
夢
の
中
で
神
か
ら
三
冊
の
帳
簿
を
授
か
 
っ
 た
の
を
機
に
、
カ
ミ
グ
 ト
ゥ
 を
始
め
る
。
以
後
も
、
 

天
神
・
竜
神
・
 
ウ
シ
ジ
 

ン
テ
イ
 と
 名
乗
る
角
の
生
え
た
色
の
里
 い
神
 
・
斎
場
 御
 嶽
の
守
護
神
と
称
す
る
神
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
顕
 
現
し
指
示
を
与
え
る
。
 

職
る
 。
 A
.
K
 
は
、
み
ず
か
ら
を
第
二
間
家
の
王
の
 

ブ
ラ
ジ
ル
に
移
住
し
よ
う
と
し
た
ら
、
鉄
砲
を
持
っ
た
 

子
孫
と
称
し
、
そ
れ
を
記
し
た
文
書
の
整
理
に
取
り
か
 

神
 が
現
れ
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
ど
こ
ま
で
も
追
っ
て
 

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
 

行
く
と
脅
す
。
こ
う
し
 

て
 神
に
取
り
巻
か
れ
、
神
意
へ
の
屈
従
を
余
儀
な
く
さ
 
れ
る
人
生
を
歩
ん
で
き
た
。
 

修
験
道
と
の
接
点
は
 、
 何
も
免
許
を
持
た
ず
し
て
人
助
 け
は
で
き
な
い
と
 T
.
T
 

か
ら
舌
口
わ
れ
た
こ
と
に
あ
り
 

、
そ
の
力
添
え
で
 得
 

靴
 

度
を
受
け
た
。
活
動
は
治
癒
儀
礼
が
王
で
、
こ
れ
 
は
 出
家
以
前
と
変
わ
ら
な
い
。
中
で
も
腫
れ
物
を
治
す
 
祈
 禧
を
得
意
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

判
ら
な
い
。
だ
か
ら
僧
階
へ
の
執
着
も
な
い
し
、
看
板
 も
 出
さ
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
 

 
 ム

月
 

 
 

～
 
う
 。
人
を
救
う
仕
事
に
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
 
の
も
、
王
族
た
る
先
祖
が
関
係
し
た
島
流
し
な
ど
の
 刑
 執
行
に
対
す
る
 峨
 悔
の
気
持
 

 
 

が
ち
り
え
で
あ
る
。
彼
女
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
 

ぃ
 る
 。
 

 
 

も
 変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
そ
の
手
法
に
は
、
読
経
を
盛
 
り
込
み
錫
杖
ほ
か
の
 祈
 傭
兵
 

 
 

蝿
を
取
り
入
れ
る
な
 ビ
 、
仏
教
的
要
素
が
加
味
さ
れ
 
て
い
る
。
出
家
し
て
よ
か
っ
た
点
は
、
こ
う
し
た
仏
教
 
の
 知
識
や
儀
礼
・
作
法
の
仕
   



  と ん と を え が で し き 

事
例
 5
 
r
.
M
 
 
（
女
性
、
大
正
一
二
年
生
）
 

I
 
・
 M
 が
二
歳
の
と
き
父
が
、
四
歳
の
と
き
母
が
ブ
ラ
 
シ
 ル
 ヘ
 渡
る
。
彼
女
は
祖
母
の
も
と
に
預
け
ら
れ
た
。
 
一
 0 歳
で
東
京
へ
 働
 

に
 出
さ
れ
る
。
三
人
の
子
供
の
お
守
り
の
仕
事
だ
っ
た
 
。
苦
し
く
寂
し
く
、
毎
日
の
よ
う
に
星
を
仰
い
で
泣
い
 
た
 。
 二
 0
 歳
で
帰
郷
 

三
年
間
見
習
看
護
婦
を
し
た
が
、
得
た
収
入
は
母
の
借
 金
の
返
済
に
消
え
た
。
 

戦
後
ま
も
な
く
、
疎
開
先
の
熊
本
か
ら
帰
る
。
そ
の
頃
 
か
ら
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 が
始
ま
っ
た
。
一
日
中
歩
き
回
る
 こ
と
も
あ
っ
た
。
 道
 

急
 に
倒
れ
、
意
識
不
明
に
陥
っ
た
経
験
も
二
、
三
回
あ
 
る
 。
軍
の
病
院
に
三
ヵ
月
入
院
し
た
と
き
も
あ
る
。
 
や
 が
て
カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 

お
さ
ま
り
、
割
烹
の
店
を
営
み
な
が
ら
、
カ
ミ
グ
 ト
ゥ
 を
行
う
よ
う
に
な
る
。
病
院
で
好
転
し
な
い
病
気
の
相
 
談
 が
最
も
多
い
。
 加
 

て
、
 "
 
前
半
吾
兄
も
よ
く
あ
る
と
の
こ
と
。
た
と
え
ば
、
 
雲
仙
，
普
賢
岳
の
噴
火
も
知
ら
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
 
。
山
頂
に
寺
の
名
残
 

と
ど
め
た
柱
が
四
本
立
㌧
て
い
る
。
 
二
 0
0
 年
前
に
焼
 

か
れ
た
の
だ
。
そ
こ
に
、
阿
弥
陀
如
来
と
普
賢
・
文
殊
 

両
 菩
薩
が
「
 繊
悔
 」
 

い
い
な
が
ら
登
っ
て
き
た
。
そ
し
て
日
く
。
 天
 よ
り
 火
 の
神
を
呼
ん
で
、
雲
仙
の
火
の
神
を
鎮
め
な
い
と
噴
火
 が
 起
こ
る
、
と
。
 こ
 

な
内
容
の
予
言
が
下
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
に
 応
談
 し
た
依
頼
者
の
数
は
約
三
 0
0
0
 
人
 、
 う
 ち
八
重
山
が
 九
八
 0
 人
に
の
ぼ
る
 

い
，
っ
 
。
 

僧
侶
の
道
を
め
ざ
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
蓄
積
を
 
I
 
・
 M
 
一
代
で
消
滅
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
実
際
、
 二
人
の
息
子
も
出
家
 

て
い
る
。
昭
和
五
一
年
に
法
名
を
授
か
り
、
平
成
七
年
 大
律
師
の
資
格
を
得
て
い
る
。
金
峰
山
修
験
 本
宗
へ
関
 心
 を
抱
い
た
の
は
、
 

む 方 
よ な 

う 覚 
ほ え 

な た 
り ， し 

た と 

ぃ だ と そ   
丈 て 
ヰ臣 @@   
  

ネ 申 も 

@ こ 途 

振 縄 
0@ x ・ 

回 た 
さ ね   
る で 
自 は 
分 な   
哀 神 
れ か 
/i  ら   
ら ナ旨 

と 図   
ラ ム ロ 口 

0 合 
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皇
族
と
関
係
の
深
い
天
台
系
の
宗
派
ゆ
え
と
い
う
。
 
1
 ・
 M
 に
 ょ
 れ
ば
、
彼
女
の
出
身
は
玉
城
村
の
真
壁
家
で
 、
先
祖
は
真
壁
 大
 ア
ム
 

シ
ラ
 レ
 だ
そ
う
で
あ
る
。
現
在
、
大
阪
に
新
 奇
 建
立
す
 る
 予
定
で
、
そ
の
資
金
調
達
の
意
味
も
あ
っ
て
 、
 当
の
 

大
阪
で
製
茶
を
業
務
内
 

容
 と
す
る
福
祉
事
業
を
始
め
た
。
し
た
が
っ
て
沖
縄
の
 自
宅
は
事
務
所
と
い
う
形
に
し
て
い
る
。
将
来
は
 
、
烏
 子
も
含
め
て
沖
縄
 と
大
 

阪
の
両
地
を
拠
点
に
活
動
を
展
開
し
た
 
い
 模
様
で
あ
る
  
 

口
 

考
察
 

1
 
 音
 と
 向
き
合
う
「
職
能
者
」
 

右
の
諸
事
例
を
通
し
て
ま
ず
目
に
留
ま
る
の
は
、
事
例
 
2
 を
除
い
て
い
ず
れ
も
、
 入
 巫
の
過
程
で
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 現
象
の
発
現
を
み
 

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
例
 
l
 の
 H
.
K
 
は
、
ニ
ラ
 イ
カ
ナ
 ノ
 か
ら
来
臨
し
た
女
神
に
見
込
ま
れ
て
意
の
 
ま
ま
に
操
ら
れ
、
島
内
 

（
 
粟
 国
鳥
）
各
地
の
聖
地
を
夢
遊
病
者
の
ご
と
く
 徒
個
さ
 せ
ら
れ
た
。
事
例
 3
 の
 S
.
J
 
は
神
（
先
祖
 -
 が
使
 役
す
る
と
目
さ
れ
る
 虎
 

靴
霊
 に
恩
か
れ
、
県
内
各
地
の
ウ
タ
キ
の
掃
除
を
 
ム
 叩
 じ
ら
れ
て
、
お
よ
そ
三
年
間
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
 
。
事
例
 4
 の
 A
.
K
 
の
場
合
 

何
 
%
@
 

日
 

ゆ
も
 、
 二
 0
 歳
 代
半
ば
 よ
 り
神
の
指
示
で
島
々
の
 聖
 地
 巡
拝
を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
体
が
痛
ん
で
食
物
も
受
 
け
 付
け
な
い
状
態
が
三
年
程
 

 
 

 
 

一
日
中
坊
得
し
た
り
、
道
で
卒
倒
す
る
な
ど
の
症
状
 に
 何
度
か
見
舞
わ
れ
た
時
期
 

ひ
 
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
事
例
 2
 に
つ
い
て
も
、
 T
.
 
S
 自
身
カ
ミ
ダ
ー
リ
 ィ
 の
発
現
は
な
い
と
し
て
い
る
わ
 け
だ
が
、
夢
の
中
で
御
所
車
 



 
 

ぅ
 の
で
あ
る
。
 

ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 を
蒙
る
。
す
な
 ね
 ち
、
神
や
先
祖
な
ど
の
 影
響
と
観
念
さ
れ
る
幻
覚
症
状
を
伴
う
心
身
異
常
の
体
 
験
 で
あ
る
。
「
職
能
者
」
 

-
7
 
一
 

は
こ
の
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 な
る
「
苦
悩
の
犠
牲
」
者
に
ほ
 か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
「
神
の
側
か
ら
の
 
一
方
的
な
働
き
か
け
で
 

-
3
-
 

あ
り
、
神
の
選
択
的
意
思
の
実
行
の
過
程
で
あ
る
」
 
か
 ら
だ
。
そ
の
意
味
で
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 が
 セ
ジ
 タ
カ
サ
ン
 
・
 ウ
 マ
レ
タ
カ
サ
ン
、
 

つ
ま
り
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
非
凡
な
霊
的
資
質
・
力
 め
 具
有
者
で
あ
る
証
左
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
 
「
大
立
の
の
ち
、
 
ユ
 タ
 

-
9
-
 

グ
ト
ゥ
 
を
積
み
重
ね
る
う
ち
に
次
第
に
修
理
 固
 成
さ
れ
 て
く
る
。
そ
の
段
階
で
、
過
去
を
顧
み
た
と
き
に
自
覚
 
さ
れ
て
く
る
観
念
」
と
 

み
な
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

か
か
る
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
 か
 な
 
"
 痛
 い
 "
 の
発
生
と
 

終
息
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
流
に
形
容
す
る
な
ら
、
「
 

浴
む
 人
間
が
ま
さ
に
（
 分
 

 
 

解
 ）
せ
ん
と
し
、
新
し
き
人
格
が
生
ま
れ
る
べ
き
こ
と
 
を
 示
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
擬
死
 再
生
の
、
い
わ
ば
象
徴
 

割
 と
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
誕
生
を
描
く
視
点
は
、
シ
ャ
ー
 
マ
ン
に
対
す
る
神
秘
的
で
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
印
象
を
増
殖
 さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 ま
 

た
 、
シ
ャ
ー
マ
ン
に
対
す
る
超
越
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
 際
 立
た
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 
"
 痛
 い
 "
 の
体
験
が
即
 、
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
 ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
 
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ミ
ダ
ー
リ
 ィ
 な
る
「
苦
悩
の
犠
牲
 」
を
強
い
ら
れ
た
末
末
 

の
 
「
職
能
者
」
は
、
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
 と
向
 き
 合
い
つ
つ
 成
 巫
へ
の
独
り
立
ち
の
道
を
模
索
し
て
 
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 

か
 。
た
と
え
ば
 祈
禧
 手
法
の
獲
得
の
問
題
が
あ
る
。
 H
 
・
 K
 が
数
珠
や
刀
な
ど
を
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 の
中
で
神
 か
 ら
 渡
さ
れ
た
よ
う
に
、
 

祈
 禧
の
道
具
や
仕
方
を
し
ば
し
ば
神
が
指
示
す
る
と
い
 
わ
れ
る
。
一
例
に
、
「
職
能
者
」
の
 祈
 禧
を
構
成
す
る
 主
要
な
要
素
で
あ
る
。
 
ク
 

イ
ス
 を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
内
容
は
実
際
 
に
 唱
え
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
。
神
に
し
ゃ
べ
ら
 
さ
 れ
て
い
る
か
ら
だ
、
 

と
 

H
.
K
 
は
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
グ
イ
ス
は
神
の
発
 す
 る
 言
葉
で
あ
っ
て
、
「
職
能
者
」
は
そ
れ
を
代
弁
し
て
 い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
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縄
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せ
ら
れ
る
 力
 能
を
身
に
付
け
た
 い
 。
彼
女
は
、
か
ね
が
 ね
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
右
の
舌
口
 
葉
 に
象
 徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
 

巫
 

業
 で
身
を
立
て
る
彼
女
ら
の
歩
み
は
、
「
職
能
者
」
と
 し
て
の
玉
体
的
自
我
を
回
復
し
確
認
し
よ
う
と
す
る
 
欲
 永
に
 、
 大
な
り
小
な
り
 

 
 

支
え
ら
れ
て
き
た
側
面
を
持
つ
。
 S
.
J
 

の
、
自
身
に
 

取
り
付
い
た
 虎
 霊
の
皮
を
剥
ぎ
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
 変
わ
り
た
い
と
の
象
徴
 

的
な
表
現
か
ら
も
、
主
体
性
回
復
へ
の
願
い
が
透
視
で
 
き
よ
う
。
い
わ
ば
 没
個
 的
な
 
"
 神
に
強
い
ら
れ
た
存
在
 "
 か
ら
 
"
 神
に
選
ば
れ
 

カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 か
ら
 祈
薦
 実
践
に
至
る
一
連
の
過
程
が
 神
と
の
葛
藤
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
に
加
え
、
「
職
能
 者
 」
へ
の
道
を
選
ぶ
 

こ
と
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
反
応
し
が
ち
な
周
囲
の
人
び
と
 と
の
葛
藤
が
追
い
討
ち
を
か
け
る
。
 H
.
K
 

の
場
合
は
 

さ
し
ず
め
、
「
職
能
者
」
 

化
を
迫
る
神
と
反
対
す
る
人
と
の
ジ
レ
ン
マ
状
態
に
悩
 
ん
だ
末
、
み
ず
か
ら
の
命
を
絶
と
う
と
し
た
深
刻
な
例
 
と
い
え
る
。
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
職
能
者
」
が
直
面
す
る
葛
藤
を
 一
 
烈
じ
 詰
め
れ
ば
、
結
局
神
の
威
力
を
前
に
し
て
自
己
の
 

"
 
主
体
性
 "
 を
見
出
 

し
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
主
要
な
原
因
の
一
 
つ
が
 存
す
る
 と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 
T
.
S
 

は
述
べ
る
。
「
 

職
 能
者
」
は
苦
し
み
の
中
 

で
カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 を
経
験
し
、
神
の
指
図
に
よ
っ
て
 そ
 れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
拝
み
を
始
め
る
。
 
ハ
ダ
カ
 ュ
一
棟
 世
 Ⅱ
世
の
は
じ
ま
り
）
 

か
ら
歩
み
出
す
人
は
、
ア
ナ
ガ
マ
 
一
 
洞
穴
）
を
拝
ま
な
 

 
 

連
れ
出
さ
れ
る
 人
 。
 だ
 

が
 、
ど
の
場
合
も
「
そ
の
前
に
自
分
は
一
体
ど
う
な
の
 
だ
 」
と
い
う
主
体
が
な
い
、
と
。
彼
女
は
ま
た
 正
 儀
 の
 さ
い
、
不
幸
な
死
を
遂
 

げ
た
人
の
霊
に
か
か
ら
れ
る
と
き
は
と
て
も
苦
し
い
そ
 
ぅ
 だ
。
さ
ら
に
は
、
霊
に
か
か
ら
れ
や
す
い
と
き
と
 
否
 と
が
あ
り
、
自
分
で
も
 

い
っ
そ
う
な
る
か
予
測
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
、
苦
痛
 を
 伴
う
霊
の
瓶
依
を
避
け
、
か
つ
容
易
に
解
け
な
い
 
瓶
 依
 霊
を
自
力
で
退
去
さ
 



2
 
 出
家
の
動
 

こ
の
よ
う
に
み
 

う
し
た
主
体
性
の
 

は
、
右
に
い
う
と
 

て
み
ず
か
ら
の
そ
 

踏
襲
さ
れ
る
こ
と
 

れ
る
傾
向
が
目
に
 

ど
の
経
文
を
唱
え
 

志
で
経
文
を
唱
え
 

本
稿
で
取
り
上
 

き
よ
う
。
そ
こ
に
 

い
る
と
と
も
に
、
 

特
殊
事
情
も
与
っ
 因

 ・
背
景
 

て
く
る
と
、
 祈
薦
 能
力
を
経
験
的
に
高
め
る
こ
と
が
「
 職
能
者
」
と
し
て
の
主
体
性
の
獲
得
を
も
た
ら
し
、
 
ま
 た
そ
 

確
立
が
 、
 伸
や
霊
に
対
す
る
葛
藤
か
ら
彼
ら
を
解
放
さ
 せ
る
道
に
っ
な
が
る
の
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
 
る
の
 

こ
ろ
の
 
"
 
経
験
 "
 の
中
味
で
あ
ろ
う
。
「
職
能
者
」
は
 従
来
、
ほ
か
の
「
職
能
者
」
ら
の
正
儀
を
見
聞
し
参
考
 
に
し
 

れ
の
向
上
を
は
か
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
彼
ら
の
 間
 に
は
、
ほ
ぼ
類
似
し
た
形
式
が
お
の
ず
と
生
み
出
さ
  
 

げ
た
諸
事
例
を
生
む
一
つ
の
背
景
に
、
こ
う
い
っ
た
「
 

付
き
は
じ
め
た
と
聞
く
。
た
と
え
 ぼ
 、
 T
.
S
 
の
話
で
 

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
の
伝
統
的
な
正
儀
の
手
 

る
こ
と
が
 想
依
 霊
を
制
御
す
る
力
を
深
め
る
の
に
役
立
 

る
 例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
彼
女
自
身
 

法
 に
加
え
て
、
他
宗
教
と
り
わ
け
仏
教
の
要
素
が
取
り
 

職
能
者
」
の
仏
教
へ
の
接
近
と
い
う
今
日
的
趨
勢
を
指
 

も
、
 神
に
唱
え
さ
せ
ら
れ
る
グ
イ
ス
で
は
な
く
、
自
分
 

は
 、
比
較
的
若
 い
 年
代
の
「
職
能
者
」
の
間
で
般
若
 心
 

つ
の
で
は
な
い
か
と
、
常
々
思
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
 

経
な
 

捕
で
 

込
ま
 

の
 土
日
収
 

は
 、
情
報
化
の
進
展
に
よ
る
活
字
・
映
像
を
通
し
た
 
仏
 教
 と
の
接
触
機
会
の
増
大
と
い
っ
た
時
流
が
映
し
出
さ
 
れ
て
 

「
十
二
ヵ
所
巡
り
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
職
能
者
」
の
 寺
院
参
拝
の
風
が
近
年
活
況
を
呈
し
て
い
る
な
ど
の
 
当
 地
の
 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
仏
教
が
 祈
禧
 技
能
に
応
 片
 さ
れ
、
心
の
葛
藤
を
癒
す
処
方
義
を
示
し
て
く
れ
る
 
と
し
 

王 て る 

体主 的 休職 「 

自酌 我 白老 能 
が 我 」 

志 が な 

依 支 め 
大 蛇 く     

格 さ る 

な れ 次 
逆 、 の 

に 他 指 
友 佳 摘 
配 的 で 

・ に あ 
帝 Ⅱ 振 ろ っ 御し りま @ 。 

、 わ す 
姥 、 さ な 
要 れ わ 
な ; ち と 
き 。 # 怪 
に 十 験 
居、 分 の 
う に 浅 
よ 惨 い 

う業 にを 「 職 

随 積 能 
意 む 若 
ぼ と 」 

挟 か は 

  
諸ロ うにな むとい 守 （ 垂 

る - う - 干   者 １であ 一 2-1 ま、 ） 
」 実 に 

ろ は よ   
  



ゆ
ね
 、
関
連
資
料
が
門
中
宗
家
に
存
在
す
る
。
 I
.
 
M
 
の
場
合
は
、
生
家
が
玉
城
村
の
真
壁
家
で
、
真
壁
 大
 ア
ム
 シ
ラ
 レ
 の
 末
脊
 で
あ
る
 

 
 

輪
 

と
さ
れ
る
。
 
尚
真
 王
の
治
世
 干
 、
聞
 得
 大
君
を
最
 高
神
女
と
す
る
神
女
組
織
が
整
え
ら
れ
た
。
大
君
の
も
 
と
に
任
ぜ
ら
れ
た
首
里
・
 真
 

・
 儀
 保
の
三
人
の
大
ア
ム
シ
ラ
ン
が
、
各
地
の
 
ソ
 
ロ
の
管
掌
に
当
た
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
 真
壁
 大
 ア
ム
シ
ラ
 レ
 が
先
祖
 

 
 

 
 

Ⅰ
だ
と
の
伝
承
が
生
家
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
 
1
 
・
 M
 
が
二
歳
の
と
き
 父
 、
四
歳
の
と
き
母
が
ブ
ラ
ジ
ル
 に
 移
住
し
、
ほ
と
ん
ど
両
親
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

%
 
 
の
 記
憶
が
な
れ
ま
ま
祖
母
の
手
で
育
て
ら
れ
、
 
一
 0
 
歳
で
東
京
の
見
ず
知
ら
ず
の
家
へ
働
き
に
出
さ
れ
る
 
と
い
っ
た
辛
苦
の
人
生
を
下
 

 
 

 
 

 
 

 
 

哺
 

支
え
し
て
き
た
も
の
が
、
神
女
た
る
先
祖
の
霊
力
 

に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
。
 以
 上
 の
 例
 と
比
べ
 H
.
K
 

の
 ケ
 

 
 

@
@
 
 

目
引
救
っ
て
き
た
か
り
だ
と
五
町
 

S
@
@
 

曲
目
 

る
 。
 

・
 J
 の
先
祖
は
や
 は
り
第
二
尚
氏
の
尚
 真
 王
の
在
位
時
に
渡
 琉
 し
た
大
和
 0
%
 芸
口
僧
 
で
あ
る
と
伝
え
 ろ
 

て 4 大 た 皇 
い の な 。 室 

る A る し に 
と ・ が た 関 
聞 K ゆ が 係 
く の え っ し 

。 場 に て た 

彼 白 面 系 夢 
支 は 人 国 を 
了び @@ @ に な よ 

  

  
謝 が い が ぜ 

  
な に で せ し 
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人 か 事 威 さ 

な っ 例 絶 れ 

  し に て 

にこ とのいあ てもも 、 
れ よ な る こ 

@   う い と こ 

、 な け お で 

彼 女貞、 観れりの ど、 諸 
ら か 、   

る 

最 し へ 

支 き す 
配 、 よ   
孫 特 約 

予 報 

  
の こ い た 
系 よ る と と   ほ けれなる く S ， 被 
と お ば ら か 

い よ な 自     
き め い ず T 
た A  。 し ・ 

現   も S 
在 K 

        
0 を 舌ロロ明 の 



放
 か
。
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
お
そ
ら
 
く
い
く
つ
か
の
理
由
が
複
合
的
に
作
用
し
て
い
る
も
の
 
と
 思
わ
れ
る
。
そ
の
 
一
 

っ
に
 、
吉
野
・
金
峰
山
寺
は
歴
代
皇
族
の
厚
 
い
 崇
拝
、
 外
 護
を
受
け
た
寺
院
で
あ
る
と
の
認
識
が
「
職
能
者
」
 
の
間
に
少
な
か
ら
ず
 み
 

ら
れ
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
際
、
聖
武
天
皇
・
宇
多
 
法
皇
 ら
 多
く
の
 自
 王
族
に
よ
る
尊
崇
、
寄
進
が
な
さ
れ
て
 お
り
、
臨
済
・
 宣
芸
目
 
な
 

 
 

規
模
の
信
者
組
織
も
で
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
 
よ
そ
に
、
「
職
能
者
」
の
出
家
が
金
峰
山
修
験
 本
 宗
に
 集
中
し
て
い
る
の
は
 何
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
各
別
と
も
先
祖
や
守
護
神
が
琉
球
王
 国
の
王
族
な
い
し
は
そ
れ
に
仕
え
た
神
女
・
僧
侶
で
あ
 
る
と
の
認
識
を
共
有
 

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
「
個
人
、
家
族
の
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
先
祖
と
の
か
か
わ
り
で
求
め
て
 
い
こ
う
と
し
た
場
合
に
 、
 

 
 

琉
球
王
国
に
基
点
を
求
め
る
志
向
は
沖
縄
社
会
に
お
い
 
て
は
有
効
に
作
用
し
う
る
」
と
幸
木
 貢
 氏
は
述
べ
て
い
 る
が
、
本
事
例
は
 、
こ
 

 
 

そ
の
さ
い
、
当
時
の
仏
教
が
国
家
鎮
護
の
役
割
を
担
 
う
 形
で
王
朝
と
密
接
に
結
 

び
つ
い
た
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
王
朝
に
連
 
な
る
系
譜
意
識
を
持
つ
彼
ら
が
、
宗
教
者
と
し
て
自
己
 
の
 主
体
性
を
確
立
す
る
 

た
め
の
方
途
を
 
"
 
仏
教
の
側
に
立
つ
 "
 こ
と
に
求
め
た
 経
緯
に
は
、
そ
れ
な
り
の
蓋
然
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
 
子
 解
さ
れ
よ
う
。
か
く
て
 

彼
ら
は
、
自
己
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
拠
り
所
 
を
 先
祖
に
措
定
し
、
そ
の
姿
を
み
ず
か
ら
僧
侶
化
す
る
 
中
に
投
影
し
、
か
つ
 学
 

ん
だ
仏
教
的
知
見
を
祈
 薦
 技
能
や
心
の
修
養
に
活
か
し
 つ
つ
、
旧
来
の
「
職
能
者
」
の
枠
か
ら
の
脱
皮
を
は
か
 
っ
 た
と
み
な
し
う
る
。
 

と
は
い
え
、
た
と
い
僧
侶
を
志
す
に
せ
よ
、
沖
縄
に
は
 臨
済
・
 真
 舌
口
南
宗
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
諸
宗
が
既
に
 も
た
ら
さ
れ
、
活
動
 

し
て
い
る
。
殊
に
臨
済
宗
の
「
十
二
ヵ
所
巡
り
」
を
 
構
 成
す
る
寺
院
の
中
に
は
、
「
職
能
者
」
を
主
た
る
成
員
 
と
し
た
 二
 0
0
 人
 程
の
 

た 琉 l 
。 球 ス 

開 は 
闘 や 
神 や 
話 趣 
め る 
主 異 
大 に 
公 し ア 
7 元 
ミ 祖 
キ と 

ョ の 
で っ な 
がり 祭壇 

に よ   も 
ア 守 

も毛 マ 岐神 Ⅱ .. 
キ の 
ヨ 土 ， 弓 ロ、 

  ;Cr> 
、 ン で 

ネ ( ム 
リ 教 
キ と 
ョ の 接 
天 魚 
帝 を 

予 見 出 
大 し 
孫 た 
氏 と   
図 え 

像 る 
が   

倒 そ 

  
れ 護 
て ネ中   
  



   
 

 
 

 
 

 
 縄

 

 
   一 マン的職能 

い
を
み
せ
る
。
 
T
.
S
 

は
出
家
し
て
み
て
、
シ
ュ
ウ
 ケ
 ン
 
（
修
験
 -
 を
活
動
の
前
面
に
押
し
出
す
の
は
難
し
い
 と
 改
め
て
実
感
し
た
と
 

語
る
。
か
り
に
そ
れ
を
通
す
な
ら
、
依
頼
者
は
離
れ
て
 
い
く
だ
ろ
う
し
、
「
職
能
者
」
社
会
で
も
 ク
チ
 ナ
ン
（
 遊
離
）
の
的
に
さ
れ
、
 

 
 

な
お
の
こ
と
異
端
視
さ
れ
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 当
 地
 で
は
、
仏
教
は
 ュ
ス
ガ
ミ
 
（
地
神
）
な
の
で
あ
り
、
 
お
よ
そ
 人
 び
と
は
、
 

土
 

 
 
 
 

 
 

 
 

宥
め
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
で
病
・
 災
 囚
を
捉
え
る
視
点
 を
 失
っ
て
い
な
い
。
た
め
に
、
「
粟
粒
も
米
粒
も
割
っ
 て
 食
べ
る
程
の
人
間
に
 

 
 

な
り
な
さ
い
」
と
、
心
豊
か
で
物
を
大
切
に
す
る
生
き
 万
を
教
え
て
く
れ
た
母
の
影
響
を
多
分
に
受
け
た
彼
女
 
は
、
カ
ミ
グ
 ト
ゥ
 の
 依
 
2
 

北
 

わ
ち
僧
侶
た
る
自
己
を
積
極
的
に
打
ち
出
す
か
 否
 か
の
違
 い
 だ
。
次
に
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
  
 

 
 

Ⅰ
曲
 

目
 

和
 

ま
ず
 T
.
S
 
や
妹
の
 A
.
K
 
に
関
し
て
は
、
 
出
 案
 は
し
た
も
の
の
、
「
職
能
者
」
の
立
場
を
脱
し
僧
侶
 に
な
り
き
る
こ
と
に
た
め
ら
 

た と に 投 い し ど 
現 以 3 当 射 影 と た 他 

弛 し さ い 認 宗 
め て れ ぅ 識 派 

花上 役 、 の出 よ 家 ウ進て 理のと 
ら ラ イ愛 タ ん ぃ 自 発 て 
は な の キ で る で 信 皇 
い 重り 姿 巡 門 で 吉 源 族 
か 儀 勢 り 戸 あ 野 は 関 な と な ろ 山 心 通 
る 背 は 開 う な ず の 
浩 貴 一 放 こ め し 由 
勤 め 種 し と ざ も 緒 
姿 も 通 、 は し 定 を 
勢 と じ 受 、 た か 持 
な で る け 想 と で つ 

0 皿 像 語 な も   の と に っ い の 

て 首邑 が な 難 て が の 

ぃ 者 あ っ く い 
  

る 」     
だ 中 の た 。 
が か 

ら 

そ 出 
れ 案 
は 者 
お が   
お 生 
か ま 

ぬ れ にお 癩者た有して い 沖縄へ えた大 一 した 

一 一 六 ， " 
っ わ     
方 で 

向 あ 
ほ ろ   分 
岐 で 
し は 流布 駈け目され が 奥 T は、 末商と M など 

て 実 よ 條 「 す は し 
い ロ 祭   て 
る @ こ   
雛 僧 お 老 友 族 た 
が 侶 け 」 の と 模 
あ の る の 系 ゆ 様 
る 資 
  格 。 楊家憲 @@ に 雲田 譜か り ナハ 

す る 
な 桁尋 巡 拝願が 忠誠がこ 深 う 



頼
 者
に
対
し
て
も
仏
教
の
教
え
を
説
い
て
教
化
し
た
 
い
 気
持
ち
は
強
い
が
、
そ
う
し
た
ら
人
は
か
え
っ
て
遠
の
 
い
て
し
ま
う
と
の
懸
念
 

を
 払
拭
で
き
ず
に
い
る
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
は
あ
る
 
が
 、
し
か
し
彼
女
ら
に
と
っ
て
経
文
は
、
も
は
や
欠
か
 
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
 

い
る
。
 祈
薦
 で
は
グ
イ
ス
 と
 経
文
を
併
用
し
、
墓
拝
み
 の
さ
い
は
経
文
を
中
心
に
読
ん
で
い
ろ
。
ま
た
、
彼
女
 
ら
 自
身
不
安
や
心
の
迷
 

い
を
抱
い
た
と
き
は
、
読
経
し
て
静
め
る
そ
う
だ
。
 こ
 の
よ
う
に
彼
女
ら
は
、
仏
教
を
あ
く
ま
で
 祈
薦
 の
お
よ
 び
 自
分
の
精
神
修
養
の
 

手
段
と
し
て
位
置
づ
け
、
僧
侶
の
立
場
を
対
人
的
・
 
対
 社
会
的
に
進
ん
で
表
明
す
る
こ
と
を
む
し
ろ
抑
え
て
 
い
る
印
象
を
受
け
る
。
 

A
.
K
 
 （
事
例
と
の
場
合
も
似
た
よ
う
な
姿
勢
が
認
 
め
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
出
家
し
て
仏
教
を
学
ん
だ
結
果
 
、
依
頼
者
へ
の
応
対
・
 

説
明
の
内
容
が
直
屋
 
吊
 に
な
っ
た
の
は
確
か
だ
け
れ
ど
、
 あ
え
て
僧
侶
の
看
板
を
掲
げ
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
 
。
同
じ
消
極
的
な
姿
勢
 

で
も
、
 H
.
K
 は
状
況
が
異
な
る
。
た
と
い
仏
教
を
学
 び
 修
行
を
し
て
も
、
沖
縄
の
習
慣
で
人
を
導
く
の
が
 
務
 め
と
、
守
護
神
か
ら
 釘
 

な
 さ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
目
下
、
祈
 
薦
に
 仏
教
で
 学
ん
だ
手
法
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
そ
う
だ
。
強
い
 
て
 使
 う
と
 
"
 
崇
 り
が
 来
 

る
 "
 た
め
と
い
う
。
儀
礼
の
場
に
蛇
や
鼠
が
現
れ
、
 
邪
 魔
 を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
守
護
神
の
変
化
し
た
 
姿
 で
あ
る
と
彼
は
み
な
 

す
 。
つ
ま
り
、
約
束
を
破
っ
た
こ
と
へ
の
 
"
 
神
が
下
し
 た
罰
 "
 だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
仏
教
 在
 -
"
 
生
き
て
い
る
人
間
の
 

精
神
的
な
慰
め
 "
 と
し
て
活
か
す
方
法
を
探
っ
て
い
る
 。
当
面
、
仏
典
・
教
本
を
通
し
て
仏
教
の
知
識
を
学
び
 
、
そ
れ
を
 祈
禧
 の
あ
と
 

依
頼
者
に
説
明
す
る
そ
の
仕
方
 に
 応
用
し
た
い
と
述
べ
 る
 。
 

右
 は
い
ず
れ
も
、
僧
侶
の
立
場
を
外
へ
向
け
て
強
調
す
 
る
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
取
る
例
で
あ
る
。
そ
の
一
方
 
で
、
僧
侶
た
る
自
己
 

を
 積
極
的
に
王
 張
 す
る
の
が
、
 S
.
J
 
や
 I
.
M
 
と
ぃ
 え
る
。
 S
.
J
 
は
、
本
山
か
ら
派
遣
さ
れ
た
布
教
師
を
 も
っ
て
任
じ
て
い
る
。
 

筆
者
に
対
し
て
も
、
最
初
に
挨
拶
を
交
わ
し
た
と
き
、
 
自
発
的
に
身
分
証
を
提
示
し
た
の
が
印
象
深
か
っ
た
。
 
僧
侶
へ
の
道
は
要
言
 僧
 

で
あ
っ
た
先
祖
の
導
き
で
あ
り
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
 
使
命
だ
と
の
信
念
が
言
葉
の
端
々
に
う
か
が
え
た
。
 
た
だ
、
そ
れ
ゆ
え
に
 ま
   



る シャ 

  
沖
縄
 

L
@
 

み
 キ
 
土
 

。
 

 
 

一 マン 

司 @  , 已 、 」 と 

は す れ に 
守 べ を ，慎 

  
捉 れ る と 

え る か 、 

万 点、 は 僧 
に を 、 侶 
将 一 新 と 

傲 っ た し 

古句 f 旨 な て 
な 嫡 妻 の 
差 し 例 活 
異 て を 動 
が お 加 を 

見きえ積 出た 、 極 
せ い 全 的 
る 。 後 に 

推進 点で それ の推 

あ は 移 し 

る 、 を よ 

。 披 見 う 

つ ら 守 と 

ま の り す 
り 出 つ る 
" 家 つ 意 

各 志 検 欲 
倒 句 討 を 

と を し キ寺 

も 促 て つ 
王 し い 人 
統 た か た 
と 大 ね ち 
の き ば の 
関 な な 対 照拘 連で 動因 らな 

先 と い な 
粗 目 が 二 
な さ 、 タ 

認 れ こ イ 

識 る こ プ 
す 先 で で   
こ 一 留 。 

  

 
 ㍼

論
じ
て
き
た
と
お
り
、
 
各
 例
の
出
家
後
の
姿
勢
 に
は
、
あ
ら
ま
し
二
つ
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
僧
侶
の
 立
場
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
 

 
 

靴
 
に
至
っ
て
い
な
い
沖
縄
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
県
外
も
 

視
野
に
い
れ
よ
う
と
い
う
発
想
だ
。
具
体
的
に
は
大
阪
 

に
 進
出
し
、
そ
こ
に
新
奇
 
を
 

 
 

ゆ
 
建
て
る
べ
く
、
そ
の
資
金
づ
く
り
の
意
味
も
あ
っ
 

て
 福
祉
事
業
を
始
め
た
と
聞
い
て
い
る
。
 

の め は た ず る す を 徒 た 
、
宣
喜
国
宗
と
の
関
係
も
絶
ち
が
た
い
と
す
る
意
識
の
揺
 ら
ぎ
が
窺
知
で
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
彼
は
那
覇
の
 
一
頁
 
宜
 =
 
国
宗
寺
院
の
信
 

会
 世
話
役
を
つ
と
め
て
い
る
し
、
四
国
八
十
八
ヵ
所
の
 巡
拝
も
昭
和
六
一
年
に
二
 0
 日
間
か
け
て
達
成
し
た
。
 こ
の
辺
に
、
 真
 舌
口
 
宗
 

め
ぐ
る
彼
の
微
妙
な
心
情
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
 
に
 思
う
。
彼
が
今
最
も
実
行
し
た
い
の
は
、
こ
れ
か
ら
 
は
心
 重
視
の
時
代
と
 

べ
く
若
者
を
教
導
す
る
こ
と
だ
と
話
す
。
現
実
は
し
か
 し
 、
根
強
い
伝
統
を
持
つ
「
職
能
者
」
と
既
に
あ
る
 
程
 痩
地
歩
を
築
い
て
い
 

既
成
仏
教
者
の
は
ざ
ま
で
 
"
 
行
力
を
積
ん
で
も
そ
れ
を
 娑
婆
で
活
か
せ
な
い
 "
 状
況
に
あ
る
。
教
化
へ
の
思
い
 を
う
ま
く
実
践
で
き
 

、
葬
祭
業
者
を
介
し
た
葬
儀
依
頼
が
い
や
増
し
て
き
て
 
い
る
の
が
現
状
だ
が
、
そ
れ
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
 昔
 心
 
欲
は
強
く
感
じ
ら
れ
 

・
 M
 も
僧
侶
活
動
を
果
敢
に
展
開
し
て
い
る
一
人
 
で
あ
り
、
名
刺
に
も
「
金
峰
山
修
験
本
案
住
職
」
と
 
調
 っ
て
い
る
。
彼
女
 

自
己
の
霊
力
す
な
わ
ち
 セ
ジ
 の
源
泉
を
 、
大
 ア
ム
シ
ラ
 レ
 な
る
王
権
鎮
護
の
祈
り
を
司
る
中
核
プ
リ
ー
ス
ト
で
 
あ
っ
た
先
祖
に
 求
 

る
 。
か
か
る
素
地
よ
り
、
「
職
能
者
」
か
ら
脱
皮
し
よ
 ，
 
つ
 と
の
意
志
が
発
露
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
寺
 院
を
建
立
し
、
二
人
 

息
子
を
後
継
者
に
据
え
、
依
頼
者
の
信
者
化
を
は
か
っ
 
て
い
き
た
い
模
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
仏
教
が
 未
だ
広
く
浸
透
す
る
 



以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
お
 ょ
そ
二
 0
 年
来
沖
縄
で
み
ら
れ
 る
よ
う
に
な
っ
た
「
職
能
者
」
の
僧
侶
化
を
め
ぐ
り
、
 
若
干
の
事
例
考
察
を
 

試
み
た
。
 入
 巫
か
ら
出
家
、
そ
し
て
現
状
と
彼
ら
の
 宗
 教
 体
験
を
傭
 轍
 す
る
中
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
仏
教
を
学
 び
 僧
侶
と
化
す
こ
と
の
 

持
つ
意
味
を
探
っ
て
み
た
。
最
後
に
論
点
を
整
理
し
 
、
 小
論
の
結
び
と
し
た
い
。
 

（
 
1
 一
 
「
職
能
者
」
が
シ
ャ
ー
マ
ン
化
の
過
程
で
蒙
る
 イ
 ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
体
験
に
 カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 が
 め
 る
 。
幻
覚
を
伴
う
心
 

身
 異
常
の
発
現
で
あ
る
。
未
来
の
「
職
能
者
」
は
 
、
こ
 の
 精
神
 苦
 ・
身
体
苦
を
不
如
意
に
体
験
さ
せ
ら
れ
た
の
 ち
 、
シ
ャ
ー
マ
ン
 

へ
と
歩
み
出
す
。
 

（
 
2
 ）
し
か
し
「
職
能
者
」
は
、
カ
ミ
ダ
ー
リ
 
ィ
 の
 終
 息
 後
も
な
お
、
さ
ま
ざ
ま
な
 苦
 ・
葛
藤
 

伸
が
へ
ゲ
 モ
ニ
ー
を
握
り
、
 猿
 

依
霊
に
翻
王
ガ
 
さ
れ
る
 正
 儀
。
依
頼
者
を
納
得
さ
せ
信
任
 を
 得
る
こ
と
の
困
難
さ
。
そ
れ
ら
が
結
果
す
る
「
職
能
 
者
 」
自
身
の
 、
 
心
の
 

迷
い
等
々
と
向
き
合
い
、
克
服
す
る
道
を
探
り
つ
つ
、
 
独
り
立
ち
し
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。
 

（
 
3
 ）
こ
う
し
た
 苦
 ・
葛
藤
を
克
服
す
る
営
為
は
結
局
 

一
方
で
神
や
 霊
と
 他
方
で
依
頼
者
な
ど
の
人
と
相
対
 す
る
「
職
能
者
」
 自
 

息
め
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
営
為
に
ほ
か
な
 ら
な
い
。
 

五
 
お
わ
り
に
 

ろ
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
積
極
派
は
 、
 
王
に
仕
え
 た
 神
女
・
僧
侶
な
ど
の
プ
リ
ー
ス
ト
Ⅱ
先
祖
と
い
う
 
明
 確
な
 先
祖
観
を
有
す
る
 

 
  

 

の
に
対
し
、
慎
重
派
の
場
合
、
王
と
の
漠
然
と
し
た
つ
 
な
が
り
で
し
か
先
祖
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
な
い
。
 た
 だ
し
 H
.
K
 

も
慎
重
派
 

 
 
 
 
 
 
 
 

だ
が
、
そ
こ
に
は
守
護
神
ア
マ
ミ
キ
 ヨ
 
の
意
志
が
働
い
 
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
の
 
主
要
な
拠
り
所
で
あ
る
 

先
祖
 観
が
 呈
す
る
こ
の
よ
う
な
 ズ
レ
 が
、
あ
る
い
は
、
 
僧
侶
と
し
て
の
姿
勢
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
 
も
し
れ
な
い
。
 



中綬にみ 

る
の
か
、
さ
ら
に
事
例
を
加
え
、
先
祖
 観
 の
よ
り
子
細
 な
 吟
味
な
ど
も
行
う
中
で
、
そ
の
要
因
を
探
究
し
た
い
 
と
 考
え
て
い
る
 "
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「
職
能
者
」
と
僧
侶
の
境
界
領
域
か
ら
積
極
的
に
離
れ
 よ
 う
 と
は
し
な
い
人
に
二
分
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
 
の
 違
い
は
何
に
 因
 

 
 

 
 

 
 

マン 

（
 
8
 ）
だ
が
、
僧
籍
に
入
っ
た
彼
ら
の
現
実
は
一
様
で
 

な
い
。
僧
侶
と
し
て
の
活
動
を
前
向
き
に
推
し
進
め
 
よ
う
 と
す
る
人
と
、
 

的 職能者の僧侶 イヒ 

知 り 球 
識 、 王 

と こ 国 
憎 う の 
但 し 王 
の た 統 
資 系 に 
格 譜 直 
を 意 接 
弁 識 間 
し が 接 
て 彼 に 
見 ら 連 
出 の な 
そ プ る     
す ス ラ 

るト意 「忠誠 
職 向 で 

台目 を あ 
者 促 る     
の た 当 
出 も 地 
現 の の 
で と 仏 
あ 忠 致 
る わ が 

。 れ 九 
る 来 
  王 

宗 権 
教 鎮 
看 護   
る 役 
自 害 U 

己 な 

の ま 旦 
王 つ 

体 て 
，性 き 

を た   
ィム と 

教 も 

の 与 

（
 
4
 ）
換
 言
ロ
 
す
れ
ば
そ
れ
は
、
自
己
の
：
三
体
性
。
を
 回
復
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
シ
ャ
ー
 
マ
 ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 技
 

能
を
高
め
正
儀
の
主
導
権
を
神
や
霊
か
ら
奪
取
し
 
、
依
 頼
 考
へ
の
説
明
力
を
深
め
、
み
ず
か
ら
の
心
的
葛
藤
を
 
静
め
る
こ
と
が
 要
 

請
 さ
れ
よ
 う
 。
 

（
 
5
 ）
「
職
能
者
」
は
か
く
て
、
神
に
選
ば
れ
た
と
い
，
 っ
 自
覚
と
、
人
を
救
っ
て
い
る
と
い
う
自
信
を
獲
得
す
 
る
に
至
る
。
「
職
能
 

者
 」
の
軌
跡
は
、
刻
苦
の
末
に
自
己
の
主
体
性
を
見
出
 
し
て
い
く
、
い
う
な
れ
ば
自
分
探
し
の
足
跡
な
の
で
あ
 
る
 。
 

（
 
6
 ）
そ
の
た
め
に
「
職
能
者
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
 
を
は
か
る
と
思
わ
れ
る
が
、
近
来
の
傾
向
と
し
て
、
 
彼
 ら
の
仏
教
志
向
が
日
 

に
 付
い
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
 
発
 達
 に
よ
っ
て
仏
教
関
連
の
情
報
と
接
触
・
摂
取
す
る
 機
 会
 が
増
え
た
こ
と
 

や
 彼
ら
の
間
で
寺
院
参
拝
が
一
種
慣
例
化
し
っ
 
っ
 あ
る
 事
実
が
、
背
景
に
あ
ろ
う
。
 

（
 
7
 ）
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
近
年
、
「
職
能
者
」
の
中
 
に
 金
峰
山
修
験
 本
 宗
の
僧
侶
資
格
を
取
得
す
る
例
が
 
出
て
き
た
。
彼
ら
が
 

「
職
能
者
」
の
枠
に
留
ま
ら
ず
出
家
を
志
向
す
る
裏
に
 は
 、
特
徴
的
な
系
譜
意
識
が
伏
在
す
る
。
す
な
 
む
 ち
 、
 彼
ら
の
先
祖
が
 琉
 



（
 
2
 一
 
藤
井
正
雄
「
仏
教
に
つ
い
て
二
九
学
会
連
合
沖
縄
調
査
委
 員 会
編
「
沖
縄
 ｜
 自
然
・
文
化
・
 
社
ム
至
 弘
文
室
、
一
九
セ
 六
 年
 一
、
名
主
芳
草
「
沖
縄
㎝
  

 

仏
教
皮
ヒ
護
国
寺
、
一
九
六
八
年
、
な
ど
を
参
照
。
 

-
3
@
 
 
「
発
刊
に
 ょ
 せ
て
 目
 沖
縄
県
仏
教
会
編
「
れ
ん
げ
」
沖
縄
 県
 仏
教
会
、
一
九
九
①
 年
 Ⅱ
本
書
は
、
沖
縄
県
仏
教
会
が
文
書
 伝
道
の
一
環
と
し
て
発
行
 

し
て
い
る
「
れ
ん
げ
」
 

一
｜
三
 ①
号
を
ま
と
め
て
冊
子
化
し
た
も
 の
で
あ
る
。
中
堅
・
若
手
僧
侶
が
中
心
と
な
っ
て
、
文
書
作
り
 
な
 行
っ
て
い
る
。
 
な
 

お
 、
同
会
は
ほ
か
に
、
「
般
若
の
会
」
と
称
す
る
喫
茶
説
法
の
会
 

を
 組
織
し
、
那
覇
市
内
の
デ
パ
ー
ト
を
拠
点
に
活
動
を
展
開
し
て
 いる
。
 

一
 
4
 ）
「
十
二
ヵ
所
巡
り
」
に
関
し
て
は
、
 

稲
福
 み
き
 子
 
「
「
首
里
 
十
二
ヵ
所
巡
り
」
に
み
ら
れ
る
宗
教
の
重
層
構
造
」
 

宰
 「
復
帰
 二
 0
 年
 
・
沖
縄
の
政
治
・
 社
 

会
 変
動
と
文
化
変
容
」
報
告
書
穴
一
九
九
五
年
一
を
参
照
。
「
 
職
 能
者
」
の
寺
院
参
拝
は
「
十
二
ヵ
所
巡
り
」
以
外
に
も
み
ら
れ
 
る
 。
そ
れ
に
対
す
る
 

寺
院
側
の
対
応
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
が
、
近
年
は
 
、
ネ
 ガ
テ
ィ
フ
な
姿
勢
を
示
す
例
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
 

そ
 の
 理
由
を
、
た
と
え
 

ば
 日
蓮
正
宗
の
 
一
 寺
院
は
、
境
内
で
 ウ
チ
カ
ビ
 
（
紙
銭
）
を
燃
や
 す
 
「
職
能
者
」
が
多
い
の
で
防
災
の
た
め
と
し
て
い
る
。
 

一
 
5
-
 
金
峰
山
傍
 韻
本
 宗
の
僧
侶
分
布
に
つ
い
て
は
、
島
村
木
 則
 氏
 よ
り
貴
重
な
情
報
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
 

一
 
6
-
 
佐
々
木
 宏
幹
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
し
中
央
公
論
社
、
一
九
 

八
 0
 午
 、
九
九
頁
。
 

一
 
7
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
沖
縄
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
 し
 弘
文
覚
、
一
九
 
セ
三
年
、
二
二
セ
 頁
 。
 

（
 
9
 一
 
桜
井
徳
太
郎
、
前
掲
 書
 、
二
二
 0
 頁
 。
 

@
-
 

佐
々
木
 宏
幹
 
「
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
類
字
 
ヒ
 弘
文
室
、
 
一
九
八
四
年
、
二
三
 
0
 頁
 。
 

（
 り
 
ミ
ル
チ
 ャ
 ・
エ
リ
ア
ー
デ
一
風
間
敏
夫
 
訳
一
副
王
と
 裕
し
 法
 政
 大
字
出
版
局
、
一
九
六
九
年
、
一
八
六
頁
。
 

五
一
「
職
能
者
」
の
中
に
は
定
形
的
な
呪
文
を
使
用
す
る
場
合
 も
あ
る
。
事
例
 4
 の
 A
.
K
 
を
例
に
と
れ
ば
、
 
治
病
 儀
礼
の
さ
い
 
、
症
状
に
応
じ
た
一
定
 

の
 呪
文
を
唱
え
る
こ
と
も
あ
る
。
腫
れ
物
な
ど
は
大
概
こ
れ
を
用
 
い
る
。
た
と
え
ば
、
タ
ン
ガ
サ
 

-
 
炭
火
を
入
れ
た
よ
う
に
 執
く
 な
る
腫
れ
物
一
に
対
 

し
て
は
次
の
呪
文
を
唱
え
る
。
「
イ
リ
ノ
タ
ン
ガ
サ
リ
ア
 ガ
リ
 ノ
 タ
ン
ガ
サ
リ
イ
チ
 チ
ガ
ク
ウ
 

ナ
ナ
チ
 
ガ
ク
ゥ
ワ
ガ
ク
 チ
ハ
オ
 
ニ
カ
ト
ゥ
ラ
 

カ
ア
 カ
チ
ュ
ウ
ト
ウ
バ
サ
ン
シ
ル
チ
ュ
ウ
ト
ウ
バ
サ
ン
 

ナ
 ム
ホ
 ウ
ソ
ウ
ナ
 ム
 カ
ン
ヌ
ン
」
。
 

う
一
大
橋
英
寿
「
沖
縄
に
お
け
る
の
 寸
 ヨ
銭
（
 
ユ
 タ
）
の
生
態
 
と
 機
能
」
三
東
北
大
学
文
宇
部
研
究
年
報
」
第
二
八
号
、
東
北
大
 
学
 文
学
部
、
一
九
セ
 八
 

年
 -
 二
三
二
頁
。
 

茄
 ）
幸
木
 貢
 
「
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
 

｜
 沖
縄
 社
会
・
在
日
コ
リ
ア
ン
社
会
と
の
比
較
」
一
孝
本
地
「
日
本
に
お
け
 

る
 民
衆
と
宗
教
 ヒ
 雄
山
 

閣
 、
一
九
九
四
年
一
二
 
-
 
八
一
頁
。
 

一
リ
 ）
 
T
.
S
 
は
以
前
、
こ
の
信
者
組
織
の
役
員
を
し
て
い
た
と
 い
，
っ
 

;
 王
 

 
 

 
  

 

@
-
 

小
著
「
所
信
儀
礼
の
世
界
」
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
、
 

四
五
１
人
①
 
頁
 。
 



は
じ
め
に
 

 
 

現
代
沖
縄
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
持
続
と
変
容
は
 
、
様
 々
 な
 観
点
か
ら
論
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
 
一
 九
九
 0
 
年
代
以
降
に
 

 
 

 
 
 
 

一
 
l
-
 

活
発
化
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
は
、
こ
の
間
 
題
を
考
察
す
る
有
力
な
素
材
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 
本
 稿
 で
は
、
こ
の
運
動
を
 

 
 

「
民
俗
，
民
衆
宗
教
」
研
究
の
視
角
に
位
置
づ
け
、
 

時
 代
 と
地
域
に
対
応
し
た
意
味
世
界
を
構
築
す
る
人
々
の
 め
 示
教
的
営
為
に
着
目
す
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
一
九
九
 0
 年
代
の
沖
縄
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 却
 
主
震
運
動
の
活
発
な
展
開
が
見
ら
れ
る
。
本
土
に
比
べ
て
沖
縄
で
 

聖
霊
運
動
が
受
容
さ
れ
 

や
す
い
背
景
と
し
て
は
、
超
教
派
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
と
い
 
う
 組
織
面
の
特
性
と
と
も
に
、
ユ
タ
・
カ
ミ
ン
チ
ュ
な
ど
の
 
在
 来
の
宗
教
者
に
担
わ
 

れ
て
き
た
観
念
や
実
践
と
の
関
連
が
圧
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
 

こ
の
運
動
を
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
研
究
の
視
角
に
位
置
づ
け
、
 

人
々
が
宗
教
的
意
 

味
 世
界
を
構
築
す
る
営
為
を
、
実
地
調
査
の
事
例
に
即
し
て
考
察
 す
る
。
こ
の
種
の
研
究
で
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
「
キ
リ
ス
ト
 
教
 」
 対
 
「
シ
 ャ
，
マ
 

ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
項
モ
デ
ル
を
排
し
、
在
来
の
宗
教
者
た
ち
に
 

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
意
味
世
界
を
支
え
る
表
象
様
態
 
に
 着
目
す
る
。
 
作
 

業
 仮
説
的
な
枠
組
み
と
し
て
「
人
の
霊
性
」
「
場
所
の
霊
性
」
「
 

系
譜
の
霊
性
」
を
提
示
し
、
聖
霊
運
動
の
当
事
者
た
ち
が
切
実
 な
 
「
救
済
」
や
「
 癒
 

し
 」
を
求
め
て
展
開
す
る
実
践
の
具
体
相
を
、
こ
れ
ら
の
表
象
 
様
 態
と
の
関
連
で
紹
介
し
つ
つ
、
個
々
の
表
象
様
態
の
細
部
に
お
 
け
る
持
続
と
変
容
を
 

検
討
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 沖
縄
の
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
聖
霊
運
動
 
民
俗
・
民
衆
宗
教
、
救
済
、
癒
し
 

池
上
長
 正
 

現
代
沖
縄
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
 運
動
の
展
開
 



「 呉 床 題 践 
伝 道 世 と が 
統 性 界 な     

に な る 彼 
の も 構 。 ら 

  
で で 様   
表 

  
盤 な き 活 こ 

  
を な 態 毅 一 
発 の と 的 の 
見 は の 意 課 
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握
に
 向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
た
ち
に
 
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
し
て
認
知
さ
れ
た
経
典
的
 
・
制
度
的
な
理
念
や
実
 

る
 。
 

 
 

二
 0
 世
紀
後
半
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
「
聖
霊
派
」
の
 
ム
ロ
頭
は
、
世
界
的
に
江
目
さ
れ
る
現
象
と
な
っ
て
い
る
 が
 、
非
西
欧
社
会
に
 

お
け
る
そ
の
受
容
・
定
着
に
焦
点
を
 ム
ロ
 
わ
せ
た
従
来
の
 研
究
で
は
、
外
来
宗
教
と
し
て
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
と
 
、
土
着
の
「
シ
ヤ
ー
 マ
 

ニ
ズ
ム
」
と
の
 複
 ム
ロ
・
葛
藤
と
い
う
二
項
モ
デ
ル
が
 
、
 広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
モ
デ
ル
に
は
一
定
の
意
 
義
 が
認
め
ら
れ
る
と
 同
 

時
に
、
い
く
つ
か
の
方
法
論
的
難
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
 
た
と
え
ば
、
宗
教
現
象
を
心
理
主
義
的
に
解
釈
す
る
 
傾
 向
 、
 複
 ム
ロ
的
な
民
俗
事
 

家
 が
一
元
的
に
把
握
さ
れ
る
危
険
性
、
そ
し
て
何
よ
り
 
も
、
 「
キ
リ
ス
ト
教
」
や
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を
あ
 た
か
も
完
結
し
た
本
質
 

的
 実
体
と
見
な
す
こ
と
の
弊
害
、
な
ど
で
あ
る
。
両
者
 
が
 本
質
的
実
体
と
し
て
無
批
判
に
対
置
さ
れ
る
と
き
、
 
「
聖
霊
派
は
シ
ャ
ー
 マ
 

ニ
ズ
ム
に
す
ぎ
な
い
の
か
」
「
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
 こ
ま
で
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
 
か
 」
と
い
っ
た
論
争
が
 生
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
 

往
々
に
し
て
、
宗
教
現
象
の
具
体
相
を
離
れ
て
、
教
理
 
論
争
や
本
体
論
的
概
念
の
擦
り
 ム
ロ
 
わ
せ
に
終
始
す
る
 結
 果
 と
な
る
。
 

本
稿
は
現
代
沖
縄
に
考
察
を
限
定
す
る
が
、
筆
者
の
間
 
題
 関
心
は
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
研
究
の
視
角
、
 
す
 な
む
ち
一
定
の
経
典
 

的
 ・
制
度
的
宗
教
の
理
念
や
実
践
を
複
ム
ロ
的
に
内
包
 
し
 つ
つ
、
時
代
や
地
域
に
即
応
し
た
改
変
・
創
造
を
見
せ
 る
 宗
教
現
象
の
動
態
 把
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轍
 
し
て
い
る
と
い
う
、
組
織
面
の
特
性
に
任
目
す
る
 
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
本
稿
の
主
題
を
離
れ
る
た
 
め
 、
こ
こ
で
は
概
略
的
に
結
 

 
 

聖霊運動の展開 
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由 割 
と   
  上 
て で 
l@ よ へ @ 広 

義 
ま   

ず牧 

聖 
弓手   

師 ・ 道 動 
教 
@>- 

  

ム間 

旦 示 Ⅰ " 
壁日 

  が 

超 認 
教 め 
  ら 

的 れ 
ネ 
  
  
ワ 

信徒 

数 
  を 

ク 
が 

基 
準 

確立 

@ 
見 

と
、
 多
く
の
教
会
で
、
許
容
な
い
し
は
積
極
的
受
容
の
 姿
勢
が
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
る
。
沖
縄
県
の
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
教
会
数
は
約
二
 

近
年
の
世
界
的
な
聖
霊
運
動
の
高
揚
を
受
け
て
、
日
本
 
本
土
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
界
で
も
「
聖
霊
派
」
の
 
影
壁
 目
力
が
認
知
さ
れ
っ
 
っ
 

あ
る
。
沖
縄
で
も
 八
 0
 年
代
ま
で
は
、
聖
霊
の
臨
在
や
 働
き
を
強
調
し
た
り
、
 

里
 釜
ロ
 の
 祈
り
・
預
言
・
病
気
の
 癒
し
・
悪
霊
の
追
い
出
 

-
5
 
一
 

し
な
ど
を
積
極
的
に
行
な
う
の
は
、
一
部
の
教
派
や
団
 体
 に
限
ら
れ
、
そ
の
特
異
性
が
目
立
っ
て
い
た
。
し
か
 
し
 、
 九
 0
 年
代
に
入
る
 

  

聖
霊
運
動
展
開
の
背
景
 

し
 、
そ
の
細
部
を
丹
念
に
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
事
例
は
す
べ
て
、
一
九
九
四
 年
三
月
か
ら
九
六
年
九
月
の
期
間
に
実
施
し
た
筆
者
 
自
 身
の
実
地
調
査
（
 延
 

べ
 日
数
約
八
 0
 日
 ）
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 従
 っ
て
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
「
現
在
」
と
は
、
九
六
 年
 九
月
時
点
を
さ
す
。
 



あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
 
一
 
人
の
霊
性
」
「
場
所
の
霊
性
」
「
系
譜
の
霊
性
」
と
い
う
 三
つ
の
枠
組
み
を
作
業
 

（
仮
に
「
霊
威
的
次
元
の
 

力
 や
意
味
」
と
よ
ぶ
）
を
表
象
 

す
る
仕
方
に
着
目
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
も
ま
た
 

様
 々
 な
 概
念
化
が
可
能
で
 

所
属
の
教
会
を
中
核
に
、
複
数
の
単
立
教
会
の
教
役
者
 
か
ら
成
る
。
そ
の
結
果
、
本
土
で
は
「
水
と
油
」
と
 
舌
 
口
 わ
れ
る
福
音
派
 と
ぺ
ン
 

テ
 コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
と
の
積
極
的
な
交
流
と
協
力
 関
係
が
築
か
れ
て
き
た
。
こ
の
地
縁
三
体
の
超
教
派
的
 
連
合
体
は
、
聖
霊
運
動
 

に
 対
し
て
も
柔
軟
な
体
制
と
し
て
機
能
し
た
。
韓
国
の
 ダ
ビ
デ
・
チ
ョ
ー
・
ヨ
ン
 ギ
 を
は
じ
め
、
本
土
で
は
 異
 端
現
 さ
れ
た
り
、
少
な
 

く
と
も
周
辺
的
と
見
ら
れ
て
き
た
聖
霊
運
動
の
世
界
的
 
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
、
独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
受
け
入
 
れ
る
素
地
が
形
成
さ
れ
 

-
9
-
 

有
 
㌔
こ
こ
に
は
、
当
県
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
 

-
 

た
 、
他
者
と
の
決
定
的
対
決
を
避
け
る
「
状
況
吸
収
 
型
 」
文
化
特
性
と
並
ん
 

で
、
本
土
の
集
権
体
制
へ
の
暗
黙
の
反
発
、
す
な
わ
ち
 差
別
・
戦
争
体
験
な
ど
を
バ
ネ
と
し
た
「
沖
縄
 人
 ア
イ
 デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
へ
の
 

自
覚
も
認
め
ら
れ
る
。
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
れ
ば
、
 
中
央
集
権
的
・
西
欧
志
向
的
な
ヤ
マ
ト
文
化
に
対
す
る
 
沖
縄
の
国
家
的
周
縁
性
 

が
、
 逆
に
非
西
欧
圏
を
含
む
世
界
的
動
向
へ
の
文
化
的
 開
放
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
逆
説
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
 
は
 
「
教
派
の
キ
リ
ス
ト
 

教
 」
を
超
え
た
「
地
域
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
創
造
的
 可
 能
 性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。
 

か
か
る
組
織
面
の
特
性
は
、
そ
れ
自
体
が
「
伝
統
」
 文
 化
の
持
続
と
変
容
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
興
味
深
い
が
 
、
宗
教
的
意
味
世
界
 

の
 構
築
と
い
っ
た
本
稿
の
課
題
を
考
え
る
う
え
で
は
、
 
や
は
り
ユ
タ
、
カ
ミ
ン
チ
ュ
な
ど
の
宗
教
者
に
よ
っ
て
 担
わ
れ
て
き
た
観
念
や
 

実
践
と
の
関
連
が
、
重
要
な
研
究
課
題
と
な
ろ
う
。
 
従
 来
、
こ
れ
ら
の
観
念
や
実
践
の
特
徴
は
 
、
 「
シ
ャ
ー
 マ
 ニ
ず
 
ハ
ム
」
の
語
に
よ
っ
 

て
 代
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
最
初
に
も
 述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
論
争
の
多
い
概
念
で
当
地
の
民
 俗
 宗
教
の
特
性
を
包
括
 

す
る
こ
と
は
控
え
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
「
 
伝
統
的
」
と
さ
れ
て
き
た
民
俗
宗
教
の
意
味
世
界
を
広
 
く
 支
え
て
き
た
宗
教
的
 

表
象
の
様
態
、
す
な
わ
ち
人
々
が
何
ら
か
の
実
存
的
 
危
 機
 に
お
い
て
、
日
常
世
界
と
は
異
な
る
 ヌ
 ミ
ナ
ス
な
 秩
 序
に
 属
す
る
力
や
意
味
   



 
 

 
 
 
 

 
 

輔
的
 認
定
に
「
人
の
霊
性
」
の
表
象
様
態
が
強
く
表
 出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
 

 
 

 
  

 

 
 

か
に
も
、
き
わ
め
て
類
似
し
た
性
格
が
見
出
さ
れ
る
こ
 
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
代
表
 

おけるキリスト 教聖霊運動の 展開 
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一
九
八
六
年
二
月
 

さ
ん
の
ク
リ
ス
チ
ヤ
 

一
九
日
の
午
前
二
時
か
ら
五
時
こ
ろ
 
二
 唾
し
た
後
一
、
 私
は
神
様
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
「
教
会
か
ら
た
く
 

ン
が
 迷
い
出
て
い
る
。
落
ち
穂
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
 
こ
 れ
は
全
部
私
の
も
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
拾
っ
て
 私
 

事
例
 

l
 
A
 

師
が
伝
道
者
と
な
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
 

「
 
幻
 こ
の
証
ヰ
ニ
Ⅰ
 

様
の
導
き
に
よ
っ
て
」
超
教
派
の
伝
道
者
に
な
っ
た
 
人
 物
で
あ
る
。
八
九
年
に
所
属
教
会
を
離
れ
て
独
立
の
 
伝
道
所
を
開
い
た
と
こ
 

ろ
 、
病
人
を
癒
し
、
悩
み
事
を
解
決
す
る
こ
と
が
評
判
 
と
な
り
、
多
く
の
人
が
相
談
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 
と
い
う
。
九
四
年
に
は
 

浦
添
市
に
単
立
教
会
を
開
い
た
。
現
在
、
会
員
数
は
四
 
0
 名
 程
度
だ
が
、
平
日
は
会
員
以
外
に
も
様
々
な
悩
み
 
を
 抱
え
た
人
々
の
依
頼
 

に
 応
じ
て
、
彼
ら
の
家
や
病
院
な
ど
を
訪
問
す
る
多
忙
 
な
 日
々
を
送
っ
て
い
る
。
 

A
 師
に
と
っ
て
「
聖
霊
様
の
導
き
」
の
中
心
は
、
彼
自
 
身
が
 
「
 
幻
 」
と
 よ
ぶ
 体
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
最
初
の
 幻
は
 、
一
九
六
一
年
 

に
 結
核
で
 八
ケ
 月
の
療
養
生
活
を
送
っ
た
と
き
に
遡
る
 が
 、
そ
の
後
、
 セ
 九
年
に
は
末
期
の
結
腸
癌
の
手
術
を
 受
け
て
奇
跡
的
に
全
快
 

す
る
な
ど
、
人
生
を
左
右
す
る
危
機
的
な
場
面
で
、
 
こ
 の
 幻
が
現
れ
た
と
い
う
。
筆
者
は
 A
 師
か
ら
す
で
に
 
一
 0 例
 以
上
の
大
き
な
 幻
 

体
験
を
聞
き
書
き
し
た
が
、
こ
こ
で
は
一
例
の
み
を
 
紹
 介
す
る
。
そ
れ
は
、
 A
 師
が
日
 基
 教
団
を
離
れ
て
伝
道
 者
と
し
て
独
立
す
る
 最
 

初
 の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
幻
で
、
彼
は
こ
れ
を
転
機
と
 し
て
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
特
別
の
使
命
を
深
く
自
覚
 
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
 

  的 
九 景 事 
歳 初 例 
で は と 

受 一   
洗 九 て 

し 男 、 、 
以 年 女 

後部 、 覇者 一 
津 市 ず 
栗 生 っ 
子 ま の 
業 れ 枚 
な の 師 
ど 男 の 
で 性 体 
生 牧 験 
計 師 談 

を A を 

立 師 取 
て で り 

な あ 上 
が る げ   

ら 。 る 

日 本   
本 人 
基 の 

ぬ懐 督教 

  
れば 信徒 

と 

し - 

  
「 ふ 

聖 れ 
垂     

  



起
動
 

 
 

の
 内
部
へ
と
果
敢
に
潜
入
す
る
行
為
が
 、
 彼
の
そ
の
後
 0
 人
生
の
範
型
と
な
り
、
 

伝
 

轍
 

道
者
と
し
て
生
き
る
力
の
源
泉
に
な
っ
て
き
た
こ
 

と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
現
在
、
 A
 
師
 は
 病
気
や
悩
み
事
の
相
談
を
 

 
 

受
け
る
と
、
祈
っ
て
は
各
自
に
異
な
る
聖
書
の
章
 
句
を
示
す
が
、
こ
う
し
た
方
法
も
神
か
ら
の
直
接
の
霊
 
示
 に
よ
る
と
い
う
。
彼
に
よ
 

 
 

れ
ば
、
こ
の
個
別
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
を
始
め
た
と
き
 
に
は
、
彼
自
身
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
か
不
安
を
感
じ
 て
い
た
。
し
か
し
、
神
か
ら
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ぬ
た
の
中
か
ら
聖
霊
が
語
ら
し
め
る
」
と
示
さ
れ
た
 

も
、
 
何
を
語
る
か
、
あ
な
た
が
思
い
悩
む
必
要
 は
 な
い
 

と
い
う
。
現
在
で
は
、
ど
ん
な
悩
み
を
抱
え
た
人
が
来
 

。
私
が
語
ら
し
め
る
。
あ
な
 

て
も
、
そ
の
人
の
今
の
境
遇
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

と         
口わ 

  
た 

そ 

  
て 

  
ザ 
ヤ 
重日 

四       

  
  
  
み一       

口荒仁木   
    
小 
さ 

  
た 

の
 宮
に
携
え
入
れ
な
さ
い
」
と
い
う
声
が
し
た
。
私
が
 
「
宮
な
ど
何
処
に
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
舌
口
 
ぅ
と
、
 神
は
 幻
を
示
さ
れ
、
 目
 

の
 前
に
一
面
の
田
圃
と
、
そ
の
正
面
に
ド
ー
ム
状
の
光
 
る
 宮
が
現
れ
た
。
最
初
は
服
を
泥
で
汚
し
た
く
な
か
っ
 
た
の
で
、
畦
道
か
 

ら
 落
ち
穂
を
拾
お
う
と
す
る
と
、
「
田
の
中
に
入
り
な
さ
 -
 い
 」
と
命
じ
ら
れ
た
。
私
は
泥
だ
ら
け
に
な
り
な
が
 
ら
、
 拾
っ
た
落
ち
 

穂
を
抱
え
て
宮
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
入
り
口
で
「
 
私
は
泥
だ
ら
け
で
入
れ
ま
せ
ん
」
と
言
 う
と
 、
神
様
は
 
「
そ
の
ま
ま
入
り
 

な
さ
い
」
と
舌
口
わ
れ
た
。
一
歩
入
る
と
、
汚
れ
た
体
は
 き
れ
い
に
な
り
、
抱
え
て
い
た
落
ち
穂
は
す
べ
て
黄
金
 
に
 変
わ
っ
た
。
 

数
週
間
後
、
 ム
 「
度
は
鉱
山
の
穴
に
 入
 る
と
い
う
幻
を
見
 た
 。
入
っ
て
行
く
と
下
に
向
か
っ
て
梯
子
が
あ
り
、
「
 そ
こ
を
降
り
な
 

さ
い
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
。
降
り
て
行
く
と
深
い
 鉱
脈
の
通
路
が
続
い
て
い
た
。
通
路
は
暗
か
っ
た
が
、
 
壁
の
片
側
に
は
ず
 

つ
 と
電
気
が
つ
い
て
い
て
、
も
う
一
方
の
壁
を
照
ら
し
 
て
い
た
。
そ
こ
に
星
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
光
る
物
が
 
無
数
に
見
え
た
。
 

「
こ
れ
は
何
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
 だ
 よ
 。
こ
れ
は
全
部
私
の
も
の
だ
か
ら
、
全
部
掘
っ
て
 
上
 に
あ
げ
な
さ
い
」
 



次
に
報
告
す
る
 B
 師
は
、
一
九
六
一
年
豊
見
城
村
に
生
 ま
れ
、
現
在
は
単
立
教
会
を
主
管
す
る
女
性
牧
師
で
あ
 
る
 。
彼
女
が
牧
師
の
 

道
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
 
ユ
 タ
信
仰
で
 は
 明
ら
か
に
「
カ
ミ
ダ
ー
リ
 ィ
 」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
 試
練
の
霊
体
験
で
あ
っ
 

+
.
 

,
 
ハ
 
Ⅰ
。
 

事
例
 2
 
B
 師
に
よ
る
救
済
体
験
の
垂
 
テ
 
Ⅰ
 

少
女
時
代
は
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
宗
教
は
大
嫌
い
だ
っ
 
た
 。
定
時
制
の
高
校
に
入
学
し
た
 
昔
 、
友
達
か
ら
「
 
マ
イ
ム
さ
ん
」
 

一
 コ
ッ
ク
 り
 さ
ん
の
一
種
）
と
い
う
の
を
教
わ
っ
た
。
 紙
 に
 五
十
音
を
書
い
て
、
十
円
玉
に
二
人
で
指
を
置
き
、
 
そ
の
動
き
が
 示
 

し
た
文
字
を
 っ
 な
い
で
答
え
を
読
み
と
る
も
の
で
、
 初
 め
は
友
達
と
二
人
で
や
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
一
人
で
 
も
で
き
る
よ
う
に
 

な
り
、
家
へ
帰
る
と
部
屋
に
こ
も
っ
て
 執
 中
し
た
。
 母
 や
家
族
に
見
つ
か
っ
て
や
め
よ
う
と
決
心
し
た
と
き
、
 
突
然
声
が
聞
こ
え
 

て
き
た
。
声
は
床
の
間
や
 ヒ
 ヌ
カ
ン
 
一
 
火
の
神
）
か
ら
 、
や
が
て
は
頭
の
中
、
指
の
先
か
ら
も
聞
こ
え
た
。
 
意
 味
 も
な
い
お
喋
り
 

か
ら
、
「
天
地
は
滅
ぶ
」
と
い
っ
た
 予
 舌
口
ま
で
あ
り
、
 
床
 0
 間
や
ヒ
 ス
ヵ
ン
 の
所
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
 ひ
 れ
代
 し
て
拝
む
よ
う
に
 

命
令
さ
れ
た
。
外
出
す
る
と
 石
 敵
営
か
ら
も
聞
こ
え
た
 。
最
初
は
ひ
と
つ
の
威
厳
あ
る
声
で
神
様
だ
と
思
っ
て
 
い
 た
が
、
次
第
に
 

多
数
の
声
に
な
り
、
内
容
も
「
お
前
は
二
十
歳
ま
で
 
生
 き
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
今
の
う
ち
に
自
殺
し
ろ
」
と
い
 
っ
た
 脅
迫
に
な
っ
 

た
 。
起
き
て
い
る
間
は
切
れ
目
な
く
聞
こ
え
、
学
校
を
 
休
学
し
て
精
神
病
院
に
入
院
し
た
時
期
も
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

す
ぐ
に
治
り
ま
す
よ
」
な
ど
と
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
  
 

  
日面 廿 

依 も 

頼 ふ 
者 さ 

に わ 

対 し   
        
笹木」 「 ムフ 口 

た   
の ち 

  
， 」 か 

の ら 
み 不 

され舌口 業 
な る 

あ と 

な い 

  
彼は食べ 

る 自 

な ら 

ら る 

ば 「 
み   

言葉 信じ 

て の 
受 ウ 

け ェ     
る レ 

な ス 
ら 」 

ば と 

） 称 

  

  



  おけるキリスト 教聖霊運動の 展開 

家
族
に
連
れ
ら
れ
て
 ユ
 タ
、
サ
ン
ジ
ン
ソ
ー
へ
も
行
っ
 た
 。
ユ
タ
と
一
緒
に
拝
所
を
ま
わ
る
と
、
そ
こ
で
ま
た
 
新
し
い
声
が
聞
 

こ
え
る
。
と
く
に
首
里
観
音
堂
と
普
天
間
神
宮
で
は
ひ
 ど
か
っ
た
。
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
声
と
同
類
の
霊
 
だ
 と
 感
じ
、
ユ
タ
 ヘ
 

の
 信
頼
も
失
っ
た
。
そ
の
間
、
数
回
の
自
殺
未
遂
を
は
 
か
り
、
そ
の
度
に
家
族
に
助
け
ら
れ
た
。
 
ユ
 タ
を
信
じ
 て
い
た
母
親
は
仏
 

壇
 に
向
か
っ
て
「
な
ぜ
私
の
子
を
こ
ん
な
に
苦
し
め
る
 の
か
」
と
泣
い
て
い
た
。
母
は
 ユ
 タ
の
ハ
ン
ジ
（
判
断
 ）
を
信
じ
て
先
祖
 

の
 供
養
が
足
り
な
い
と
考
え
た
の
だ
が
、
多
く
の
声
の
 な
か
に
は
私
自
身
の
幼
児
期
の
声
な
ど
も
あ
り
、
私
に
 
は
 先
祖
と
は
思
え
 

な
か
っ
た
。
 

や
が
て
「
キ
リ
ス
ト
は
あ
な
た
を
変
え
る
」
と
い
う
 
ポ
 ス
タ
ー
に
惹
か
れ
て
近
所
の
教
会
へ
行
っ
た
。
貰
っ
た
 前
王
室
 

日
 
を
開
 @
 
ニ
ラ
 

と
す
る
と
声
が
強
く
な
っ
た
。
凄
い
妨
害
で
、
読
ま
せ
 
ま
い
と
す
る
。
そ
れ
で
も
教
会
に
通
う
う
ち
に
十
字
 
架
の
意
味
が
わ
か
 

り
 、
自
分
を
悩
ま
し
て
い
る
の
が
サ
タ
ン
や
悪
霊
で
あ
 
る
こ
と
を
納
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
カ
月
の
求
道
 
を
 経
て
受
洗
。
 食
 

事
 も
と
れ
て
学
校
に
も
復
学
し
た
。
し
か
し
、
受
洗
 
し
 て
も
声
は
消
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
が
凄
 
い
 戦
 い
 だ
っ
た
。
悪
霊
は
 

「
お
前
は
救
わ
れ
た
と
い
う
が
、
ま
だ
俺
た
ち
の
声
が
 聞
こ
え
る
だ
ろ
う
」
「
お
前
は
救
わ
れ
て
な
ん
か
い
な
 
い
 。
天
国
に
も
 行
 

け
な
い
」
な
ど
と
騒
ぐ
。
堪
え
き
れ
な
く
て
「
神
様
、
 
な
ぜ
私
は
癒
さ
れ
ば
 
い
 の
で
す
か
」
と
訴
え
、
「
も
 う
 神
 な
ん
か
信
じ
な
 

い
 」
と
泣
い
て
聖
書
を
破
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

そ
う
し
た
戦
 い
 の
な
か
で
、
「
 み
 言
葉
品
玉
 句
 ）
に
 聞
 く
 」
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
も
か
く
「
 
み
 @
 
ミ
ロ
 

葉
 」
を
読
み
、
 

暗
記
し
、
唱
え
、
「
 み
 言
葉
に
立
ち
、
 み
 言
葉
に
満
た
 さ
れ
、
 み
 言
葉
に
養
わ
れ
る
」
生
活
に
没
頭
し
た
。
 
聖
 句
 が
多
く
蓄
え
る
 

れ
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
声
が
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
 
い
 っ
た
 。
相
変
わ
ら
ず
聞
こ
え
る
の
だ
が
、
声
に
耳
を
貸
 
さ
な
く
な
っ
た
。
 

祈
り
も
「
 ム
 
「
す
ぐ
癒
し
て
下
さ
い
」
で
は
な
く
、
「
 
あ
 な
た
の
一
番
良
い
と
き
に
癒
し
て
下
さ
い
」
と
な
っ
た
 
。
自
分
で
も
不
思
   



な
が
ら
、
な
お
独
自
な
宣
教
の
道
を
歩
む
と
い
う
選
択
 
の
 原
点
に
は
、
上
記
の
一
連
の
霊
体
験
が
あ
っ
た
と
 
考
 ぇ
 ら
れ
る
。
現
在
、
彼
 

女
は
礼
拝
、
 祈
薦
 会
な
ど
に
、
「
癒
し
」
「
悪
霊
の
追
 い
 出
し
」
の
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
 
る
 。
ま
た
幻
聴
・
幻
覚
 

や
カ
ミ
 ダ
ー
リ
ィ
 的
 症
候
に
苦
し
む
人
を
積
極
的
に
受
 け
 入
れ
、
自
ら
の
体
験
を
語
り
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
 、
 「
 み
 舌
口
葉
を
蓄
え
 

る
 」
こ
と
で
悪
霊
た
ち
の
働
き
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
 
き
る
、
と
い
う
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。
 

A
 師
 B
 師
 と
い
う
二
人
の
牧
師
の
体
験
談
か
ら
、
 
ユ
 タ
 、
ム
ヌ
シ
リ
 な
ど
と
総
称
さ
れ
る
民
問
 立
 者
の
「
成
 立
 過
程
」
や
宗
教
的
実
 

践
 と
の
共
通
項
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
 
た
と
え
ば
、
 A
 師
に
見
る
重
い
病
気
を
契
機
と
し
た
 神
 か
ら
の
呼
び
か
け
、
 B
 

師
 に
お
け
る
霊
の
声
に
悩
ま
さ
れ
る
「
症
候
」
、
な
ど
 が
 直
ち
に
挙
げ
ら
れ
る
。
 
B
 師
の
証
舌
口
で
は
、
床
の
 間
 ・
 ヒ
 ヌ
カ
ン
・
 石
敢
 

営
 ・
拝
所
か
ら
の
声
は
 、
 後
に
は
悪
霊
と
し
て
解
釈
さ
 れ
る
が
、
当
初
は
何
ら
か
の
「
神
様
」
の
声
と
し
て
 
受
 容
 さ
れ
て
い
た
。
 A
 師
 

の
幻
の
多
く
が
深
夜
の
二
時
頃
か
ら
明
け
方
に
集
中
し
 て
い
る
点
な
ど
も
、
多
く
の
ユ
タ
的
宗
教
者
の
体
験
に
 
類
似
し
て
い
る
。
 B
 師
 

を
は
じ
め
、
後
述
の
事
例
に
見
る
よ
う
に
、
聖
霊
運
動
 
の
 主
体
的
担
い
手
に
は
女
性
牧
師
が
目
立
つ
。
ル
イ
ス
 
な
ど
に
よ
る
社
会
学
的
 

 
 

体
制
に
お
い
て
周
縁
性
を
帯
び
が
ち
な
女
性
牧
師
に
積
 
極
 的
役
割
を
演
ず
る
 余
 

地
 が
比
較
的
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
狂
目
さ
れ
る
 。
当
地
に
お
け
る
女
性
祭
司
の
伝
統
と
の
連
続
性
を
想
 
走
 す
る
こ
と
も
可
能
で
 

 
 

し
て
、
い
く
つ
か
の
教
会
で
牧
会
し
て
い
た
が
、
九
三
 年
に
連
盟
を
離
れ
て
単
立
教
会
を
開
い
た
。
一
方
で
福
 
昔
 派
の
神
学
を
重
ん
じ
 

議
 な
変
化
だ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
声
は
次
第
に
小
さ
 く
な
り
、
あ
る
日
、
瞬
間
的
に
消
え
た
。
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

B
 

師
は
そ
の
後
、
献
身
し
、
東
京
の
バ
プ
テ
ス
ト
系
の
 
神
学
校
を
卒
業
し
て
牧
師
と
な
る
。
 九
 0
 
年
に
は
、
 

い
 

わ
ゆ
る
「
聖
霊
の
 バ
 

プ
 
テ
ス
 マ
 
」
を
体
験
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
次
々
 に
里
二
 ヒ
ロ
 や
霊
歌
 が
出
た
と
い
う
。
す
で
に
沖
縄
 バ
プ
テ
 
ス
ト
連
盟
の
教
役
者
と
 



  る キリスト教聖霊運動の 展開 

る
よ
う
に
、
 A
 師
が
取
り
次
ぐ
の
は
 聖
句
 Ⅱ
教
典
に
 限
 定
 さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
「
一
切
の
料
金
を
受
け
 
取
ら
な
い
」
点
と
と
も
 

A
 師
が
自
ら
の
実
践
聖
霊
 に
 立
つ
も
の
）
を
 、
 ユ
 タ
の
ハ
ン
ジ
妄
心
幸
一
並
の
支
配
）
か
ら
峻
別
す
る
根
拠
 

に
も
な
っ
て
い
る
。
 た
 

だ
し
、
具
体
的
祈
り
の
な
か
で
は
、
提
示
さ
れ
る
 
聖
句
 の
 前
後
に
は
「
知
識
の
言
葉
」
に
近
 
い
 判
断
や
助
言
 が
 示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
 

り
 、
信
徒
や
依
頼
者
の
側
か
ら
す
れ
 ば
 、
聖
霊
の
導
き
 の
な
か
で
自
ら
も
癌
を
克
服
し
た
「
 A
 先
生
」
の
な
か
 に
、
 新
た
な
生
命
の
賦
 

活
 に
よ
っ
て
癒
し
と
解
放
を
も
た
ら
す
、
個
人
的
な
「
 人
の
霊
性
」
が
感
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
 
 
 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
平
信
徒
や
求
道
者
の
な
か
で
、
 
こ
 れ
ま
で
深
刻
な
 霊
 体
験
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
 公
 舌
口
で
き
な
か
っ
た
 

人
た
ち
が
、
聖
霊
運
動
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
語
る
事
 
側
 が
圧
目
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
霊
感
の
強
さ
を
自
覚
し
 、
周
囲
か
ら
は
「
 サ
｜
 

ダ
カ
ウ
 マ
リ
」
な
ど
の
呼
称
で
認
知
さ
れ
て
き
た
人
々
 で
あ
る
。
彼
ら
は
受
洗
 し
 教
会
生
活
に
入
っ
た
後
も
、
 死
者
や
先
祖
の
気
配
を
 

感
じ
た
り
、
拝
所
の
そ
ば
を
通
る
と
声
が
聞
こ
え
た
り
 
、
未
来
を
予
知
す
る
夢
や
幻
を
見
た
り
す
る
が
、
 
従
 来
の
 キ
リ
ス
ト
教
会
で
 

は
 、
そ
う
し
た
体
験
を
口
に
す
れ
ば
奇
人
，
病
人
扱
い
 
さ
れ
る
た
め
、
ひ
と
り
思
い
悩
ん
で
い
た
、
と
い
う
 
ケ
 ｜
ス
が
 多
い
。
聖
霊
 運
 

動
 の
な
か
で
彼
ら
は
霊
的
苦
悩
を
積
極
的
に
表
明
す
る
 機
会
を
得
て
、
 私
 私
的
な
体
験
を
悪
霊
体
験
と
し
て
、
 あ
る
い
は
聖
霊
の
賜
物
 

の
 体
験
と
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
 

と
は
い
え
、
「
サ
ー
 ダ
カ
ウ
 マ
リ
」
を
「
聖
霊
の
賜
物
」
 へ
と
読
み
替
え
る
過
程
で
は
、
多
く
の
規
制
と
教
化
 
も
 介
在
す
る
。
た
と
   

 
 

の
だ
と
い
っ
た
自
覚
も
 、
 
ユ
タ
的
宗
教
者
に
多
く
聞
か
 れ
る
証
言
と
似
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
 み
 舌
口
 
業
の
ウ
ェ
 
｜
 ト
レ
ス
」
を
自
称
す
 

あ
ろ
う
。
 

A
 師
は
ほ
ぼ
連
日
、
病
気
や
悩
み
事
を
も
っ
た
依
頼
者
 
の
 相
談
に
個
別
に
対
応
し
て
い
る
が
、
神
の
言
葉
を
直
 
接
取
り
次
ぐ
と
い
う
 

実
践
方
法
は
 、
 ユ
タ
の
ハ
ン
ジ
を
想
起
さ
せ
る
。
自
ら
 が
 詰
る
の
で
は
な
く
、
聖
霊
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
聖
霊
Ⅱ
神
が
語
る
 



る @ 」 こ 祈 側 で る 
。 と 筆 と 禧 の め さ 聖 

霊
 運
動
の
浸
透
に
伴
っ
て
、
沖
縄
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
教
会
で
は
「
屋
敷
の
潔
 め
 」
「
家
の
聖
別
所
 禧
 」
「
 宮
潔
 め
 」
な
ど
と
称
す
 

ニ
ス
ト
リ
ー
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
部
の
 牧
師
に
よ
っ
て
は
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
「
  
 

る
と
い
っ
た
批
判
も
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
特
に
九
 0
 年
代
中
頃
か
ら
複
数
の
教
会
で
積
極
的
な
取
り
組
み
が
 
見
ら
れ
る
。
教
会
 

指
導
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
信
徒
の
要
望
に
よ
っ
て
広
ま
 
っ
た
 例
が
目
立
つ
。
当
事
者
た
ち
が
提
示
す
る
理
念
に
 
ょ
 れ
ば
、
礼
拝
 や
 

会
な
ど
で
体
験
さ
れ
た
癒
し
や
至
福
感
が
 、
 家
に
戻
る
 と
 消
え
て
し
ま
う
と
訴
え
る
信
徒
に
対
し
て
、
「
屋
敷
 
の
潔
め
 」
を
す
る
 

で
 聖
霊
の
充
満
感
が
持
続
し
、
病
気
や
争
い
の
絶
え
な
 
か
っ
た
家
族
の
雰
囲
気
が
一
変
し
て
明
る
く
な
る
、
 
な
 ど
と
さ
れ
る
。
 

者
 自
身
が
参
加
し
た
い
く
つ
か
の
事
例
を
総
合
し
て
、
 
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
く
。
ま
ず
教
会
か
ら
は
牧
師
が
 
単
独
で
出
か
け
る
 

も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
何
名
か
の
信
徒
が
応
援
に
参
 
加
 す
る
。
依
頼
し
た
家
で
は
、
で
き
る
だ
け
家
族
や
親
 
族
の
多
く
が
集
ま
 

ま
ず
全
員
が
一
室
に
集
 ム
 D
 し
て
、
聖
歌
等
で
賛
美
し
た
 あ
と
、
牧
師
が
聖
書
講
読
と
説
教
を
行
な
う
。
朗
読
 
箇
 所
は
 各
家
の
状
況
 

一   一 " 

「
場
所
の
霊
性
」
と
の
関
係
 

え
ば
自
ら
も
霊
感
の
強
さ
を
自
覚
す
る
 三
 0
 代
の
平
信
 徒
の
男
性
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
宣
教
グ
ル
ー
プ
で
は
、
 
こ
う
し
た
教
化
と
積
極
 

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
救
わ
れ
た
と
い
う
 
二
 九
歳
の
女
性
は
、
キ
リ
ス
ト
の
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
 
る
に
は
、
古
い
自
分
と
 

の
 
「
訣
別
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
語
る
。
す
な
わ
ち
 、
自
分
の
霊
感
が
強
い
こ
と
に
対
す
る
劣
等
感
（
私
は
 
正
日
通
に
人
の
よ
う
に
は
 

生
き
ら
れ
な
い
）
と
優
越
感
（
私
は
普
通
の
人
と
は
 
異
 な
る
特
別
の
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
）
と
い
う
二
様
 
の
 
「
人
の
思
い
」
と
 完
 

至
に
訣
別
で
き
た
と
き
、
霊
的
な
悩
み
か
ら
も
解
放
さ
 
れ
た
と
い
う
。
「
人
の
霊
性
」
を
容
認
し
つ
つ
も
、
 そ
 の
 存
立
根
拠
が
神
か
ら
 

離
れ
、
人
の
管
掌
 下
 に
引
き
寄
せ
て
表
明
さ
れ
る
と
き
 に
は
、
強
い
規
制
と
警
戒
心
が
発
動
さ
れ
る
の
で
あ
る
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の
潔
め
 」
と
は
、
伝
統
行
事
の
模
倣
ど
こ
ろ
か
、
偶
像
 
崇
拝
の
呪
い
を
解
い
て
聖
霊
に
満
た
さ
れ
た
神
の
宮
 
を
 回
復
す
る
と
い
う
、
 

に
 応
じ
て
選
ば
れ
る
が
、
詩
篇
一
二
 セ
 ・
 一
｜
 二
な
ど
 、
土
地
や
建
物
の
守
護
に
関
連
し
た
章
句
が
多
い
。
 
全
 員
 で
の
祈
り
が
終
わ
る
 

と
 、
牧
師
は
各
部
屋
を
回
っ
て
聖
別
の
祈
り
を
す
る
。
 多
く
の
場
合
、
悪
霊
の
追
い
出
し
の
命
令
（
「
こ
の
家
 
に
あ
っ
て
家
族
を
悩
ま
 

す
亜
ゅ
 
幸
一
正
 

よ
 、
す
ぐ
に
出
て
行
け
」
な
ど
）
が
伴
う
。
 
オ
 リ
ー
ブ
油
を
用
い
る
例
で
は
、
牧
師
が
柱
な
ど
に
塗
っ
 
て
 祈
る
。
死
者
や
病
人
 

が
 出
た
り
、
家
族
の
気
分
が
悪
く
な
る
と
い
う
訴
え
の
 
あ
っ
た
部
屋
や
、
牧
師
自
身
が
祈
っ
た
際
に
「
線
香
の
 
臭
 い
 」
「
 悪
 幸
一
並
の
圧
迫
」
 

な
ど
を
感
じ
た
場
所
で
は
、
特
に
念
入
り
な
祈
り
が
 
行
 な
わ
れ
る
。
「
霊
の
見
分
け
の
賜
物
」
を
認
め
ら
れ
た
 信
徒
が
日
を
つ
む
っ
た
 

ま
ま
先
導
し
て
、
悪
霊
の
潜
む
場
所
を
暴
く
こ
と
も
あ
 
る
 。
参
加
者
全
員
が
手
を
つ
な
い
で
円
陣
を
つ
く
り
、
 
中
央
に
聖
霊
の
臨
 在
を
 

仰
ぐ
万
法
も
あ
る
。
特
に
深
刻
な
問
題
を
抱
え
た
家
族
 具
 に
は
、
額
に
オ
リ
ー
フ
油
を
十
字
に
塗
っ
て
個
人
的
 
に
 祈
る
。
室
内
の
聖
別
 

が
 終
わ
る
と
、
外
に
出
て
敷
地
の
潔
め
を
す
る
。
オ
リ
 
｜
ブ
 油
を
門
柱
に
塗
っ
た
り
、
地
面
に
た
ら
し
て
祈
る
 。
こ
こ
で
も
悪
霊
の
追
 

い
 出
し
が
伴
う
。
近
年
で
は
、
敷
地
の
四
隅
を
順
に
回
 
っ
て
祈
る
方
法
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
。
 

こ
の
屋
敷
の
潔
め
に
は
、
明
ら
か
に
沖
縄
の
年
中
行
事
 や
 習
俗
と
の
連
接
が
認
め
ら
れ
る
。
旧
暦
八
月
の
柴
 
差
 0
 行
事
で
薄
や
桑
の
 

小
枝
を
、
ま
た
シ
マ
 ク
サ
ラ
シ
 の
行
事
で
牛
や
豚
の
血
 に
 浸
し
た
博
や
 ゲ
ッ
キ
ツ
 の
葉
を
、
建
物
の
四
隅
や
門
 柱
な
ど
に
刺
し
て
邪
 雲
 

や
 疫
病
の
侵
入
を
防
ぐ
習
俗
、
ユ
タ
的
宗
教
者
に
よ
っ
 
て
 主
導
さ
れ
る
屋
敷
御
願
（
 ヤ
シ
キ
ウ
 グ
ア
ノ
）
で
、
 四
隅
の
神
（
 ュ
 チ
ン
 ヌ
 

力
、
、
 

こ
を
祀
る
習
俗
、
な
ど
が
想
起
さ
れ
よ
 
う
 。
教
会
 側
の
解
釈
か
ら
す
れ
 ば
 、
こ
れ
ら
の
行
事
や
習
俗
は
す
 べ
て
偶
像
崇
拝
に
よ
る
 

呪
い
と
な
る
。
災
厄
が
続
く
暗
い
家
と
は
、
悪
霊
が
 棲
 み
つ
 い
た
家
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
 ユ
 タ
な
ど
 に
よ
っ
て
祈
り
こ
め
ら
 

ね
 た
（
呪
わ
れ
た
二
家
だ
と
さ
れ
る
。
地
鎮
祭
を
し
 
な
か
っ
た
家
だ
け
に
は
悪
霊
が
い
な
か
っ
た
、
と
い
っ
 
た
証
 舌
口
も
聞
か
れ
る
。
 

荷
札
 を
貼
 っ
た
場
所
、
家
を
建
て
る
と
き
に
祈
り
込
ん
 だ
 大
黒
住
な
ど
は
、
特
に
悪
霊
の
棲
む
場
所
に
な
る
と
 
い
う
。
従
っ
て
「
屋
敷
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容 
@ 」 さ 

と
な
っ
た
 へ
 
地
域
を
支
配
す
る
悪
霊
）
 
爪
り
教
説
 

@
U
 

,
l
 
ム
リ
 
。
Ⅰ
 

定
の
影
響
を
与
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 

こ
こ
で
も
信
徒
た
ち
の
 

「
霊
の
戦
い
」
に
お
け
る
不
可
欠
の
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
 と
 し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
教
会
に
聖
別
を
 依
頼
す
る
人
々
の
側
に
 

は
 、
こ
れ
を
 ユ
 タ
の
屋
敷
御
願
の
延
長
上
に
捉
え
て
い
 る
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
筆
者
が
参
加
し
 
た
あ
る
事
例
で
は
、
 そ
 

の
家
の
王
 婦
 は
か
つ
て
 ユ
 タ
か
ら
示
さ
れ
た
ハ
ン
ジ
 ヘ
 の
 不
安
を
訴
え
た
。
す
な
 む
 ち
、
当
家
の
敷
地
に
は
 戦
 死
者
の
骨
が
埋
ま
っ
て
 

い
て
、
そ
れ
が
 災
因
 に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
 。
こ
れ
を
聞
い
た
男
性
牧
師
は
庭
に
出
る
と
、
 

｜
ブ
 油
を
数
滴
た
ら
し
 

て
、
 「
た
と
え
戦
争
で
多
く
の
人
が
死
ん
だ
と
し
て
も
、
 神
様
が
お
 削
 り
に
な
っ
た
潔
い
大
地
で
す
か
ら
、
 
土
 弛
 も
、
そ
こ
に
生
え
る
 

草
木
も
皆
す
ば
ら
し
い
。
こ
の
家
が
呪
わ
れ
て
い
る
こ
 
と
は
絶
対
に
な
い
と
信
じ
ま
す
」
と
い
っ
た
祝
福
の
祈
 
り
を
行
な
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
 

悪
 幸
一
正
に
よ
る
家
屋
敷
の
占
拠
と
い
う
捉
え
方
が
強
調
さ
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
近
年
の
カ
リ
ス
マ
 運
 動
 に
よ
っ
て
世
界
的
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@  ナ， - 
っ
 て
 

し
九
 

J
 立

て
 

C
 師
の
教
会
は
、
カ
ナ
ダ
の
ト
ロ
ン
ト
 や
 ア
ル
ゼ
ン
チ
 ン
 な
ど
で
話
題
に
な
っ
た
「
笑
い
の
 里
会
 」
や
「
キ
ャ
 ソ
 チ
・
 ザ
 ・
フ
ァ
イ
 

 
 

会
 参
加
者
を
倍
増
さ
せ
る
な
ど
、
沖
縄
で
も
聖
霊
運
動
 
の
 先
進
的
教
会
の
ひ
と
 

、
あ
る
。
聖
霊
の
働
き
を
重
視
し
、
「
人
の
思
い
で
 
聖
 幸
一
正
 

様
の
働
き
を
損
な
わ
な
い
」
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
 
て
 @
@
 

Ⅲ
る
た
め
、
金
ロ
目
口
 

@
 

）
も
臆
す
る
こ
と
な
く
聖
霊
や
悪
霊
の
体
験
を
語
る
 雰
 囲
 気
が
で
き
て
い
る
。
事
例
 3
 に
挙
げ
た
の
は
、
そ
う
 し
た
体
験
談
め
ご
く
 

叩
 に
す
ぎ
な
い
。
ウ
ガ
ン
ジ
ュ
の
方
角
を
機
敏
に
察
知
 す
る
能
力
や
、
拝
所
ご
と
に
異
な
る
悪
霊
の
識
別
な
ど
 
か
ら
は
、
「
場
所
の
   

置
か
れ
て
縛
ら
れ
る
の
で
、
怒
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
 彼
ら
は
怒
っ
て
い
る
が
、
中
に
入
れ
ず
に
教
会
の
周
囲
 
を
 取
り
巻
い
て
い
 

る
 。
現
在
、
土
曜
日
の
早
天
 祈
禧
会
 で
は
、
翌
日
の
耽
 正
日
礼
拝
の
た
め
に
教
会
の
建
物
内
部
と
、
敷
地
の
四
 
隅
 の
 深
 め
る
行
な
 

ぅ
 。
霊
を
見
る
会
員
た
ち
に
 ょ
 れ
ば
、
賛
美
の
テ
ー
プ
 を
 流
す
と
、
悪
霊
た
ち
が
サ
ー
ッ
 と
 逃
げ
て
行
く
の
が
 見
え
る
と
い
う
。
 

三
 0
 代
の
男
性
信
徒
が
 、
 特
に
「
霊
を
見
分
け
る
賜
物
 」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
教
会
に
来
る
人
に
想
い
て
く
 
る
 悪
霊
が
見
え
 

る
と
い
う
。
 亜
ル
壷
 

一
皿
は
ひ
と
つ
ず
つ
色
や
顔
が
違
っ
て
 
い
 て
 、
こ
ち
ら
（
教
会
の
裏
手
）
の
は
緑
色
で
カ
メ
レ
オ
 
ン
 の
よ
う
な
 顔
、
 

那
覇
方
面
の
は
ま
た
別
の
顔
だ
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
 
、
信
仰
を
も
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
れ
ば
、
人
に
 
想
 い
 た
悪
霊
を
手
で
 

つ
か
ん
で
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
ナ
ザ
レ
の
イ
ェ
ス
 様
の
御
名
に
よ
っ
て
出
て
来
い
」
と
言
っ
て
手
で
つ
 
か
む
と
、
悪
霊
は
 

ク
ル
ッ
と
 丸
く
な
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
。
実
際
に
気
分
 が
 悪
か
っ
た
り
痛
み
の
あ
っ
た
人
が
、
そ
の
瞬
間
に
 癒
 さ
れ
る
。
 

ま
た
、
 宝
 葉
並
の
通
り
道
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
教
会
 の
そ
ば
の
信
号
機
の
あ
る
交
差
点
が
そ
う
だ
っ
た
。
 
礼
 拝
 の
 日
 、
多
く
 

の
 教
会
員
が
そ
こ
ま
で
来
る
と
、
急
に
気
分
が
悪
く
な
 
っ
 た
り
、
交
通
事
故
に
会
い
そ
う
に
な
っ
た
り
し
た
。
 皆
で
そ
の
場
所
へ
 

行
っ
て
、
イ
エ
ス
様
の
血
潮
に
よ
っ
て
 
玉
ゅ
 
幸
一
皿
を
一
樽
 

っ
 た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
来
、
何
事
も
無
く
な
っ
た
。
 



事
例
 4
 
D
 
師
に
よ
る
癒
し
の
証
言
Ⅰ
 

ま
ず
女
性
の
自
宅
で
癒
し
の
祈
り
を
し
た
。
集
ま
っ
た
 
親
族
や
近
隣
の
 オ
バ
 ア
一
老
年
女
性
）
た
ち
は
、
「
 ウ
 サ
ギ
 モ
ノ
 

物
 ）
は
い
 
い
 の
か
ね
」
と
聞
く
。
私
は
「
も
 う
 終
わ
り
 ま
し
た
。
神
様
が
自
分
を
ウ
サ
ギ
モ
ノ
に
し
た
か
ら
 
、
も
う
必
要
 

よ
 。
何
も
い
ら
な
い
よ
と
神
様
は
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
 
す
 」
と
答
え
た
。
「
か
ん
な
で
祈
り
ま
し
ょ
う
」
と
 呼
 び
か
け
る
と
 

 
 

バ
ア
 た
ち
は
「
あ
ん
た
た
ち
 Ⅰ
行
き
な
さ
い
」
と
舌
口
 

そ
 

ぅ
 。
皆
で
心
を
合
わ
せ
て
祈
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
得
し
 
て
 、
聖
書
を
 

て
 門
の
方
か
ら
屋
敷
の
四
隅
で
「
 潔
 め
の
祈
り
」
を
し
 た
 。
こ
の
と
き
、
オ
バ
 ア
 た
ち
が
「
あ
っ
ち
も
や
っ
た
 方
が
い
い
」
 

と
 助
言
す
る
の
で
、
そ
れ
に
も
従
っ
た
。
 

穣
 

よ
 
、
 

オ
 

開
 
号
し
 
、
 

な
ど
 

霊
性
 」
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
性
が
読
み
と
れ
、
「
 悪
 幸
一
皿
 

0
 通
り
道
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
ヒ
ン
プ
ン
や
有
 
敢
 営
 に
よ
っ
て
遮
断
せ
ね
 

ば
な
ら
な
い
悪
気
と
の
類
縁
性
が
認
め
ら
れ
る
。
身
体
 
の
 不
快
感
や
圧
迫
感
か
ら
霊
の
働
き
を
察
知
し
、
そ
れ
 が
 独
自
の
場
所
に
結
び
 

つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
、
 ユ
 タ
 的
 宗
教
者
な
ど
 と
 共
通
す
る
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
礼
拝
に
先
 
だ
っ
て
教
会
の
敷
地
の
 

四
隅
を
潔
め
る
と
い
う
感
性
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。
 

次
に
挙
げ
る
の
は
、
あ
る
離
島
の
教
会
を
牧
会
す
る
 
女
 性
 牧
師
 D
 師
 
二
九
四
七
年
生
 -
 に
よ
る
、
癒
し
の
証
 =
 
二
口
 
で
あ
る
。
九
五
年
六
 

月
 、
島
内
に
住
む
六
二
歳
の
女
性
が
農
作
業
中
に
 耕
運
 機
の
横
転
事
故
で
内
臓
破
裂
の
重
傷
を
負
い
、
す
ぐ
に
 
本
島
の
病
院
に
運
ぼ
れ
 

て
 I
C
U
 
に
収
容
さ
れ
た
。
本
島
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
 な
っ
て
い
た
娘
か
ら
の
電
話
依
頼
で
、
離
島
の
教
会
で
 
も
 癒
し
を
求
め
る
祈
り
 

が
 行
な
わ
れ
た
。
医
者
か
ら
は
「
命
が
助
か
っ
て
も
 
四
 、
 五
カ
月
は
動
け
な
い
」
と
舌
口
わ
れ
て
い
た
の
が
、
 
祈
 り
を
行
な
っ
た
の
と
 同
 

時
刻
に
 I
C
U
 を
出
ら
れ
、
後
遺
症
も
な
く
完
全
に
回
 復
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

  



  
て   
  壇 

妥 ゃ 
協 位 

  
逃 核 
避 と 

型 し た 
散 光 
封 租 

  
ど 的 
の ，慣 
理 行 
念 へ 

型 の 
が 対 
想 処 

  
れ 日 
る 本   

キ   
縄 ス 
で ト 

も 教 
妥 界 
協 の 
里 犬 
の き 

極 む 

課題 を示 

す と 

力 む   
リ て 
ッ き 

ク た 
教   
回 達 

か 択 
ら 肢 

と 

激 し 

  

 
 

 
 

四
 

「
系
譜
の
霊
性
」
と
の
関
係
 

 
  

 

 
 

ト
 

慣
行
の
陰
画
を
創
り
出
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

動
 
c
 
り
の
祈
り
」
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
島
に
は
複
数
 
の
 「
 シ
ジ
 高
 い
 」
拝
所
が
知
ら
れ
て
お
り
、
本
島
な
ど
 か
ら
 ユ
 タ
が
信
者
を
連
れ
て
 

亘
 
 
 

 
 

鴨
 
巡
拝
す
る
慣
行
が
現
在
で
も
続
い
て
い
る
。
 
D
 師
 0
 行
動
は
「
拝
み
」
を
「
断
ち
切
り
」
に
置
き
換
え
る
 
な
か
で
、
は
か
ら
ず
も
在
来
 

) 展開 

間 場 て 
空 所 ぃ 在 
闇 が る 来 戚 優 樹 バ 
を 変   の ぶ く ア 次 
超 わ D 宗 入 り 方 た に 
え れ 節 教 や で で ち 事 
る ば に 的 近 五 あ は 故 

所 時 る 「 現 
」 と島 、 よ意 れ味 の に 」 な 場   オ Ⅰ こ ぜ に 

バ C と 先 も 

が が こ の ア U を 担 荷 
ら 変 の 中 た か 説 が っ 

も わ 事 に ち ら 救 助 た 
、 る 散 聖   

一 ら た て が 霊運 信徒 」と 現場 暗 れ 後 く よ 

た い は 動 刻 た 、 れ い 

の と 全 な と 

ちう め 。 八旬 、 が   い 貫 か い 

希 い 入 り 致 う で っ う 

望 わ 牛 込 に 知 祈 た こ 

な ば に ん 一 5 つ の と 

容 「 彼 で 駕 せ た か に 
れ 雪 女 が く だ 。 ね な 
て の 白 く と っ こ 」   

様子が 、定期 戦 」 い 身が初   と た れ と 

威 さ 後 の 行 
激 に 五 で っ 

し 「 時   た   私は て そ 、 王の 。 頃だ 

次 晴 っ 「 こ 

の 」 た 神 は 
目 で 。 様 当 

曜 あ タ は 家 
日 っ 刻 先 の 
に た に 祖 墓 
は の 電 と の 

    教 だ 話 は す 
て 会 ろ が 冥 く     

ほ う あ な 横 来   
亜 ' ロ "  @" し 
垂 

る 立 て 、 畑 
人 ち 、 時 だ     会 意 を っ 

断 り 「 示 い っ 外 廷 た 
ち は こ さ た た な え 。 
切 時 の れ 。 親 回 て オ 



像
 処
分
を
迫
る
従
来
の
厳
格
な
福
音
派
の
宣
教
万
法
に
 
は
 批
判
的
な
牧
師
が
多
い
。
「
聖
霊
様
の
働
き
に
委
ね
 る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
 

仏
壇
を
捨
て
き
れ
な
い
人
は
捨
て
き
れ
な
い
ま
ま
に
 
委
 ね
れ
ば
 よ
い
 」
な
ど
と
さ
れ
る
。
位
牌
祭
祀
を
む
し
ろ
 宣
教
の
機
会
と
し
て
 利
 

用
 す
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
か
か
る
現
実
的
 
対
応
の
ひ
と
つ
に
、
「
仏
壇
の
断
ち
切
り
の
折
り
」
が
 あ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
 

は
 、
近
年
聖
霊
運
動
に
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
 
た
長
老
派
教
会
の
男
性
牧
師
 E
 師
 
二
九
四
 0
 早
生
）
 の
 詣
 で
あ
る
。
 

事
例
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 三
師
に
よ
る
「
仏
壇
の
断
ち
切
り
」
の
話
 

九
四
年
か
ら
「
仏
壇
の
断
ち
切
り
の
祈
り
」
を
始
め
た
 

ぃ
が
 、
親
戚
が
拝
み
に
 来
る
の
で
で
き
 

な
い
、
と
訴
え
る
信
徒
の
要
望
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
 。
仏
壇
の
前
で
詩
篇
 や
イ
 ザ
ヤ
書
の
偶
像
崇
拝
を
記
し
 た
 箇
所
を
読
み
、
 

「
イ
エ
ス
様
の
御
名
に
よ
っ
て
立
ち
去
れ
」
と
悪
霊
に
 ム
 
叩
 じ
る
。
こ
う
し
た
祈
り
を
し
た
こ
と
を
、
親
戚
な
ど
 
に
 話
す
必
要
は
な
 

く
 、
伝
統
行
事
も
今
ま
で
通
り
続
け
れ
ば
よ
 
い
、
と
指
 導
 す
る
。
た
と
え
拝
ま
れ
て
も
仏
壇
は
空
の
箱
に
な
っ
 
て
い
る
か
ら
、
 も
 

ぅ
 悪
 い
 霊
が
流
れ
る
こ
と
は
な
い
。
益
行
事
な
ど
で
 親
 戚
が
 拝
み
に
来
る
際
に
は
、
仏
壇
の
横
に
テ
レ
ビ
受
像
 
器
を
置
い
て
、
 キ
 

リ
ス
ト
散
関
係
の
映
画
の
ビ
デ
オ
を
流
し
て
お
く
よ
う
 
に
 指
導
し
て
い
る
。
拝
み
に
来
た
親
戚
の
人
た
ち
も
 
皿
 一
味
を
も
っ
て
観
て
 

 
 

る の し 
。 教 い 

し 説 ⑧ @ 
か の 対 
し 彫 塑 
実 響 を 

際 な と 

ほ ど ろ 

は も 保 
、 堂 守 

福音派 信徒の けて、 
突 先 ま 

情 祖 で 
を 祭 、 
考 祀 様 
慮 は 々 
し 悪 な 
て 雪 村 
単 の 応 
絶 世 が 
な 界 見 
敵 で ら 

対 あ れ る 、では り 。 

聖霊遷 亡くよ 、 仏壇や 

よ 位 動 
り 牌 全 
臣又 

見一体 明トと 
な @ し 
対 ト て   
が メ 、 八 模索 O ） １ 

さ は 年 
れ 票 代 
て 霊 以 
い の 降 

る 棲 の す 。 処 と 「力 

べ 見 の 
て な 伝 

され 偶 道 の 」 

  



現代沖縄にお け   
を 感 そ 
除 と 性 の 
去 は は 正 
す ね 、 統 

る え ユ 小生 

と 、 タ が 

い 様 の 主 
う 々 シ 張 
ュ な ジ さ 

タ 神 タ れ 
的 霊 ダ る 

シノ な 堂小一教 ・祖 

先祖 者の 霊や どと 

中 値 其 の 
心 火 道 男 
的 が す が 

な 発 る 子 
救 す も 孫 
潜 る の @ こ 

方 怨 で 友 
法 念 あ び 
は な る 、 そど 

れ 

情緒 % 三 % 正 爪り 六 一 
を 

断 
ち 

切 
・悪霊 感得 一 を る 

二 し     
万   仏 と 

が 

百 @B@  ） こ れ 先 
祖 
と 

子   孫 
た な 双 の 車幸正 方 か @ ま 

逼 る 救 
動 こ 済 
の と K 枠 繋 
組 よ が 

み っ る 

で て と 

は 災   厄 つ , 

225@ (225) 

も
あ
る
。
聖
霊
運
動
で
は
、
当
然
こ
れ
ら
は
す
べ
て
 
悪
 霊
の
欺
き
と
し
て
否
定
さ
れ
る
が
、
信
徒
の
心
情
を
考
 慮
 し
た
代
替
的
方
法
も
 

見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
見
た
 B
 師
は
、
仏
壇
は
も
 と
よ
り
獅
子
像
や
琉
球
人
形
さ
え
悪
霊
の
拠
点
に
な
り
 
う
る
と
し
て
、
偶
像
崇
 

開
 
拝
へ
の
激
し
い
対
決
姿
勢
を
示
す
一
方
で
、
「
 死
 者
の
執
り
な
し
の
祈
り
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
 
ネ
ヘ
、
、
 

.
 
ヤ
記
 一
・
六
に
基
づ
き
、
 家
 

 
 

沖
 
系
の
罪
の
赦
し
を
 祈
 る
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
「
 
三
代
四
代
に
及
ぶ
と
聖
書
に
も
あ
る
先
祖
の
罪
、
家
系
 
の
 罪
を
断
ち
切
っ
て
い
か
な
 

 
 

と
は
具
体
的
に
は
偶
像
礼
拝
の
罪
を
指
し
、
ウ
ガ
ン
 ブ
 ス
ク
 
（
御
願
不
足
一
 な
 責
め
 

一
刀
 
一
 

霊
 

週
る
ユ
 タ
の
 災
 国
論
と
は
対
極
を
成
す
。
「
先
祖
に
 祈

る
の
で
は
な
く
、
先
祖
の
罪
を
赦
し
て
下
さ
い
と
 
イ
 エ
ス
様
に
祈
る
」
と
し
て
、
 

 
 

カ
タ
、
シ
ジ
 タ
ダ
シ
 な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
苦
し
 み
 訴
え
か
け
る
先
祖
と
の
一
体
化
や
共
音
共
感
に
よ
る
 救
済
を
支
え
る
表
象
で
 

の
が
共
有
さ
れ
て
い
る
点
に
任
目
し
た
 い
 。
 

沖
縄
の
宗
教
文
化
に
お
け
る
「
系
譜
の
霊
性
」
は
 
、
守
 護
 帥
先
祖
の
尊
崇
の
み
な
ら
ず
、
 
ユ
 タ
 的
 宗
教
者
が
説
 く
主
ノ
ま
メ
タ
 

Ⅱ
 ノ
 
、
マ
ニ
 

別
の
教
会
で
は
、
断
ち
切
り
 

り
す
る
と
い
う
方
法
が
指
導
さ
 

が
ど
こ
の
 ユ
 タ
に
行
っ
て
も
、
 

と
言
っ
て
断
ら
れ
る
よ
う
に
な
 の

印
 と
し
て
、
オ
リ
ー
フ
油
で
聖
別
し
た
石
を
紙
に
包
 ん
で
庭
に
埋
め
た
り
、
仏
壇
の
抽
出
に
入
れ
た
 

れ
て
い
る
。
一
家
で
一
人
だ
け
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
若
い
 主
婦
が
密
か
に
こ
れ
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
 姑
 

「
あ
な
た
の
家
に
は
光
輝
く
神
様
が
い
る
」
と
か
「
 あ
 な
た
の
家
の
先
祖
 事
の
 ハ
ン
ジ
は
で
き
な
い
」
 

っ
た
 、
な
ど
の
話
も
聞
か
れ
る
。
「
霊
の
戦
い
」
と
い
，
 
フ
 外
面
的
対
決
の
背
後
で
、
霊
的
世
界
そ
の
も
 



絶
対
に
許
容
さ
れ
な
い
。
聖
霊
で
ほ
な
い
霊
の
働
き
は
 
す
べ
て
悪
霊
の
仕
業
で
あ
り
、
一
括
排
除
さ
れ
る
べ
 
き
 対
象
と
な
る
。
「
 亜
 業
並
 

 
 

の
 追
い
出
し
」
 ほ
 福
音
書
の
記
述
を
範
型
と
す
る
が
、
 具
体
的
展
開
は
多
岐
に
わ
た
る
。
詳
細
 は
 措
く
が
、
 ま
 ず
 悪
霊
は
聖
霊
の
働
き
 

に
よ
っ
て
初
め
て
本
性
を
顕
わ
す
、
と
い
う
考
え
方
は
 ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
「
サ
タ
ン
も
出
て
行
け
と
舌
口
 
わ
 れ
る
ま
で
は
知
ら
ん
 ふ
 

り
し
プ
こ
 
い
る
」
な
ど
と
舌
口
わ
れ
る
。
 
だ
 ム
仏
 
ら
亜
心
壷
 

一
正
に
 

想
 か
れ
た
人
ほ
 、
 祈
ら
れ
る
こ
と
で
初
め
て
独
特
の
反
応
 を
 示
す
。
獣
の
よ
う
に
 

吠
え
る
、
爪
を
立
て
る
、
体
が
異
様
に
ね
じ
れ
る
、
 
口
 か
ら
泡
を
吹
い
た
り
嘔
吐
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
 
「
イ
ェ
ス
」
「
十
字
架
」
 

「
血
潮
」
「
ア
ー
メ
ン
」
な
ど
の
舌
口
 

葉
 に
異
常
な
反
応
を
 示
し
、
聖
書
の
文
字
が
真
っ
白
に
な
っ
て
読
め
な
く
 
な
る
と
い
う
。
完
全
な
 

追
い
出
し
に
は
、
「
イ
ェ
ス
 様
 、
助
け
て
下
さ
い
」
と
 い
っ
た
当
人
の
主
体
的
応
答
が
必
要
と
さ
れ
、
追
い
出
 
し
の
瞬
間
に
白
蛇
や
竜
 

が
 出
て
い
く
の
が
見
え
た
、
と
い
っ
た
証
言
も
よ
く
 
聞
 

「
追
い
出
し
」
だ
け
を
や
っ
て
も
効
果
が
な
い
、
と
い
，
 

か
れ
る
。
 

っ
 考
え
方
で
あ
る
。
前
者
の
「
 罪
 」
を
強
調
す
る
場
合
 、
そ
の
「
赦
し
」
が
 問
 

一
方
、
「
霊
の
戦
い
」
や
「
力
の
伝
道
」
が
推
進
さ
れ
る
 な
か
で
、
す
べ
て
を
「
悪
霊
の
追
い
出
し
」
に
頼
る
 
方
法
へ
の
反
省
も
出
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
悪
霊
は
人
の
内
面
の
罪
 
や
 傷
を
拠
点
に
取
り
 想
 く
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
罪
や
 傷
を
除
か
な
い
限
り
、
 

題
 と
な
る
た
め
、
従
来
の
標
準
的
な
福
音
主
義
的
宣
教
 
が
 依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
だ
が
、
後
者
の
「
 
傷
 」
を
強
調
す
る
場
合
に
 

は
、
 個
々
人
の
「
心
の
癒
し
」
が
求
め
ら
れ
る
。
近
年
 
は
 
「
霊
の
戦
 い
 」
の
な
か
に
「
内
面
の
癒
し
（
 ぎ
胃
 「
 汀
 田
田
 巴
 」
と
い
う
 万
 

法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
教
会
が
増
え
て
い
る
。
 
こ
 れ
ば
 聖
霊
が
心
の
傷
に
直
接
触
れ
て
癒
す
方
法
と
さ
れ
 
る
 。
次
に
挙
げ
る
の
 ほ
 

そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
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現代沖縄 

な 
l, 、   ， 

@ におけるキリスト 教聖霊運動の 展開 

        く が つ 

と は た そ 泡 立 て   。 れ き た い 

う 筆 そ 以 し れ る 
怒 者 の 来 め た こ   男 、 て の と 

，性 あ 下 で に 聞きや、 ほ の さ す 気 
売 書 対 嫌 い 。 づ 
春 き す が ま 何 き 

で し る 言己 し と ま 

生 た 怒 憶 た も し 

計 な り の 。 説 た 
を か は 場 そ 明 。 
維 で 消 面 の で そ 
持 は   えは " " 蒔 " きし な て 

て 自 夫 素 本 ぃ   
き 分 へ 晴 当 愛 隣 
た が の ら に と 家 
尽 日 こ し 心 平 か 

へ と だ ぃ が 安 ら   わ 思 慮 に 男 
嫌 父 り い さ 満 の 
票 が や 出 れ ち 子 
慰 留 嫉 の て た が 
  通 好 一 、 笑 出 

異 し 

力 て 
的 で てきた の思いぺ ジ ー 「ああ、 顔でし 

で き か に ， た 瞬 
傲 た 旧司 目Ⅱ 、 
倶 子 
な ィ共 

父 で 
へ あ K 
め る 
Ⅱ 艮 こ か 宜 ,, 
み と 

な な 
ど 知   

    
両 た   
親 友 歳 着 
もこ @  Ⅱ ヒ 圭三 

対 の 
す 「 

る 許   
心 せ ま し 様 
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 あ
る
 二
 0
 代
の
女
性
信
徒
に
よ
る
「
内
面
の
 癒
し
」
の
証
 ヰ
 
二
口
 

私
は
や
き
も
ち
焼
き
で
あ
る
こ
と
に
悩
ん
で
い
ま
し
た
 
。
夫
が
別
の
女
性
と
話
を
し
た
だ
け
で
、
激
し
い
嫉
妬
 
心
が
 湧
 い
 

し
み
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
あ
る
日
、
 
洗
い
物
を
し
な
が
ら
、
自
分
の
過
去
に
何
か
原
因
が
あ
 
る
 め
か
し
ら
 

憶
を
遡
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
四
歳
の
と
き
、
隣
家
 
の
 当
時
中
学
生
の
男
の
子
に
む
り
や
り
悪
戯
さ
れ
た
こ
 
と
を
 突
殊
笛
心
 

し
ま
し
た
。
 二
 0
 年
間
忘
れ
て
い
た
の
に
、
思
い
出
す
 
と
 耐
え
ら
れ
な
い
憎
し
み
と
な
り
ま
し
た
。
牧
師
に
 
打
ち
明
け
る
 

「
イ
ン
ナ
ー
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
、
 祈
 っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
 

最
初
は
牧
師
に
言
わ
れ
て
「
王
を
通
し
て
 
0
0
 さ
ん
 
一
 
そ
の
男
 珪
に
 許
し
を
送
り
ま
す
」
と
言
お
う
と
す
る
 
の
で
す
が
 

い
 増
し
み
が
湧
い
て
き
て
、
た
だ
泣
く
だ
け
で
し
た
。
 
ひ
と
し
き
り
泣
い
て
落
ち
着
い
た
時
、
牧
師
は
「
聖
霊
 様
 、
ど
う
ぞ
 

し
て
下
さ
い
。
そ
の
場
所
に
あ
な
た
が
お
戻
り
下
さ
い
 
」
と
祈
り
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
私
は
四
歳
の
時
に
 
戻
り
、
中
庭
 に 満   と い と て 
立 た 凄 、 出 高目 ， 噌 



九
 0
 年
代
以
降
の
沖
縄
社
会
に
お
い
て
顕
著
な
展
開
の
 
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
の
具
体
相
を
、
在
来
 
の
 信
仰
習
俗
を
支
え
 

て
き
た
と
思
わ
れ
る
宗
教
的
表
象
の
諸
様
態
に
関
連
 づ
 け
な
が
ら
報
告
し
た
。
「
人
の
霊
性
」
「
場
所
の
霊
性
」
 に
 関
し
て
は
、
在
来
の
 

事
例
 6
 の
内
容
自
体
は
、
ア
メ
リ
カ
の
聖
霊
運
動
の
な
 
か
で
開
発
さ
れ
た
様
々
な
「
内
面
の
癒
し
」
の
ひ
と
つ
 
の
 典
型
を
示
す
も
の
 

 
 

で
、
沖
縄
で
の
独
自
性
は
薄
い
。
 災
 因
を
過
去
に
遡
ら
 せ
 、
結
果
的
に
家
族
や
親
族
と
の
情
緒
的
葛
藤
を
和
解
 
す
る
と
い
う
共
通
性
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
 

ユ
 タ
の
 シ
ジ
タ
ダ
シ
 と
の
異
質
性
は
 決
定
的
で
あ
る
。
遡
る
過
去
は
あ
く
ま
で
も
当
人
の
個
 
の
 内
面
、
す
な
わ
ち
 抑
 

圧
さ
れ
た
個
人
の
記
憶
や
意
識
の
底
に
限
定
さ
れ
る
。
 
苦
し
む
先
祖
と
の
和
解
と
い
っ
た
救
済
方
法
は
 
、
最
 初
か
ら
末
口
 定
 さ
れ
て
い
 

る
 。
他
者
と
の
葛
藤
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
価
 
値
は
悪
霊
と
い
う
対
象
に
一
元
的
に
吸
収
さ
れ
、
 
共
苦
 共
感
を
受
け
と
め
る
 対
 

象
 は
す
べ
て
イ
エ
ス
の
愛
に
一
元
化
さ
れ
て
い
る
。
 近
 代
 主
義
的
視
点
か
ら
評
価
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
系
譜
の
 
霊
怪
」
を
拒
絶
し
た
と
 

こ
ろ
に
成
立
す
る
自
律
的
で
内
省
的
な
個
人
に
適
合
的
 
な
 救
済
方
法
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
こ
 
に
見
え
て
く
る
の
は
、
 

諸
々
の
否
定
的
契
機
を
、
世
界
や
他
者
と
の
関
係
性
の
 
歪
み
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
自
己
自
身
の
 
内
部
に
負
わ
さ
れ
た
 深
 

ぃ
 
「
 傷
 」
の
痛
み
と
し
て
感
受
す
る
人
々
で
あ
る
。
「
 悪
霊
の
追
い
出
し
」
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
「
内
面
の
癒
 
し
 」
は
、
こ
う
し
た
感
 

性
 を
も
っ
た
人
々
に
対
し
て
、
独
自
の
宗
教
的
意
味
 世
 界
を
開
示
す
る
救
済
技
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
 
と
が
で
き
る
。
 

お
わ
り
に
 

  
て も 傷 

ぃ る証本 上が     
と 、 y 丙 
同 気 
じ ゃ 
よ 不 
う 幸   
  原 

記 因 
，ほ @ こ 

の む 
中 っ 
め て 
危 お 

  
これ 場面 

に が 

イ エ 一 内 
ス 面   
臨 癒 
在 し 

を 」 

感 に 
じ よ 

取 っ 
る て 
こ 癒 
と さ 

に れ 
よ た 
つ と 

て い , つ 

癒 事   
が が 

日立 赴 こ 

つ つ た 
と い 

さ ず 

  



現代沖縄におけるキリスト 

註
 

一
 1
 ）
こ
こ
で
聖
霊
運
動
と
は
、
「
聖
霊
の
直
接
的
な
働
き
や
 
霊
 体
験
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
運
動
」
と
い
う
、
ゆ
る
や
か
 な 定
義
で
押
さ
え
て
お
 

く
 。
欧
米
で
は
 
へ
 ペ
ン
テ
コ
ス
テ
ス
マ
運
動
）
の
通
称
が
 
一
般
的
で
あ
る
が
、
非
西
欧
 
圏
 に
お
け
る
様
々
な
現
象
を
考
え
 

る
場
 ム
ロ
 
、
 単
に
欧
米
 

 
 

の
 連
動
の
伝
播
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
 
広
 い
 
「
聖
霊
運
動
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 2
 ）
「
聖
霊
派
」
は
、
一
般
に
こ
の
運
動
の
外
部
者
に
よ
っ
て
 
使
用
さ
れ
る
呼
称
で
あ
る
。
 

-
3
 一
筆
者
は
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
を
、
実
体
論
的
領
域
を
指
 す
 概
念
で
は
な
く
、
宗
教
研
究
に
お
け
る
視
点
の
構
え
と
し
て
、
 

す
が
 ね
ち
、
経
典
的
・
 

盟
 

制
度
的
宗
教
の
理
念
や
実
践
形
態
が
一
般
の
人
々
の
生
活
の
な
か
 
で
 展
開
す
る
具
体
相
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
 

  

散聖霊運動 0 コ 

希 
求 
す 
る 

人 
々 
が 

深 

  
厚 
み 
を 

も 

  

た当 

地 
    

ホ教 

文 
ィヒ 

  
カ 
ン 
  
ス 

@ 
描 
き 

出 
  
た 

Ⅱ 倉 

" と 天ニ E 工 

的 
な 
絵 
柄 
  

具体 

目 木 

で 

あ 
  
た 

表
象
 群
 と
の
連
続
面
が
目
立
つ
の
に
対
し
て
、
「
系
譜
 の
 霊
怪
」
に
関
し
て
は
、
断
絶
面
が
最
も
鋭
く
顕
れ
て
 
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
 

明
ら
か
に
な
っ
た
。
当
地
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
 運
動
と
は
、
 
ヌ
 ミ
ナ
ス
な
秩
序
に
属
す
る
 カ
と
 意
味
の
 

受
容
を
め
ぐ
る
葛
藤
 

か
 

ら
 生
ず
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
 、
 新
た
な
時
代
状
況
の
な
か
 で
 苦
悩
す
る
人
々
に
対
す
る
「
救
済
」
の
 力
 へ
と
転
化
 せ
し
め
る
運
動
、
と
し
 

て
 捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

本
稿
は
聖
霊
運
動
の
当
事
者
の
価
値
観
に
同
調
し
て
、
 
こ
の
運
動
の
な
か
に
真
正
な
る
信
仰
復
興
の
兆
し
を
 見
 た
り
、
当
地
の
在
来
 

信
仰
を
悪
霊
の
領
域
と
断
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
 
。
し
か
し
逆
に
、
外
来
の
経
典
的
・
制
度
的
宗
教
が
 
当
 地
 に
開
花
す
る
に
は
、
 

す
べ
て
土
着
の
感
性
に
吸
収
さ
れ
、
何
か
実
体
論
的
に
 
固
定
化
さ
れ
た
「
伝
統
文
化
」
な
り
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
 
ム
 」
な
り
の
亜
流
に
な
 

ら
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
っ
た
命
題
を
主
張
す
る
も
の
 
で
も
な
い
。
運
動
の
担
い
手
ひ
と
り
ひ
と
り
に
よ
っ
て
 顕
さ
れ
た
宗
教
的
言
動
 

に
は
、
現
代
沖
縄
と
い
う
所
与
の
条
件
を
土
台
と
し
て
 
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
意
味
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
 

ユ
ニ
ー
ク
で
切
実
な
 

開
 

「
救
済
」
や
「
癒
し
」
へ
の
希
求
が
刻
み
込
ま
れ
 て
い
る
。
本
稿
で
見
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
 
切
実
な
「
救
済
」
「
癒
し
」
を
 



を
 意
味
す
る
用
語
と
し
て
用
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
 

一
 
4
 一
 
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
は
、
一
九
九
六
年
五
月
の
日
本
 リ
バ
イ
バ
ル
同
盟
の
結
成
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
福
 
昔
 派
を
中
心
に
、
聖
霊
 

捌
 

運
動
に
対
す
る
警
戒
感
も
強
ま
っ
て
い
る
。
代
表
的
批
判
 
書
 と
し
 て
 、
内
田
和
彦
「
聖
書
が
教
え
る
「
霊
の
戦
い
 ヒ
 
い
の
ち
の
 @
 

  

 
 
 
 

四
年
、
高
木
慶
大
 
/
 
テ
モ
テ
・
シ
ス
ク
 

ズ
 「
日
に
お
け
る
奇
蹟
 

・
預
言
 
巳
 
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
五
年
、
な
ど
 

が
 話
題
に
な
っ
て
 
い
 

る
 。
 

（
 
5
-
 
代
表
的
事
例
と
し
て
は
、
イ
エ
ス
の
御
霊
教
会
（
安
斉
 
伸
 
「
南
島
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
 

目
 第
一
書
房
、
一
九
八
 四
年
ほ
か
 
-
 、
沖
縄
キ
リ
 

ス
ト
福
音
セ
ン
タ
ー
（
池
上
良
工
「
悪
霊
と
聖
霊
の
舞
台
１
件
 縄
の
民
衆
キ
リ
ス
ト
教
に
見
る
救
済
世
界
 し ど
う
ぶ
つ
 社
 、
一
九
 九
一
年
ほ
か
一
な
 

ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
過
去
に
も
、
今
日
の
「
霊
の
戦
い
」
に
 
類
 似
 し
た
伝
道
方
法
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
明
治
末
か
ら
大
正
切
 
期
の
原
口
精
一
節
 の
 

伝
道
で
は
、
「
牛
馬
豚
疫
の
流
行
の
際
に
は
 

祈
 信
金
も
行
な
わ
れ
 

糸
満
あ
た
り
で
は
「
悪
魔
，
」
こ
よ
り
去
れ
 
ロ
 と
の
寸
札
が
豚
 
小
屋
に
貼
ら
れ
た
」
 

と
い
う
 
宅
 宣
教
の
歩
み
 

｜
 沖縄
バ
プ
テ
ス
ト
八
十
 年
 定
ロ
 キ
 リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
、
二
三
頁
㍉
 

（
 
6
 ）
聖
霊
運
動
の
中
心
的
担
い
手
の
ひ
と
り
で
あ
る
沖
縄
世
界
 宣
教
教
会
の
喜
細
故
 弘
 牧
師
は
、
「
現
在
沖
縄
の
理
教
派
の
交
わ
 

り
に
加
盟
し
て
い
る
 牧
 

師
 た
ち
の
中
で
、
第
三
の
波
、
カ
リ
ス
マ
、
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
の
 
群
 れ
に
属
す
る
方
々
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
 四 0
 九
は
い
ま
す
 
」
と
自
己
評
価
し
て
 

い
る
二
九
九
六
年
一
一
月
二
四
日
「
リ
バ
イ
バ
ル
新
聞
」
の
 
コ
 ラ
ム
「
沖
縄
に
吹
く
聖
霊
の
風
」
 
-
 。
 

（
 7
-
 
南
部
教
役
者
会
は
一
九
七
一
年
発
足
、
現
在
の
参
加
は
四
 四
教
会
。
中
部
教
役
者
会
は
一
九
八
三
年
発
足
、
現
在
の
参
加
 
は
 三
三
教
会
。
 

-
8
@
 
 
チ
ョ
ー
・
ヨ
ン
 
ギ
 師
を
招
い
て
の
超
教
派
の
宣
教
大
会
は
 、
こ
れ
ま
で
沖
縄
で
四
回
開
か
れ
た
が
、
そ
の
正
式
参
加
教
会
 
数
は
第
一
回
 
-
 
八
五
年
一
 

が
三
 0
 、
第
二
回
 
-
 八
九
年
一
が
三
三
、
第
三
回
（
九
四
年
 
-
 が
 四
九
、
第
四
回
 

-
 
九
六
年
 -
 が
五
七
、
と
漸
増
し
て
い
る
。
 

-
9
 ）
沖
縄
地
域
科
学
研
究
所
編
「
沖
縄
の
県
民
 像
 」
ひ
 ろ
ぎ
社
 

一
九
八
五
年
、
九
 0
 頁
 。
 

一
皿
 一
 
こ
こ
で
の
「
霊
威
的
次
元
」
は
、
一
定
の
認
識
論
的
、
 

存
 在
 論
的
根
拠
に
基
づ
い
て
措
定
さ
れ
た
実
体
概
念
で
は
な
く
、
 

旦
 一
体
的
宗
教
現
象
の
担
 い
 

手
 た
ち
の
信
仰
作
用
を
介
し
て
現
成
す
る
、
い
わ
ば
現
象
学
的
 
視
 歴
 に
定
位
さ
れ
た
次
元
で
あ
る
。
 

@
-
 

村
我
精
一
「
 神
 
・
共
同
体
・
豊
穣
沖
縄
民
俗
 ョ
哩
禾
 来
社
、
一
九
七
五
年
、
二
九
二
頁
。
 

う
 @
 
 も
と
よ
り
、
こ
の
系
譜
志
向
の
具
体
的
内
実
の
精
査
を
課
 
題
 と
し
て
き
た
社
会
人
類
学
な
ど
の
観
点
か
ら
は
、
か
か
る
一
般
 
化
は
皿
生
息
 
味
 だ
と
い
う
 

批
判
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
は
、
 

逆
 に
 広
い
枠
組
み
を
立
て
る
こ
と
が
有
効
と
考
え
る
。
 

正
一
以
下
、
本
稿
で
提
示
す
る
六
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
 と
 資
料
化
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
事
例
 1 か
 ら
 事
例
 5
 ま
で
は
、
 
い
 

。
ず
れ
も
話
者
の
発
話
の
忠
実
な
再
録
で
は
な
い
。
一
回
な
い
し
 

複
 数
 回
の
二
者
面
談
（
同
席
者
が
い
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
一
に
お
い
 
て
 語
ら
れ
た
録
音
 テ
 

｜
プ
の
 内
容
を
、
筆
者
自
身
が
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 た
め
表
現
も
「
で
あ
る
」
調
に
統
一
し
た
。
た
だ
し
、
事
例
に
 
掲
げ
た
具
体
的
叙
述
 



現代沖縄におけるキリスト 散聖霊運動の 展開 

本
稿
の
調
査
に
関
し
て
は
、
次
の
研
究
助
成
費
が
使
用
さ
れ
た
。
 

平
成
四
上
ハ
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
 

一
 総
合
研
究
 A
-
 「
現
代
 民
衆
宗
教
に
お
け
る
 
世
 

男
親
 と
 救
済
観
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
 

-
 代
表
者
・
荒
木
実
習
 雄
 -
 、
平
成
人
 1
 九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
 C
2
 一
 「
日
本
Ⅰ
 
に
 い
わ
け
る
「
前
王
手
一
皿
 

主
義
 的
 」
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
学
的
研
究
」
一
代
表
者
・
池
上
泉
 

正
 -
 。
 

  

は
 、
で
き
る
限
り
話
者
自
身
の
言
葉
に
即
し
て
表
記
す
る
よ
う
 
努
 め
た
。
少
な
く
と
も
、
筆
者
に
よ
る
意
図
的
な
言
い
換
え
や
 
造
五
 
 
 

な
い
。
事
例
 
6
 は
、
教
会
で
の
 
祈
禧
 会
の
際
に
数
十
名
の
信
徒
を
 前
に
「
証
し
」
と
し
て
語
ら
れ
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。
 

実
 際
の
証
舌
口
は
さ
ら
に
 

長
 い
 も
の
で
、
そ
の
 
要
占
 の
み
を
示
し
た
が
、
「
証
し
」
の
臨
場
 
感
を
残
す
た
め
、
実
際
の
語
り
に
沿
っ
た
「
で
す
・
ま
す
」
調
で
 
表
記
し
た
。
 

五
 @
 
 
し
か
し
、
現
在
で
も
南
部
教
役
者
会
に
属
し
、
沖
縄
 バ
プ
 テ
ス
ト
連
盟
の
牧
師
と
の
親
交
も
切
れ
て
は
い
な
い
。
 

（
 
巧
 一
目
 旧
田
ヴ
ヨ
 ・
・
Ⅱ
㏄
 

ぎ
 ～
～
 

い
 た
 隠
碇
ぎ
ギ
 -
%
n
o
 

コ
ユ
 
e
 兜
ヱ
 0
 コ
 一
 。
 
勾
 o
E
 
（
下
ユ
㏄
 

P
 ）
の
㏄
の
 

総
一
「
明
日
、
ど
う
い
う
人
が
相
談
に
来
る
か
、
前
も
っ
て
 幻
 で
 示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
も
 ユ
 タ
 的
 宗
教
者
に
 多
く
聞
か
れ
る
舌
口
説
で
 

あ
る
。
 

行
一
 
（
地
域
を
支
配
す
る
悪
霊
）
の
 
教
説
は
、
 

グ
ナ
 Ⅰ
ジ
ョ
ー
ジ
，
オ
ー
テ
ィ
ス
，
ジ
ュ
ニ
ア
、
シ
ン
デ
ィ
ー
 

ン
ェ
 イ
コ
フ
ス
、
 
ジ
 

 
 

説
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
著
作
は
九
 0
 年
代
に
入
っ
て
続
々
 
と
刊
 付
 さ
れ
、
日
本
で
 

も
 直
ち
に
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。
 

再
と
ギ
 ，
シ
ェ
ブ
ロ
ー
 
一
辻
潤
已
 
「
キ
ャ
ッ
チ
・
 ザ
 ・
フ
ァ
 イ
ヤ
ー
」
生
け
る
水
の
川
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。
 

@
-
 

拝
み
は
 

ユ
 タ
な
ど
の
専
門
家
に
任
せ
て
、
自
分
た
ち
は
 
関
 わ
り
た
く
な
い
と
い
う
一
般
女
性
住
民
の
意
識
が
表
れ
た
舌
口
業
 

と
い
え
る
。
 

（
㏄
「
力
の
伝
道
」
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
・
 ク
 リ
ス
チ
ヤ
ン
・
フ
エ
ロ
シ
ッ
プ
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ン
バ
ー
な
ど
に
 よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
 伝
 

道
 方
法
で
、
し
る
し
や
不
思
議
を
重
視
し
、
悪
霊
と
の
対
決
を
強
 
調
 す
る
。
 毛
 @
 
ヨ
汀
 「
・
 
ナ
 漆
の
ロ
ユ
 コ
潟
 「
・
 
ホ
 ：
 ぎ
ざ
巽
 
し
ミ
ま
 い
 ぬ
 
-
 
～
の
ま
・
 

エ
ひ
 「
で
の
「
 

漆
 

勾
 。
 
ミ
 。
）
の
㏄
 

臼
 

（
初
一
円
エ
ジ
プ
ト
 
記
二
 0
.
 五
 、
三
四
・
七
、
な
ど
が
典
拠
 と
 さ
れ
る
。
 

一
ク
 
一
 「
悪
霊
の
追
い
出
し
」
に
つ
い
て
は
、
 

冨
 」
 
帝
 
一
五
と
聖
霊
の
舞
 
ム
目
 
箭
掲
 -
 八
五
１
ヵ
 
0
 頁
で
「
沖
縄
キ
リ
ス
ト
福
音
セ
ン
タ
 ｜
 」
の
事
例
を
詳
述
し
 

た
 。
現
在
の
聖
霊
運
動
に
見
ら
れ
る
具
体
何
で
も
、
大
き
な
差
異
 
は
な
 

一
 
㏄
 一
 
ア
メ
リ
カ
の
聖
霊
運
動
に
お
け
る
 ぎ
コ
 の
「
 
汀
り
目
コ
 
㎎
に
 つ
 い
て
は
、
池
上
泉
 
正
 
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
廟
 
論
 」
 新
屋
重
彦
佃
編
「
癒
し
 

と
 和
解
 

｜
 現代
に
お
け
る
 
C
A
R
E
 

の
諸
相
」
ハ
ー
ベ
ス
ト
 

社
 

一
九
九
五
年
、
「
癒
し
と
 霊
 体
験
 

ス
ト
 教
 神
慮
 論
を
 

題
材
と
し
て
」
「
筑
波
大
字
・
哲
学
思
想
論
集
 

ロ
二
 0
 、
一
九
九
 
五
年
、
な
ど
で
紹
介
し
た
。
 



山
里
純
一
者
 

「
沖
縄
の
魔
除
け
と
ま
じ
な
い
 

フ
ー
フ
 
ダ
 -
 荷
札
 -
 の
研
究
 

第
一
書
房
一
九
九
七
年
二
月
一
 
0
 日
刊
 

四
六
判
二
九
 0
 真
二
 0
0
0
 
円
 

坂
出
群
 
伸
 

呪
符
は
、
世
界
の
ど
の
民
族
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
私
の
手
も
 と
に
 

は
 、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
・
サ
ン
ミ
シ
ェ
ル
寺
院
の
発
行
し
た
交
通
 
安
全
の
 

紙
製
 貼
 行
用
の
護
符
、
迷
信
否
定
の
立
場
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
 
な
 い
社
 

会
主
義
体
制
の
中
国
の
首
都
・
北
京
で
最
近
手
に
入
れ
た
、
片
面
 
に
は
 毛
 

写
真
と
財
源
 
広
進
 と
下
辺
に
記
さ
れ
た
、
交
通
安
全
の
プ
ラ
ス
チ
 

沢
 東
の
写
真
と
吉
祥
如
意
と
下
辺
に
記
さ
れ
、
も
う
一
面
に
は
 
周
 恩
来
の
 

ッ
ク
 製
 

吊
り
下
げ
用
の
護
符
が
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
呪
符
は
、
一
般
民
衆
の
間
で
は
精
神
の
安
ら
ぎ
の
 

ょ
  
 

こ
ろ
と
し
て
、
い
か
に
高
度
に
科
学
技
術
が
発
達
し
よ
う
と
も
、
 

ま
た
 社
 

全
体
制
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
と
う
て
い
消
え
失
せ
な
い
も
の
の
 
よ
う
で
 

あ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
呪
符
の
学
問
的
研
究
は
出
土
資
料
を
除
い
て
 
 
 

ぜ
 か
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
 が
 

書
評
と
紹
介
 

ま
 思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
て
み
る
と
、
呪
符
は
、
第
一
に
、
今
日
 
の
私
た
 

ち
の
合
理
的
な
考
え
方
と
あ
ま
り
に
か
け
離
れ
て
迷
信
く
さ
い
と
 
い
う
こ
 

と
 、
第
二
に
 
、
 現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
呪
符
を
学
問
的
研
究
の
資
 
料
 と
し
 

て
 提
供
を
求
め
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
障
害
が
あ
る
、
例
え
 ぼ紙
 に
 包
ま
 

れ
た
お
ふ
だ
を
開
け
れ
ば
、
「
罰
が
 

当
る
 」
と
か
、
「
効
き
め
が
 
な
く
な
 

る
 」
と
思
う
人
が
い
る
よ
う
に
。
第
三
に
、
呪
符
の
中
に
は
、
 

あ
 ま
り
に
 

日
常
習
慣
化
し
て
い
て
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
 

例
え
 ば
 
「
 謹
 

 
 

賀
 新
年
」
と
書
く
年
賀
状
や
注
連
縄
の
ご
と
く
。
第
四
に
、
呪
符
 の種
類
 

や
 様
式
が
あ
ま
り
に
多
様
で
雑
 殊 と
し
て
い
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
 

の
 体
系
 

性
 を
見
 ぃ
 だ
し
に
く
い
こ
と
。
こ
れ
が
最
も
重
要
な
困
難
性
か
も
 
知
れ
な
 

 
  

 さ
て
、
沖
縄
の
呪
符
を
考
察
す
る
ば
あ
い
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
 
 
 

ぅ
 視
点
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
古
流
 
球
 社
会
 

以
来
の
民
間
信
仰
に
も
と
づ
く
呪
符
、
中
国
特
に
福
建
省
あ
た
り
 
か
ら
 伝
 

播
 し
て
き
た
信
仰
に
も
と
づ
く
呪
符
、
さ
ら
に
日
本
本
土
か
ら
 
伝
 来
し
た
 

信
仰
に
も
と
づ
く
呪
符
（
と
い
っ
て
も
、
本
土
の
呪
符
も
ま
た
 
申
 国
 大
陸
 

伝
来
の
も
の
と
独
自
に
発
生
し
た
も
の
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
 
な
の
だ
 

が
 ）
、
と
い
う
大
き
く
三
つ
の
要
素
が
沖
縄
で
は
分
か
ち
が
た
く
 
深
く
 複
 

雑
 に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

著
者
・
山
里
 
民
 は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
に
か
な
 
り
注
 

意
 な
は
る
い
な
が
ら
、
沖
縄
の
呪
符
資
料
を
考
察
し
て
い
る
。
 

た
 だ
 残
念
 

な
こ
と
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
国
で
も
日
本
で
も
、
呪
符
の
本
 
格
 的
な
 

 
 
 
 

研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
た
め
、
山
里
 
氏
 も
孤
 

立
 無
援
の
な
か
で
、
果
敢
に
も
沖
縄
の
呪
符
と
い
う
大
き
な
課
題
 
 
 

さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
占
に
敬
服
し
た
 



側
 に
よ
っ
て
、
本
書
全
体
の
構
成
を
示
し
て
お
こ
う
。
 

序
 

呪
符
研
究
小
史
と
本
書
の
構
成
 

第
一
章
沖
縄
の
フ
ー
フ
 
ダ
 
-
 荷
札
 -
 

 
 

一
 
沖
縄
の
「
 
ム
シ
メ
キ
ム
ン
 
」
 

二
 
沖
縄
の
フ
ー
フ
 
ダ
 の
実
態
 

三
 
沖
縄
の
呪
符
の
諸
 相
 

四
文
献
史
料
に
見
る
沖
縄
の
呪
符
 

五
 

フ
ー
フ
 ダ
 の
源
流
と
受
容
の
背
景
 

六
 

フ
ー
プ
 ダ
 の
始
期
と
契
機
 

 
 

第
二
章
八
重
山
博
物
館
所
蔵
の
ま
じ
な
い
資
料
 

 
 

一
万
袋
除
け
の
ま
じ
な
い
 

二
 
「
ま
じ
な
い
 紙
 」
 

 
 

第
三
章
佳
言
真
理
 英
 収
集
の
ま
じ
な
い
資
料
 

 
 

一
曲
 
町
曲
 
舌
口
 

二
 
呪
符
 

三
 
「
口
取
帳
」
と
「
 時
 双
紙
」
 

 
 

第
四
章
暮
し
の
中
の
ま
じ
な
い
 

一
 
幼
児
の
夜
泣
き
と
ま
じ
な
い
 

二
 
く
し
や
み
の
呪
文
「
ク
ス
ク
 エ
 ー
」
 

三
 

地
震
除
け
の
呪
文
「
キ
ョ
ウ
 ソ
カ
 」
 

 
  

 

四
夜
の
口
笛
 

 
 

 
 

初
出
一
覧
 

 
 

 
 

 
  
 

索
引
 

以
上
に
は
小
見
出
し
を
省
い
て
し
ま
っ
た
が
、
お
お
よ
そ
の
内
容
 は下
 

解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。
 

末
尾
の
初
出
一
覧
に
 
よ
 る
と
、
「
木
簡
研
究
」
、
琉
球
大
学
「
日
本
 
東
洋
 

文
化
論
集
」
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
「
琉
球
新
報
」
な
ど
、
私
に
は
 

目
  
 

か
な
 い
 
場
で
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
も
初
見
の
論
文
 
は
  
 

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
書
評
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
は
、
 

本
書
に
 

い
く
ら
か
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
道
教
系
の
呪
符
 
あ
る
 ぃ
 

は
 沖
縄
の
呪
符
に
つ
い
て
二
、
三
の
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
 
 
 

理
由
か
ら
だ
ろ
う
。
 

と
は
い
う
も
の
の
呪
符
の
研
究
は
む
ず
か
し
い
、
と
嘆
か
ざ
る
を
 
え
な
 

い
 
。
著
者
は
、
そ
の
む
ず
か
し
さ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
が
か
  
 

て
 、
綿
密
で
着
実
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
資
料
収
集
と
 
イ
 
ン
タ
ビ
 

ユ
 ー
の
方
法
を
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
全
く
正
攻
法
だ
と
思
う
。
 

例
え
ば
本
書
第
一
章
二
「
沖
縄
の
 
フ
 
ー
プ
 ダ
 の
実
態
」
で
は
、
 
沖
 縄
の
 

フ
ー
フ
 ダ
 の
実
態
を
家
・
屋
敷
の
フ
ー
プ
 

ダ
 、
屋
敷
内
の
要
所
の
 
 
 

 
 

ダ
 、
ハ
プ
除
け
の
フ
ー
フ
 
ダ
 、
拝
所
の
フ
ー
フ
 
ダ
 、
そ
の
他
の
 
フ
  
 

の
 五
項
目
に
分
類
し
て
い
る
。
私
た
ち
 -
 本
土
か
ら
一
時
的
に
調
 査
 に
行
 

く
者
 ）
に
い
ち
ば
ん
目
に
つ
き
や
す
い
の
は
、
 

家
 
・
屋
敷
の
四
隅
 
に
貼
ら
 

れ
た
木
製
の
 
フ
 
ー
フ
 ダ
 で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
人
目
に
つ
き
 
 
 

と
こ
ろ
に
、
右
の
よ
う
に
フ
ー
フ
 

ダ
 が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
 
著
者
に
 

初
め
て
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
さ
ら
に
、
 

家
 
・
屋
敷
の
  
 



書評と紹介 

ダ
を
 、
山
寺
社
発
行
の
も
の
 
芝
 れ
が
最
も
多
い
事
例
 -
 、
 ㈲
 個
 入
作
製
 

の
も
の
、
に
分
け
た
後
、
前
者
に
つ
い
て
は
も
っ
と
細
か
く
、
①
 
形
態
と
 

調
整
方
法
、
②
種
類
 

-
 
こ
の
項
に
は
、
十
五
寺
社
の
発
行
す
る
 

フ
  
 

の
呪
句
 
・
形
態
・
寺
社
所
在
地
と
宗
派
・
寸
法
・
分
布
が
記
述
さ
 

ね
 、
 そ
 

れ
ぞ
れ
の
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
㍉
③
取
り
付
け
の
英
機
 と
 時
期
、
 

④
取
り
付
け
方
法
、
⑤
取
り
付
け
場
所
、
⑥
分
布
、
に
わ
た
っ
て
 
詳
細
な
 

調
査
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
㈲
の
個
人
作
製
の
フ
ー
フ
 
ダ
 で
は
 、
近
年
 

公
開
さ
れ
た
久
米
島
の
「
吉
浜
家
文
書
」
の
中
の
「
奇
行
法
」
 

を
  
 

六
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
者
の
経
歴
、
そ
の
 
用
法
と
 

由
来
な
ど
が
、
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も
と
づ
い
て
記
述
さ
  
 

る
 。
 

第
一
章
 四
 
「
文
献
史
料
に
見
る
沖
縄
の
呪
符
」
も
ま
た
、
興
味
深
 

い
コ
ロ
 

=
-
 

口
 

述
に
 溢
れ
て
い
る
。
沖
縄
に
中
国
の
呪
符
が
伝
来
し
た
時
期
に
っ
 
 
 

向
日
志
の
時
代
の
正
統
三
年
一
一
四
三
七
 -
 に
龍
児
山
犬
 師
府
か
 ら
 下
賜
 

さ
れ
た
と
す
る
の
は
、
す
で
に
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
 
-
 
し
 -
 
し
 

で
 気
に
な
る
の
は
単
な
る
呪
符
で
は
な
く
て
「
 符
線
 」
、
つ
ま
り
 道
士
と
 

し
て
の
修
行
上
の
免
状
が
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
占
で
あ
る
。
 

一
 
「
 
符
 線
 」
 の
 

定
義
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
口
・
坂
出
・
福
井
・
 山
 田
 共
編
 

「
道
教
卓
 雙
 
平
岡
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
の
当
該
項
目
の
記
 
述
 を
参
 

照
 さ
れ
た
い
。
）
こ
の
こ
と
は
琉
球
国
王
と
道
教
天
師
道
と
の
 
関
  
 

さ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
再
考
す
べ
き
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
し
 
て
い
る
 

よ
 う
 で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
著
者
が
引
用
す
る
 
徐
裸
光
の
 
「
 
中
山
伝
 

借
銀
」
の
「
 
国
 二
道
士
ナ
シ
」
以
下
の
記
述
も
、
よ
り
深
く
理
解
 

で
き
る
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

と
も
あ
れ
、
こ
の
項
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
与
那
国
島
「
 
西
銘
 宋
文
 主
日
」
、
 

多
良
 間
島
発
見
の
「
工
費
 記
 」
一
 国
 に
あ
ら
ず
 
-
 、
八
重
山
博
物
 館
 所
蔵
 

「
新
本
家
文
書
」
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
呪
符
は
 

、
 ま
だ
 精
 

密
 周
到
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
筆
者
の
食
欲
 
を
か
き
 

た
て
て
く
れ
る
。
 

五
 
「
フ
ー
フ
 
ダ
 の
源
流
と
受
容
の
背
景
」
で
は
、
琉
球
王
国
時
代
 
に
 -
 
行
 

わ
れ
て
い
た
「
 柴
 差
し
」
、
す
な
む
ち
魔
除
け
と
し
て
 

家
 
・
屋
敷
 に
 
「
 
ゲ
 

｜
ン
 」
 一
 ス
ス
キ
の
葉
先
を
折
り
曲
げ
て
結
ん
だ
も
の
 

-
 を
さ
す
 習
俗
が
 、
 

 
 

屋
敷
御
願
 
一
 屋
敷
の
神
々
に
家
内
安
全
を
祈
願
す
る
儀
礼
）
の
 
際
 に
 
「
 ゲ
 

｜
ン
 
」
を
家
の
四
隅
の
軒
に
さ
す
よ
う
に
変
わ
り
、
さ
ら
に
本
土
 
 
 

木
簡
の
系
譜
を
ひ
く
フ
ー
フ
 

ダ
 が
「
ゲ
ー
ン
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
 

た
、
と
 

い
う
フ
ー
フ
 ダ
 成
立
の
過
程
を
推
測
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
 現 在
 の
 呪
 

符
 研
究
の
状
況
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
著
者
の
よ
う
な
推
論
を
一
応
 
承
認
し
 

な
け
れ
ば
な
る
ま
 
い
 が
、
屋
敷
御
願
か
ら
呪
符
木
簡
へ
の
変
化
に
 つ
い
て
 

の
 説
明
に
は
か
な
り
無
理
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
家
屋
の
四
 
 
 

符
を
貼
る
と
い
う
習
俗
は
、
日
本
本
土
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
 
@
 
@
 と
、
中
 

国
 大
陸
、
特
に
福
建
地
方
の
民
間
信
仰
を
も
考
慮
に
入
れ
て
考
察
 
 
 

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
私
自
身
の
た
っ
た
一
例
 
の
 知
見
 

 
 

に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
一
九
九
三
年
一
月
、
ム
ロ
南
面
安
平
区
で
、
 

あ
る
 家
 

尾
の
四
方
の
壁
画
一
レ
ン
ガ
 

壁
 -
 に
 打
打
ち
さ
れ
た
木
製
呪
符
を
 見
た
こ
 

と
が
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
 

呪
句
は
仮
 
そ
の
も
の
が
雨
風
 に
さ
ら
 

さ
れ
た
た
 M
 
よ
 り
卜
 

@
 ト
 
利
生
 -
m
@
 

Ⅰ
Ⅱ
き
な
い
 ド
け
 

M
 ど
 里
 ず
 れ
 Ⅰ
Ⅱ
い
た
。
 

@
 

し
 か
 
@
 @
 
し
、
 こ
の
 安
 

平
 区
は
福
建
地
方
の
古
 
い
辞
邪
初
 
一
例
え
ば
シ
ー
サ
ー
の
源
流
を
 
思
わ
せ
 

 
 

 
 

る
風
獅
 爺
や
供
 炉
 ・
 陶
躍
 が
室
 頂
 に
す
え
ら
れ
て
い
る
の
が
よ
 く
 見
ら
 

れ
る
 -
 や
 呪
符
一
例
え
ば
 
獅
頭
牌
 、
八
卦
牌
な
ど
 
-
 を
 今
な
お
 残
 
 
 

る
 貴
重
な
土
地
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
 



 
 

な
お
、
些
細
な
こ
と
だ
が
一
三
 

0
 頁
の
「
 智
 」
の
字
に
つ
い
て
の
 
説
明
 

 
 

に
、
 
金
の
韓
道
昭
の
「
五
音
集
韻
」
の
よ
う
な
韻
書
を
引
く
べ
き
 
で
は
な
 

 
 

く
 、
そ
れ
よ
り
も
古
い
随
筆
 集
 、
唐
の
段
 成
式
の
 
「
 酉
陽
雑
姐
続
 集
ロ
 
k
 
卜
 に
 

よ
る
べ
き
で
あ
る
三
道
教
の
大
事
 堅
 新
人
物
往
来
社
、
一
九
 
九
四
年
、
 

所
収
の
拙
稿
「
霊
符
」
 

参
巷
 。
 

第
二
章
「
八
重
山
博
物
館
所
蔵
の
ま
じ
な
 い 資
料
」
は
、
過
現
代
 こ
 
@
j
 
Ⅰ
 

重
山
で
実
際
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
二
つ
の
ま
じ
な
い
資
料
 
の
 解
説
 

 
 

で
あ
る
。
一
 
つ
は
 
金
神
禁
忌
に
か
か
わ
る
「
占
 い
板
 」
で
あ
る
が
 
、
そ
の
 

 
 

文
句
が
「
永
代
大
雑
書
万
暦
大
成
」
 

-
 略
し
て
「
大
雑
書
し
と
 称
 さ
れ
る
 

書
 」
は
今
日
も
な
お
東
京
・
神
宮
 館
 で
洋
装
本
の
も
の
が
発
行
さ
 

 
 

れ
て
い
 

日
用
百
科
事
 由
 ⑥
の
「
 呪
咀
 秘
伝
」
か
ら
の
引
き
写
し
で
あ
る
こ
 

と
を
つ
 

は
さ
 

き
と
め
、
さ
ら
に
「
 篭
纂
 内
仏
」
 
-
 鎌
倉
時
代
末
 -
 
に
始
ま
る
 金
 神
 禁
忌
 

の
 信
仰
が
現
在
で
も
八
重
山
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
 

金
神
 禁
 

思
 は
、
本
州
で
も
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
最
近
私
も
奈
良
市
 
内
の
某
 

料
理
店
で
、
金
神
の
ま
じ
な
い
ふ
だ
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
 
こ
と
が
 

あ
り
、
そ
の
書
き
手
は
山
口
の
人
だ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
な
お
 、
「
天
維
 

て
 入
手
で
き
る
。
ま
た
、
金
神
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
 
ブ
 ラ
 

ン
ク
 
一
 斎
藤
 広
 宿
訴
 -
 
の
「
方
忌
み
と
方
違
え
 

｜
 平安
時
代
の
 
方
角
 禁
 

忌
 に
関
す
る
研
究
」
 
-
 岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
 -
 の
第
八
 土
車
「
 金
 

神
 」
と
い
う
精
密
な
研
究
が
あ
る
の
を
参
照
す
べ
き
だ
っ
た
。
 

第
三
章
「
佳
言
責
其
其
収
集
の
ま
じ
な
い
資
料
」
は
、
裁
判
官
と
 
し
て
 

勤
務
の
傍
ら
沖
縄
の
民
族
学
・
民
俗
学
的
研
究
を
精
力
的
に
進
め
 
て
、
三
 

十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
佐
高
其
其
英
二
八
九
三
 ｜
 一
九
 二
五
）
 

の
 未
発
表
の
手
稿
「
琉
球
研
究
」
 

一
 琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
   

め
ら
れ
た
呪
言
と
呪
符
の
紹
介
と
考
察
で
あ
る
。
佐
高
真
の
名
は
 沖
縄
 

以
外
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
れ
な
い
が
、
そ
の
著
述
は
一
九
二
五
 
年
 、
 琉
 

 
 

武
史
料
復
刻
頒
 価
 会
か
ら
「
佐
高
真
理
 英
 金
華
と
し
て
刊
行
さ
 ね
 、
 そ
 

㏄
 

の
後
一
九
八
二
年
 
に
 新
京
社
か
ら
未
発
表
の
も
の
を
も
収
め
た
 佐 喜
 真
理
 

 
 

英
 全
著
作
「
⑨
女
人
政
治
者
⑨
霊
の
島
々
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
 る
 。
「
 琉
 

球
 研
究
」
は
、
こ
の
刊
行
さ
れ
た
全
集
に
も
未
収
録
の
、
一
九
 
一
九
年
 

一
大
正
ら
四
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
の
 
九
ケ
 月
間
に
収
集
し
 た
 資
料
 

を
、
 自
ら
分
損
項
目
を
立
て
て
整
理
し
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
あ
 
る
 。
 そ
 

の
中
の
呪
言
は
佐
高
 
貢
 が
古
老
か
ら
聞
き
取
り
し
た
も
の
だ
と
い
 

 
 

ム
カ
デ
に
刺
さ
れ
た
時
の
ま
じ
な
い
等
 
 
 

に
 、
い
か
に
も
沖
縄
の
風
土
を
反
映
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
 
う
 な
 ま
 

じ
な
い
は
、
中
国
で
も
「
抱
朴
子
」
内
篇
や
「
 
肘
 後
備
急
 方
 」
に
 江
南
地
 

域
の
山
川
を
登
 渉
 す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
 れ
て
い
 

る
 。
呪
符
に
つ
い
て
ば
、
 
暑
 勤
の
地
に
特
有
の
も
の
は
見
当
ら
な
  
 

れ
は
本
州
の
近
現
代
に
行
わ
れ
て
い
る
呪
符
と
の
比
較
が
望
ま
し
 
 
 

第
四
章
「
暮
し
の
中
の
ま
じ
な
い
」
は
、
著
者
が
地
元
の
新
聞
「
 
沖
縄
 

タ
イ
ム
ス
」
「
琉
球
新
聞
」
に
載
せ
た
ま
じ
な
い
（
 

呪
 =
@
 

ロ
 ）
に
 関
 す
る
 随
 

筆
内
文
章
で
あ
り
、
時
に
沖
縄
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
が
、
か
な
 
ら
ず
し
 

も
そ
う
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
幼
児
の
夜
泣
き
の
ま
じ
な
い
と
か
 
 
 

ク
 エ
 ー
 
-
 く
し
や
み
の
呪
文
 -
 、
キ
ョ
ウ
 ソ
カ
 
（
地
震
除
け
の
 呪
 文
 ）
に
 

つ
い
て
論
評
す
る
だ
け
の
知
識
を
ま
る
で
も
た
な
い
が
、
口
笛
の
 
俗
信
に
 

つ
い
て
思
い
出
す
の
は
、
沢
田
瑞
穂
博
士
の
「
嬬
の
源
流
」
ミ
中
 
 
 

法
 」
 平
河
 出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
所
収
 -
 と
い
う
名
論
文
で
あ
 
る
 。
 沢
 

田
 博
士
に
よ
る
と
、
中
国
の
口
笛
は
、
霊
魂
・
 

役
鬼
 ・
精
霊
・
 鳥
 獣
 
・
 風
 

雲
 ・
雷
雨
な
ど
の
異
類
異
物
を
召
集
す
る
呪
法
の
一
種
だ
っ
た
 

と
 い
，
っ
 

さ
ら
に
、
日
本
の
口
笛
禁
忌
に
つ
い
て
、
「
夜
間
は
鬼
魅
・
妖
怪
 ・ 亜
 心
妻
 
亜
 



 
 

評
 書

泊
 

の
 跳
梁
す
る
時
刻
で
あ
る
か
ら
、
口
笛
を
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
 ょ
ぶ
意
 

志
 な
く
し
て
こ
れ
を
よ
び
寄
せ
て
し
ま
う
か
ら
だ
」
と
推
測
さ
れ
 て
い
る
 

が
 、
山
里
氏
の
沖
縄
に
お
け
る
口
笛
禁
忌
の
解
釈
も
ほ
ぼ
同
様
で
 
あ
る
の
 

は
 、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
 

以
上
に
、
本
書
の
内
容
紹
介
と
私
な
り
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
の
 
で
あ
 

る
が
、
建
徳
恵
博
士
が
著
者
に
沖
縄
の
フ
ー
フ
 
ダ
 研
究
の
重
要
性
 を
 説
か
 

ね
 、
著
者
の
研
究
を
一
書
は
き
と
め
る
よ
う
推
挽
さ
れ
た
だ
け
あ
 っ
て
 、
 

本
書
か
ら
筆
者
が
つ
け
た
学
問
的
恩
恵
と
刺
激
は
大
き
い
。
特
に
 
、
そ
の
 

第
一
章
の
精
微
な
調
査
に
は
、
さ
す
が
現
地
の
学
者
な
ら
で
は
の
 
感
 が
深
 

ぃ
 。
著
者
が
、
「
本
書
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
 

 
 

フ
ダ
 を
中
心
に
、
沖
縄
の
魔
除
け
と
ま
じ
な
い
の
世
界
を
扱
っ
た
 
口
 
取
初
の
 

研
究
書
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
一
本
土
Ⅱ
筆
者
加
筆
）
の
呪
符
 
研
 究
 は
も
 

と
よ
り
沖
縄
文
化
の
理
解
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
 あ
る
」
 

一
 序
章
末
尾
一
と
の
自
負
と
期
待
を
も
ら
さ
れ
る
の
も
、
き
め
 
ぬ
 て
当
吠
 

の
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
も
ま
た
、
沖
縄
を
含
む
日
本
の
呪
符
研
究
 
が
 本
格
 

的
に
進
展
す
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
 

た
だ
し
、
著
者
も
、
「
特
に
調
査
地
域
が
沖
縄
に
限
定
さ
れ
て
い
 

る
た
 

め
 、
中
国
の
と
り
わ
け
福
建
、
ム
ロ
 湾
 、
そ
し
て
韓
国
に
お
け
る
 習
  
 

比
較
が
手
薄
で
あ
る
占
は
正
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
 
み
ず
か
 

ら
の
研
究
上
の
弱
点
を
告
白
さ
れ
て
い
る
通
り
、
中
国
大
陸
南
部
 
L
 Ⅰ
ム
ロ
 

湾
 

の
 習
俗
、
あ
る
い
は
韓
半
島
の
習
俗
を
も
、
文
献
は
も
と
よ
り
、
 

実
地
調
 

査
 を
も
あ
わ
せ
た
研
究
を
進
め
た
上
で
、
は
じ
め
て
沖
縄
一
日
 本
本
土
 

も
 一
の
呪
符
、
呪
言
の
実
情
の
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
 の
だ
と
思
う
。
 

-
 
の
お
手
本
こ
そ
 
窪
 博
士
で
あ
る
。
博
士
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
 た
 道
を
 

一
 っ
て
 ゆ
 か
れ
る
こ
と
を
若
い
著
者
に
強
く
期
待
し
た
い
。
呪
符
 
研
究
は
 

今
で
こ
そ
マ
イ
ナ
ー
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
く
し
て
は
 
民
 衆
 の
 精
 

伸
生
活
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
新
し
い
、
将
来
性
 のあ
る
 

研
究
分
野
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
 

た
だ
一
っ
だ
け
任
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
。
呪
符
・
 

呪
 舌
口
を
 
含
め
 

て
 日
本
・
中
国
の
民
間
習
俗
を
安
易
に
短
絡
的
に
道
教
と
結
び
つ
 
 
 

ま
わ
な
い
よ
う
戒
め
て
ほ
し
い
。
か
ち
ん
、
道
教
研
究
は
大
い
に
 
進
め
て
 

が
 、
道
教
と
仏
教
は
中
国
で
は
 混
吠
 
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
 

ほ
し
い
し
、
道
教
を
視
野
に
入
れ
な
い
と
民
間
習
俗
は
分
か
ら
な
 

が
あ
る
 

 
 

し
 、
ま
た
民
間
習
俗
が
先
行
し
て
、
そ
れ
が
後
に
道
教
信
仰
の
中
 
 
 

こ
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
っ
た
事
情
は
十
分
任
意
し
て
か
か
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
日
本
の
道
教
受
容
が
、
密
教
的
儀
礼
や
 
習
俗
の
 

中
に
混
在
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
 
ぱ
 、
呪
符
 

叩
 万
言
 
ロ
 

を
道
教
的
な
も
の
と
評
す
る
よ
う
な
安
易
な
臆
測
を
す
る
こ
と
は
 
厳
に
慎
 

み
た
い
も
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

-
a
-
 英

語
の
日
本
宗
教
概
論
書
 

立
な
～
も
 
ぜ
 
色
ふ
 鳶
 a
n
 
の
 め
 め
力
め
 蒔
田
畠
・
 
軒
ト
コ
 の
 s
a
 乙
目
 a
s
a
 
ゴ
リ
 （
  
 

本
書
は
一
九
七
二
年
に
出
版
さ
れ
た
 L
 鳶
 ③
 0 巧
 鸞
蒔
 ～
 
o
n
@
 ト
 
め
ま
 
ド
 

ぐ
心
音
～
 オ
 心
ト
 め
ぬ
さ
 
屯
さ
 べ
 の
ま
～
 
-
@
-
 

ぶ
 -
 ト
浜
 ぎ
あ
籠
 o
r
 
づ
 o
@
 

パ
。
 

ユ
い
コ
 
の
 
ゴ
い
 

（
 
コ
 （
の
Ⅰ
 

コ
曲
 
（
 
一
 
0
 邑
を
 改
訂
し
再
版
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
  
 

上
は
新
し
い
論
文
に
差
し
換
え
ら
れ
て
い
る
。
初
め
て
出
版
さ
れ
 て
も
う
 

そ
ろ
そ
ろ
二
十
五
年
に
な
る
が
、
そ
の
間
本
書
は
常
に
日
本
の
 宗
教
 概
 

論
 、
日
本
の
宗
教
の
入
門
書
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
 

日
本
の
 

宗
教
と
そ
れ
に
伴
 う
 様
々
な
事
情
が
 
-
 
と
く
に
 最
匹
 
急
激
に
変
 化
し
つ
 

つ
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
本
書
が
新
し
い
内
容
で
再
版
さ
れ
る
こ
 

と
は
 大
 

い
 に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
特
徴
を
明
か
す
た
め
に
 
、
ま
ず
 

英
語
に
お
け
る
他
の
日
本
宗
教
概
論
や
日
本
宗
教
史
、
日
本
宗
教
 
入
門
の
 

書
物
を
簡
単
に
紹
介
し
、
本
書
が
こ
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
 
位
置
に
 

い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
 

z
o
 
コ
せ
 
0
 の
三
円
レ
目
下
オ
 
C
a
 

コ
ロ
口
ロ
三
ロ
 

力
 四
し
 -
0
%
0
.
-
 

ね
 め
蒔
ぎ
ミ
ぎ
お
豊
 ま
ぬ
 
め
 氏
の
乳
い
さ
 へ
ヨ
き
ミ
ト
 ～
で
 
い
 
ざ
 封
 

ゴ
 x
Q
 
荘
注
 S
 定
め
ミ
馬
 隠
 
さ
の
寸
口
 ミ
晦
ま
晦
目
む
ミ
 も
・
 

パ
 0
 山
ロ
 
コ
紐
り
 
（
 
コ
宮
 
「
 
コ
り
エ
 
0
 コ
 と
 

お
の
の
 
-
 お
 ㏄
つ
つ
・
」
 

甘
さ
 ）
の
 

ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
 

石
こ
 日
 「
・
の
目
下
二
の
 

O
N
 ）
 

ト
の
 
㏄
 
つ
 Ⅰ
の
 
つ
由
由
 
（
 円
 0
 オ
や
 
0
@
 の
す
 
リ
 二
の
の
 
由
 ・
円
仁
目
下
の
 
0
.
.
 
）
 
つ
ウ
雙
 

姉
崎
正
治
の
古
典
的
と
い
っ
て
良
い
「
日
本
宗
教
史
」
で
あ
る
。
 

 
 

の
 宗
教
学
を
代
表
す
る
も
の
で
、
研
究
の
対
象
に
も
な
り
得
る
書
 
 
 

る
 。
い
ま
で
も
読
ん
で
学
べ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
六
三
年
か
ら
 
円
卑
 （
オ
仏
 

社
 に
よ
っ
て
数
日
再
版
さ
れ
た
が
、
い
ま
は
絶
版
に
な
っ
て
い
る
 
。
去
年
 

ま
た
再
版
す
べ
き
か
と
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
姉
崎
の
宗
教
学
と
 
本
土
主
日
の
 

歴
史
的
位
置
を
明
か
す
解
説
を
付
記
し
是
非
再
版
す
べ
き
だ
と
 答
え
た
 

が
 、
残
念
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
出
版
社
は
在
庫
も
な
い
ま
ま
 
再
 版
 の
 子
 

定
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
 

一
 
b
-
 巧
い
 
よ
 %
 ぎ
毬
 め
ぎ
 ム
ね
 
㌧
 む
毬
 ・
・
㏄
二
 

%
 良
オ
 
み
き
 
め
臣
 
ぎ
ぎ
 ・
 0 オ
 ふ
め
～
～
 

心
べ
 
～
 
ミ
 ・
 
ヴ
ペ
 

キ
 ヨ
 団
 ヨ
ロ
 ロ
コ
い
 

の
・
 
円
 0
 オ
ゼ
 
0
@
 れ
 す
 い
 
ユ
 の
の
 
ロ
 ・
円
仁
安
 
す
 -
 ）
の
い
り
 

本
書
は
一
九
四
八
年
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
の
占
領
軍
本
部
の
指
 一
本
 

/
@
 
こ
 

よ
っ
て
作
ら
れ
た
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
の
 
報
 上
口
を
も
と
に
し
て
 再
編
、
 

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
事
情
を
思
え
ば
、
な
か
な
か
 
よ
く
 纏
 

ま
っ
た
、
偏
見
を
示
さ
な
い
概
説
書
で
あ
る
。
ま
た
、
占
領
中
の
 
日
本
の
 

宗
教
状
況
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
 

-
C
 一
ヵ
 鸞
心
ぎ
ぉ
ぎ
 J
R
p
 
む
ぉ
 
ゑ
ホ
 ま
汁
 3
%
.
 丁
ぺ
 
）
 
O
s
e
 

つ
コ
マ
 
ヴ
本
目
 曲
 ㎎
 
曲
圭
曲
 

二
の
毛
 ぺ
 o
 「
 
r
-
 の
 0
 三
 2
%
 守
 C
 コ
ぎ
 戟
の
 一
 
（
 
ぜ
 ㌧
「
の
 

拐
 ・
お
 お
 

全
体
的
な
日
本
宗
教
史
と
い
う
よ
り
、
日
本
の
宗
教
に
関
す
る
 虫
 
貝
重
 な
 

論
文
集
で
あ
る
。
一
般
読
者
に
と
っ
て
専
門
的
す
ぎ
る
こ
と
は
な
 
 
 

専
門
者
む
け
の
論
文
集
で
あ
る
。
 

-
d
-
 
ミ
も
ぬ
 
ぉ
湧
ぬ
巧
 
ミ
ミ
ぎ
 ざ
 「
 自
 n
 ～
 
宙
ぬ
 毬
も
も
 ぎ
 e
 あ
 ～
 
ぜ
 ・
 
ヴ
ペ
叫
 
田
ぜ
 「
 
0
 コ
 

由
 ㏄
（
 
ア
リ
ユ
 
・
 い
ニ
ョ
 0
 二
億
・
の
㏄
甘
ヘ
 

0
 「
 
コ
 @
 
ひ
 -
 毛
 p
-
 

ロ
 の
ま
 
-
0
 
「
 
臼
 

h
@
c
c
c
@
@
@
-
 

一
 
の
 
ゴ
一
コ
 

的
 

の
 0
2
 

審
コ
 

チ
ぢ
 ⑦
（
円
目
乙
由
 
臼
ヱ
 0
 三
）
 ゅ
 
0
3
 

教
科
書
用
の
概
説
書
で
、
簡
潔
な
い
し
的
確
に
日
本
の
宗
教
の
「
 
統
一
 



   
 書

目
 

性
 」
と
「
多
様
性
」
を
テ
ー
マ
に
し
、
歴
史
的
な
展
開
を
た
ど
り
 
な
が
ら
 

そ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
。
 
円
 す
の
力
田
田
 0
 吊
目
 繍
 o
h
 

ま
り
コ
シ
 

リ
  
 

一
部
で
、
広
く
使
用
さ
れ
て
き
た
。
 

（
 
e
-
 ト
 も
め
 ぉ
 安ぃ
市
隠
 ミ
ぎ
 n
@
 ム
ぎ
さ
ミ
ぜ
連
ぃ
ム
吋
ぬ
ぉ
 申
さ
「
 の
武
 こ
ま
「
 

え
ム
 ト
引
 あ
 ，
 下 0
 ユ
 
%
 ま
 q
0
.
 
（
 
オ
ぃ
住
 
0
 Ⅱ
 廷
 一
 
@
0
,
 
圭
宙
 ニ
ヨ
 0
 （
 
0
 円
空
 コ
の
ド
ド
 

。
 

り
 二
 % へ
 り
 コ
ぃ
 
㏄
 ぃミ
 り
木
の
目
。
す
一
 
-
o
 住
 
m
.
 円
 0
 オ
モ
 
0
 一
木
 0
 色
ぃ
由
 
㏄
す
 
い
 （
 
コ
 （
 の
 Ⅰ
 コ
い
 

ヱ
 c
 コ
い
目
 

。
Ⅰ
の
 

づ
 
㏄
（
で
 い
 で
。
Ⅰ
 

す
い
 
。
 オ
 0
%
 
ざ
 @
c
 
由
 。
Ⅰ
の
㏄
 

こ
 

ム
コ
回
書
評
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
書
物
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
 

版
 。
著
名
 
 
 

本
 宗
教
学
者
が
書
い
た
論
文
を
英
訳
し
た
も
の
 -
 
詳
 即
は
下
記
を
 参
昭
じ
 。
 

宗
教
団
体
の
基
本
的
情
報
（
本
部
の
連
絡
先
、
届
 吉
 の
 蚊
 、
 等
 一
 を
含
 

め
 、
一
般
読
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
内
容
で
、
専
門
家
に
と
 っ
て
も
 

手
っ
取
り
早
い
便
利
な
書
物
で
あ
っ
た
。
 

（
 f
 
一
市
隠
ミ
ぎ
 
ぉ
ぎ
連
 も
し
も
 ぬ
烹
 ほ
い
も
 0
%
 黛
 R
.
 ヴ
 モ
コ
 
い
モ
 Ⅰ
 
0
 コ
 

由
 り
Ⅰ
す
 
い
 
目
付
・
ロ
の
マ
コ
 
0
 由
グ
 の
り
ユ
 
%
0
 
Ⅰ
 
コ
 一
ぃ
 
一
メ
オ
 

@
 
り
住
の
 

ミ
 0
 「
（
 
す
 
㌧
 仁
ヴ
ヱ
 
㏄
す
一
コ
 

%
 

の
 c
3
%
 ぃ
 コ
イ
 
い
 Ⅰ
の
 
づ
脂
 

上
記
の
（
 
d
 一
 を
補
う
教
科
書
用
の
資
料
と
論
文
集
。
 

一
 
9
 一
再
ミ
ミ
 
ぎ
桶
陳
ふ
 
悪
む
 ぉ
 ・
・
 
志
 む
さ
 

つ
ぶ
 も
～
 ぎ
湧
ヨ
 ～ ミ
 ・
 
お
 
0
 お
い
 

め
 む
ぃ
 
ぶ
 も
ミ
心
ハ
 ヒ
，
ヴ
 モ
コ
・
 
ロ
モ
 Ⅰ
 
0
 コ
 Ⅱ
 い
 
Ⅰ
す
り
「
（
・
の
 
い
コ
 Ⅱ
Ⅰ
 
い
コ
 
0
-
 
㏄
 い
 
O
 

イ
円
 
p
q
 
つ
の
「
 
ふ
什
勾
 0
 ミ
 .
P
 の
㏄
 
下
 

上
記
の
 一
 
d
 一
 を
一
般
読
者
を
対
象
に
も
っ
と
簡
潔
に
纏
め
た
紹
介
 
土
圭
 

日
 
。
 

一
 
h
-
 ㌧
も
む
 %
 め
 
ぃ
 ㌔
 臣
応
ぎ
 x
@
 ム
 
の
ま
～
 

ま
 き
～
 
寒
 あ
ち
 

n
n
 

～
～
 

e
n
.
 
ヴ
モ
 勾
 0
 ヴ
 のユ
 

0
.
 田
 二
ミ
 

c
c
 

住
い
コ
 山
カ
 之
 
し
す
 
り
 Ⅰ
 住
 ㌧
 -
 
に
 
W
 目
ヨ
 ・
ラ
ム
の
Ⅰ
く
目
。
Ⅰ
㏄
の
モ
一
㌧
Ⅰ
。
 

コ
 （
 
-
0
O
 

エ
 リ
コ
・
 
-
 
の
 ㏄
 り
 

上
記
の
 一
 
d
 一
同
様
な
教
科
書
用
の
日
本
宗
教
入
門
書
。
㌧
「
の
 

コ
 互
い
の
 

生
 ひ
の
ユ
 
e
m
 日
毛
 0
 「
圧
力
 苦
旧
 0
 毘
 
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
と
し
て
 
広
 く
使
 

片
 さ
れ
て
き
た
。
タ
イ
ト
ル
で
あ
ら
お
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

宗
 教
 と
文
 

化
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
日
本
の
宗
教
を
論
じ
て
い
る
。
 

-
l
-
 ㌔
 ミ
ミ
 S
 ぉ
 @
 
お
 の
。
お
 き
ミ
 0
%
 い
ふ
 恵
ぬ
 ぉ
 ・
 ヴ
モ
 （
 い
 コ
ヵ
。
 い
色
 
。
 コ
 
Ⅰ
 0
%
 

住
 。
 由
 -
 ま
り
 

0
3
 

目
 寸
コ
 ㌧
お
お
・
 さ
田
 

日
本
の
現
代
宗
教
に
関
す
る
概
説
書
と
し
て
読
み
や
す
く
、
優
れ
 
わ
に
由
吉
 

物
で
あ
る
。
内
容
の
選
択
か
ら
、
そ
の
情
報
の
扱
 い な
ど
、
非
常
 
に
 面
白
 

く
 読
め
る
珍
し
い
入
門
書
で
あ
る
。
「
現
代
宗
教
」
が
テ
ー
マ
な
 
 
 

歴
史
的
背
景
と
か
日
本
の
諸
宗
教
の
紹
介
は
少
な
い
が
、
現
在
日
 
本
に
お
 

け
る
宗
教
の
役
割
、
様
々
な
様
相
 

1
 

｜
 巡
礼
、
祭
り
、
葬
式
、
お
 
ト
寸
 
@
 、
 

宗
教
と
衛
星
放
送
、
 
等
 １
日
本
の
社
会
と
宗
教
を
知
る
た
め
に
 
も
つ
と
 

も
 推
薦
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
 

で
 し
 
ト
 も
め
 ぉ
ぬ
 
の
 め
 ㌔
 ミ
鑓
ぎ
お
の
 @
 力
桶
 ～
 鮎
セ
梗
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ぬ
ま
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 ヴ
モ
す
コ
 
刃
の
 り
住
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Ⅰ
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弗
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甲
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 コ
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コ
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つ
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㏄
 
卍
モ
 。
 ト
 甲
山
 
ぃ
ミ
ド
ニ
 ㌧
Ⅰ
の
㏄
の
 

-
 Ⅰ
の
の
㏄
 

 
 

上
記
の
 @
 

一
を
補
う
教
科
書
用
の
資
料
集
で
あ
る
が
、
了
 
-
 に
比
 べ
て
 

内
容
が
劣
っ
て
い
る
。
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ド
ぉ
ト
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ぉ
 @
 め
ぬ
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0
 も
 驚
 も
 ㌔
 き
も
 

ま
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 ヴ
モ
 ま
り
Ⅰ
オ
力
・
 ま
 窪
目
 -
 
コ
の
 
。
の
 
三
ヨ
い
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 c
 コ
 c
 の
 廷
 ㏄
 仁
 3
 戸
 ぃ
コ
色
 ㌧
 ぃ
 c
-
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の
ミ
ぃ
 二
の
 
0
 コ
 ・
の
色
の
・
ロ
の
Ⅰ
 

オ
伶
 
白
 め
 モ
一
く
七
ヒ
 
ぃ
 コ
甲
出
廷
 
ヨ
り
 コ
ミ
 亡
 
①
㏄
㌧
Ⅰ
。
㏄
 

m
,
P
 

の
の
㏄
 

日
本
の
宗
教
と
社
会
に
関
す
る
論
文
集
。
私
が
編
集
者
と
し
て
 
関
 わ
っ
 

て
い
る
も
の
な
の
で
、
客
観
的
に
評
価
し
難
い
が
、
意
図
と
し
て
 
は
 教
科
 

書
 と
し
て
使
用
さ
れ
な
が
ら
、
一
般
読
者
も
参
考
で
き
る
論
文
集
 
 
 

り
で
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
紹
介
や
概
説
文
で
は
な
 

 
 

 
 

定
 む
 
テ
ー
マ
（
水
子
供
養
、
修
験
道
の
儀
礼
、
 

等
一
 
を
取
り
上
げ
 た
 論
文
 

 
  

 

を
 通
し
て
日
本
の
宗
教
と
社
会
を
明
か
す
論
文
集
で
あ
る
。
 

 
 

以
上
、
過
去
の
英
語
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
に
関
す
る
主
な
書
物
 
を
簡
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%
 
～
 
町
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o
n
 
 
ぎ
 L
 鳶
ひ
 n
e
 
の
め
 
n
u
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～
㌣
 

ミ
め
 内
容
と
評
価
 

本
書
は
第
一
部
 "
p
 ぎ
口
ば
 ，
と
 第
二
部
，
 づ
ア
 の
力
の
目
性
。
房
の
 
耳
目
 
り
 

エ
 0
 コ
円
 0
 隼
り
ピ
，
の
 二
部
と
多
少
の
付
記
文
か
ら
な
り
、
日
本
の
 宗
教
令
 

体
の
概
説
と
現
代
の
状
況
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
 
は
 著
名
な
 

日
本
の
宗
教
学
者
が
書
い
た
、
日
本
の
主
な
宗
教
伝
統
を
紹
介
す
 
6
6
 
章
 

を
 含
む
。
そ
の
う
ち
の
 

l
 章
 
～
 
コ
 （
「
 
o
 隼
 c
n
 
（
 
@
0
 
コ
 一
松
本
 滋
 -
 

2
 章
 

組
ぎ
 （
 
0
 （
上
田
賢
治
 -
 

3
 章
い
田
口
三
の
 ヨ
 
-
 
田
丸
 徳
 善
一
 

5
 章
 

ヨ
 斥
力
 住
住
 0
 コ
 一
宮
家
 準
 -
 

は
 七
二
年
版
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
再
利
用
し
、
残
り
の
 

4
 章
の
ア
ユ
若
 @
p
 
コ
 @
 
号
 
-
 
鈴
木
 範
 久
 -
 

6
 章
 
N
 の
 毛
勾
 の
二
 
%
 。
 桶
一
洗
建
 ）
 

に
は
多
少
追
加
文
を
加
え
て
い
る
。
 
一
 た
だ
し
、
以
前
使
用
 
さ
れ
た
 

"
n
o
 
コ
 （
 鯨
 了
三
の
 
ヨ
，
ほ
 
つ
い
て
の
一
章
が
欠
若
し
て
い
て
い
る
。
 

-
 二
十
 

五
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
た
め
に
最
近
の
学
問
の
成
 
果
 を
反
 

映
し
て
い
な
い
一
例
え
ば
「
神
道
」
と
「
仏
教
」
に
関
し
て
の
 
里
 田
 俊
雄
 

の
 学
説
 -
 こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
内
 
容
は
優
 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
な
情
報
が
的
確
に
収
集
さ
れ
、
読
み
 
や
す
く
 

英
訳
さ
れ
て
い
る
。
 
鯨
コ
 
勾
の
注
戟
の
本
の
よ
う
な
活
き
活
き
 と
し
た
 

単
に
紹
介
し
た
が
、
今
回
の
書
評
の
対
象
に
な
る
市
隠
心
ぎ
 

@
 
お
 

L
 鳶
 Qn
 ぬ
の
め
 
の
ま
～
～
 

ま
ミ
 

は
ど
ん
な
内
容
で
あ
り
、
以
前
の
日
本
の
 宗
教
の
 

紹
介
書
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
 てみ
た
 

@
O
 

 
 

面
白
さ
は
な
い
が
、
信
頼
で
き
る
内
容
の
論
文
ば
か
り
で
あ
る
。
 

第
一
部
の
弱
占
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
第
二
部
は
現
代
の
日
本
の
 
宗
教
 

れ
 
0
 

状
況
に
つ
い
て
、
 

一
 多
少
再
編
さ
れ
た
は
車
力
 
菩
旧
 。
 日
 
（
）
「
 

㎎
 り
コ
 
-
 
へ
 り
 

 
 

ヱ
 。
 舅
ぎ
 ）
り
思
 
コ
 の
の
の
 
目
 芝
を
除
い
て
 -
 全
部
新
し
い
論
文
を
集
 め
て
い
 

る
 。
そ
の
内
容
と
は
以
下
の
 
5
 章
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
す
べ
て
現
代
と
宗
教
に
関
す
る
重
要
な
課
題
を
慎
重
 に
 扱
っ
 

て
 、
参
考
に
な
る
論
文
ば
か
り
で
あ
る
。
個
人
的
に
い
え
ば
、
 

私
 は
 中
野
 

氏
の
 
「
宗
教
と
国
家
」
に
つ
い
て
の
論
文
が
特
に
参
考
に
な
り
、
 

こ
の
 課
 

題
 に
伴
う
諸
問
題
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
他
の
 
論
文
 ｜
 

@
%
 下
散
と
教
育
、
都
市
化
、
宗
教
の
再
生
、
国
際
化
１
 0
 、
一
 般
 読
者
 

に
 限
ら
ず
専
門
家
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
 い
 論
文
で
あ
る
。
無
論
 こ
 @
 
」
で
 取
 

り
 上
げ
て
い
な
い
課
題
（
例
え
ば
生
命
倫
理
、
環
境
問
題
、
葬
式
 
仏
教
の
 

行
方
、
 等
 -
 は
山
ほ
ど
残
っ
て
い
る
が
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
内
で
 
ど
う
い
 

ラ
テ
ー
マ
を
扱
う
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
た
 
構
成
に
 

な
っ
て
い
る
。
 

付
記
と
し
て
宗
教
教
団
の
統
計
と
宗
教
史
年
表
が
あ
り
、
ま
た
 
オ
 ウ
ム
 

真
理
教
 は
 つ
い
て
の
小
論
文
一
石
井
研
 
士
 ）
が
あ
る
。
恐
ら
く
 
-
 
」
れ
は
 突
 

殊
趣
 こ
づ
た
い
わ
ゆ
る
「
オ
ウ
ム
事
件
」
の
発
生
に
伴
い
、
後
に
 
な
っ
て
 



書評と紹 カ 

追
加
さ
れ
た
論
文
の
よ
 う
 で
あ
る
が
、
そ
の
複
雑
な
事
件
を
簡
単
 
 
 

し
 、
今
後
の
宗
教
法
人
法
の
改
正
な
ど
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
 
社
会
の
 

関
わ
り
を
簡
潔
に
論
じ
て
い
る
。
オ
ウ
ム
事
件
と
そ
の
影
響
は
 
@
 
」
ね
か
ら
 

時
間
を
か
け
て
研
究
し
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
 
 
 

の
時
日
で
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
ろ
う
。
 

オ
ウ
ム
真
理
教
 
は
 つ
い
て
の
論
文
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
本
書
と
 

七
二
 

年
版
と
の
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
課
題
の
新
鮮
さ
で
あ
る
。
 

こ
 れ
は
 本
 

書
の
強
み
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
の
宗
教
の
入
門
書
と
し
て
の
 
弱
 占
 一
で
も
 

あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
い
う
の
は
、
課
題
が
今
日
に
適
用
性
が
 
高
け
れ
 

。
は
高
 
い
 ほ
ど
、
時
間
が
経
れ
ば
不
適
切
に
な
る
可
能
性
が
高
い
か
 
ら
で
あ
 

る
 。
七
二
年
版
は
第
一
部
の
一
般
紹
介
が
主
で
、
長
い
間
多
く
の
 
人
 が
参
 

者
 で
き
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
今
回
の
再
版
で
は
、
第
一
部
 
 
 

う
 す
で
に
二
十
五
年
前
の
論
文
を
使
用
し
な
が
ら
、
今
日
話
題
性
 
の
 高
い
 

課
題
が
第
二
部
と
付
記
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
 十
 年
 以
内
 

（
あ
る
い
は
五
年
以
内
 -
 に
 本
書
に
代
わ
る
参
考
書
が
必
要
と
な
 る
で
あ
 

ろ
う
。
し
か
し
合
の
と
こ
ろ
で
は
全
体
と
し
て
の
英
語
の
日
本
宅
 
教
 の
 参
 

考
 書
と
し
て
本
書
よ
り
適
切
な
も
の
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
七
二
 
年
版
の
 

よ
う
に
、
低
価
格
の
ぺ
 
｜
 パ
ー
バ
ッ
ク
が
早
い
う
ち
に
で
る
こ
と
 

を
 願
い
 

い
 。
 

ま
た
、
上
記
に
あ
げ
た
日
本
の
宗
教
に
関
す
る
書
物
は
歴
史
的
な
 
展
開
 

を
 通
し
て
み
た
日
本
の
諸
宗
教
の
紹
介
、
あ
る
い
は
現
代
の
日
本
 
の
 山
下
 
乱
仏
 

と
 社
会
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
も
の
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
本
垂
 

日
 は
こ
 @
n
 

リ
 

両
面
を
持
つ
貴
重
な
参
考
書
で
あ
り
、
一
般
読
者
に
と
っ
 

の
 宗
教
入
門
書
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
リ
ス
ト
を
見
れ
ば
、
 て

 適
切
な
日
本
 

 
 

代
 以
来
日
本
の
諸
宗
教
を
全
体
的
に
取
り
上
げ
る
新
し
い
概
説
 
室
 日
 
が
出
て
 

い
な
い
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
、
過
去
二
十
年
の
研
 
完
成
果
 

を
 反
映
す
る
概
説
書
が
で
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
 

最
後
に
圧
 文
 を
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
る
と
す
れ
ば
、
本
書
に
「
 
参
 孝
文
 

献
 」
の
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
関
係
者
の
話
に
よ
る
と
、
七
二
 
年
版
は
 

文
化
庁
の
企
画
で
編
集
さ
れ
た
も
の
で
、
文
化
庁
は
特
定
の
書
物
 
を
 推
薦
 

し
て
は
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
「
参
考
文
献
」
の
リ
ス
ト
を
導
入
 
で
き
 せ
 

か
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
回
の
再
版
は
そ
の
状
況
に
規
制
さ
れ
る
 
必
 要
性
は
 

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
将
来
教
科
書
に
使
用
出
来
る
よ
う
な
 
ぺ
  
 

バ
ッ
ク
版
が
出
版
さ
れ
る
時
に
は
、
 
ニ
、
 三
ぺ
 ー
 ジ
で
も
 
勾
 り
 り
 0
 ヨ
 

ヨ
 0
 コ
守
山
カ
ヒ
コ
 
ゴ
 の
「
評
注
ぎ
 ゆ
 ，
と
し
て
「
参
考
文
献
」
の
リ
ス
 

ト
を
付
 

加
 す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
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「
広
い
意
味
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
の
立
場
に
 

-
 
ユ
っ
執
 

筆
者
に
よ
る
一
三
編
の
論
文
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
は
し
が
き
」
お
よ
び
「
 
序
 」
に
お
い
て
 
岸
氏
は
 、
日
本
の
大
学
 0
 字
 

部
 ・
学
科
に
人
間
科
学
、
人
間
関
係
等
の
名
称
が
多
数
使
わ
れ
、
 

ま
た
 講
 

義
斜
 日
の
中
に
は
人
間
学
と
呼
ば
れ
る
学
際
的
な
人
間
研
究
の
分
 
野
 が
置
 

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
近
年
の
傾
向
に
鑑
み
て
 
、
ピ
エ
 

｜
ル
 
・
シ
ャ
ロ
 
ン
 の
「
人
間
の
本
当
の
学
問
と
本
当
の
研
究
は
人
 
間
で
あ
 

る
 」
と
い
う
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
 
、
沓
 込
の
 

問
い
か
ら
始
ま
る
「
真
の
学
」
で
あ
る
べ
き
そ
の
「
人
間
学
」
の
 
深
奥
を
 

再
認
識
す
る
必
要
を
説
く
。
そ
し
て
、
哲
学
的
人
問
字
か
ら
神
学
 
 
 

理
学
的
、
社
会
学
的
、
生
物
学
的
人
間
学
と
、
今
日
学
際
的
に
多
 
 
 

化
し
た
そ
の
「
人
間
学
」
の
中
で
も
、
「
人
間
の
究
極
的
な
生
き
 
方
 の
こ
 

と
で
あ
り
、
人
間
を
越
え
る
も
の
に
対
す
る
人
間
の
究
極
的
な
  
 

り
 」
で
あ
る
「
宗
教
」
と
い
う
立
場
か
ら
人
間
を
研
究
す
る
学
と
 
 
 

「
宗
教
の
人
間
学
」
は
、
人
間
学
の
中
で
も
極
め
て
意
義
深
い
も
 

 
 

る
と
述
べ
、
「
宗
教
の
人
間
学
」
と
い
う
本
書
の
書
名
の
意
味
 
内
 容
 を
説
 

明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
岸
氏
は
 、
 「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
人
類
普
遍
 
の
 立
場
 

に
 立
つ
」
と
述
べ
、
信
仰
の
違
い
を
越
え
て
す
べ
て
の
人
間
に
普
 
遍
 的
に
 

認
め
ら
れ
る
理
性
の
立
場
へ
の
深
 い
 信
頼
を
表
明
し
つ
つ
、
本
垂
 
日
が
 古
ホ
 
教
 

一
般
か
ら
す
る
人
間
学
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
か
ら
の
人
間
 

研
究
で
 

あ
る
所
以
を
説
い
て
い
る
。
実
際
、
本
書
の
書
名
「
宗
教
の
人
 間
せ
 +
 」
」
 

は
 、
本
書
全
体
の
基
本
的
視
座
を
本
質
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
 
る
が
、
 

そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
評
者
は
、
 

キ
  
 

教
 神
学
や
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
つ
い
て
の
知
識
は
概
説
書
以
上
の
 
 
 

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
各
執
筆
者
が
取
り
扱
っ
た
諸
問
題
 
を
 逐
一
 

検討、 識 をも 岸 考察す 理 、死 題、キ りまく 「現代 おける 人 ける ネッサ 化の華 父 たち 人問 る の人間 リスト 」と か よって 「 宗 る 者 岸 構成さ 本書 若干の 最後に らめ、 

  

そ 省   
  



締
お
は
 

 
 評

 
書
 

u
 
，
 メ
 

人
類
の
歴
史
は
す
な
わ
ち
宗
教
の
歴
史
で
あ
る
と
い
う
人
問
と
宗
 
教
 と
の
 

根
源
的
な
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
い
で
古
今
東
西
の
歴
史
的
に
 
主
な
 宗
 

教
の
定
義
が
紹
介
さ
れ
た
後
、
人
問
と
神
と
の
超
越
的
関
係
と
し
 ての
 士
亦
 

教
 と
い
う
も
の
の
本
質
を
、
人
間
に
よ
る
神
の
探
求
、
つ
ま
り
 
人
 間
 に
よ
 

る
 神
体
験
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
イ
エ
ス
に
よ
る
神
の
人
間
 体
験
」
 

つ
ま
り
人
間
を
探
し
求
め
る
神
の
中
に
見
出
す
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
 

ト
 散
居
 

想
 に
お
け
る
宗
教
観
が
提
起
さ
れ
る
。
さ
ら
に
岸
氏
は
、
文
化
と
 
白
丁
五
刑
 

サ
め
 

関
係
を
論
じ
る
中
で
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
と
り
う
る
立
場
を
 
（
一
）
 

コ
ン
ト
の
実
証
主
義
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 

ム
 の
社
会
学
的
把
握
、
イ
デ
 
 
 

ム
の
 文
化
思
想
的
把
握
、
宗
教
的
無
神
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
 
主
 義
、
ニ
 

｜
 チ
エ
 的
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
神
話
的
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
ま
で
の
 

近
 伏
ヨ
 ｜
 

ロ
ッ
パ
の
宗
教
把
握
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
宗
教
を
文
化
と
し
て
 

の
み
 捉
 

え
る
立
場
、
二
 
こ
 宗
教
改
革
者
的
原
始
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
志
向
 
と
し
て
 

 
 

の
 弁
証
 

法
 神
学
の
文
化
否
定
に
み
ら
れ
る
、
宗
教
を
文
化
に
対
立
す
る
も
 
 
 

て
 捉
え
る
立
場
、
二
 こ
 宗
教
を
文
化
の
究
極
と
し
て
捉
え
る
立
場
 
の
 一
二
 

っ
に
 集
約
し
な
が
ら
、
宗
教
の
独
自
性
が
見
損
な
わ
れ
、
宗
教
 
否
 定
 の
 要
 

素
 が
内
包
さ
れ
て
い
る
第
一
の
立
場
と
、
宗
教
の
真
理
の
一
面
性
 
0
 玉
 帳
 

に
す
ぎ
な
い
第
二
の
立
場
の
総
合
と
し
て
、
文
化
と
宗
教
を
結
び
 つけ
る
 

第
三
の
立
場
こ
そ
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
表
明
 
し
、
種
 

子
で
あ
る
宗
教
は
土
で
あ
る
文
化
の
中
で
、
そ
の
文
化
を
必
要
 と
し
つ
 

つ
 、
ま
た
文
化
は
宗
教
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
す
る
カ
ト
リ
シ
 
 
 

り
る
宗
教
・
文
化
理
解
を
肯
定
す
る
。
さ
ら
に
岸
氏
は
、
個
人
の
 

内
面
 

ば
 宗
教
体
験
の
世
界
か
ら
宗
教
を
考
え
る
場
合
、
宗
教
の
究
極
に
 ある
 

り
は
神
秘
体
験
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
神
秘
体
験
の
普
遍
的
 

な
持
 

 
 

、
賀
川
 

豊
彦
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
的
宇
宙
神
秘
思
想
の
中
に
、
神
秘
主
義
 と
 進
化
 

論
 、
な
い
し
宗
教
と
科
学
と
を
総
合
す
る
道
を
探
求
す
る
。
そ
し
 
て
 &
 小
札
 
袈
 

は
 、
「
人
間
の
意
識
の
め
ざ
め
に
よ
る
宇
宙
進
化
を
押
し
進
め
る
 

原
動
力
」
 

「
宇
宙
完
成
の
核
」
で
あ
り
、
「
宇
宙
目
的
へ
の
到
達
、
宇
宙
の
 

ゐ
 刀
成
は
 

宗
教
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
、
そ
の
 視
 占
は
宗
教
と
人
間
の
未
来
 へ
と
 向
 

け
ら
れ
る
。
 

稲
垣
其
其
氏
の
論
文
で
は
、
「
宗
教
は
人
間
の
た
め
に
あ
る
」
と
 
い
 ,
 
っ
 

命
題
が
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
近
代
以
降
の
宗
教
観
の
背
後
 
に
あ
る
 

人
間
中
心
王
 義
 と
い
う
意
味
で
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
 、
 
ル
小
 ッ
 

サ
ン
ス
以
前
の
西
欧
の
本
来
的
精
神
的
伝
統
に
お
け
る
「
 
レ
 
リ
ギ
オ
 

オ
 土
石
 巳
 
」
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
 考
察
か
 

ら
 出
発
す
る
。
そ
し
て
「
真
の
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
 
、
ム
 7
 日
 

の
 宗
教
学
に
お
い
て
 
皿
 生
息
味
な
問
題
と
し
て
放
棄
さ
れ
て
い
る
た
 
 
 

「
限
り
な
く
雑
多
な
も
の
が
宗
教
と
呼
ば
れ
」
横
行
し
、
「
真
の
士
 

不
乱
 卦
 
」
 

の
 理
解
に
混
乱
と
誤
解
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
 
、
今
日
 

の
 緊
急
の
課
題
と
し
て
「
真
の
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
へ
 
の
 真
剣
 

な
 取
り
組
み
が
切
実
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
そ
の
間
 いを
 追
 

求
 す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
方
法
と
し
て
の
「
人
間
的
経
 
験
 の
 根
 

拠
へ
の
振
り
か
え
り
」
、
「
自
己
の
内
面
へ
の
立
ち
帰
り
」
を
徹
底
 

さ
せ
た
 

と
い
う
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
立
場
か
ら
、
西
欧
の
精
神
的
伝
 
統
 に
お
 

け
る
「
 
レ
リ
ギ
オ
 」
の
再
考
察
を
試
み
、
「
人
間
を
究
極
の
目
的
 

た
る
 神
 

 
 

へ
と
直
接
的
に
秩
序
づ
け
る
」
も
の
と
し
て
ま
さ
に
「
道
徳
の
根
 
本
に
属
 

3
 

 
 

す
る
」
と
さ
れ
た
 
レ
リ
ギ
オ
 の
宗
教
観
の
下
に
成
立
す
る
人
間
像
 
と
は
、
 

 
 

「
真
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
日
空
局
 善
 で
あ
る
神
に
 、
 自
ら
の
精
神
 を
 完
全
 



 
 

ど
り
」
 

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
 

和
田
幹
男
氏
の
 
一
 旧
約
聖
書
に
お
け
る
人
間
観
 ｜
 神
に
へ
 か
た
 ど
り
）
 

（
似
せ
て
）
の
意
味
 ｜
 」
で
は
、
旧
約
聖
書
 学
 の
 観
 占
か
ら
、
 

旧
 約
 聖
き
 日
、
 

と
り
わ
け
そ
の
「
創
世
記
」
に
お
け
る
天
地
・
人
類
創
造
の
記
  
 

に
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
根
元
的
人
間
像
を
探
求
す
る
。
和
田
氏
 
は
、
創
 

世
記
 
に
お
け
る
「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
 生
 
迫
ろ
う
 

」
 -
 
創
一
・
二
六
 
@
 
二
八
 -
 と
あ
る
神
の
天
地
・
人
類
創
造
 ほ
 つ
い
 

て
の
一
連
の
記
述
の
意
味
が
、
そ
こ
で
の
「
か
た
ど
り
」
「
似
せ
 

て
 」
 の
 

二
つ
の
表
現
に
収
飯
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
用
法
と
語
源
学
 
 
 

析
を
通
じ
て
、
旧
約
聖
書
に
示
さ
れ
た
人
間
像
の
解
釈
を
試
み
る
 
。
和
田
 

氏
 に
よ
れ
ば
、
「
似
せ
て
」
は
、
人
間
が
、
精
神
的
存
在
と
し
て
 

、
そ
の
 

外
面
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
内
面
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
そ
の
知
性
 に
お
い
 

て
、
 神
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
ま
た
「
 
か
た
ど
 

り
 」
は
、
「
人
間
を
見
れ
ば
神
の
支
配
が
わ
か
る
」
と
い
う
あ
り
 

か
た
で
、
 

神
 が
王
者
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
生
き
写
し
で
あ
る
人
間
も
ま
た
 こ
の
世
 

界
 に
あ
っ
て
神
の
慈
愛
と
正
義
に
満
ち
た
支
配
を
 
、
 単
に
代
行
す
 
る
の
で
 

は
な
く
、
「
臨
場
観
を
も
っ
て
示
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
論
じ
 
 
 

が
あ
く
ま
で
も
「
人
間
」
を
主
役
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
 

が
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
神
に
「
か
た
ど
り
」
「
似
せ
て
」
ふ
さ
わ
 
 
 の

 古
典
 

勒
 す
る
と
き
、
人
間
の
本
来
の
姿
が
あ
る
、
と
す
る
旧
約
世
界
に
 お
け
る
 

人
間
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

「
新
約
聖
書
に
見
る
人
間
像
」
と
題
さ
れ
た
ピ
ー
タ
ー
・
 

 
 

氏
の
論
文
で
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
源
泉
と
も
い
う
べ
き
 新
 約
耶
 王
室
田
 

 
 

文
字
と
対
比
さ
れ
て
、
専
ら
一
神
」
の
本
性
に
関
す
る
神
学
的
 
テ
 １
 7
 を
 

中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
誤
解
を
た
だ
し
、
新
約
 耶主
 
重
日
 
が
 

一
貫
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
自
ら
の
中
に
示
し
た
キ
リ
ス
 

 
 

 
 

「
人
間
」
像
を
王
 題
 に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
 

、
 
 
 

 
 

｜
ド
 氏
は
、
新
約
聖
書
が
強
調
す
る
の
は
「
人
間
」
で
あ
り
、
 

し
 か
も
そ
 

こ
に
描
か
れ
た
イ
エ
ス
の
人
間
像
の
基
本
は
、
イ
エ
ス
が
そ
の
 
訓
 話
の
中
 

で
 語
っ
た
人
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
エ
ス
が
誕
生
か
ら
復
活
 
き
 で
の
そ
 

の
 自
ら
の
生
涯
の
中
に
自
身
を
示
し
た
人
間
性
で
あ
る
と
い
う
。
 

新
約
聖
書
に
続
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
基
本
的
な
信
条
と
 
教
理
 

と
と
も
に
そ
の
人
間
理
解
の
基
礎
が
確
立
し
た
の
は
、
初
代
教
会
 
 
 

一
世
紀
か
ら
七
・
八
世
紀
に
か
け
て
の
教
父
た
ち
の
時
代
で
あ
り
 

、
そ
の
 

教
父
た
ち
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
 れて
い
 

た
か
を
考
察
す
る
の
が
、
ハ
ン
ス
・
 

ユ
 ー
ゲ
ン
・
マ
ル
ク
ス
氏
に
 

よ
る
 払
柵
 

文
 
「
教
父
に
お
け
る
人
間
理
解
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
 

創
造
、
 

堕
罪
、
救
済
の
三
つ
の
テ
ー
マ
を
通
じ
て
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
・
 

 
 

ア
 伝
承
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
伝
承
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
し
 
独
自
の
 

神
学
を
展
開
さ
せ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
 メ
 ス
の
思
想
に
お
け
る
そ
 
れ
ぞ
れ
 

0
 人
間
像
の
特
色
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
氏
に
 
ょ
 れ
ば
  
 

は
 、
そ
の
成
長
の
出
発
点
と
し
て
の
原
初
的
な
「
神
の
似
 
姿
 」
 の
 本
質
を
 

充
実
さ
せ
、
自
ら
ま
す
ま
す
霊
的
に
な
る
に
つ
れ
て
神
と
の
完
全
 な 
「
 穏
 

似
性
 」
に
到
達
す
る
と
し
た
見
解
は
全
教
父
に
共
通
で
あ
っ
た
も
 
 
 

そ
の
始
祖
の
創
造
と
堕
罪
の
間
の
原
始
状
態
の
理
解
な
ど
に
つ
い
 ては
 見
 

解
 が
大
き
く
分
か
れ
た
と
い
う
。
す
な
 ね
 ち
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
 
 
 

ジ
ァ
 の
流
れ
に
あ
る
教
父
は
、
原
始
状
態
を
「
終
末
的
完
成
に
向
 
か
ぅ
成
 

長
 な
い
し
教
育
の
最
初
の
一
段
階
と
し
て
相
対
化
し
た
」
の
に
 
対
  
 

間
の
自
由
意
志
の
選
択
と
責
任
を
強
調
す
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
 の
 教
父
 



書評と紹介 

た 実 た
ち
は
そ
れ
を
理
想
化
し
、
そ
の
結
果
、
始
祖
の
堕
罪
が
ア
ン
テ
 イ
 オ
 キ
 

ア
 ・
小
ア
ジ
ア
伝
承
に
お
い
て
よ
り
も
は
る
か
に
重
視
さ
れ
る
こ
 

と
に
な
 

り
 、
そ
れ
が
情
欲
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
 
ヌ
 ス
に
連
 

な
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
伝
承
の
特
徴
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
 
て
 始
祖
 

の
 犯
し
た
 罪
 ゆ
え
に
全
て
の
人
間
は
罪
人
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
 と
す
る
 

原
罪
論
を
初
め
て
唱
え
る
に
至
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
 メ ス
に
 よ
 る
、
あ
 

ら
ゆ
る
恩
恵
の
起
源
を
キ
リ
ス
ト
の
 債
い
 の
み
に
み
る
そ
の
救
済
 
論
 の
 持
 

色
 が
論
じ
ら
れ
る
。
 

続
い
て
、
朝
倉
文
布
氏
に
よ
る
「
中
世
思
想
に
お
け
る
人
間
理
解
 
 
 

追
院
を
中
心
に
 
｜
 」
は
、
ミ
ラ
ノ
勅
令
に
よ
っ
て
迫
害
と
殉
教
の
 
 
 

終
わ
っ
た
後
に
も
、
人
間
が
「
本
来
超
自
然
的
生
命
を
志
向
し
 
神
  
 

で
あ
る
」
と
す
る
聖
書
や
教
父
た
ち
の
伝
統
的
な
人
間
理
解
に
従
 
 
 

リ
ス
ト
の
完
全
な
模
倣
を
遂
げ
る
た
め
に
、
自
ら
の
五
感
を
殉
教
 
さ
せ
、
 

口
々
の
生
活
に
お
け
る
自
発
的
な
精
神
的
殉
教
・
苦
行
を
お
こ
 
な
 う
こ
と
 

で
 
「
新
し
い
殉
教
者
」
と
な
っ
た
中
世
修
道
士
た
ち
の
人
間
観
 

る
 探
求
す
 

る
 。
そ
こ
で
は
、
王
に
「
 圭
べ
不
 デ
ィ
ク
 ト
 ウ
ス
戒
律
 ヒ
を
 中
、
心
 
資
料
と
 

し
な
が
ら
、
兄
弟
 
変
 に
満
ち
た
共
同
体
の
一
体
性
、
日
々
の
自
己
 
放
棄
と
 

苦
行
、
共
同
 祈
薦
 、
「
手
仕
事
」
の
重
視
、
「
中
庸
の
精
神
」
、
 
そ
 し
て
 神
 

へ
の
憧
れ
に
生
き
、
「
天
へ
の
帰
依
」
を
求
め
て
日
々
天
上
の
実
 

相
 を
観
 

恕
 す
る
生
活
、
な
ど
自
ら
の
生
き
方
と
生
活
の
規
律
・
秩
序
の
全
 てを
 使
 

徒
の
模
倣
に
お
き
、
「
建
徳
の
生
活
」
の
完
全
な
実
践
を
目
標
と
 
し
た
 修
 

道
士
た
ち
に
お
け
る
人
間
の
理
想
像
が
描
き
出
さ
れ
る
。
 

こ
れ
ま
で
の
政
治
的
・
経
済
的
・
宗
教
的
に
完
壁
に
統
一
さ
れ
た
 「
 
確
 

性
 」
の
中
世
世
界
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
分
裂
が
生
じ
、
 

安
 足
 し
 

世
界
と
不
安
定
な
世
界
と
の
対
立
の
緊
張
状
態
に
入
っ
た
近
代
の
 「
 
不
 

確
実
な
世
界
」
に
お
け
る
人
間
像
を
扱
う
の
が
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
 

ア
  
 

氏
の
 
「
近
代
思
想
に
お
け
る
人
間
理
解
」
で
あ
る
。
ヴ
ィ
セ
ン
テ
 

氏
は
、
 

中
世
か
ら
近
代
の
成
立
の
間
の
連
続
性
と
非
連
続
性
に
揺
れ
動
く
 その
時
 

代
を
 、
「
自
分
の
時
代
の
す
ぐ
前
の
時
代
を
乗
り
越
え
る
た
め
」
 

に
 歴
史
 

的
な
回
帰
一
古
典
へ
の
回
帰
と
初
期
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
回
帰
と
し
 て
の
 ヨ
本
 

教
 改
革
）
に
よ
っ
て
人
間
と
そ
の
活
動
を
再
評
価
し
肯
定
し
た
と
 い，
つ
ル
 

不
ッ
 
サ
ン
ス
の
思
想
を
通
し
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
 人
  
 

新
 」
を
中
心
的
課
題
と
し
た
時
代
に
生
き
た
近
代
人
の
人
間
像
 を
 、
「
 新
 

し
い
も
の
へ
の
嗜
好
」
「
独
創
性
の
主
張
」
「
発
明
の
能
力
」
「
 

不
 回
 思
議
 

な
こ
と
に
対
す
る
関
心
」
、
こ
の
世
の
「
幸
福
」
を
求
め
、
名
誉
 

@
 
と
 名
声
 

を
 通
し
て
後
生
ま
で
生
き
残
ろ
 う
 と
す
る
「
 栄
 膏
の
神
話
」
、
 

権
 威
に
 囚
 

わ
れ
な
い
自
ら
の
経
験
と
理
性
に
よ
る
「
新
し
い
知
識
の
獲
得
」
 

 
 

た
 特
性
に
よ
っ
て
描
き
出
す
。
 

第
二
部
最
後
の
「
現
代
神
学
に
お
け
る
人
間
理
解
」
で
は
、
執
筆
 
者
ゲ
 

ッ
 レ
ー
ル
ト
・
 
べ
｜
キ
 氏
が
、
神
学
者
と
し
て
、
現
代
の
神
学
的
 状
況
に
 

お
け
る
現
代
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
理
解
の
考
察
を
試
み
る
。
 べ
 
｜
キ
氏
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
の
根
本
は
、
そ
の
超
越
論
的
人
間
 論
 で
あ
 

り
 、
自
分
自
身
を
越
え
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
神
に
向
か
う
超
越
論
 
的
 存
在
 

で
あ
る
人
間
の
本
質
は
 、
 「
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
あ
る
神
の
似
 
姿
 、
 イ
  
 

で
あ
る
故
に
 
、
 自
ら
も
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
し
て
、
そ
の
神
へ
の
 理 解
 な
く
 

し
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
 人
 間
は
、
 

本
質
的
に
自
然
、
隣
人
、
文
化
、
自
己
反
省
、
そ
し
て
何
よ
り
   

 
 

よ
っ
て
自
分
自
身
に
関
連
さ
れ
て
い
る
「
関
連
的
存
在
」
Ⅰ
 ユ
 ぃ
ゴ
 
0
 む
い
 
-
 

 
 

 
 

荘
田
 巴
 
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
の
神
へ
の
そ
の
関
連
 こ
 そ
が
 

 
 

人
間
を
人
間
た
ら
し
め
、
人
間
を
「
定
義
」
す
る
核
心
で
あ
っ
て
 
、
そ
の
 



意
味
で
、
人
間
の
真
の
自
己
実
現
は
、
「
自
力
」
に
よ
ら
ず
、
 

必
 ず
 
「
 他
 

力
 」
、
す
な
わ
ち
神
の
救
い
に
よ
る
と
い
う
救
済
観
が
全
キ
リ
ス
 
ト
 教
に
 

一
致
し
た
見
解
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
・
文
化
に
 

お
け
る
 

キ
リ
ス
ト
教
会
の
活
動
の
背
後
に
あ
る
、
人
間
を
よ
り
人
間
ら
し
 
く
す
る
 

た
め
の
活
動
、
つ
ま
り
そ
れ
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
神
に
よ
る
 
創
 造
と
救
 

い
 の
 何
 業
を
意
味
す
る
「
人
間
の
業
」
の
価
値
へ
の
確
信
を
説
  
 

る
 。
 

第
三
部
、
「
人
間
の
宗
教
性
と
人
間
の
心
理
」
と
題
さ
れ
た
正
答
 直
実
 

氏
の
論
文
で
は
、
ユ
ン
グ
に
よ
る
心
の
構
造
理
解
を
通
じ
て
、
 

人
 間
 に
お
 

け
る
宗
教
性
と
心
理
と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
人
間
の
心
理
を
通
し
 
て
 超
越
 

世
界
へ
と
達
す
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
正
答
 
氏
は
 、
 「
ア
ニ
 

マ
 ・
ア
ニ
 
ム
ス
 の
統
合
過
程
の
中
で
セ
ル
フ
の
例
証
と
し
て
の
 
キ
  
 

と
の
一
致
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
」
と
い
う
ユ
ン
グ
の
示
し
た
 
道
  
 

な
り
意
識
が
高
次
で
撫
生
息
 識
 層
へ
の
内
向
が
可
能
な
人
間
の
道
で
 
 
 

ま
た
「
あ
ま
り
に
も
西
洋
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
真
に
普
遍
的
 
宗
教
に
 

な
る
た
め
に
は
、
東
洋
と
い
う
土
を
必
要
と
し
て
い
る
」
こ
と
が
 ユ
ン
グ
 

自
身
の
方
向
性
に
も
は
っ
き
り
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
 

そ
 の
 
「
 東
 

洋
人
に
受
肉
し
た
キ
リ
ス
ト
へ
の
道
」
を
、
奥
村
一
郎
 
師
 の
と
ら
 
え
る
と
 

 
 

こ
ろ
の
、
「
自
他
と
も
に
救
わ
れ
る
」
愛
で
あ
る
「
相
互
変
」
に
 

見
出
そ
 

ぅ
 と
す
る
。
 

続
い
て
、
高
柳
俊
一
氏
の
「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
お
け
る
人
間
 」
で
 

は
 、
中
世
・
近
代
・
現
代
と
い
う
歴
史
的
変
遷
に
即
し
て
、
そ
れ
 
 
 

時
代
を
表
象
す
る
キ
リ
ス
ト
教
文
学
作
品
に
現
れ
る
人
間
の
姿
を
 
探
求
す
 

る
 。
高
柳
氏
は
、
文
学
に
お
い
て
西
欧
中
世
を
総
括
す
る
も
の
と
 して
ま
 

ず
 ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
自
己
愛
の
状
態
か
 
 
 

恩
寵
の
導
き
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
魂
の
神
へ
の
献
身
的
変
を
 王 題
 と
す
 

る
 中
世
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
宇
宙
論
 
2
4
6
 

中
世
か
ら
、
世
俗
化
と
と
も
に
人
間
論
化
の
道
を
歩
み
出
す
近
代
 
初
頭
に
 

 
 

お
い
て
、
人
間
は
自
分
の
固
有
性
を
意
識
し
、
「
自
分
」
と
は
 

何
 か
を
 常
 

に
 
「
実
存
的
不
安
」
に
伴
わ
れ
な
が
ら
探
求
し
始
め
、
キ
リ
ス
ト
 

者
は
自
 

分
の
神
の
恩
寵
の
選
び
の
確
か
な
証
拠
を
外
的
世
界
に
求
め
る
よ
 うに
な
 

る
 状
況
の
中
で
、
信
仰
者
の
文
字
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
文
字
は
は
 
 
 

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、
そ
の
代
表
的
作
品
に
 
ジ
ョ
  
 

ン
ヤ
ン
の
「
天
路
歴
程
」
な
ら
び
に
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
「
 ロビ
ン
 

・
ク
ル
ー
ソ
ー
」
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
高
柳
氏
は
 

、
 そ
 う
 し
た
 近
 

代
の
始
ま
り
と
と
も
に
起
き
た
、
「
 

リ
 ア
 り
 テ
ィ
を
宇
宙
論
的
 枠
 組
み
か
 

ら
 捉
え
、
そ
の
中
に
人
間
を
置
く
宇
宙
論
的
思
考
法
か
ら
、
す
べ
 てを
 人
 

間
を
出
発
点
に
し
て
見
る
思
考
 法
へ
 」
の
変
化
の
文
字
へ
の
影
響
 が
一
 

九
世
紀
に
お
け
る
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
出
現
で
あ
る
と
論
じ
 
、
完
全
 

な
 自
我
の
ア
ポ
 
テ
 オ
ー
シ
ス
 
一
 神
化
一
の
例
と
し
て
、
ワ
ー
ズ
 ワ
  
 

「
序
曲
」
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
「
神
の
死
」
の
時
代
と
さ
れ
る
 

現
代
に
 

お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
文
学
は
、
そ
の
本
性
的
運
命
と
も
い
う
べ
き
 
 
 

引
き
ず
ら
れ
、
苦
悩
 し
 、
絶
望
状
態
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
 実
存
の
 

「
深
 い
 淵
の
底
か
ら
」
神
の
恵
み
を
乞
 い
 求
め
る
人
間
を
、
「
 
本
  
 

恩
寵
に
応
え
る
べ
き
実
存
」
と
し
て
描
き
続
け
る
と
い
う
。
 

吉
山
昇
氏
に
よ
る
「
性
と
結
婚
の
倫
理
」
は
、
現
代
世
界
に
お
 
 
 

性
 と
結
婚
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
多
角
的
に
考
察
し
な
が
ら
、
 

 
 

性
 と
結
婚
の
倫
理
に
つ
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
神
学
が
い
か
な
 
る
 取
り
 

組
み
を
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
吉
山
 氏は
、
 性
と
結
婚
の
倫
 理
 に
つ
 

い
て
の
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
倫
理
神
学
は
、
第
二
 

 
 



ン
 公
会
議
を
境
に
、
そ
れ
ま
で
の
王
に
生
物
学
的
な
現
実
の
意
味
 
を
 求
め
 

る
 傾
向
が
強
か
っ
た
伝
統
的
な
倫
理
神
学
に
対
し
、
人
間
の
自
 
殊
 を
、
聖
 

書
酌
 人
間
学
に
よ
っ
て
見
直
し
、
そ
の
人
格
的
存
在
に
お
い
て
 捉
え
る
 

「
自
然
法
の
人
格
主
義
的
解
釈
」
を
強
調
ず
る
方
向
に
あ
り
、
 

ま
 た
そ
う
 

し
た
人
間
学
的
見
直
し
に
よ
っ
て
浮
上
す
る
文
化
・
社
会
の
要
因
 
を
も
 考
 

慮
 し
な
が
ら
、
現
代
人
の
性
や
結
婚
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
の
解
 
沃
 に
 @
 
具
 

献
 す
べ
く
新
た
な
倫
理
的
規
範
を
求
め
て
い
る
と
述
べ
る
。
 

続
い
て
、
「
人
間
の
生
命
と
倫
理
」
と
題
さ
れ
た
宮
川
俊
行
 
氏
の
 論
考
 

で
は
、
白
球
法
を
重
視
す
る
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
お
け
る
基
本
的
 
な
 
「
 生
 

命
 」
 観
 と
そ
の
一
般
的
原
理
道
徳
律
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
 
 
 

愛
か
ら
の
各
人
格
へ
の
賜
物
・
委
託
 物
 と
し
て
の
生
命
の
尊
厳
を
 
承
認
す
 

る
 中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
倫
理
学
が
、
生
死
問
題
に
関
わ
る
具
体
的
 
問
題
に
 

ど
の
よ
う
な
具
体
的
規
範
道
徳
律
を
提
示
し
て
い
る
の
か
を
示
す
 
。
そ
こ
 

に
お
い
て
宮
川
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
生
命
倫
理
に
お
け
る
真
の
 
生
命
 尊
 

重
 と
は
、
「
氷
人
 の
い
 の
ち
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
生
命
の
非
 絶
 対
 性
を
 

前
提
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
生
物
学
的
生
命
は
 、 神
の
国
 
へ
 至
る
人
 

生
の
歩
み
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
手
段
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
 
@
 
-
 と
を
 指
 

摘
 す
る
。
 

最
後
の
今
野
 

昆
に
よ
 る
「
 死
 ：
永
遠
の
生
命
・
復
活
」
で
は
 
、
死
 

と
は
何
か
 、
 死
に
よ
っ
て
す
べ
て
は
佃
に
帰
す
の
か
と
い
う
根
本
 
 
 

い
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
ま
た
 

イ
エ
 ス
 ・
 キ
 

リ
ス
ト
の
「
復
活
」
や
「
永
遠
の
生
命
」
の
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
 
 
 

で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
や
宗
教
は
 、
と
り
わ
け
 
現
 

 
 

問
わ
れ
て
い
る
 

以
上
、
一
三
人
の
論
考
を
評
者
の
解
読
し
え
た
限
り
で
簡
単
に
紹
 
 
 

て
き
た
が
、
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
前
提
と
し
た
神
学
的
、
 

ま
た
 牧
 

全
的
な
色
彩
を
も
つ
論
考
も
少
な
く
な
く
、
概
括
し
て
本
義
を
誤
 
る
 恐
れ
 

も
あ
っ
て
迂
遠
の
嫌
 
い
は
 免
れ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
本
主
 

目
が
、
 6
 
丁
 

我
一
般
か
ら
で
は
な
く
、
信
仰
の
違
い
を
越
え
て
す
べ
て
の
人
間
 
に
ぬ
 日
一
遍
 

的
に
認
め
ら
れ
る
理
性
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
的
 普
 遍
 主
義
 

（
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
一
の
立
場
か
ら
の
人
間
学
で
あ
る
と
編
著
者
 

岸
 氏
 が
表
 

明
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
 
本
書
の
 

書
名
が
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
の
人
間
学
」
で
も
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 

人
間
学
」
 

で
も
な
く
、
「
宗
教
の
人
間
学
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
 

評
 者
は
敢
 

え
て
、
「
真
の
人
間
学
」
構
築
の
試
み
へ
向
け
て
の
本
書
に
お
け
 

 
 

リ
シ
ズ
ム
と
い
う
立
場
の
積
極
的
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
 
る
と
 考
 

え
る
。
今
日
の
宗
教
学
は
、
本
書
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
 ン
 ズ
ム
 

の
 視
座
を
 、
 少
な
く
と
も
単
に
、
宗
教
内
部
か
ら
の
、
宗
教
と
人
 
間
 に
関
 

 
 

す
る
宗
教
的
解
釈
と
し
て
、
そ
の
宗
教
的
言
語
と
い
う
点
に
す
ぐ
 
さ
ま
 批
 

判
的
 評
価
を
下
し
た
り
、
ま
た
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
 
標
梼
 す
る
そ
 0
%
 日
一
遍
 

性
の
如
何
を
問
い
た
だ
す
と
い
う
態
度
に
は
禁
欲
的
で
あ
る
べ
き
 
と
 評
者
 

は
 考
え
る
。
本
書
は
む
し
ろ
、
宗
教
的
言
語
が
批
判
的
に
検
討
さ
 
 
 

と
 同
様
に
、
客
観
性
や
価
値
中
立
性
を
標
 傍 す
る
科
学
的
言
語
も
 
ま
た
 再
 

考
を
余
儀
な
く
さ
れ
方
法
論
的
混
乱
に
あ
る
今
日
の
宗
教
学
の
現
 
状
 に
お
 

い
て
、
あ
ま
た
の
宗
教
現
象
・
宗
教
経
験
を
解
読
す
る
こ
と
で
「
 
人
 問
に
 

関
す
る
知
識
」
を
深
め
る
べ
く
、
人
間
の
宗
教
的
 生 、
宗
教
的
存
 
花
様
式
 

を
 探
る
と
い
う
「
宗
教
学
」
本
来
の
そ
の
人
間
学
的
原
由
に
わ
れ
 
わ
れ
を
 

あ
ら
た
め
て
立
ち
返
ら
せ
、
宗
教
学
の
担
う
そ
の
人
間
学
的
課
題
 

 
 

度
 問
い
返
す
と
い
う
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
 の
 意
味
 



で
も
、
本
書
の
人
間
学
の
試
み
と
そ
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
 「
亜
目
 

一
ぬ
 

性
 」
へ
の
玉
帳
 が
 、
今
後
、
さ
ら
な
る
他
宗
教
と
の
対
話
、
そ
し
 て
と
り
 

わ
け
「
宗
教
学
」
と
の
対
話
の
中
で
、
 

い
 か
な
る
展
開
を
見
せ
て
 
ゆ
く
か
 

か
 興
味
の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
後
の
「
宗
教
学
 」の
 展
 

開
に
も
重
要
な
指
針
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 
る
 。
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八
年
あ
ま
り
前
に
京
都
大
学
の
宗
教
哲
学
の
講
座
を
退
職
し
て
以
来
、
 
来
、
 

上
田
 閑
照
 氏
は
西
田
幾
多
郎
の
思
想
を
よ
り
広
く
知
ら
せ
る
べ
く
 
、
西
田
 

の
 著
作
を
再
編
集
し
て
本
に
ま
と
の
た
り
、
そ
の
主
要
な
概
念
を
 
講
演
 や
 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
 

一
）
㏄
 

ョ
 R
 
ミ
 ・
由
里
 
臼
 ③
 

岩
波
書
店
一
九
九
四
年
六
月
二
 
0
 日
刊
 

二
五
六
頁
二
七
一
八
円
 

同
署
 

「
経
験
と
自
覚
 
｜
 西
田
哲
学
の
「
場
所
」
を
求
め
て
」
 

岩
波
書
店
一
九
九
五
年
一
一
月
一
五
日
刊
 

二
八
 C
 真
 

一
 0
0
0
 円
 

上
田
 閑
照
著
 

「
西
田
幾
多
郎
１
人
間
の
生
涯
と
い
う
こ
と
」
 

論
文
で
説
く
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
全
身
全
霊
を
傾
け
て
西
田
 
哲
学
と
 

取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
西
田
哲
学
の
 
再
評
価
 

拙
 

 
 

は
 確
か
に
随
分
遅
れ
て
お
り
、
今
や
上
田
氏
の
よ
う
な
貢
献
が
必
 
要
 と
さ
 

 
 

 
 

れ
る
時
期
が
き
て
い
る
。
ま
た
海
外
の
哲
学
界
に
お
い
て
も
、
 

壬
一
 

円
葉
の
 障
 

壁
 の
た
め
に
大
多
数
の
読
者
が
上
田
氏
の
著
作
を
読
む
こ
と
が
で
 
き
な
い
 

に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
氏
の
こ
う
い
っ
た
努
力
は
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
 
い
る
。
 

過
去
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
発
行
さ
れ
て
き
た
 
西
 回
 、
田
 

辺
元
 、
西
谷
宮
治
、
武
内
義
範
、
さ
ら
に
は
上
田
氏
自
身
の
著
作
 
の
 翻
訳
 

が
 引
き
起
こ
し
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
に
対
す
る
 
関
  
 

果
 、
数
多
く
の
若
い
研
究
者
や
大
学
院
生
が
日
本
哲
学
の
現
状
を
 
徹
底
的
 

に
調
べ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
文
献
を
原
文
で
読
め
る
よ
う
舌
口
語
の
 

研
修
に
 

打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
執
心
に
取
 
 
 

で
い
る
研
究
者
が
、
日
本
の
現
代
精
神
史
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
 
ど
、
西
 

田
 哲
学
の
影
響
が
極
め
て
軽
く
見
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
も
は
 
や
時
 伍
 
@
 

遅
れ
の
も
の
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
状
に
気
づ
い
て
、
 

ど
 れ
ほ
ど
 

が
っ
か
り
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
絶
望
に
陥
る
こ
と
 
な
く
 西
 

田
 哲
学
の
伝
統
を
研
究
し
続
け
て
き
た
海
外
の
研
究
者
が
、
日
本
 
国
内
の
 

西
田
思
想
へ
の
関
心
を
再
生
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
は
疑
い
 
な
い
 

と
は
舌
口
う
も
の
の
、
西
田
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
再
生
を
狙
っ
て
 

最
 近
日
本
 

の
 哲
学
界
に
現
わ
れ
て
き
た
西
田
研
究
の
多
く
は
あ
ま
り
に
も
 一
 般
 的
で
 

あ
り
、
そ
の
一
部
は
西
田
哲
学
を
「
日
本
人
論
」
の
視
野
の
中
に
 
縮
め
て
 

し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
て
 
、
 必
ず
し
も
海
外
で
歓
迎
さ
れ
て
こ
な
か
 つ
 @
@
 

ナ
ハ
 
。
 

西
田
哲
学
が
世
界
哲
学
の
広
場
で
論
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
上
田
 
氏
 の
そ
 

れ
の
よ
う
な
、
文
献
に
通
じ
、
西
田
哲
学
に
忠
実
で
良
心
的
な
 
献
 身
 こ
そ
 

が
ま
さ
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

評
 

主
日
立
 日

本
精
神
史
を
専
攻
す
る
海
外
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
上
田
氏
 
は
 京
都
 

学
派
の
最
後
の
代
表
者
で
あ
っ
て
 、
 氏
の
京
大
か
ら
の
引
退
に
よ
 

っ
て
 
一
 

つ
の
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
上
田
氏
自
身
が
西
田
と
直
 
接
 に
会
 

っ
 た
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
「
京
都
学
派
」
と
い
う
表
現
を
大
抵
 
は
 避
け
 

て
い
る
と
は
い
え
、
氏
が
、
西
田
哲
学
へ
の
意
識
を
向
上
さ
せ
る
 
 
 

仕
事
を
自
ら
の
責
任
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
の
時
代
の
幕
 
切
 れ
を
そ
 

れ
に
相
応
し
い
も
の
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。
西
洋
に
お
い
て
は
、
 

氏
 の
 翻
 

訳
さ
れ
て
い
な
い
書
物
が
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
に
も
 
拘
 わ
ら
 ず
、
西
 

田
 哲
学
へ
の
氏
の
献
身
は
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
 海
外
で
 

は
 、
西
谷
や
田
辺
の
著
作
の
英
訳
が
西
田
の
も
の
よ
り
も
一
層
 
広
 く
 注
目
 

さ
れ
、
よ
り
多
く
売
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
日
本
に
お
い
て
 
西
 田
は
田
 

辺
と
 西
谷
の
た
め
に
影
の
薄
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
 生
 じ
て
き
 

た
 。
上
田
氏
は
国
際
学
会
へ
の
参
加
を
通
し
て
西
田
の
思
想
が
も
 つと
 注
 

目
 さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
西
田
の
後
継
者
た
ち
が
そ
 
 
 

哲
学
を
真
剣
に
受
け
継
い
で
い
な
い
と
い
う
誤
っ
た
印
象
を
正
そ
 
 
 

て
き
た
。
 

西
田
哲
学
の
内
容
を
ま
と
め
た
著
作
と
し
て
一
時
代
前
に
刊
行
さ
 
ね
 た
 

も
の
の
多
く
は
、
概
念
の
整
理
や
専
門
家
に
し
か
理
解
で
き
な
い
 
難
し
い
 

思
想
を
分
が
り
や
す
く
す
る
た
め
の
単
な
る
書
き
換
え
に
留
ま
っ
 てい
る
 

が
 、
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
上
田
氏
の
研
究
が
そ
れ
を
越
え
た
も
 
の
で
あ
 

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
前
者
ほ
ど
 席
窩
に
珪
曲
が
捉
 出
き
れ
 

こ
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
思
想
の
発
展
も
注
を
付
け
た
形
で
 
明
確
に
 

モ
理
 さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
 い
 か
も
し
れ
な
い
が
、
内
容
的
に
一
 言
え
ば
 

上
田
氏
の
文
章
は
一
層
熟
成
し
た
、
本
格
的
に
哲
学
的
な
も
の
で
 

あ
る
。
 

仁
田
の
天
才
を
揺
る
が
ぬ
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
氏
は
 
一
 
西
田
 自
身
の
 

言
葉
を
借
り
て
自
ら
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
）
「
 
骨
 
こ
こ
 
を
 掴
ん
 

で
 」
、
西
田
哲
学
を
そ
の
「
内
側
」
か
ら
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
 
い
う
 自
 

信
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
冊
も
例
外
で
は
な
い
 
 
 

上
田
氏
に
と
っ
て
西
田
哲
学
の
宗
教
的
要
素
は
、
た
だ
単
に
多
 
局
 面
を
 

も
つ
思
想
体
系
の
一
側
面
、
単
な
る
多
の
中
の
一
に
過
ぎ
な
い
も
 
 
 

こ
の
占
で
西
谷
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
が
そ
の
 

哲
学
全
 

体
を
彩
り
、
そ
の
首
尾
を
貫
く
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
慣
習
 
的
な
 宗
 

散
 用
語
が
使
わ
れ
る
文
脈
、
ま
た
は
宗
教
史
上
の
人
物
が
登
場
す
 
る
 文
脈
 

の
み
な
ら
ず
、
西
田
思
想
の
特
徴
的
な
舌
口
 
葉
 遣
 い
は
 全
体
と
し
て
 
宗
教
的
 

探
求
に
属
す
る
と
い
う
立
場
を
氏
は
と
っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
の
 「
骨
を
 

掴
み
」
、
そ
の
宗
教
的
意
味
を
探
求
し
て
き
た
結
果
の
一
つ
と
し
 
て
、
上
 

田
 氏
の
「
西
田
幾
多
郎
１
人
間
の
生
涯
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
 
著
 作
 の
 目
 

的
 が
生
ま
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
 

西
田
哲
学
に
対
し
て
学
問
的
な
関
心
を
持
つ
て
い
る
人
に
と
っ
て
 
、
基
 

本
 的
な
参
考
文
献
と
し
て
徹
底
的
な
ぎ
 汀
 二
の
 
c
 （
 
仁
巴
旺
 0
9
 「
 い
 も
 ゴ
 セ
 （
円
心
想
 

0
 発
展
を
含
む
評
伝
 -
 が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
舌
口
う
ま
で
も
な
い
 
が
、
理
 

想
 的
に
言
え
ば
西
田
哲
学
を
深
く
理
解
し
て
い
る
上
田
氏
が
そ
の
 
責
任
を
 

担
 う
 こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
田
氏
が
 

西
 田
 の
 生
 

涯
 に
対
し
て
と
る
立
場
は
む
し
ろ
、
「
伝
記
的
な
事
実
は
そ
の
つ
 

ど
 手
が
 

か
り
に
」
し
な
が
ら
も
、
伝
記
作
家
に
対
し
て
課
さ
れ
る
批
判
的
 
要
求
 か
 

ら
は
そ
町
つ
 
ピ
 免
除
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
が
第
一
章
 で 述
べ
 

て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
は
「
人
間
と
し
て
生
き
 
 
 

 
 
 
 

う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
省
察
」
 ミ
 ・
ま
す
る
と
い
 
う
こ
と
 

で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
八
の
 生
 湖
は
三
相
に
経
ヵ
Ⅰ
 

あ
い
 

っ
た
 紐
 
2
4
9
 

に
 、
二
一
個
人
と
し
て
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
曲
の
間
に
生
じ
る
 午
 
テ
 

Ⅰ
 



人
 と
の
交
わ
り
、
考
え
、
感
情
、
世
間
で
の
失
敗
と
成
功
な
ど
 の
 
「
 人
 

生
 」
、
二
二
個
々
の
人
生
の
時
間
を
囲
む
特
定
の
状
況
を
設
定
す
 
る
 
「
 近
 

時
代
」
の
、
ま
た
こ
れ
を
さ
ら
に
囲
む
よ
り
広
い
世
界
史
の
「
 
巨
 時
代
」
 

の
は
た
ら
き
を
表
現
す
る
「
歴
史
的
社
会
的
 生
 」
、
そ
し
て
釜
こ
 上
述
の
 

両
者
を
超
え
る
も
う
一
つ
の
現
実
の
り
ズ
ム
、
す
な
 
む
 ち
 、
 風
の
 よ
う
に
 

人
格
に
吹
き
込
ん
で
風
格
の
質
を
生
涯
に
与
え
る
「
境
涯
」
と
い
 
う
 要
素
 

か
ら
成
り
立
つ
。
そ
こ
で
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
 
 
 

こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
を
同
時
に
、
あ
た
か
も
三
重
写
し
の
写
真
 
の
よ
う
 

に
 見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
立
場
か
ら
、
西
田
哲
学
を
考
 
 
 

と
い
う
の
が
、
こ
の
書
物
の
理
念
な
の
で
あ
る
。
 

上
田
氏
の
上
記
の
言
葉
そ
の
も
の
は
私
に
と
っ
て
耳
新
し
い
も
の
 
で
あ
 

る
が
、
文
脈
が
示
唆
し
て
い
る
 

よ
う
 に
そ
の
考
え
方
自
体
は
東
西
 
を
 問
わ
 

ず
 古
く
か
ら
の
生
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
 
に
 著
者
 

の
 ア
プ
ロ
ー
チ
は
分
か
り
や
す
く
、
著
書
の
展
開
に
対
す
る
読
者
 
0
 期
待
 

は
 高
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
西
田
の
生
涯
以
外
の
 
、
 
一
般
の
 

「
生
へ
の
問
い
」
に
対
す
る
省
察
は
ご
く
僅
か
し
か
提
出
さ
れ
な
 

い
 。
 合
 
+
 

の
 最
後
の
十
 貢
 ぐ
ら
い
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
現
代
世
界
の
種
々
 
0
 間
 題
 

が
 西
田
か
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
指
摘
さ
れ
て
  
 

が
 、
そ
れ
ら
は
あ
い
ま
い
な
問
題
提
起
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
 
 
 

界
 の
問
題
を
一
挙
に
解
決
す
る
方
法
は
な
い
で
し
ょ
う
。
・
・
・
最
終
 
 
 

も
し
ま
だ
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
人
が
自
覚
し
て
自
分
で
内
 
か
ら
 変
 

わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
」
 

ビ
 ・
 ぎ
ヒ
と
 述
べ
 ら
れ
て
 

い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
結
局
、
西
田
哲
学
か
ら
そ
れ
以
上
 
0
 具
体
 

的
な
貢
献
が
も
っ
と
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
 
哲
 学
 そ
の
 

も
の
か
ら
も
上
田
氏
が
期
待
し
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
期
待
で
き
 
る
の
で
 

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
残
ら
ざ
る
を
え
な
 
い
 の
で
あ
る
。
 

読
者
と
し
て
の
最
終
的
な
印
象
を
述
べ
れ
ば
、
こ
の
著
作
全
体
を
 
 
 

 
 

の
糸
の
よ
う
に
貫
く
「
生
へ
の
問
い
」
は
一
般
の
哲
学
的
問
題
 で
は
な
 

 
 

く
 、
む
し
ろ
西
田
の
人
格
と
風
格
と
の
交
わ
り
を
把
握
す
る
た
め
 

 
 

に
 他
な
ら
な
い
。
本
書
も
伝
記
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
が
ゆ
 えに
 西
 

田
の
全
集
や
書
簡
を
利
用
し
て
、
「
西
田
幾
多
郎
と
は
誰
か
」
と
 
い
う
 上
 

田
 氏
が
深
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
 
、
二
次
 

資
料
を
主
と
し
て
西
田
の
人
柄
を
明
ら
か
に
す
る
伝
記
的
資
料
に
 
 
 

思
想
に
関
す
る
批
判
を
行
っ
た
文
献
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
た
め
 
 
 

西
田
に
対
す
る
評
価
に
同
感
し
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
時
と
し
 
 
 

ゆ
る
「
聖
人
伝
」
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
 
 
 

し
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
こ
の
著
作
は
上
田
氏
の
西
田
哲
学
理
解
 
0
 基
盤
 

に
あ
る
前
提
を
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 

す
な
わ
 

ち
、
 氏
は
、
西
田
と
い
う
人
間
と
西
田
哲
学
に
は
、
磁
鉄
鉱
の
よ
 
う
に
 生
 

の
 意
味
を
意
識
の
中
か
ら
引
っ
張
り
出
す
 カや
 性
質
が
あ
る
と
 
考
 え
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 
畢
寛
 、
上
田
氏
の
本
は
何
よ
り
も
西
田
の
偉
大
さ
 へ
の
 賛
 

辞
 で
あ
り
、
し
か
も
、
私
の
知
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
 
て
 西
田
 

哲
学
文
献
の
中
で
最
も
優
れ
た
貢
献
で
あ
る
。
 

青
年
期
か
ら
京
都
大
学
時
代
ま
で
の
西
田
の
履
歴
を
四
つ
の
章
で
 
ぬ
べ
 

た
 後
、
上
田
氏
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
西
田
の
哲
学
的
立
場
を
 
取
り
上
 

げ
る
。
一
般
の
日
本
精
神
史
の
研
究
者
一
日
本
に
お
い
て
も
西
洋
 
 
 

て
も
 -
 と
 比
べ
る
と
、
西
田
の
著
書
っ
日
本
文
化
の
問
題
」
に
 
関
 す
る
 上
 

田
 氏
の
解
釈
は
よ
り
寛
大
で
あ
っ
て
、
軍
事
政
権
を
支
え
た
 日
 不
 
-
 
精
 

伸
 -
 正
義
者
と
の
「
意
味
の
争
奪
戦
」
に
お
け
る
英
雄
と
し
て
 

西
 田
 を
描
 

い
て
い
る
。
私
個
人
と
し
て
は
、
氏
と
一
緒
に
参
加
し
た
国
際
会
 
議
 に
お
 



 
 

 
 

評
 と
 

 
 

一
 

い
て
こ
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
長
時
間
討
論
し
た
結
果
 
 
 

見
解
に
ほ
と
ん
ど
賛
成
す
る
考
え
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
も
 
拘
 わ
ら
 ず
、
西
 

田
 哲
学
に
は
国
家
主
義
や
全
体
主
義
的
な
要
素
が
一
切
潜
在
し
て
 いな
い
 

と
い
う
氏
の
結
論
に
は
、
ど
う
し
て
も
同
意
で
き
な
い
の
で
あ
る
 
 
 

戦
争
責
任
の
問
題
と
関
連
す
る
が
、
本
書
に
お
い
て
私
が
最
も
不
 
 
 

感
じ
た
の
は
、
西
田
批
判
に
対
す
る
上
田
氏
の
態
度
で
あ
る
。
 

た
 と
え
 本
 

書
 が
評
伝
で
は
な
い
と
し
て
も
、
批
判
こ
そ
が
哲
学
の
必
須
条
件
 
で
あ
っ
 

て
、
 確
か
な
情
報
に
基
づ
い
た
真
剣
な
批
判
を
軽
視
し
て
い
る
 
限
 り
、
晢
 

字
の
営
み
を
全
う
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
西
田
の
生
涯
の
 一
  
 

元
 と
し
て
「
歴
史
的
社
会
的
 生
 」
を
取
り
上
げ
て
い
る
に
し
て
も
 、
実
際
 

に
は
西
田
の
中
小
的
概
念
へ
の
批
判
 や 、
さ
ら
に
は
西
田
哲
学
へ
 

の
 長
年
 

に
ね
 だ
る
一
般
の
無
関
心
が
も
つ
意
義
に
対
す
る
評
価
さ
え
も
が
 
、
 -
 
」
 

歴
史
・
社
会
の
現
状
か
ら
ほ
と
ん
ど
省
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

田
辺
か
 

ら
の
批
判
で
さ
え
も
僅
か
数
行
で
済
ま
せ
、
西
田
の
王
 
張
 し
た
 天
 皇
 利
や
 

「
新
世
界
秩
序
」
に
対
し
て
種
々
の
批
判
を
行
っ
た
多
く
の
歴
史
 

家
は
一
 

人
 と
し
て
 言
 反
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
著
者
の
西
田
 
哲
学
理
 

解
の
前
提
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
西
田
哲
 
学
か
ら
 

何
か
を
学
び
と
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
読
者
は
、
あ
た
か
も
西
田
 
の
 生
涯
 

が
 温
室
の
中
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
上
田
氏
が
そ
の
門
番
を
も
っ
 

め
 京
都
学
派
に
関
す
る
批
判
文
献
は
さ
ま
ざ
ま
存
在
す
る
が
、
 

日
 

て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
田
 

で
も
国
外
で
も
そ
の
内
容
は
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
存
在
を
 

本
国
内
 

を
は
じ
 

て
 任
じ
 

一
切
 拭
 

い
 去
ろ
う
と
す
る
従
来
の
よ
う
な
「
忠
実
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
 
う
と
 西
 

出
 哲
学
の
伝
統
の
将
来
へ
向
け
て
の
開
け
を
曲
げ
る
壁
に
な
る
に
 
違
 い
な
 

そ
ろ
そ
ろ
そ
の
よ
う
な
批
判
の
内
容
と
取
り
組
む
必
要
が
あ
 
る
と
田
じ
 

わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
、
誰
よ
り
も
西
田
哲
学
に
現
代
へ
の
扉
を
開
 
 
 

と
し
て
い
る
上
田
氏
に
こ
そ
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

私
は
、
こ
の
本
か
ら
大
い
に
学
び
、
そ
の
刺
激
に
よ
っ
て
本
の
余
 
白
は
 

質
問
や
コ
メ
ン
ト
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、
こ
の
本
を
 
読
ん
だ
 

こ
と
に
よ
っ
て
私
は
、
西
田
の
ぎ
（
 e ニ
 e
 の
 廿
 Ⅰ
已
ま
 喧
も
ラ
ビ
 
の
 必
要
を
 

一
層
強
く
感
じ
た
。
た
だ
し
、
上
田
氏
自
身
が
そ
の
よ
う
な
本
を
 

重
目
 
/
 Ⅱ
 @
 
し
 

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
私
は
覚
悟
し
て
い
る
。
 

こ
の
本
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
、
上
田
氏
は
西
田
哲
学
そ
の
も
の
 
こ
つ
 

@
 

い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
が
、
自
分
の
西
田
哲
学
理
解
に
関
 
す
る
 参
 

孝
文
献
と
し
て
二
冊
の
書
物
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 西
 田
 幾
多
 

郎
を
読
む
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
一
と
「
経
験
と
自
覚
」
 

が
そ
れ
 

で
あ
る
。
前
者
は
氏
の
停
年
を
挟
ん
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
の
 
成
 果
 で
あ
 

っ
て
、
比
較
的
読
み
や
す
く
、
全
体
と
し
て
よ
く
ま
と
ま
っ
た
 本
 で
あ
 

る
 。
後
者
は
異
な
っ
た
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
四
つ
の
論
文
を
集
 
め
た
 本
 

で
あ
る
。
冒
頭
の
「
西
田
幾
多
郎
の
思
索
」
と
む
す
び
の
「
西
田
 
哲
学
を
 

読
む
難
し
さ
」
と
い
う
二
章
を
除
く
と
、
西
田
哲
学
に
通
じ
て
い
 
な
い
 
一
 

般
の
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
本
の
大
部
分
は
比
較
的
難
解
で
あ
る
 
 
 

れ
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
純
粋
経
験
（
 
両
 著
の
第
二
章
）
 
と
 禅
と
哲
 

学
 
（
 両
 著
の
第
三
上
呈
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
提
起
を
比
較
す
る
と
 
か
な
 

り
の
重
複
が
あ
る
も
の
の
、
後
者
は
西
田
を
説
く
と
い
う
試
み
に
 
留
ま
ら
 

ず
 、
む
し
ろ
問
題
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
た
め
、
 

上
 田
 氏
自
 

 
  
 

身
の
思
想
を
よ
り
は
っ
き
り
と
表
わ
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

こ
の
本
の
始
め
と
終
わ
り
に
出
て
く
る
西
田
哲
学
に
お
け
る
 
西
と
 東
と
 

@
 

の
 特
徴
的
な
出
会
い
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
西
田
の
時
代
の
後
、
 

世
界
の
Ⅲ
 

状
況
が
変
わ
り
、
現
在
で
は
そ
こ
に
「
南
北
の
問
題
も
か
ら
み
 
ム
 回
 っ
て
 
い
 



る
 」
 a
.
 ）
 巴
と
 主
張
し
な
が
ら
も
、
自
分
自
身
は
東
西
の
関
係
 で
 手
 い
 

っ
 ぱ
い
ら
し
く
 

宙
 や
お
り
・
 ヒ
 、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
世
界
観
 や
 精
神
史
 

に
お
け
る
従
来
の
狭
い
東
西
の
枠
を
突
破
し
て
そ
れ
以
外
の
伝
  
 

「
開
 け
 」
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
だ
具
体
的
な
考
 て
な
 も
 

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 

西
 田
面
立
子
 

0
 世
界
化
を
南
北
問
題
も
含
め
た
よ
り
広
い
意
味
で
考
え
る
べ
き
 
 
 

う
 著
者
の
結
論
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

本
書
の
表
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
経
験
と
自
覚
」
と
い
う
題
を
つ
 
 
 

れ
た
最
も
長
い
論
文
は
、
最
初
雑
誌
 冒
 心
想
」
に
連
載
さ
れ
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
西
田
自
身
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
の
「
思
想
の
 傾
向
は
 

望
ロ
 の
 研
究
」
以
来
既
に
決
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
が
、
上
田
 
氏
 は
そ
 

れ
を
前
提
と
し
て
、
西
田
思
想
の
発
展
全
体
の
基
本
と
な
る
概
念
 
で
あ
る
 

「
純
粋
経
験
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
舌
口
え
ば
、
本
論
 

丈
 に
お
 

い
て
氏
は
、
主
体
と
客
体
を
超
越
す
る
経
験
に
お
け
る
主
体
の
再
 
者
 を
中
 

心
 に
し
て
い
る
。
著
者
の
論
証
万
法
は
依
然
と
し
て
、
氏
の
好
む
 

 
 

名
文
句
を
い
く
つ
か
抜
粋
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
単
語
の
一
つ
 一
つ
を
 

細
か
く
解
釈
し
な
が
ら
西
田
の
本
来
的
百
味
を
探
り
、
そ
れ
と
 
同
 時
に
自
 

分
の
思
想
を
展
開
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
 

，
 
」
の
論
文
 

に
お
い
て
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
氏
が
同
様
の
仕
方
で
デ
カ
 
 
 

言
葉
を
い
く
つ
か
解
釈
し
て
、
そ
れ
ら
を
西
田
の
立
場
と
対
照
 
し
 て
い
る
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

「
 禅
と
 哲
学
」
は
、
「
西
田
を
読
む
口
に
含
ま
れ
て
い
る
同
じ
表
題
 

 
 

文
 と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
、
西
田
哲
学
に
対
す
る
禅
の
影
響
を
考
 
え
て
い
 

る
 。
こ
こ
で
著
者
は
、
「
菩
の
研
究
」
に
お
け
る
三
つ
の
点
 
、
す
 な
わ
ち
 

具
体
的
経
験
、
形
而
上
学
的
な
も
の
、
真
の
自
己
の
三
点
に
お
い
 
て
、
禅
 が 西田 同じ理ことを や行にはも ス 上田 一 でも 立場は 神話や 主客を 直接的 守る「 スこ @ ー 主体と と理論 示して しての かなり Noo- 。 意味、 現われ 市上半 る し 。 は西 日 の第一       
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ズ
の
 文
章
 や
 、
示
唆
に
富
ん
で
 
い
 る
が
文
字
面
の
み
で
は
把
握
し
 

 
 

H
.
 

ベ
ル
グ
 

ソ
ン
 の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
に
、
や
は
り
ど
れ
ほ
ど
 

深
く
理
 

解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
一
 

つ
 だ
け
 例
 を
 挙
げ
 

る
な
ら
ば
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
純
粋
経
験
を
論
じ
た
「
意
識
の
流
れ
 
」
と
い
 

う
 論
文
を
西
田
の
「
善
の
研
究
」
と
徹
底
的
に
比
較
し
て
み
れ
ば
 
 
 

に
な
る
よ
 う
 に
、
意
識
と
無
意
識
と
の
関
係
を
ほ
じ
め
と
す
る
 
ジ
  
 

ス
の
概
念
を
西
田
が
十
分
に
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
と
し
か
考
え
 
ら
れ
な
 

い
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
上
田
氏
自
身
が
そ
の
西
田
哲
 
学
 に
関
 

す
る
無
比
の
知
識
を
も
っ
て
、
西
田
哲
学
を
上
記
の
よ
う
な
問
い
 
 
 

に
 対
し
て
「
開
く
」
こ
と
が
で
き
た
な
ら
 ぼ、
 彼
の
西
田
哲
学
へ
 
の
 貢
献
 

は
 更
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
 う 。
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木
 王
手
 馬
 ・
ぺ
下
 
Z
 し
馬
 Ⅰ
「
。
 

ミ
 ㏄か
守
 ぁ
寺
ま
 Q
 ぎ
彊
 
Q
 
㌔
 

の
 丼
ヨ
ヴ
 
ユ
ロ
 
内
 e
 日

刊
㏄
～
 

お
ズ
 Ⅰ
ま
 
り
 月
目
次
 

ぢ
 ㏄
ま
 い
ざ
 
の
 ぬ
 

二
三
く
 
浅
 匹
目
㌧
お
の
り
の
め
 

ヨ
ヴ
 
ユ
 %
e
-
 

こ
ま
 -
 ま
胡
 十
 ㏄
 コ
っ
口
 
：
己
の
子
ど
ら
 

っ
 

し
 、
特
筆
す
べ
き
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
論
白
の
 
多
  
 

宗
教
体
験
論
と
い
う
分
野
を
は
る
か
に
越
え
て
、
宗
教
に
対
す
る
 お
よ
そ
 

い
か
な
る
研
究
に
も
関
わ
る
ほ
ど
、
根
本
的
で
あ
る
と
い
う
こ
 と
で
あ
 

る
 。
 

例
え
ば
、
何
ら
か
の
宗
教
的
事
物
に
つ
い
て
、
経
験
的
に
検
証
す
 る
こ
 

つ
い
た
現
代
社
会
の
一
般
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
宗
教
学
 

と
が
不
可
能
な
場
合
は
、
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
の
が
、
近
代
料
 

者
は
普
 

学
 に
基
 

通
 、
い
わ
ゆ
る
「
判
断
停
止
」
を
行
い
、
対
象
を
現
象
と
し
て
 
分
  
 

ぅ
 と
す
る
。
だ
が
こ
の
判
断
停
止
が
、
消
極
的
な
が
ら
も
宗
教
的
 
事
物
の
 

存
在
の
容
認
に
反
転
す
る
こ
と
も
し
ば
し
 ぱ
 起
こ
る
こ
と
で
あ
る
 。
そ
の
 

よ
う
な
状
況
を
顧
み
て
、
科
学
と
宗
教
の
対
比
、
ま
た
検
証
可
能
 
性
 に
つ
 

い
て
新
た
な
議
論
を
望
ん
で
い
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い
の
で
  
 

 
 も

う
一
つ
例
を
と
れ
ば
、
構
成
主
義
的
な
認
識
論
が
も
た
ら
し
た
 
ア
ポ
 

リ
ア
と
し
て
、
全
て
の
宗
教
 -
 
宗
教
体
験
一
に
は
共
通
す
る
普
遍
 的
 次
元
 

が
 存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
伝
統
ご
と
に
別
で
あ
る
の
か
 
、
と
 

う
 問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
は
、
「
 
普
 遍
 主
義
 

も
 問
題
だ
が
、
極
端
な
相
対
主
義
も
ど
こ
か
お
か
し
い
」
と
感
じ
 てい
る
 

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
そ
う
い
っ
た
問
題
 
辞
 に
対
 し
て
 踏
 

み
 込
ん
だ
分
析
を
試
み
て
お
り
、
関
心
に
応
じ
て
部
分
的
に
参
照
 

す
る
と
 

藤
原
聖
子
 

い
う
読
み
方
に
も
耐
え
う
る
も
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
問
題
辞
の
一
つ
一
つ
は
、
宗
教
体
験
を
め
ぐ
る
 
体
系
 

搬
 

著
者
、
キ
ー
ス
・
 
E
.
 ヤ
ン
デ
ル
二
九
三
八
年
生
。
ウ
ィ
ス
 
コ
  
 

 
 

ン
 大
学
マ
デ
ィ
ソ
ン
 
校
 哲
学
科
・
南
ア
ジ
ア
研
究
科
教
授
 -
 は
 、
英
米
系
的
な
論
考
の
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
 る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
本
書
 

の
 最
大
の
魅
力
が
あ
る
。
本
書
の
主
題
は
、
「
宗
教
体
験
は
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

の
証
拠
と
な
り
う
る
か
」
、
よ
り
限
定
す
れ
ば
、
二
神
を
見
る
体
 
験
 と
し
 



て
の
一
宗
教
体
験
は
神
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
と
な
り
う
る
か
 
」
で
あ
 

る
 。
ヤ
ン
デ
ル
の
結
論
は
 
、
 「
な
り
う
る
」
と
い
う
明
快
な
も
の
 
で
あ
る
。
 

な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、
欧
米
に
比
べ
れ
ば
 ユ
 ダ
 ヤ
 
・
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
護
教
論
の
必
要
性
に
乏
し
い
日
本
に
は
、
馴
染
み
に
 
 
 

ひ
と
た
び
現
在
の
思
想
・
哲
学
状
況
を
 
 
 

え
る
な
ら
ば
、
本
書
が
い
か
に
果
敢
な
試
み
で
あ
る
か
が
わ
か
り
 
 
 

し
て
 サ
 ン
デ
ル
は
論
証
に
本
当
に
成
功
し
た
の
か
ど
う
か
に
、
 

好
 苛
小
 を
 

か
き
立
て
ら
れ
る
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
英
米
 圏
 な
ら
ば
 

R
.
 
ロ
ー
テ
ィ
ー
を
筆
頭
に
、
昨
今
の
哲
学
・
科
学
論
に
お
い
て
 

は
反
基
 

礎
 づ
け
主
義
に
 
よ
 る
近
代
認
識
論
批
判
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
 
キ
ょ
、
ユ
 

@
@
 

ダ
ヤ
 
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
中
の
宗
教
哲
学
者
に
し
て
み
れ
 ば
 、
「
 神
 

の
死
 」
の
最
終
宣
告
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

っ
て
、
本
書
の
結
論
が
正
し
い
と
す
る
と
、
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
 

は
 宗
教
 

体
験
論
の
新
説
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
本
書
は
非
常
 
に
ポ
レ
 

ミ
ヵ
 ル
 な
書
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
も
そ
も
神
の
存
在
証
明
や
悪
の
間
頭
と
い
っ
た
古
典
的
な
課
題
 
ま
、
 

@
 

ム
コ
世
紀
に
は
宗
教
哲
学
内
部
に
お
い
て
す
ら
、
正
面
か
ら
は
取
り
 

 
 

く
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
流
れ
に
抗
し
て
、
弁
神
論
を
再
燃
さ
 
せ
よ
う
 

と
し
て
い
る
宗
教
哲
学
者
に
は
、
既
に
星
川
 
啓
 慈
氏
や
深
澤
 英
隆
 氏
 に
よ
 

っ
て
紹
介
・
論
評
さ
れ
て
い
る
 
A
.
 
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
 、
 W
.
 
ア
  
 

ン
 等
が
い
る
。
そ
の
中
で
は
 サ
 ン
デ
ル
の
特
徴
は
何
か
と
舌
口
 え
 。
 
ほ
 

か
な
 

9
 強
 い
 証
拠
主
義
 
-
 
神
が
存
在
す
る
と
の
証
拠
が
な
れ
限
り
、
 

神
 の
 存
在
 

を
 信
じ
る
の
は
非
合
理
で
あ
る
と
す
る
立
場
 一
 と
し
て
の
基
礎
 
づ
 け
 主
義
 

を
 取
っ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
代
の
護
教
論
者
 
の
中
で
 

も
、
 潔
い
ま
で
に
か
つ
て
の
自
然
神
学
に
近
い
と
こ
ろ
に
吾
一
 口
 う
ま
で
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主
日
 Ⅱ
 
卜
 
ノ
 

と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
が
属
性
 
Q
 と
い
う
概
念
を
持
た
 
 
 

い
う
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
常
に
独
特
な
 
存
 在
 が
持
 

つ
 諸
属
性
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
概
念
で
表
せ
る
と
い
う
こ
と
 
を
ア
プ
 

リ
オ
リ
 に
否
定
す
る
理
由
は
な
 

次
に
 サ
 ン
デ
ル
が
立
ち
向
か
う
の
は
、
還
元
論
的
な
自
然
・
サ
ム
 

百
科
学
 

約
説
明
一
第
六
 
@
 七
五
号
で
あ
る
。
宗
教
体
験
に
対
す
る
自
然
・
 

社
会
科
 

学
的
説
明
、
す
な
わ
ち
一
般
に
は
因
果
的
説
明
と
み
な
さ
れ
て
き
 
 
 

を
 、
ヤ
ン
デ
ル
は
「
非
認
識
論
的
説
明
 コ
 0 コ
 
の
ユ
 リ
 
（
の
 
ヨ
オ
 
の
 Ⅹ
で
 
-
 
り
コ
り
 

巨
 0
 コ
 」
 一
 
「
知
る
」
「
恐
れ
る
」
と
い
っ
た
心
的
状
態
へ
の
言
及
を
 

含
ま
な
 

い
 説
明
 -
 と
と
ら
え
直
す
。
な
ぜ
宗
教
体
験
が
生
じ
る
の
か
を
 
非
 認
識
論
 

的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
神
の
存
在
に
対
す
る
信
念
を
損
ね
る
 か
 否
か
 

一
体
験
が
非
認
識
論
的
に
説
明
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
体
験
に
基
 

つ
き
 信
 

念
を
持
っ
こ
と
は
非
合
理
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
信
念
内
容
は
偽
 
と
 な
る
の
 

か
 否
か
 -
 が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
 

サ
 
ン
デ
ル
の
主
た
る
論
法
は
、
宗
教
的
信
念
・
宗
教
体
験
を
世
俗
 
的
信
 

念
 ・
感
覚
・
Ⅰ
知
覚
経
験
と
っ
 

き
 合
わ
せ
、
後
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
 
高
戸
認
 

ヲ
 -
 

試
論
約
説
明
が
施
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
信
念
内
容
が
 
否
定
さ
 

れ
る
こ
と
は
な
い
の
に
、
前
者
の
宗
教
の
場
合
 
に
 限
っ
て
信
念
が
 
脅
か
さ
 

れ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
と
、
還
元
論
者
の
二
重
基
準
を
衆
 
0
 世
 そ
う
と
 

い
う
も
の
で
あ
る
。
「
木
が
見
え
る
」
と
い
う
知
覚
経
験
に
つ
い
 

て
、
な
 

ぜ
そ
の
経
験
が
起
こ
る
か
を
生
理
学
的
に
説
明
し
て
も
、
そ
の
木
 
が
 存
在
 

す
る
と
い
う
信
念
を
捨
て
る
必
要
が
な
い
な
ら
、
宗
教
体
験
に
つ
 
い
て
も
 

様
で
あ
る
と
 サ
 
ン
デ
ル
は
述
べ
る
。
あ
る
信
念
命
題
を
受
け
容
れ
 
 
 

合
理
的
か
否
か
を
問
 う
 
に
は
、
直
接
そ
れ
を
評
価
す
れ
ば
十
分
 で
あ
 

非
認
識
論
的
説
明
に
訴
え
る
の
は
迂
回
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
 
と
、
 

る 司会 と 論か す価で語学計エ 性のを ち かで 蛆検 を信 

る憶 一 

張訴 る 舌オ       
255@ (255) 



痛
い
」
と
主
張
し
て
い
る
な
ら
ば
、
他
人
が
そ
れ
を
否
定
す
る
，
 

-
 と
は
で
 

き
な
い
。
同
様
に
、
宗
教
体
験
を
持
ち
、
「
神
は
存
在
す
る
」
と
 

主
張
 す
 

る
 人
に
も
、
他
人
が
そ
の
体
験
の
真
正
性
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
 
 
 

る
の
が
宗
教
体
験
の
自
己
確
証
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
ヤ
ン
 
デ
ル
 が
 

こ
の
立
場
に
批
判
的
な
の
は
、
体
験
者
本
人
が
体
験
に
つ
い
て
 
疑
 う
 可
能
 

性
 が
な
れ
な
ら
ば
、
そ
の
体
験
に
基
づ
き
信
念
を
受
容
す
る
こ
と
 
が
 合
理
 

的
 だ
と
は
舌
口
え
な
く
な
る
 ふ
 
Ⅰ
 も
 う
Ⅰ
あ
る
。
 

ヤ
 ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
己
確
証
的
な
体
験
と
い
う
も
の
は
、
 

宗
 教
に
 

限
ら
ず
一
般
的
に
も
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
 
体
験
が
 

自
己
確
証
的
で
あ
る
と
体
験
者
本
人
が
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
 
件
 瞼
 が
真
 

正
 で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
た
め
で
あ
る
 
。
体
験
 

が
 自
己
確
証
的
で
あ
る
か
ら
そ
の
体
験
は
真
正
で
あ
る
と
導
い
て
 
は
 本
末
 

転
倒
で
あ
る
。
加
え
て
、
自
己
確
証
的
と
さ
れ
る
体
験
の
内
、
最
 
も
 単
純
 

で
 明
白
な
場
 ム
口
 
を
と
っ
て
も
、
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
 

仮
に
厳
 

密
 に
自
己
確
証
的
な
体
験
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
 
体
験
が
 

証
明
で
き
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
あ
た
り
ま
え
で
情
報
価
値
の
な
 
 
 

な
こ
と
が
ら
し
か
な
か
ろ
う
と
 

ヤ
 ン
デ
ル
は
論
じ
る
。
 

続
い
て
 サ
 ン
デ
ル
は
、
宗
教
体
験
に
関
す
る
普
遍
主
義
と
相
対
 
生
 義
と
 

い
う
相
反
す
る
立
場
を
と
り
あ
げ
る
（
第
九
上
呈
。
普
遍
主
義
者
 
は
 宗
教
 

体
験
を
宗
教
的
信
念
の
証
拠
に
な
る
と
し
、
相
対
主
義
者
は
な
ら
 
な
い
と
 

す
る
が
、
ヤ
ン
デ
ル
は
双
方
を
と
も
に
批
判
す
る
。
普
遍
主
義
の
 
中
の
有
 

力
説
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
体
験
に
共
通
す
る
部
分
と
し
て
、
 

ま
っ
た
 

く
 体
験
内
容
の
な
い
 
-
 概
念
化
さ
れ
て
い
な
い
 
一
 「
純
粋
 体
 船
歌
も
 
亡
お
 

の
メ
 
も
の
（
 

ガ
コ
 の
の
」
が
存
在
す
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
 

ヤ
 ン
デ
ル
 

は
 、
そ
の
よ
う
に
概
念
を
全
く
適
用
で
き
な
い
純
粋
体
験
が
あ
る
 
と
す
る
 

と
 、
そ
れ
を
真
と
も
 
偽
 と
も
評
価
で
き
な
く
な
り
、
よ
っ
て
真
な
 
る
 宗
教
 

体
験
の
存
在
を
王
 
張
 す
る
普
遍
主
義
に
と
っ
て
、
そ
の
体
験
は
意
 

 
 

た
な
い
で
は
な
い
か
と
批
判
す
る
。
さ
ら
に
 
サ
 ン
デ
ル
に
と
っ
て
 
、
純
粋
 

一
 

 
 
 
 

 
  
 

体
験
論
は
、
「
舌
口
 
表
 不
可
能
性
」
論
と
同
種
の
困
難
を
苧
ん
で
い
 
る
 。
 

普
遍
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヤ
ン
デ
ル
自
身
は
 
、
一
 
方
で
 

は
 宗
教
体
験
の
内
容
は
記
述
可
能
で
あ
る
、
言
 い か
え
れ
ば
宗
教
 
体
験
に
 

は
 概
念
化
が
伴
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
 相
対
生
 

義
 、
す
な
わ
ち
宗
教
体
験
は
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
 
で
、
 
文
 

化
の
産
物
で
あ
る
一
宗
教
体
験
は
み
な
偽
で
あ
る
一
と
す
る
立
場
 
、
あ
る
 

ぃ
 は
そ
こ
ま
で
還
元
手
妻
的
で
な
く
て
も
、
体
験
に
は
信
念
が
先
 
立
つ
の
 

だ
か
ら
、
体
験
に
よ
っ
て
信
念
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
 
す
る
 立
 

場
 に
も
組
み
し
な
い
。
相
対
主
義
の
よ
う
に
、
信
念
命
題
が
概
念
 
に
よ
っ
 

て
 完
全
に
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
信
念
を
訂
正
す
る
 こ
と
は
 

起
こ
り
え
な
い
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
宗
教
的
信
念
で
は
な
 
く
 信
念
 

一
般
 は
 つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
な
ら
 

ば
、
宗
 

教
 体
験
に
つ
い
て
の
み
、
こ
の
極
端
な
柏
村
主
義
が
適
用
さ
れ
な
 
く
て
は
 

な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
そ
こ
で
 

サ
 ン
デ
ル
は
、
宗
教
体
験
が
部
 
 
 

は
 概
念
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
 
体
験
が
 

証
拠
 力
 を
失
う
こ
と
は
な
く
、
検
証
 
/
 
反
証
可
能
で
あ
る
こ
と
を
 示
唆
す
 

る
 。
 

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
宗
教
体
験
は
証
拠
 
力
 を
持
つ
と
 
甘
口
 
え
 

る
の
か
。
い
よ
い
よ
 
サ
 ン
デ
ル
の
自
説
が
展
開
さ
れ
る
番
で
あ
る
 

一
 第
十
 

章
｜
 十
二
章
 -
 。
宗
教
体
験
を
宗
教
的
信
念
の
証
拠
と
す
る
 サ
 ン
  
 

立
場
は
、
 

C
.
D
.
 

ブ
ロ
ー
ド
に
よ
る
「
宗
教
体
験
か
ら
の
論
 乱
山
 ゅ
お
亡
 

5
0
 コ
 （
 オ
 0
 ヨ
 
「
 往
旧
 o
u
 

の
の
 

メ
 も
の
（
 
ぽ
コ
い
 の
」
（
 再
鸞
ぶ
ぎ
 
x
.
 憶
か
 ～
 -
 も
め
じ
㌧
 

苗
セ
 

  



あ
る
人
物
 S
 が
 X
 を
体
験
し
た
と
思
っ
て
い
る
と
き
、
 

宇
 ）
 X
 が
実
際
に
存
在
す
る
し
な
い
に
関
係
な
く
、
 

S
 は
 X
 を
 体
験
 

し
た
と
思
い
こ
む
こ
と
が
あ
る
 一
 そ
の
よ
う
な
習
癖
が
あ
る
 
-
 

万
一
体
験
は
真
正
で
は
な
い
の
だ
が
、
 

S
 本
人
は
そ
の
こ
と
を
 
見
い
 

だ
せ
な
い
 

一
面
 一
 こ
の
体
験
は
 、
 必
ず
誤
る
 
-
 億
と
な
る
 -
 よ
う
な
類
の
体
 
験
の
 

一
 つ
 で
あ
る
が
、
 

S
 本
人
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
 

以
上
三
白
が
い
ず
れ
も
該
当
し
な
い
場
合
、
体
験
は
 
S
 に
と
っ
て
 X
 の
 

存
在
の
証
拠
と
な
る
。
た
だ
し
、
 

X
 が
存
在
す
る
こ
と
を
反
証
す
 

る
よ
 

 
 

う
な
種
類
の
体
験
が
論
理
的
に
生
じ
う
る
場
合
に
限
る
。
 

 
 

 
 

X
 の
存
在
を
反
証
す
る
体
験
と
は
、
 

評
 

「
 X
 は
 A
 で
あ
る
 
一
 X
 は
 A
 と
い
う
属
性
を
持
 
こ
 」
と
い
う
命
題
 
 
 

重
日
 

す ャ 

一補 ウ   対 の 反 宗教 のる てが 悟 うこと ンデル 信頼に 一コ 0. 下 構造を 型の宗 ようと 
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ぬ
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%
 涛
ぷ
オ
 ～
 
黛
 ～
 再
 ㏄
 
め
ぬ
ぬ
ぺ
 

（
 
ギ
 
）
 呂
 ど
に
遡
る
。
ブ
ロ
ー
ド
の
 理
 論
は
多
 

く
の
批
判
を
浴
び
て
き
た
が
、
ヤ
ン
デ
ル
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
 
上
 で
、
 

「
宗
教
体
験
か
ら
の
論
証
」
を
練
り
直
す
の
で
あ
る
。
 

フ
ロ
ー
ド
の
理
論
の
根
幹
は
、
「
体
験
者
白
身
が
 

X
 を
体
験
し
た
 と
 田
じ
 

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
で
は
疑
う
理
由
が
な
い
場
合
に
 

は
、
そ
 

の
 体
験
は
 X
 が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
に
な
る
」
で
あ
る
。
し
か
 
し
、
こ
 

の
 原
理
の
み
で
は
明
ら
か
に
、
真
の
体
験
と
偽
の
体
験
は
区
別
 で
き
な
 

い
 。
ヤ
ン
デ
ル
は
、
こ
れ
に
「
 X が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
を
体
 験
か
ら
 

得
ら
れ
る
な
ら
、
存
在
し
な
い
と
言
う
こ
と
の
証
拠
も
体
験
か
ら
 
得
ら
れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
理
を
加
え
、
次
の
よ
う
な
「
 
体
 強
的
証
 

拠
の
原
理
 
-
 ど
の
よ
う
な
場
合
に
体
験
が
証
拠
 力
 を
持
つ
か
に
つ
 
 
 

原
理
一
口
Ⅱ
 
ぎ
ぃ
ぢ
は
 。
 ト
り
 Ⅹ
で
 
り
 「
 府
コ
 （
 巨
 。
く
 
%
0
 コ
ぃ
 
0
 」
へ
と
発
展
 さ
せ
る
。
 

こ
の
「
体
験
的
証
拠
の
原
理
」
が
正
し
い
な
ら
ば
、
「
宗
教
体
験
 
 
 

の
論
証
」
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

一
 
l
-
 「
体
験
的
証
拠
の
原
理
」
の
条
件
を
全
て
満
た
す
宗
教
 
体
 験
を
 

持
つ
人
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
体
験
は
神
の
存
在
の
証
拠
と
な
 

る
。
 

一
 
2
-
 実
際
に
そ
の
よ
う
な
宗
教
体
験
を
持
つ
人
は
い
る
。
 

-
3
-
 宗
教
体
験
は
神
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
と
な
り
う
る
。
 

つ
い
て
、
「
 
X
 は
 A
 で
な
 い
 

属
性
 A
 を
欠
く
こ
こ
と
の
証
拠
に
   

な
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
か
、
 

「
 X
 は
 A
 で
あ
る
」
が
「
 
Y
 は
 B
 で
あ
る
」
と
対
立
す
る
と
き
、
「
 
Y
 
 
 

は
 B
 で
あ
る
」
こ
と
の
証
拠
と
な
る
体
験
で
あ
る
。
 



教
義
 
宇
我
 」
の
存
在
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
 -
 の
証
拠
と
し
 
て
い
る
 

こ
と
を
指
摘
す
る
。
ヤ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
 

側
 の
 宗
教
 

体
験
も
教
義
を
証
明
す
る
こ
と
も
反
証
す
る
こ
と
も
で
き
て
い
な
 いこ
と
 

を
 意
味
す
る
。
ジ
ャ
イ
ナ
・
仏
教
の
宗
教
体
験
は
証
拠
 
力
 を
欠
く
  
 

ら
 、
そ
の
体
験
内
容
が
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と
異
な
る
と
し
て
も
 
、
そ
れ
 

は
 キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
は
全
く
脅
威
で
は
な
い
と
 サ
 ン
デ
ル
  
 

る
 。
 

*
 ビ
ト
つ
 
卜
に
 
、
ち
 @
 ン
デ
ル
卜
は
 
ヒ
シ
 マ
 1
 ゥ
 ー
杜
の
つ
 ノ
ド
 
Ⅰ
ヴ
ァ
イ
 
]
 カ
メ
 
・
 イ
 7
%
  
 

｜
 ン
タ
派
を
取
り
上
げ
を
。
ア
ド
ヴ
ァ
イ
 タ ・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
 
 
 

い
て
は
、
知
覚
型
の
唯
一
神
教
的
体
験
が
生
じ
た
と
き
に
、
教
義
 
上
は
一
 

元
請
 
ラ
 ラ
フ
マ
ン
の
み
が
実
在
で
あ
る
と
す
る
 

-
 を
と
る
た
め
 、
一
  
 
一
一
九
 

論
を
表
す
そ
の
宗
教
体
験
は
誤
り
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
も
 
 
 

ヴ
ア
イ
タ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
が
正
し
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 宗
教
 

体
験
も
神
が
存
在
す
る
こ
と
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
 に
 等
し
 

い
 。
し
た
が
っ
て
 
ヤ
 ン
デ
ル
は
こ
れ
を
論
駁
し
、
宗
教
的
信
念
 教
義
を
 

証
拠
づ
け
る
 
力
 は
、
唯
一
神
教
型
の
宗
教
体
験
の
方
に
あ
る
と
 
結
 論
 づ
け
 

る
 。
 

以
上
の
論
証
が
成
功
 
か
 失
敗
か
の
判
定
は
 
、
 読
む
者
に
よ
っ
て
 
分
  
 

る
で
あ
ろ
う
。
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
全
体
的
な
問
題
 
占
 と
し
て
  
 

ン
デ
ル
の
論
証
に
は
、
慎
重
な
論
理
展
開
の
ム
ロ
間
で
、
唐
突
に
一
 

ヤ
ン
デ
 

ル
が
 読
者
と
の
共
有
を
自
明
視
す
る
 -
 「
常
識
」
に
訴
え
る
と
こ
 
ろ
が
あ
 

る
 。
い
わ
ば
、
「
宗
教
体
験
か
ら
の
論
証
」
を
構
築
す
る
過
程
で
 
、
二
日
 

冨
一
経
験
か
ら
の
論
証
」
を
十
分
に
正
当
化
し
な
い
ま
ま
使
っ
て
 
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
経
験
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
論
証
の
中
で
 
煩
 き
の
 

右
 に
も
な
り
 ぅ
る
 。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
最
後
の
宗
教
比
較
の
箇
 
 
 

い
て
、
東
洋
の
宗
教
の
 

一
 ヤ
ン
デ
ル
言
う
と
こ
ろ
の
 -
 
二
万
 論
 は
 、
令
正
 

体
｜
 意
識
 ｜
 客
体
）
の
形
を
と
る
、
我
々
の
日
常
経
験
の
構
造
に
 

 
 

の
で
誤
り
で
あ
る
と
 サ
 
ン
デ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 ヤ
 ン
デ
ル
 

 
 

は
 、
東
洋
の
宗
教
が
日
常
の
意
識
や
 @ 語
活
動
に
つ
い
て
の
 
ド
ク
 サ
を
批
 

刊
 す
る
こ
と
に
立
脚
す
る
の
を
理
解
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
教
義
を
 
日
常
経
 

験
 
一
に
つ
い
て
の
一
般
常
識
一
に
照
ら
し
て
批
判
し
て
い
る
。
 

比
 較
を
試
 

み
る
分
析
哲
学
系
宗
教
研
究
は
な
お
 

多
 ：
は
な
く
、
そ
の
点
で
は
 
本
 @
 主
日
は
 

意
欲
的
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
は
大
変
遺
憾
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
言
え
ば
、
経
験
一
土
日
 @
 
誠
 -
 に
つ
い
て
の
こ
の
 
ヤ
 
ン
デ
ル
の
 極
め
 

て
 近
代
的
な
二
項
図
式
は
、
現
在
で
は
素
朴
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
 
必
須
で
 

あ
る
。
認
識
論
全
体
の
組
み
替
え
ま
で
は
本
書
の
射
程
で
な
い
な
 
 
 

 
 

ヤ
 
ン
デ
ル
が
こ
の
図
式
を
仮
に
採
用
し
、
そ
れ
を
基
に
一
般
知
覚
 
経
験
と
 

 
 

知
覚
型
の
宗
教
体
験
の
見
か
け
上
の
類
同
性
に
つ
い
て
論
じ
る
 
限
  
 

り
あ
え
ず
良
し
と
し
よ
う
三
目
 識
 構
造
に
つ
い
て
異
な
る
図
式
を
 採
用
す
 

る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
知
覚
経
験
と
宗
教
体
験
の
類
同
性
を
基
と
 
す
る
 ヤ
 

ン
デ
ル
の
理
論
は
有
効
性
を
保
ち
 ぅ
 
る
か
ら
で
あ
る
Ⅰ
し
か
し
 、
最
後
 

に
な
っ
て
東
洋
の
宗
教
の
認
識
論
を
否
定
す
る
と
な
る
と
、
ヤ
ン
 
 
 

 
 

ま
た
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
批
判
な
く
し
て
は
、
本
書
の
論
証
は
 
ム
 
 
 

反
 基
礎
づ
け
主
義
に
対
決
す
る
に
は
お
ぼ
つ
か
な
い
よ
う
に
思
う
 
 
 

デ
ル
 が
認
識
の
三
項
図
式
を
温
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

認
 誠
 に
お
 

け
る
 間
 主
観
的
契
機
を
あ
ま
り
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
 で
も
あ
 

る
 。
確
か
に
、
ヤ
ン
デ
ル
は
宗
教
体
験
が
部
分
的
に
概
念
に
よ
っ
 
て
規
 （
 
疋
 

さ
れ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ヤ
ン
デ
ル
の
論
証
に
と
 
り
 肝
要
 

な
の
は
、
宗
教
 
伸
験
山
 横
目
 が
 
い
か
に
可
能
か
と
い
う
占
で
あ
る
 

。
こ
れ
 



ほ
 つ
い
て
は
、
日
常
経
験
に
対
す
る
経
験
者
本
人
の
判
断
と
間
 
主
 観
 的
な
 

判
断
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
な
い
限
り
、
な
ぜ
体
験
者
 
本
人
に
 

よ
 る
神
の
存
在
の
確
証
か
ら
、
普
遍
妥
当
的
な
神
の
存
在
証
明
が
 
導
か
れ
 

る
の
か
、
説
得
力
あ
る
説
明
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

g
 

 
 

 
 



紛
肚
仙
 

刊
而
目
 目
面
 

青
侍
 ハ
 

 
 

一
九
 
0
 四
年
一
明
治
二
一
 

神
話
学
の
哨
 

夫
 な
な
す
も
 

学
を
専
攻
し
た
が
、
す
で
 

崎
 正
治
と
日
本
神
話
を
め
 

関
係
の
論
文
を
発
表
し
て
 

 
 研
究
」
は
神
話
・
伝
説
・
 

・
新
聞
紙
上
に
発
表
し
 

り
 
本
邦
学
界
の
憂
う
べ
 

尾
崎
和
彦
 

七
年
一
の
高
木
敏
雄
「
比
較
神
話
学
」
が
本
邦
 

の
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
東
京
帝
大
で
ド
イ
ツ
文
 

に
大
学
在
学
中
か
ら
「
帝
国
文
学
」
紙
上
で
 

姉
 

ぐ
っ
て
論
争
し
、
同
紙
上
に
た
び
た
び
神
話
論
 

い
た
。
そ
の
成
果
が
最
初
に
世
に
問
わ
れ
た
の
 

で
あ
り
、
一
九
四
三
年
の
「
日
本
神
話
伝
説
の
 

説
話
・
童
謡
な
ど
に
関
し
て
著
者
が
生
前
 雑
 

た
 論
文
を
収
録
し
た
遺
稿
 集
 で
あ
る
。
 前
 著
の
 

学
に
関
す
る
一
個
の
著
書
を
も
有
せ
ざ
る
」
 

当
 

き
 現
状
に
鑑
み
、
「
神
話
学
の
一
般
概
念
と
 

此
 

青
 土
社
一
九
九
五
年
一
二
月
二
二
日
刊
 

四
六
判
四
一
四
頁
三
三
 0
 
一
円
 

松
原
孝
 俊
 ・
松
村
一
男
 
編
 

「
比
較
神
話
学
の
展
望
」
 

字
 に
関
す
る
一
般
の
智
識
を
典
え
ん
こ
と
を
 欲
 」
し
て
、
「
従
来
 の
 学
説
 

の
 変
化
を
叙
し
、
最
近
の
そ
れ
に
及
び
、
諸
説
の
長
短
優
劣
を
比
 
較
評
降
 

し
て
、
将
来
の
方
針
を
示
」
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
著
 
者
が
力
 

を
 尽
く
し
た
第
一
章
「
総
説
」
編
の
巧
み
に
整
理
さ
れ
た
方
法
論
 
的
 考
察
 

0
 部
分
の
み
な
ら
ず
、
「
天
然
神
話
」
「
人
文
神
話
」
「
英
雄
神
話
 
」
「
 神
婚
 

神
話
」
と
い
う
区
分
の
下
に
展
開
さ
れ
た
第
二
章
以
下
の
各
論
 編
か
ら
 

も
 、
な
お
わ
れ
わ
れ
の
学
ぶ
べ
き
も
の
は
多
い
。
そ
し
て
、
「
 
日
 水
神
話
 

伝
説
の
研
究
」
は
、
視
野
を
「
日
本
神
話
」
に
絞
っ
て
は
い
る
も
 
 
 

前
 著
の
論
点
を
一
段
と
深
め
て
高
木
神
話
学
の
到
達
点
を
示
し
、
 

本
邦
 神
 

語
学
界
の
先
達
の
名
に
相
応
し
い
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
 

高
木
敏
雄
の
「
比
較
神
話
学
」
に
次
い
で
は
、
二
三
年
後
の
一
九
 二七
 

年
に
西
村
真
次
の
「
神
話
学
 概
 %
 塑
が
、
さ
ら
に
一
五
年
遅
れ
て
 
一
九
四
 

二
年
に
中
島
 悦
 次
の
「
神
話
と
神
話
学
」
が
現
れ
た
。
も
っ
と
も
 
後
者
 の
 

前
身
「
神
話
」
の
刊
行
は
前
著
 と 同
じ
一
九
二
七
年
で
あ
る
。
 

西
 村
 も
中
 

島
も
 、
本
邦
が
昭
和
と
い
う
時
代
に
入
り
な
が
ら
、
専
門
の
神
話
 
学
者
の
 

少
な
さ
、
神
話
学
界
の
発
展
の
な
さ
、
一
般
大
衆
の
神
話
に
対
す
 
る
 関
心
 

の
 稀
薄
さ
、
学
界
人
の
「
気
の
毒
な
ほ
ど
非
科
学
的
な
神
話
の
取
 
扱
い
」
 

を
 嘆
き
つ
つ
、
 

@
 
」
の
よ
う
な
貧
困
な
閉
鎖
的
状
況
の
打
破
を
唯
一
 

自
著
 刊
 

行
の
動
機
・
目
的
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
中
島
 悦
 次
の
「
神
話
」
が
一
九
四
二
年
に
「
神
話
と
 神
話
 

学
 」
と
し
て
装
い
を
新
た
に
す
る
の
に
先
立
ち
、
一
九
四
 
0
 年
 

四
一
年
 

は
 日
本
神
話
学
界
に
と
っ
て
文
字
通
り
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
 
な
 年
で
 

 
 
 
 

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
学
界
の
重
い
沈
滞
ぶ
り
を
一
挙
に
払
拭
 
す
   

よ
う
に
中
島
の
恩
師
松
村
武
雄
の
「
神
話
学
 
原
 %
m
 」
二
巻
が
登
場
 
5
9
 

 
 

ら
で
あ
る
。
彼
は
す
で
に
一
九
二
 

0
 年
 と
い
う
早
い
時
期
に
真
の
 
意
味
で
 



啓
蒙
的
な
「
民
族
性
と
神
話
口
を
公
刊
し
て
い
る
が
、
一
九
四
 
0
 年
に
発
 

表
し
た
「
神
話
学
原
論
」
二
巻
を
筆
頭
に
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
日
 
水
神
話
 

を
 中
小
と
し
た
彼
の
そ
の
後
の
「
巨
人
的
」
と
も
言
う
べ
き
学
的
 
営
為
は
 

真
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
「
原
論
」
に
つ
い
て
、
「
日
本
妻
 

咀
や
 
L
 主
日
ふ
円
 

れ
た
今
ま
で
の
概
説
書
中
で
日
空
荷
の
も
の
」
一
大
林
太
良
民
一
と
 

い
 ,
9
,
,
 

一
 
@
 
同
 

い
 評
価
が
下
さ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
高
木
の
先
駆
 
的
な
業
 

績
は
 つ
い
て
は
無
論
、
松
村
神
話
学
の
壮
大
な
体
系
に
つ
い
て
も
 
そ
れ
に
 

 
 

 
 

こ
の
体
系
を
今
日
の
字
間
 
的
 評
価
に
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
 

等
閑
視
 

す
る
な
ら
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
な
姿
勢
と
 
@
 わ
ざ
る
を
え
な
い
 
。
評
者
 

と
し
て
は
、
松
村
神
話
学
の
現
代
神
話
研
究
に
お
け
る
そ
の
正
当
 
な
 位
置
 

づ
け
と
 日
己
 石
化
を
行
わ
ず
し
て
、
本
邦
神
話
学
の
水
準
を
云
々
 

さ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
比
較
神
話
学
の
展
 
胡
こ
 （
以
下
「
 

す
る
こ
 

展
望
  

と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
松
村
武
雄
の
「
神
話
学
 原
芸
 型
か
ら
ほ
ぼ
 
二
 0
 年
 、
三
 O
 年
 

の
 空
隙
を
置
い
て
登
場
し
た
の
が
大
林
太
良
民
 と
 吉
田
敦
彦
氏
で
 
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
学
の
最
新
の
方
法
論
を
踏
ま
え
て
本
邦
神
話
学
 
界
な
り
 

｜
ド
 す
る
両
氏
の
そ
の
後
の
華
々
し
い
活
躍
に
つ
い
て
は
多
言
を
 
要
し
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、
高
木
神
話
学
に
始
ま
り
、
松
村
 
神
 詩
学
 に
 

お
い
て
壮
大
な
体
系
を
構
築
し
た
本
邦
神
話
学
界
が
、
こ
こ
に
 
吉
 日
神
話
 

学
を
迎
え
て
新
た
な
時
代
を
画
し
っ
 

っ
 あ
る
の
は
明
ら
が
で
あ
る
 
 
 

と
 略
称
 -
 は
 、
一
九
九
四
年
一
二
月
に
還
暦
を
迎
え
ら
れ
た
吉
田
 
氏
に
、
 

氏
 の
学
問
を
敬
慕
す
る
方
々
が
慶
賀
と
感
恩
の
念
を
表
す
る
た
 め
に
 編
 

 
 

が
き
」
 

の
 言
葉
を
拝
借
す
れ
ば
、
こ
こ
 

二
 0
 年
間
の
「
日
本
で
の
比
較
 神
 語
学
 の
 

一
 

巻
頭
論
文
は
吉
田
氏
自
身
の
「
神
話
の
展
望
の
試
み
１
世
界
の
神
 
話
と
 

日
本
の
神
話
」
で
あ
る
。
氏
の
論
考
は
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
や
エ
リ
ア
ー
  
 

説
を
念
頭
に
置
い
て
、
ホ
モ
・
 

サ
ピ
 エ
ン
ス
・
 サ
ピ
 エ
ン
ス
 と
し
 て
 自
炊
 

か
ら
逸
脱
し
た
文
化
的
生
を
営
む
人
間
の
特
性
と
し
て
神
話
の
創
 
造
 を
挙
 

げ
 、
そ
の
具
体
的
な
一
つ
の
証
し
を
、
世
界
の
各
地
に
発
見
さ
れ
 
た
 後
期
 

旧
石
器
時
代
の
「
大
地
母
神
」
の
性
格
を
も
っ
た
女
神
像
の
中
に
 
求
め
る
 

と
と
も
に
、
さ
ら
に
そ
の
系
統
を
引
き
つ
つ
「
多
産
と
淫
乱
」
を
 
も
っ
て
 

歩
み
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
神
話
研
究
の
見
取
り
図
を
 
獲
得
」
 

す
る
こ
と
に
あ
る
。
全
編
は
 

、
 氏
の
字
間
に
連
な
る
一
四
名
の
方
 
々
の
 
寄
柵
 

稿
 論
文
を
中
心
に
、
吉
田
氏
自
身
の
論
考
及
び
氏
に
対
す
る
編
者
 二
人
の
 

 
 

 
 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

ヱ
 %
 教
 研
究
�
ﾒ
集
部
 よ
 り
評
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
こ
の
 編
 著
の
 

論
評
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
北
欧
精
神
史
研
究
と
い
う
極
め
て
 
限
定
的
 

な
 視
点
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
神
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
 
評
 者
に
、
 

そ
の
よ
う
な
重
責
を
果
た
し
う
る
資
格
・
能
力
は
な
い
が
、
編
集
 
部
 の
 要
 

請
は
恐
ら
く
、
「
宗
教
研
究
」
二
三
 
0
 六
号
、
一
九
九
五
年
 -
 誌
上
 で
 
「
 
展
 

め
 三
の
編
者
の
一
人
松
村
一
男
氏
が
拙
著
「
北
欧
神
話
・
宇
宙
 払
 珊
の
基
礎
 

構
造
」
に
書
評
の
労
を
取
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
然
る
べ
 
き
 礼
を
 

返
す
よ
う
に
と
の
勧
告
で
あ
ろ
う
察
し
て
、
敢
え
て
引
き
受
け
さ
 
せ
て
 戴
 

 
 

学
 の
 各
 

部
門
に
分
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
要
 
占
 に
つ
 い
て
舌
口
 

反
 し
つ
つ
、
最
後
に
評
者
な
り
の
簡
単
な
総
括
的
コ
メ
ン
ト
を
 
試
 み
て
み
 

 
 



   
 

@
 
主
日
 

特
徴
づ
け
ら
れ
る
女
神
が
、
わ
が
国
の
「
イ
ザ
ナ
ミ
」
な
ど
を
 
曲
 @
 
型
 と
し
 

て
 、
世
界
中
の
神
話
に
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
農
耕
が
 
始
 ま
る
 新
 

石
器
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
大
地
母
神
的
な
女
神
は
「
作
物
の
母
 
神
 」
と
 

し
て
信
仰
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
関
連
し
て
死
ん
で
蘇
る
美
し
 い
 男
神
 

像
 、
女
神
の
死
体
か
ら
作
物
な
ど
が
発
生
し
て
く
る
と
い
う
「
 ハ
  
 

ェ
レ
型
 」
神
話
が
イ
ン
ド
ネ
シ
 
ャ
 の
み
な
ら
ず
日
本
神
話
に
も
 
見
 ら
れ
る
 

と
す
る
。
わ
が
 
国
 縄
文
時
代
中
期
の
土
偶
・
土
器
に
描
か
れ
た
 女  
 

れ
ら
の
神
話
の
王
八
分
 
と
 同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
 、さ
ら
 

に
 氏
に
よ
れ
ば
、
金
属
 器
 が
使
用
さ
れ
、
王
に
よ
る
国
家
支
配
の
 制度
が
 

 
 

い
と
 勝
 

利
の
神
話
が
誕
生
し
、
そ
の
過
程
で
生
ま
れ
た
典
型
的
な
女
神
が
 
日
取
一
 

@
 
同
神
 

「
ア
マ
テ
ラ
ス
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
は
 

、
 同
じ
よ
う
な
 
臼
里
局
 
 
 

 
 

端
な
ま
 

で
の
峻
厳
さ
、
無
慈
悲
 
さ
 」
に
比
べ
て
、
わ
が
国
の
「
大
女
神
」
 

 
 

に
 類
例
が
な
い
と
思
え
る
」
ほ
ど
の
「
徹
底
し
た
優
し
さ
と
慈
悲
 
深
さ
」
 

を
 属
性
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
神
話
が
「
人
類
の
神
話
の
中
で
 
 
 

類
例
の
な
い
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
」
を
有
す
る
所
以
を
 認
識
す
 

る
 。
 

第
一
部
「
日
本
」
部
門
は
大
林
太
良
民
 の
 
「
 ス
サ
 ノ
 ブ
 は
金
星
か
 」
 な
 

る
 論
考
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
氏
は
姉
崎
正
治
と
の
論
争
過
程
 
で
ま
す
 

ま
す
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
増
し
て
い
っ
た
高
木
敏
雄
の
「
崇
尊
厳
 
神
 仏
 
三
口
 

m
@
 

」
 @
@
 

，
 
@
 

任
 目
し
、
こ
の
論
に
「
し
か
る
べ
き
根
拠
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
 
承
認
し
 

つ
つ
、
か
つ
ま
た
「
天
体
神
話
説
」
の
危
険
を
も
十
二
分
に
自
覚
 
 
 

ら
も
、
「
ア
マ
テ
ラ
ス
 
-
 
太
陽
Ⅰ
 
ツ
ク
コ
 ミ
 
-
 
月
 ）
の
末
弟
 
ス
サ
  
 

風
 で
は
釣
り
合
い
が
取
れ
ず
、
や
は
り
兄
弟
同
様
「
天
界
の
光
 体
 」
、
 し
 

か
も
彼
の
行
動
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
「
宵
の
明
星
」
「
暁
の
明
星
」
 

と
し
て
 

の
 
「
金
星
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
中
国
吉
 

 
 

け
る
金
星
理
解
に
そ
っ
て
、
「
軍
事
的
あ
る
い
は
戦
士
的
機
能
」
 

 
 

し
て
の
「
 
ス
サ
ノ
ヲ
 」
を
想
定
す
る
。
 

丸
山
頭
 徳
氏
は
 、
そ
の
論
考
「
黄
泉
の
国
神
話
の
性
格
 ｜
 沖
縄
の
 

民
間
 

説
話
と
の
比
較
か
ら
」
に
お
い
て
、
沖
縄
の
説
話
の
冥
界
 
像
 と
比
 べ
て
、
 

記
紀
の
黄
泉
の
国
神
話
に
は
日
本
古
来
の
生
死
観
に
由
来
す
る
 
過
 剰
な
抜
 

れ
 意
識
が
存
在
す
る
こ
と
、
水
平
的
な
冥
界
 像 と
垂
直
的
な
冥
界
 
像
 と
い
 

っ
た
 

「
伝
承
さ
れ
た
文
化
の
重
層
性
」
に
基
づ
く
「
方
位
の
混
乱
 

」
が
 見
 

ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

猪
野
史
子
氏
の
論
考
「
山
の
女
神
と
野
性
の
植
物
」
は
、
前
半
に
 お
 

て
 
「
山
の
女
神
」
の
変
様
と
諸
相
を
上
日
 話
 ・
 狂
 舌
口
・
 マ
タ
ギ
 ・
 セ
  
 

話
な
ど
を
通
し
て
追
跡
し
、
最
初
山
神
は
海
神
と
根
源
を
同
じ
  
 

つ
、
 
共
に
地
上
に
生
き
る
物
の
生
死
を
管
理
し
た
の
で
は
な
い
か
 
、
さ
ら
 

に
 女
神
た
ち
は
住
家
を
海
・
 
ロ
 ・
 天
 へ
と
住
み
分
け
て
い
っ
た
の
 
で
は
な
 

い
 か
、
と
推
測
す
る
。
後
半
は
吉
田
神
話
字
の
指
摘
す
る
「
不
忠
 
議
 な
生
 

産
力
 」
の
持
ち
 
王
 と
し
て
の
「
山
姥
」
や
「
鬼
婆
」
、
「
原
始
的
 
栽
 増
ハ
り
曲
屋
 

耕
神
 」
と
し
て
の
「
ハ
イ
 
ヌ
ウ
ェ
レ
 」
と
い
っ
た
視
点
を
念
頭
に
 

置
き
な
 

が
ら
、
山
神
が
「
山
芋
を
好
む
」
と
い
う
昔
話
か
ら
「
野
性
の
領
 
域
 を
代
 

表
す
る
儀
礼
食
物
」
と
し
て
の
山
芋
の
み
な
ら
ず
、
各
種
野
性
 
植
  
 

事
 的
意
義
を
追
跡
し
て
い
る
。
 

記
紀
神
話
に
登
場
す
る
 
三
 柱
の
神
々
「
 オ
ホ
 ナ
ム
チ
・
 
ス
ク
ナ
ヒ
 

コ
 ・
 

 
 

オ
 ホ
モ
ノ
 ヌ
シ
 
」
の
名
を
標
題
と
し
た
 
古
 Ⅲ
の
り
子
氏
の
論
考
は
 
、
国
造
 

 
  

 

り
に
お
け
る
彼
ら
の
役
割
と
協
力
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
 
し
て
、
 

 
 

本
来
何
れ
も
 
豊
餅
 と
酒
 と
 病
気
を
司
る
神
で
あ
り
な
が
ら
、
前
二
 

柱
 が
混
 



沌
 た
る
中
っ
国
に
新
た
な
秩
序
を
創
造
す
る
神
々
で
あ
る
の
に
 
対
 し
 、
 目
畦
廿
 

後
の
一
往
は
こ
の
創
造
さ
れ
た
秩
序
を
さ
ら
に
恒
常
的
な
不
変
の
 
秩
序
 た
 

ら
し
め
る
神
で
あ
り
、
三
性
相
 侯
 っ
て
国
造
り
事
業
の
完
成
す
る
 

一
二
一
弘
 

珊
 

的
 構
造
の
神
々
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
氏
に
よ
れ
 ば
、
 
「
 
ォ
 

ホ
モ
ノ
 ヌ
シ
 」
を
祭
る
「
三
輪
の
大
神
神
社
」
が
「
 三ッ
 鳥
居
」
 
と
 呼
ば
 

れ
る
理
由
は
そ
の
占
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
 

第
二
部
「
ア
ジ
ア
」
部
門
は
伊
藤
清
司
氏
の
「
一
目
の
風
の
神
」
 

な
 も
 

っ
て
開
始
さ
れ
る
。
伊
藤
氏
は
古
代
中
国
の
農
耕
社
会
に
お
い
て
 

 
 

の
神
」
が
地
域
の
人
々
の
「
最
も
畏
 
害
 す
る
 神
 」
で
あ
り
、
な
か
 
 
 

「
山
川
の
神
の
祭
祀
を
王
手
し
た
者
が
そ
の
神
名
で
呼
ば
れ
た
と
 

す
る
な
 

ら
ば
、
中
国
 
封
 里
山
の
神
を
祀
る
の
が
防
風
 氏
 、
つ
ま
り
防
風
神
 」
と
 推
 

諭
 し
た
 ヒ
 で
、
こ
の
防
風
神
の
「
複
雑
な
実
相
」
を
追
及
し
っ
 

っ
 、
さ
ら
 

こ
の
神
を
三
重
県
多
度
神
社
別
宮
の
「
天
目
一
箇
 
命
 」
、
 俗
 に
 =
 
日
う
 

「
一
目
連
」
の
神
と
比
較
し
て
、
 
両
神
 が
地
形
を
同
じ
ゅ
う
す
る
 
出
 で
 祀
 

ら
れ
る
風
神
、
一
眼
の
龍
 神
 で
あ
る
点
に
共
通
点
・
 
類
 時
点
を
発
 
見
し
て
 

 
 次

い
で
萩
原
真
子
氏
は
「
（
 
人
 と
動
物
の
婚
姻
 譚
 ）
の
背
景
と
変
 容
｜
 

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
端
地
域
の
場
合
に
つ
い
て
」
の
論
考
に
お
い
て
、
 

狩
猟
文
 

化
の
特
質
を
最
も
典
型
的
に
物
語
る
神
話
・
伝
承
と
し
て
、
極
東
 
 
 

東
 シ
ベ
リ
ア
に
か
け
て
存
在
す
る
人
 

｜
 動
物
間
の
婚
姻
と
い
う
 テ
 １
で
を
 

取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
に
 ょ れ
ば
、
両
者
間
の
こ
の
 
関
 係
は
決
 

し
て
一
方
向
的
で
は
な
く
、
「
破
綻
」
「
忌
避
」
と
い
う
 

逆
 方
向
を
 

取
る
場
 

含
 も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
「
変
容
」
の
原
因
を
「
新
た
な
 
社
会
 経
 

済
 的
な
状
況
」
の
出
現
に
よ
る
狩
猟
民
社
会
の
「
変
容
の
投
影
」
 

に
あ
る
 

と
す
る
の
が
氏
の
見
解
で
あ
る
。
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書評と紹介 

論
証
し
ょ
う
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
両
者
間
に
は
 
単
な
る
 

「
箱
型
 論
 ・
元
型
論
」
を
 超
 出
し
、
む
し
ろ
「
系
統
論
」
に
よ
っ
 

 
 

説
明
し
 ぅ
る
 
「
特
異
な
類
似
 占
 」
が
多
数
発
見
さ
れ
る
と
い
う
。
 

曾
紅
氏
は
、
天
 コ
ト
八
日
）
か
ら
見
る
八
二
 
族
 と
古
代
日
本
」
 
 
 

者
 に
お
い
て
、
中
国
雲
南
南
部
の
八
二
 

族
 
（
タ
イ
で
は
 ア
カ
 欣
 -
 の
 二
月
 

と
 十
月
の
「
神
々
を
送
迎
す
る
習
俗
」
と
日
本
の
「
コ
ト
八
口
 」
と
の
 

「
著
し
い
類
似
」
を
指
摘
す
る
。
著
者
の
挙
げ
る
こ
れ
ら
の
習
俗
 

と
 祭
り
 

の
 数
々
の
興
味
あ
る
事
例
を
こ
こ
で
紹
介
で
き
な
い
の
は
残
念
だ
 
が
、
著
 

者
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
う
い
っ
た
習
俗
は
「
二
月
を
農
業
の
開
始
 
、
ま
た
 

収
穫
後
の
旧
十
月
を
仕
事
納
め
」
と
す
る
両
者
の
共
通
点
を
物
 
妾
 叫
 っ
て
 い
 

る
 。
 

第
三
部
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
部
門
に
は
、
先
ず
本
編
著
唯
一
の
外
国
 
入
穿
 

稿
 者
で
「
新
比
較
神
話
学
」
の
著
者
と
し
て
著
名
な
 
C
,
 
ス
コ
ッ
  
 

 
 

サ
 １
玉
 

的
 ）
英
雄
 像
 」
が
登
場
す
る
。
著
者
は
吉
田
神
話
学
の
方
法
論
的
 
視
点
を
 

踏
ま
え
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
 

と
 ア
ー
サ
ー
と
い
う
東
西
を
代
表
す
 

る
 二
人
 

の
 英
雄
の
伝
承
比
較
を
通
し
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
伝
説
が
 ア｜
 サ
 １
玉
 

伝
説
風
の
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
五
世
紀
頃
に
 
ヨ
  
 

パ
と
 日
本
で
ム
口
頭
し
た
文
明
は
間
接
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
重
要
な
 

つ
む
 が
 

り
を
持
っ
て
い
た
」
と
推
測
す
る
。
 

松
村
一
男
氏
の
論
考
「
イ
ン
ド
Ⅱ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比
較
神
話
学
の
生
 
 
 

マ
 ツ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
そ
の
時
代
」
は
 

、
 特
に
自
 殊
 神
話
学
派
 0
 代
表
 

者
に
し
て
比
較
神
話
学
の
創
設
者
マ
ツ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
 
生
 涯
 ，
 時
 

学
説
の
検
討
を
考
察
の
中
心
に
据
え
、
さ
ら
に
 彼 以
後
の
「
  
 

ハ
 ラ
ダ
イ
ム
」
に
基
づ
く
神
話
論
の
展
開
を
辿
り
な
が
ら
、
最
終
 
的
に
現
 

代
 デ
ュ
 メ
 ジ
ル
比
較
神
話
学
の
意
義
と
限
界
を
追
究
し
た
も
の
で
 
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
作
業
の
背
景
に
あ
る
著
者
の
問
題
意
識
は
「
神
話
研
 
先
史
 は
 

い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
 
答
  
 

て
 著
者
は
自
ら
の
構
想
す
る
学
説
史
の
立
場
を
明
確
に
こ
の
よ
う
 
に
に
 
五
 %
 つ
 

て
い
る
。
「
現
在
の
時
点
か
ら
振
り
返
っ
て
 

、
 個
々
の
理
論
の
間
 違
い
を
 

リ
ス
ト
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
が
そ
れ
ぞ
れ
 
の
形
態
 

で
 
人
生
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
知
的
環
境
を
発
見
し
、
次
の
 

パ
 ラ
ダ
イ
 

ム
に
 変
更
さ
れ
て
ゆ
く
理
由
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
。
 

第
四
部
の
「
考
古
学
」
部
門
は
、
渡
辺
誠
氏
の
「
人
面
装
飾
付
き
 
 
 

手
 土
器
」
と
、
小
野
正
文
氏
の
「
土
鈴
と
土
偶
と
縄
文
文
化
」
の
 三 論
考
 

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

渡
辺
論
文
は
「
人
面
装
飾
付
き
の
釣
手
土
器
」
を
「
胎
内
に
彼
女
 
の
子
 

の
神
と
見
な
さ
れ
た
燃
え
る
入
神
を
宿
し
て
、
そ
の
火
に
身
体
を
 
 
 

る
 母
神
」
の
 像
 と
解
釈
す
る
吉
田
調
を
「
卓
見
」
と
見
な
し
た
 
上
 で
、
 こ
 

の
母
神
像
に
纏
わ
る
「
具
体
的
な
儀
礼
を
示
唆
す
る
出
土
 
例
 」
と
 ,
@
@
 

像
の
 
「
出
現
の
背
景
を
示
す
分
布
上
の
関
連
」
を
検
討
し
た
も
   

り
 、
小
野
論
文
は
一
九
九
三
年
飯
米
 場
 遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
「
 マ
  
 

っ
た
 土
鈴
」
の
発
見
に
基
づ
い
て
、
「
鳴
る
土
偶
」
と
の
関
連
 
や
 
「
土
鈴
 

文
様
」
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
、
「
縄
文
時
代
は
狩
猟
と
採
集
の
 
時
代
で
 

は
な
く
、
あ
る
程
度
の
栽
培
農
耕
文
化
を
持
っ
た
精
神
性
豊
か
な
 
時
代
だ
 

っ
 た
と
思
わ
れ
る
」
事
実
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
比
較
神
話
学
の
展
望
」
の
最
後
を
飾
る
の
は
、
論
文
寄
稿
者
で
 
 
 

 
 
 
 

つ
た
 松
原
，
松
村
両
氏
が
吉
田
氏
に
試
み
た
「
イ
ン
タ
 グ
ュ
｜
 」
の
 記
 

録
 ・
「
 
西
と
 束
の
比
較
神
話
学
」
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
 意
 
 
 

と
こ
ろ
は
、
吉
田
氏
の
神
話
学
へ
の
関
心
の
原
由
、
氏
の
現
在
に
 
 
 



一
 一
 

以
上
「
辰
明
二
に
収
め
ら
れ
た
論
文
を
一
通
り
概
観
し
て
き
た
が
 
 
 

れ
の
論
考
も
吉
田
神
話
学
の
影
響
と
指
導
の
下
に
成
立
し
た
現
代
 
日
本
比
 

較
 神
話
学
界
の
最
新
の
成
果
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
高
木
敏
雄
 
か
  
 

武
雄
の
神
話
体
系
を
通
過
し
、
彼
ら
の
「
学
問
的
不
遇
」
を
知
る
 
者
か
ら
 

学
問
的
軌
跡
、
氏
の
受
け
た
知
的
影
響
 -
 
特
に
 デ
ユ
ノ
ジ
め
 
や
 レ
  
 

ス
ト
ロ
ー
ス
 -
 、
 氏
の
現
在
に
お
け
る
関
心
の
在
 処
 乃
至
比
較
 神
 語
学
 の
 

展
望
と
い
っ
た
 
話
 占
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
六
六
頁
に
 及 ぶ
こ
 

の
 記
録
は
非
常
な
知
的
興
奮
を
喚
起
す
る
優
れ
た
イ
ン
タ
 
ヴ
ュ
｜
 記
事
で
 

あ
り
、
吉
田
神
話
学
の
生
成
と
現
在
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
 
を
 取
り
 

巻
く
き
ま
ざ
ま
な
知
的
交
流
が
吉
田
氏
自
身
の
口
を
通
し
て
語
ら
 
 
 

て
 、
そ
の
内
容
の
旦
 旦
 呈
さ
・
密
度
の
濃
さ
は
、
さ
す
が
膨
大
な
業
 

績
 と
果
 

敢
 な
学
問
的
挑
戦
を
誇
る
氏
に
し
て
始
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
 
と
 感
嘆
 

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
聞
き
手
二
人
の
巧
み
な
問
い
掛
け
も
 
高
 く
 評
価
 

し
た
い
と
思
う
。
評
者
と
し
て
は
特
に
吉
田
神
話
学
の
今
後
の
展
 
間
を
 窺
 

下
げ
と
広
い
視
野
で
の
比
較
の
両
方
所
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
 

そ
 

が
 め
 せ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
 
ー
 後
半
の
「
神
話
と
は
何
か
」
の
段
落
に
 関
心
を
 

し
て
 ム
 「
 

そ
そ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
吉
田
氏
は
人
間
の
反
胃
 
殊
 的
な
生
き
方
 
が
 説
明
 

と
し
て
の
神
話
を
必
要
と
し
、
神
話
な
く
し
て
は
文
化
も
民
族
も
 
解
体
 す
 

る
と
い
う
巻
頭
論
文
の
王
張
を
反
復
し
つ
つ
、
ご
自
分
の
今
後
の
 
課
題
が
 

オ
セ
ッ
ト
神
話
伝
説
の
研
究
や
ケ
ル
ト
神
話
と
日
本
神
話
の
比
較
 
研
究
に
 

あ
る
こ
と
、
神
話
研
究
の
方
法
と
し
て
は
個
別
的
な
専
門
領
域
で
 
 
 

に
 生
き
る
人
間
に
対
す
る
神
話
研
究
の
意
義
の
自
覚
が
神
話
学
 
成
 正
土
 の
 

毎
 制
約
的
前
提
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
 

す
れ
ば
、
本
邦
に
お
け
る
「
新
比
較
神
話
学
」
の
浸
透
力
の
大
き
 
さ
 
・
 深
 

 
 

き
に
思
い
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
社
会
学
・
文
化
人
類
学
・
考
古
 
学
 と
い
 

笏
 

っ
た
 周
辺
学
問
の
過
去
半
世
紀
間
に
お
け
る
飛
躍
的
進
歩
に
醸
成
 
さ
れ
た
 

一
 

 
 
 
 

と
は
い
え
、
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
吉
田
氏
の
人
と
学
問
の
 
力
 に
 因
る
こ
 

乏
 

  

し
か
し
な
が
ら
、
評
者
と
し
て
は
「
展
望
し
と
い
う
書
物
の
構
成
 
を
め
 

ぐ
っ
て
 、
 特
に
編
者
に
対
し
て
要
望
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 

上
記
の
よ
う
に
、
ど
の
論
考
も
本
邦
比
較
神
話
学
界
の
最
新
の
成
 
果
で
 

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
編
者
二
人
が
「
は
し
が
き
 
」
で
 掲
 

げ
た
、
こ
こ
 
二
 0
 年
間
の
日
本
で
の
比
較
神
話
学
の
歩
み
と
、
 

将
 来
の
神
 

話
 研
究
の
見
取
り
図
を
描
く
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
 敢
え
 

て
 
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
と
の
反
論
を
承
知
で
言
わ
せ
て
戴
く
な
 

ら
、
寄
 

福
者
の
方
々
を
含
む
わ
が
 
国
 比
較
神
話
学
界
の
最
近
の
発
展
と
欧
 米
 比
較
 

神
話
学
界
の
最
新
動
向
を
伝
え
る
何
ら
か
の
論
文
が
不
可
欠
で
あ
 
る
と
 評
 

者
は
考
え
る
。
寄
稿
論
文
は
す
べ
て
興
趣
に
富
む
高
水
準
の
も
の
 
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
の
対
象
を
取
り
上
げ
た
「
一
つ
の
比
較
 
神
 語
学
的
 

試
み
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
を
併
置
し
た
の
み
で
は
比
較
 
神
 語
学
 を
 

「
展
望
」
し
た
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
評
 

者
も
、
 

吉
田
氏
と
も
ど
も
、
若
い
二
人
の
編
者
自
身
の
手
に
な
る
東
西
に
 
跨
が
る
 

「
新
し
い
神
話
学
の
展
望
」
を
期
待
し
た
い
反
面
、
そ
れ
が
「
 

展
 明
王
し
に
 
仁
 

お
い
て
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
い
さ
さ
か
残
念
に
思
う
し
、
 

読
者
の
 

中
に
も
評
者
と
同
じ
感
想
を
持
た
れ
た
方
々
も
少
な
く
な
い
と
 思
わ
れ
 

る
 。
し
か
し
、
何
れ
に
せ
よ
今
後
わ
が
国
の
神
話
研
究
に
と
っ
 て
 
「
 
展
 

望
 」
が
極
め
て
大
き
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
 
は
 確
信
 

し
て
や
ま
な
い
。
 



書評   

 
 

編
集
部
よ
り
提
示
さ
れ
た
制
限
 枚
故
 を
す
で
に
超
過
し
て
い
る
の
 

で
大
 

変
 恐
縮
で
は
あ
る
が
、
以
下
若
干
の
ス
ペ
ー
ス
を
お
借
り
し
て
、
 

-
 
別
 込
め
 

よ
う
に
編
者
の
一
人
松
村
一
男
氏
が
拙
著
「
北
欧
神
話
・
宇
宙
論
 
の
 基
礎
 

構
造
」
に
つ
い
て
加
え
ら
れ
た
批
判
 点
 に
対
し
て
ご
く
簡
単
に
お
 
竺
ロ
，
フ
ん
 

@
 レ
 

て
お
き
た
 

何
よ
り
も
先
ず
大
部
の
分
り
に
く
い
拙
著
に
目
通
し
戴
い
た
こ
と
 
に
深
 

謝
 申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
著
者
が
使
用
文
献
 提
示
の
 

際
 、
ノ
ル
ダ
ル
の
「
巫
女
の
予
 -
-
 

ロ
 」
 
睦
 書の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
 
圭
 叩
 原
典
・
 

デ
ン
マ
ー
ク
語
訳
・
独
語
訳
を
挙
げ
て
、
英
訳
・
邦
訳
を
明
記
し
 
て
い
な
 

い
の
は
学
問
的
「
遺
漏
」
と
さ
れ
る
占
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
で
 
あ
れ
ば
 

少
な
く
と
も
北
欧
語
・
ド
イ
ツ
詰
の
何
れ
か
は
理
解
さ
れ
る
は
 ず
で
あ
 

り
 、
著
者
の
処
置
で
不
足
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
 

ス
ノ
リ
 の
 
「
 
宇
 

宙
樹
 」
像
を
「
 リ
ダ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
」
の
「
逆
立
ち
の
 
樹
 」
 像
 と
血
 吐
坦
作
に
 

一
致
さ
せ
る
と
い
う
批
判
に
は
、
前
者
の
像
を
肯
定
す
る
こ
と
は
 

両
者
を
 

「
同
一
視
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
拙
著
二
九
二
頁
の
主
張
 

を
 挙
げ
 

て
お
き
た
い
。
子
孫
た
る
神
々
に
よ
る
 原 存
在
者
ユ
ミ
ル
の
殺
生
 
口
 と
死
体
 

か
ら
の
宇
宙
創
造
に
北
欧
人
の
原
罪
意
識
を
認
識
し
ょ
う
と
す
る
 
著
者
の
 

姿
勢
を
「
主
観
に
走
り
す
ぎ
」
と
見
な
し
、
世
界
各
地
の
神
話
で
 
も
 知
ら
 

「
 
展
胡
 
こ
に
接
し
て
、
比
較
神
話
学
の
字
と
し
て
の
課
題
の
範
囲
  
 

題
や
 、
さ
ら
に
自
然
神
話
学
派
を
は
じ
め
過
去
の
神
話
研
究
の
方
 
活
仏
 
珊
 ハ
リ
 

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
対
す
る
現
代
地
枝
神
話
学
の
拒
否
的
姿
勢
の
 
問
題
な
 

ど
、
ム
フ
国
 
改
め
て
疑
問
に
感
じ
た
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
 
 
 

以
上
の
舌
口
 
及
は
 -
 
」
こ
で
は
控
え
た
い
。
 

れ
て
い
る
同
種
の
事
実
を
「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
「
マ
ク
ロ
 
コ
ス
モ
 

ス
 」
の
相
似
の
意
識
に
還
元
す
る
松
村
氏
 や
 B
 

解
釈
に
 

は
 、
む
し
ろ
著
者
は
比
較
神
話
学
的
理
解
の
限
界
を
見
る
。
時
間
 
的
 ・
 経
 

済
 的
制
約
の
た
め
 果
 た
せ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
索
引
そ
の
他
 
「
ソ
フ
 

ト
 」
面
で
の
貧
弱
さ
は
ま
さ
に
松
村
氏
の
お
 説 通
り
で
あ
り
、
 
著
 者
 自
身
 

改
善
を
切
望
し
て
い
る
。
イ
ワ
ー
ノ
フ
 

と
 ト
ポ
ロ
ー
ブ
の
「
宇
宙
 
樹
 ・
 神
 

キ
 @
 
ロ
 ◆
歴
史
説
述
」
を
大
い
に
利
用
し
な
が
ら
、
巻
末
文
献
 

表
 に
も
 索
引
に
 

も
 記
載
し
な
い
の
は
、
本
文
や
仕
と
の
有
機
的
関
連
の
欠
落
を
意
 
抹
 す
る
 

と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
利
用
し
な
か
っ
た
イ
ワ
ー
ノ
フ
の
 
名
 は
 索
引
 

に
は
入
れ
て
い
な
い
が
、
多
く
を
依
存
し
て
い
る
ト
ポ
ロ
ー
ブ
の
 
名
は
間
 

違
い
な
く
挿
入
し
て
お
り
、
ま
た
文
献
 表
 は
そ
の
日
目
頭
下
一
で
 
断
っ
て
 

お
い
た
よ
う
に
、
「
著
者
が
人
手
・
確
認
し
え
た
外
国
語
に
よ
る
 
資
料
と
 

文
献
」
の
み
を
記
載
し
た
の
で
、
し
た
が
っ
て
ロ
シ
ア
語
原
典
の
 
手
元
に
 

な
 い
 上
掲
書
は
文
献
 
表
 に
は
加
え
て
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
や
む
 

な
え
ず
 

邦
語
訳
の
み
に
よ
っ
て
作
業
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
ろ
う
か
、
 

と
  
 

い
を
お
返
し
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
論
文
名
は
知
っ
て
い
て
も
、
 

著
者
 自
 

身
 が
現
物
乃
至
コ
ピ
ー
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
な
い
文
献
に
つ
い
 
て
は
 文
 

献
表
 に
は
一
切
記
載
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
定
評
あ
る
ビ
ブ
リ
オ
 
グ
ラ
フ
 

イ
 ー
に
も
欠
落
し
て
い
る
北
欧
語
の
文
献
に
留
意
し
て
収
集
に
努
 
め
た
 結
 

果
 、
文
献
 表
が
 偏
り
の
あ
る
、
な
お
極
め
て
不
完
全
な
も
の
に
 
留
 ま
っ
て
 

い
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
。
最
後
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
 
匂
  
 

る
 
「
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
民
族
」
と
い
う
用
語
を
日
本
に
持
ち
込
 

む
 理
由
 

 
 

は
な
い
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
十
九
世
紀
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
 
な
 立
場
 

で
の
数
あ
る
研
究
文
献
と
（
対
話
）
し
な
が
ら
北
欧
神
話
の
解
読
 作
業
を
狩
 

理
行
し
た
い
と
 
毒
じ
モ
 尹
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
イ
ン
ド
Ⅱ
 ョ
  
 



パ
 語
族
」
に
置
き
換
え
れ
ば
済
む
と
い
う
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
 
痛
感
す
 

る
 、
と
の
み
 
お
 答
え
し
て
お
こ
う
。
著
者
と
し
て
は
、
こ
う
い
っ
 た
 問
題
 

の
 処
し
方
に
、
研
究
史
上
に
登
場
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
営
為
を
 
、
と
 も
す
れ
 

ば
 単
な
る
資
料
的
価
値
し
か
有
し
な
い
過
去
の
も
の
と
し
て
切
り
 
捨
て
よ
 

う
と
す
る
現
代
比
較
神
話
学
の
方
法
論
の
安
易
さ
を
垣
間
見
る
気
 
が
す
る
 

の
だ
が
。
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本
書
の
著
者
、
末
木
立
 美
 士
民
 は
 東
京
大
学
に
お
い
て
日
本
仏
教
 の
講
 

座
を
担
当
し
て
い
る
が
、
そ
の
学
問
分
野
は
日
本
仏
教
に
と
ど
ま
 るこ
と
 

な
く
、
広
く
イ
ン
ド
、
中
国
の
仏
教
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
 
研
 兄
分
野
 

の
 広
さ
は
、
た
ん
に
著
者
が
広
範
な
仏
教
研
究
を
可
能
に
す
る
 
オ
 能
 を
有
 

す
る
と
い
う
個
人
的
な
資
質
に
関
係
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
著
者
 
の
 日
本
 

仏
教
に
対
す
る
捉
え
 
万
 、
ま
た
日
本
仏
教
研
究
の
方
法
論
と
密
接
 な 関
係
 

を
 持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
 モ
 。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
文
章
 を
や
や
 

長
文
で
あ
る
が
、
「
あ
と
が
き
」
か
ら
引
用
し
た
 

い
 。
 

「
私
は
も
と
も
と
哲
学
的
な
問
題
意
識
か
ら
仏
教
に
関
心
を
持
つ
 
 
 

菅
野
博
史
 

岩
波
書
店
一
九
九
六
年
七
月
四
日
刊
 

A
5
 
判
三
一
八
頁
六
三
一
一
円
 

末
木
立
 美
士
著
 

「
仏
教
 
｜
 言
葉
の
思
想
史
」
 

に
な
っ
た
が
、
い
ざ
東
京
大
学
の
印
度
哲
学
 
-
 塊
、
イ
ン
ド
 哲
 字
 仏
教
 

羊
 -
 研
究
室
に
所
属
し
て
専
門
の
勉
強
を
始
め
て
み
る
と
、
ど
う
 

 
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
イ
ン
ド
の
仏
教
書
に
は
違
和
 感
 が
あ
 

 
 
 
 

り
 、
や
は
り
日
本
の
思
想
に
基
盤
を
置
い
て
も
の
を
考
え
て
い
き
 
 
 

い
う
思
い
が
強
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
思
想
を
専
門
と
す
る
 
と
 、
今
 

度
は
閉
鎖
的
で
偏
狭
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
 
本
 安
 が
付
 

き
ま
と
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
同
研
究
室
に
日
本
仏
教
 
史
講
 座
 が
新
 

設
 さ
れ
、
田
付
芳
朗
先
生
が
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
。
先
生
は
 
 
 

仏
教
を
考
え
る
に
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
 
捉
  
 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
さ
れ
、
そ
の
講
義
は
毎
年
あ
る
概
念
 
 
 

て
 イ
ン
ド
か
ら
説
き
は
じ
め
、
一
年
か
け
て
よ
う
や
く
日
本
に
た
 
ど
り
 着
 

く
 あ
た
り
で
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
 
 
 

先
生
の
講
義
に
触
れ
て
は
じ
め
て
、
日
本
に
立
脚
し
つ
つ
、
し
か
 
も
 閉
鎖
 

的
に
な
ら
ず
、
外
に
開
か
れ
た
形
で
思
想
を
扱
 う こ
と
が
で
き
る
 
こ
と
を
 

知
り
、
深
い
感
銘
を
覚
え
た
」
三
三
 
0
0
 
頁
 ）
。
 

こ
の
よ
う
な
幅
広
い
問
題
意
識
に
よ
っ
て
、
「
日
本
仏
教
の
主
要
 
 
 

語
 
，
概
念
を
中
国
や
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
っ
て
そ
の
原
義
を
尋
ね
る
 

と
と
も
 

に
 、
思
想
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
」
三
九
 九
頁
 一
 

が
 本
書
で
あ
る
。
本
書
は
序
章
「
仏
教
翻
訳
文
化
論
」
、
第
一
章
 「
因
果
 

-
 
応
 w
w
 

」
、
め
て
空
豆
 

早
 「
一
乗
」
、
竹
生
一
一
章
「
一
念
」
、
 -
 
弔
 四
土
車
「
臼
伏
 」
、
第
五
 

章
 
「
即
非
」
、
笛
 生
 ハ
章
「
即
身
星
仏
」
、
第
七
章
「
仏
性
」
、
 
結
土
 早
 「
ア
ジ
 

ア
 の
中
の
日
本
仏
教
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
 
る
 論
文
 

の
な
か
で
最
も
古
い
論
文
の
初
出
が
一
九
七
八
年
で
あ
り
、
著
者
 
 
 

よ
う
に
約
二
十
年
間
の
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
序
章
は
圭
 

日
き
 下
ろ
 

し
 、
第
二
章
、
第
四
章
第
一
節
は
基
づ
く
論
文
は
あ
る
が
、
書
き
 下ろ
し
 



書評と紹介 

で
あ
る
。
そ
の
他
の
章
は
本
書
を
編
神
に
あ
た
り
、
既
発
表
の
論
 
丈
 に
若
 

干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
扱
わ
れ
る
問
題
は
幅
  
 

個
々
の
学
問
的
な
成
果
の
妥
当
性
に
つ
い
て
厳
密
に
論
評
す
る
 
資
 格
は
評
 

者
に
は
な
い
の
で
、
以
下
、
本
書
の
内
容
を
章
立
て
の
順
に
従
っ
 
 
 

し
て
ゆ
き
た
 

序
章
は
「
仏
教
翻
訳
文
化
論
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
著
者
の
い
 
，
 
つ
 
「
 万
 

法
 と
し
て
の
仏
教
」
の
着
想
が
見
ら
れ
興
味
深
い
。
「
 

一
 、
伝
統
 の
 視
座
」
 

に
お
い
て
は
、
著
者
は
冒
頭
に
Ⅲ
 

端
 康
成
の
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
 

受
賞
記
 

念
 講
演
「
美
し
い
日
本
の
私
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
自
国
の
文
 
化
 を
取
 

り
 上
げ
る
際
の
危
険
を
見
、
伝
統
を
鑑
み
つ
つ
、
し
か
も
伝
統
の
 
中
に
取
 

り
 込
ま
れ
な
い
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
 
 
 

本
 思
想
研
究
や
丸
山
真
男
な
ど
の
近
代
主
義
的
な
日
本
思
想
研
究
 
 
 

な
 
「
外
在
的
な
万
法
」
が
あ
っ
た
が
、
よ
り
内
在
的
な
形
で
批
判
 

性
 を
生
 

か
す
万
法
と
し
て
、
仏
教
が
生
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
す
 
る
 。
 こ
 

れ
が
「
方
法
と
し
て
の
仏
教
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
縞
葦
に
お
い
て
 
も
 論
じ
 

ら
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
、
仏
教
の
持
っ
二
義
 性
は
 つ
い
て
、
「
仏
教
は
一
万
で
 
外
 来
 的
、
 

す
な
わ
ち
日
本
の
文
化
と
い
う
 観
 占
か
ら
す
れ
ば
非
本
来
的
で
あ
 
 
 

ら
 、
同
時
に
最
も
日
本
の
文
化
の
中
核
を
な
す
と
い
う
二
義
 
性
を
 持
つ
も
 

の
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
内
な
る
他
者
で
あ
 
り
、
そ
 

れ
 故
に
こ
そ
、
閉
じ
ら
れ
た
環
か
ら
跳
び
出
し
、
外
か
ら
自
己
  
 

し
 、
見
直
す
契
機
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
白
文
化
を
相
対
化
 
 
 

文
化
と
の
関
わ
り
の
中
で
自
文
化
を
捉
え
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
 
 
 

で
あ
る
」
（
五
頁
 -
 と
 指
摘
し
、
仏
教
の
二
重
の
批
判
性
（
仏
教
 は
 文
化
 

的
伝
統
と
し
て
現
代
を
批
判
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
、
仏
教
は
自
 
 
 

に
あ
る
 外
 Ⅱ
他
者
と
し
て
、
白
文
化
を
相
対
化
し
、
批
判
す
る
 
京
 理
 で
あ
 

る
こ
と
 -
 に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
著
者
も
断
っ
て
 い
る
よ
 

う
に
、
本
書
は
 
、
 個
々
の
術
語
・
概
念
に
つ
い
て
の
文
献
実
証
的
 
な
 検
証
 

を
 内
容
と
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
し
て
徐
々
 
に
 著
者
 

に
 自
覚
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
こ
の
仏
教
の
批
判
性
で
あ
り
、
 

こ
 れ
を
 具
 

体
 例
を
通
し
て
検
証
す
る
こ
と
は
著
者
の
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
 
 
 

「
 二 、
仏
典
漢
訳
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
は
、
仏
典
を
記
す
詔
一
 

@
 
口
王
咄
 

、
 

仏
典
の
漢
訳
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 -
 訳
経
の
時
代
区
分
と
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

0
 玉
 要
 な
訳
者
と
そ
の
業
績
、
実
際
の
漢
訳
に
お
け
る
役
割
分
担
 
な
ど
に
 

関
す
る
訳
経
の
方
式
、
経
録
や
大
蔵
経
の
刊
行
な
ど
 -
 、
翻
訳
論
 

、
漢
訳
 

仏
典
の
文
体
・
語
彙
の
特
色
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
「
 
三
 、
 大
乗
経
 

典
 を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
は
、
大
乗
経
典
の
形
成
の
問
題
に
つ
 
い
て
 新
 

し
い
学
説
を
紹
介
し
な
が
ら
、
大
乗
経
典
は
歴
史
問
題
、
学
術
 
問
 題
 と
し
 

て
は
非
仏
説
で
あ
り
、
教
理
問
題
、
信
仰
問
題
と
し
て
は
仏
説
で
 
あ
る
と
 

す
る
村
上
専
精
 氏
の
 
「
単
な
る
舌
口
葉
の
上
で
の
近
接
合
わ
せ
」
 
を
 批
判
 

し
 、
仏
典
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
権
威
に
よ
っ
て
外
か
ら
守
ら
れ
 
る
の
で
 

は
な
く
、
そ
れ
自
体
の
内
容
が
ど
れ
だ
け
我
々
に
呼
び
か
け
、
 そ
し
て
 

我
々
と
切
り
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
内
な
る
真
実
に
よ
 っ
て
は
 

じ
め
て
そ
の
意
味
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
 

第
一
章
は
「
因
果
応
報
」
で
あ
る
。
日
本
の
因
果
応
報
の
思
想
の
 
源
流
 

と
し
て
、
ま
ず
イ
ン
ド
に
お
け
る
因
果
の
理
法
に
つ
い
て
取
り
上
 
 
 

る
 。
と
く
に
人
間
存
在
に
関
す
る
因
果
の
問
題
を
扱
っ
た
十
二
綾
 
起
 の
 理
 

 
 
 
 
 
 

論
 が
業
と
輪
廻
の
思
想
を
基
 徒
 付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
 指
 摘
し
、
 

こ
の
輪
廻
を
超
え
る
 
浬
磐
に
 到
達
す
る
万
法
に
関
し
て
、
 

部
派
仏
 
 
 

に
は
長
 い
 間
の
修
行
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
が
、
 

大
 乗
 仏
教
 



に
お
い
て
は
、
救
済
者
と
し
て
の
 

仏
 
・
菩
薩
と
い
う
観
念
、
誰
で
 
 
 

な
れ
る
と
い
う
思
想
 

-
 仏
性
の
説
と
し
て
展
開
す
る
 -
 が
生
ま
れ
 

た
こ
と
 

を
 指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
大
乗
の
思
想
が
業
 ｜
 輪
廻
説
を
悲
観
論
 か
ら
 楽
 

観
 論
へ
と
転
換
し
、
と
く
に
も
と
も
と
 業
｜
 輪
廻
説
を
持
た
な
か
 

っ
た
東
 

ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
楽
観
論
と
し
て
の
仏
性
説
が
流
行
し
た
こ
 
と
を
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
次
に
中
国
に
お
い
て
は
、
「
因
果
」
、
「
過
去
・
 

現
 在
 ・
 末
 

来
 」
と
い
う
語
自
体
が
仏
教
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
こ
と
 
を
 指
摘
 

し
 、
も
と
も
と
因
果
応
報
思
想
の
な
い
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
輪
 
 
 

受
容
の
実
態
を
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
 
 
 

に
 理
論
的
な
受
容
と
し
て
は
「
 神
 不
滅
」
 
宰
並
 魂
の
水
連
性
一
の
 議
論
を
 

紹
介
し
、
民
衆
の
受
容
と
し
て
は
「
捜
 神
 記
」
「
兵
部
 記
 」
な
ど
 
の
 因
果
 

応
報
の
物
語
を
紹
介
し
て
い
る
。
最
後
に
日
本
に
お
け
る
受
容
 と
し
て
 

「
日
本
霊
異
記
」
を
取
り
上
げ
、
「
兵
戟
 
記
 」
と
の
比
較
を
試
み
て
 
 
 

ま
た
、
「
日
本
霊
異
記
」
以
後
の
因
果
応
報
の
展
開
と
し
て
、
 

勧
 監
国
役
 
@
 
垂
心
 

の
方
向
へ
向
か
う
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
状
況
を
過
去
の
宿
業
に
 
よ
る
も
 

の
と
見
る
発
想
を
展
開
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

第
二
章
は
「
一
乗
」
で
あ
る
。
「
法
華
経
」
の
開
三
顕
一
天
 
互
 三
帰
 

二
 、
つ
ま
り
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
の
三
乗
が
一
乗
 
二
 
仏
乗
 -
 

に
 帰
着
す
る
と
い
う
思
想
を
取
り
 ヒ
 げ
て
い
る
。
は
じ
め
に
中
国
 
日
本
 

に
お
け
る
伝
統
的
解
釈
の
流
れ
 

-
 
法
相
宗
の
五
性
各
別
思
想
と
 

悉
 石
仏
性
 

説
の
対
立
、
三
車
 家
 
・
四
車
家
の
論
争
 
一
 を
紹
介
し
た
後
、
「
 
法
 草
径
」
 

の
 成
立
問
題
に
つ
い
て
、
布
施
 浩
 岳
の
段
階
成
立
 
説
 、
勝
呂
后
 静
 の
 同
時
 

成
立
説
を
紹
介
し
、
前
者
が
経
典
の
内
容
の
統
一
性
に
配
慮
を
払
 
ゎ
ず
、
 

名
類
間
の
断
絶
を
王
 
張
 す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
連
続
性
 
を
 主
張
 

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
著
者
は
段
階
説
を
認
め
 つつ
、
 

な
お
か
つ
内
容
の
連
続
性
、
一
貫
性
を
見
る
可
能
性
を
示
そ
う
と
 
 
 

る
 。
次
に
、
「
法
華
経
」
の
一
乗
思
想
に
つ
い
て
、
著
者
は
苅
谷
 

 
 

「
一
切
衆
生
 首
悉
は
 さ
つ
」
 
-
 ぼ
さ
つ
は
，
三
乗
の
対
立
を
超
え
 た
仏
乗
 

 
 
 
 

の
 立
場
か
ら
言
わ
れ
る
一
の
立
場
 -
 声
聞
・
縁
覚
も
本
来
菩
薩
で
 あ
る
か
 

ら
、
 改
め
て
転
向
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
）
を
踏
ま
え
な
  
 

「
一
切
衆
生
首
 悉
 ぼ
さ
つ
」
が
「
公
理
」
と
し
て
、
十
分
に
理
論
 
的
に
基
 

礎
 付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
も
し
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
 
如
来
蔵
 

思
想
に
そ
の
基
礎
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
 
。
こ
れ
 

に
 対
し
て
、
著
者
は
、
「
声
聞
も
 
ぽ
 
さ
つ
」
の
根
拠
に
、
声
聞
が
 過
去
に
 

お
い
て
釈
迦
の
教
化
を
受
け
た
と
い
う
、
過
去
世
に
お
け
る
釈
迦
 
 
 

人
格
的
関
係
が
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
が
如
来
蔵
 
思
 想
 と
峡
 

別
さ
れ
る
「
法
華
経
」
の
独
自
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
 
 
 

こ
の
立
場
か
ら
、
「
法
華
経
」
の
成
立
問
題
を
改
め
て
取
り
 
ヒ
げ
 、
従
来
 

の
 小
乗
と
大
乗
と
の
対
立
を
統
一
す
る
と
い
う
「
法
華
経
」
の
 
位
 置
付
け
 

で
は
な
く
、
三
乗
各
別
諒
一
特
に
声
聞
に
安
住
す
る
立
場
一
 

な
 
「
 一
切
衆
 

生
 首
悉
は
 
さ
つ
」
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
「
法
華
経
」
の
 
位
置
づ
 

け
を
提
案
し
、
こ
の
よ
う
な
「
法
華
経
」
の
第
一
類
 -
 
序
品
か
ら
 
疫
学
 佃
 

学
人
記
 品
 と
随
喜
功
徳
 
ロ
 巴
は
大
乗
経
典
と
し
て
比
較
的
早
い
時
  
 

の
 
-
 
般
若
経
典
よ
り
も
早
い
一
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

第
 
一
類
が
 

成
立
し
た
後
、
「
法
華
経
」
の
グ
ル
ー
プ
が
自
立
性
を
確
立
し
て
 
 
 

で
、
自
分
た
ち
の
行
動
自
体
を
反
省
し
、
自
覚
的
に
捉
え
る
第
二
 
類
 
一
揖
 

婆
達
多
 晶
を
除
く
法
師
品
か
ら
如
来
 伸
 カ
ロ
巴
が
成
立
す
る
と
 
推
 足
 し
て
 

い
ろ
。
最
後
に
、
「
声
聞
も
 
ぽ
さ
っ
 」
と
い
う
占
で
は
寛
容
で
あ
 っ
て
も
、
 

声
聞
に
そ
の
自
覚
を
迫
る
点
で
は
非
寛
容
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
 
寛
容
、
 

非
寛
容
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
「
法
華
経
」
の
 
強
 い
 主
ム
 叩
 



書評と紹介 

叶 '@+ 田 力
 を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

学
界
で
従
来
有
力
で
あ
っ
た
布
施
の
段
階
成
立
 説
 に
対
し
て
 

苅
谷
 

説
 、
勝
呂
説
の
出
現
で
、
「
法
華
経
」
の
成
立
問
題
は
再
び
振
り
 
出
し
に
 

戻
っ
た
感
が
強
い
。
二
千
年
も
前
の
成
立
問
題
に
関
し
て
、
十
分
 
な
 論
証
 

な
 行
な
う
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
ム
コ
後
は
本
章
に
示
 

さ
れ
た
 

著
者
の
見
通
し
に
も
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

評
者
に
 

も
頗
 似
の
問
題
を
扱
っ
た
論
考
「
声
聞
授
記
は
「
法
華
経
」
の
中
 小
田
 
心
相
心
 

か
 」
 目
 法
華
経
の
出
現
と
所
収
、
一
九
九
七
年
、
大
蔵
出
版
 
-
 が
 あ
る
こ
 

と
を
付
記
し
て
お
く
。
 

第
三
章
は
「
一
念
」
で
あ
る
。
き
わ
め
て
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る
 一
ム
 
芯
 

の
 意
味
の
重
層
性
の
源
泉
を
初
期
大
乗
経
典
 

宰
 無
量
寿
経
」
 
・
「
法
華
 

経
 」
・
「
小
品
般
若
経
」
・
「
大
岳
般
若
経
 ヒ
 ・
「
華
厳
経
」
十
地
 品
 -
 に
探
 

り
 、
一
念
の
原
語
を
確
定
し
、
そ
の
用
例
を
三
つ
の
系
列
に
分
類
 
 
 

る
 。
つ
ま
り
、
第
一
に
時
間
的
意
味
、
第
二
に
心
の
作
用
の
意
味
 
、
第
二
一
 

に
 前
二
者
の
中
間
と
し
て
の
往
目
 の
オ
 
の
の
 
コ
い
 の
系
列
で
あ
る
。
 
著
 者
は
そ
 

れ
る
の
用
法
を
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
、
一
念
の
原
語
の
意
味
 ほ
 つ
い
 

て
、
 心
の
作
用
の
意
味
を
含
め
る
用
法
と
、
単
に
短
い
時
間
を
昔
 

@
 
抹
 す
る
 

だ
け
の
用
法
と
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
一
念
の
 
訳
 五
胡
 
に
 

つ
い
て
考
察
し
、
一
念
と
い
う
語
彙
が
中
国
に
も
あ
っ
た
こ
と
  
 

し
 、
一
念
の
時
間
的
意
味
は
漢
訳
仏
典
に
お
け
る
新
し
い
意
味
か
 
 
 

な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

も
と
も
と
日
本
に
お
け
る
法
然
門
下
の
行
 生 の
一
念
義
、
お
よ
び
 
そ
の
 

川
辺
の
問
題
を
端
緒
と
し
て
、
一
念
の
原
語
と
意
味
を
考
察
す
 6
 本
土
日
十
 

は
 、
仏
教
学
の
文
献
実
証
学
の
正
統
を
行
く
も
の
で
あ
り
、
著
者
 
の
 若
い
 

呵
 期
の
労
作
で
あ
る
。
学
界
に
対
す
る
貢
献
も
大
き
い
と
思
わ
れ
 
る
 。
 た
 

  
  巳 ． "-   
  



れ
と
関
連
し
て
天
神
の
裁
き
が
言
わ
れ
、
 

-
3
-
 
ま
た
、
そ
の
世
界
 
 
 

超
 出
は
釈
迦
と
弥
陀
の
助
け
に
よ
る
善
行
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
 
の
で
あ
 

る
 」
 二
 
二
四
頁
）
と
整
理
し
て
い
る
。
後
回
し
に
し
た
 B
 は
 

A
 と
 C
 

の
中
間
的
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
結
論
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
国
 
 
 

る
自
 妖
は
因
果
性
を
超
越
し
た
自
由
の
境
地
で
、
プ
ラ
ス
の
 価
 値
 を
持
 

ち
 、
此
土
の
自
然
は
因
果
性
に
縛
ら
れ
た
必
然
性
の
世
界
で
、
 

マ
  
 

の
 価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
自
然
の
二
元
的
用
 
法
 こ
そ
 

「
大
阿
弥
陀
経
」
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

第
三
節
で
は
漢
訳
般
若
経
典
に
お
け
る
 自
 殊
に
つ
い
て
考
察
し
  
 

る
 。
ま
ず
小
品
系
般
若
経
典
三
道
行
般
若
経
口
・
「
大
明
度
経
」
 

・
「
佳
詞
 

般
若
 紗
経
 」
・
「
小
品
般
若
経
口
・
「
大
 
品
 般
若
経
口
第
四
ム
巴
に
お
 

け
る
 自
 

殊
の
用
例
を
列
挙
し
、
原
語
と
の
関
係
か
ら
、
対
応
す
る
原
語
の
 
 
 

の
 、
対
応
す
る
原
語
が
あ
る
場
合
と
に
二
分
し
て
い
る
。
後
者
に
 つ
い
て
 

は
、
毛
い
 く
 ぃ
橿
ヴ
ア
ロ
 
に
関
す
る
場
合
と
 
簗
 り
す
 
は
ぎ
い
 に
関
す
る
 

二
分
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
 
坤
 /
.
 

り
ヴ
 

場
合
に
 

ぽ
い
 
つ
 り
と
、
そ
の
否
定
形
の
り
目
き
 ア
卸
つ
い
 
の
い
ず
れ
に
も
 
自
胡
 と
い
う
 

訳
語
が
当
て
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
 
奇
妙
な
 

事
態
の
理
由
に
つ
い
て
、
般
若
経
典
が
、
無
自
性
す
目
 注
 プ
リ
 
つ
 り
 -
 を
白
 

佳
 
-
 
之
 い
す
ァ
い
つ
巴
 
と
す
る
構
造
す
 
埋
注
ァ
い
 く
 a
=
 空
き
 ァ
ぎ
ぃ
 構
せ
坦
 
）
 

を
 持
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
漢
語
と
し
て
の
 
自
 然
 に
つ
 

い
て
、
中
国
思
想
史
の
中
で
考
察
を
加
え
、
仏
典
の
訳
語
と
し
て
 

 
 

の
 持
っ
て
い
る
意
味
 一
 自
由
の
境
地
と
必
然
性
 -
 に
 対
応
す
る
 昔
 @
 
味
を
探
 

っ
て
い
る
。
な
お
、
小
品
系
般
若
経
典
の
考
察
を
資
料
的
に
補
強
 
す
る
た
 

め
に
、
他
の
漢
訳
経
典
に
お
け
る
 自
 殊
に
つ
い
て
、
安
西
 高
 、
 支
婁
逝
 

識
 、
支
 謙
 、
竺
法
護
、
鳩
摩
羅
什
そ
の
他
を
通
し
て
考
察
し
て
い
 
る
 。
 

第
五
章
は
「
即
非
」
で
あ
る
。
 

空
 と
い
う
語
を
用
い
ず
に
空
の
 

ュ
 
珊
理
を
 

表
現
し
た
「
金
剛
般
若
経
」
の
思
想
は
、
鈴
木
大
拙
に
よ
っ
て
「
 

 
 

で
な
い
。
ゆ
え
に
 
A
 で
あ
る
」
と
定
式
化
さ
れ
、
「
即
非
の
論
理
 

」
と
 名
 

 
 

つ
け
ら
れ
有
名
で
あ
る
。
著
者
は
「
金
剛
般
若
経
口
荒
本
の
用
例
 
を
つ
ぶ
 

さ
に
検
討
し
、
 
大
 拙
の
解
釈
が
経
典
の
本
来
の
意
図
を
正
し
く
 把 握
 し
た
 

も
の
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
即
非
の
 
ユ
珊
理
 
」
 

は
 原
則
的
に
「
金
剛
般
若
経
口
以
前
に
確
立
し
て
い
た
と
考
え
 
ろ
 れ
る
 概
 

念
や
実
践
に
関
し
て
、
そ
の
概
念
の
固
定
化
を
防
ぎ
 
、
 新
た
な
 立
 場
か
ら
 

の
 見
直
し
を
図
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
「
即
非
の
論
理
」
 

 
 

ら
れ
な
い
場
合
に
 
、
 ①
「
 空
 」
の
第
二
の
解
釈
 ミ
呈
叩
 表
現
の
超
 越
の
方
 

向
を
示
す
 -
 の
場
合
、
②
「
自
我
」
③
 け
ヨ
り
 
已
の
よ
う
に
徹
底
 
的
に
否
 

定
 さ
れ
る
概
念
の
場
合
、
③
水
経
の
受
持
を
説
く
箇
所
の
よ
う
に
 
、
 持
に
 

強
く
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
の
三
種
の
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
  
 

る
 。
ま
た
、
 
大
拙
の
 
「
即
非
の
論
理
」
は
彼
の
禅
理
解
に
基
づ
く
 
 
 

あ
り
、
そ
の
 
禅
 理
解
が
、
安
易
に
言
語
的
領
域
か
ら
言
語
超
越
的
 
領
域
へ
 

と
 跳
び
超
え
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
と
批
判
し
て
い
る
。
 

第
六
章
は
「
即
心
是
仏
」
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
道
元
の
即
心
 
三
 
%
 Ⅱ
Ⅲ
 

論
 、
馬
 祖
 系
の
即
心
是
仏
論
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
の
源
流
を
 探
る
中
 

で
、
「
 観
佃
量
 詩
経
」
か
ら
「
般
舟
三
昧
経
口
の
思
想
に
つ
い
て
 老
 @
 
室
 ホ
し
 

て
い
る
。
著
者
は
そ
こ
に
 
禅
と
 同
時
に
浄
土
念
仏
の
源
泉
が
あ
る
 こ
と
を
 

見
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
展
開
の
中
で
、
 

禅
と
 念
仏
が
相
反
す
 る
 行
法
 

と
し
て
分
離
し
て
ゆ
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

第
二
節
で
は
、
第
一
節
で
問
題
と
な
っ
た
「
般
舟
三
昧
経
口
の
成
 
立
の
 

問
題
と
思
想
史
的
位
置
付
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
前
者
に
 つ
い
て
 

は
 、
と
く
に
何
見
と
四
事
 見
 以
下
三
巻
本
の
品
名
）
に
お
い
て
 
成
立
 史
 



 
 

@
 
上
 ロ
ム
 

  

推 的
な
段
階
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
起
し
て
い
 
る
 。
 後
 

者
に
つ
い
て
は
、
現
在
地
方
仏
の
崇
拝
と
般
若
の
法
身
的
仏
身
 
払
 
珊
 と
は
 

仏
塔
に
よ
る
死
せ
る
釈
迦
 仏
 崇
拝
を
乗
り
超
え
る
新
た
な
二
つ
の
 道
で
あ
 

る
こ
と
、
意
図
的
に
見
仏
そ
の
も
の
を
目
的
に
す
る
と
い
う
発
想
 
は
 -
 
利
 面
 
@
 

に
 由
来
す
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
次
第
に
後
者
の
中
に
取
り
込
 
ま
れ
て
 

ゆ
く
こ
と
、
そ
の
過
程
に
行
 

品
 に
説
か
れ
る
よ
う
な
般
舟
三
昧
の
 

形
態
が
 

成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
道
行
般
若
経
」
の
 
薩
  
 

菩
薩
 品
 ・
 曇
無
掲
 菩
薩
 品
 よ
り
幾
分
先
立
つ
頃
で
あ
る
こ
と
、
 

四
 事
見
 以
 

下
 は
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
成
立
し
た
こ
と
な
ど
を
推
定
し
て
い
る
。
 

第
七
章
は
「
仏
性
」
で
あ
る
。
中
国
・
日
本
の
仏
教
に
最
も
大
き
 
な
影
 

響
を
与
え
た
理
論
の
一
つ
で
あ
る
仏
性
説
が
ど
の
よ
う
に
「
担
架
 
経
 」
 の
 

中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
を
、
序
品
か
ら
受
持
 品 ま
で
の
 七
 ロ
凹
 
と
、
 

四
法
 品
 ，
 四
 仏
見
・
分
別
邪
正
品
の
三
品
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
 る 。
 そ
 

の
 結
論
は
、
「
 混
 集
結
」
自
体
は
直
接
に
仏
性
説
を
生
み
出
し
た
  
 

は
な
く
、
「
如
来
蔵
経
」
に
基
づ
い
て
仏
性
説
を
主
張
す
る
比
丘
 
 
 

活
動
が
、
「
 混
磐
経
 」
を
受
持
す
る
一
派
と
結
び
付
い
た
こ
と
、
 

 
 

解
脱
を
説
く
四
法
 品
 に
は
、
如
来
の
常
住
を
主
張
す
る
法
身
 
説
が
  
 

普
遍
性
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
が
仏
性
説
と
結
び
付
く
可
能
性
は
 あ
る
こ
 

と
 、
し
か
し
法
身
の
常
住
 説
 が
外
な
る
仏
へ
の
信
仰
で
あ
っ
た
  
 

し
 、
受
持
す
る
側
の
内
な
る
主
体
性
に
取
り
込
も
 う と
し
て
仏
性
 
説
 を
取
 

り
 入
れ
た
こ
と
、
一
度
取
り
入
れ
ら
れ
た
仏
性
説
は
「
 
混
磐
経
 」
 の
中
で
 

「
 
浬
葉
経
 」
自
体
の
説
と
し
て
独
自
の
理
論
的
展
開
を
辿
る
こ
と
 など
を
 

差
し
て
い
る
。
 

縞
葦
 は
 
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
仏
教
」
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
 

 
 

ズ
の
 大
乗
仏
教
の
概
論
、
松
本
史
朗
の
「
真
の
仏
教
」
論
を
取
  
 

げ
 、
認
識
論
的
な
限
界
（
広
大
な
空
間
的
・
文
化
的
な
距
離
、
 

遠
 大
な
歴
 

史
的
，
時
間
的
距
離
の
た
め
に
、
仏
教
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
 
が
 困
難
 

で
あ
る
こ
と
 
-
 を
自
覚
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
ど
の
よ
う
に
仏
教
に
 関 わ
る
 

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
提
起
し
、
溝
口
雄
三
の
 「
方
法
 

と
し
て
の
中
国
」
を
 
参
暗
 し
な
が
ら
、
仏
教
を
我
々
自
身
の
内
な
 る
 
「
 異
 

質
 な
る
も
の
」
と
し
て
見
る
「
方
法
と
し
て
の
仏
教
」
を
提
起
す
 
る
 。
 こ
 

れ
は
序
章
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
 

本
書
の
テ
ー
マ
と
方
法
、
具
体
的
に
は
仏
教
の
重
要
概
念
、
 

術
五
 山
山
り
土
忌
 

味
の
思
想
史
的
変
遷
を
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
お
い
て
辿
る
と
 
 
 

業
は
、
 個
々
の
術
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
各
一
冊
の
本
と
な
 る
よ
う
 

な
旦
呈
邑
 な
内
容
を
持
つ
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
作
業
を
 

複
数
の
術
語
に
対
し
て
行
な
 う
 こ
と
は
個
人
の
力
量
を
超
え
て
い
 

る
の
で
 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
自
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
を
遂
 
 
 

ま
た
豊
富
な
参
考
文
献
を
駆
使
し
て
、
か
な
り
の
程
度
注
目
す
べ
 
き
 成
果
 

を
 挙
げ
て
い
る
し
、
こ
れ
は
著
者
な
ら
で
は
の
功
績
で
あ
る
。
 

し
  
 

が
ら
、
著
者
自
身
が
し
ば
し
ば
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
々
の
 
街
 五
皿
に
つ
 

い
て
、
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
期
、
地
域
、
文
献
が
 
少
な
か
 

ら
ず
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
取
り
 
上
げ
方
 

に
体
系
性
、
方
法
論
的
な
一
貫
性
を
持
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
 
ム
ロ
が
 
少
 

な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
 
個
 大
 で
可
 

能
 な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
問
題
意
識
、
方
法
論
を
共
有
す
 
る
 多
数
 

の
 研
究
者
の
協
力
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

著
 者
に
は
 

 
 

こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
 

 
 

書
 で
目
標
に
し
た
仕
事
を
さ
ら
に
続
行
し
、
充
実
さ
せ
た
も
の
に
 
2
7
1
 

て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
評
者
の
希
望
を
述
べ
て
 

欄
 筆
す
る
。
 



 
 

そ
れ
が
誰
で
あ
れ
、
一
人
の
古
の
思
想
家
、
或
い
は
宗
教
家
の
思
 
想
を
 

探
求
し
よ
う
と
す
る
時
、
私
達
は
そ
の
思
想
家
な
り
宗
教
家
に
帰
 
せ
ら
れ
 

る
 著
述
・
遺
文
の
う
ち
、
よ
り
真
猿
性
が
高
く
、
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
 
 
 

い
 テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
、
 

 
 

者
に
よ
っ
て
そ
の
人
に
仮
託
さ
れ
た
文
献
や
 、 或
い
は
後
世
の
人
 
の
手
が
 

加
わ
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
 
仲
 批
判
に
依
 用
 す
る
な
ら
ば
、
私
達
は
そ
 
 
 

思
想
の
核
心
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

法
 殊
の
場
 ム
 目
 し
Ⅰ
 
Ⅰ
 
イ
 、
 

そ
の
点
に
関
し
て
は
例
外
で
は
な
 

と
こ
ろ
が
、
法
外
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
に
 
 
 

か
わ
ら
ず
、
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
方
面
の
研
究
は
い
さ
さ
か
 
立
 ち
 遅
れ
 

て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
 
に
は
 親
 

鸞
や
日
蓮
に
比
べ
 
法
 殊
に
は
真
蹟
遺
文
が
極
め
て
少
な
く
、
書
誌
 学的
研
 

究
 が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
 
、
真
筆
 

が
 少
な
い
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
基
礎
的
研
究
 
 
 

重
要
性
を
増
す
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
も
 
単
発
的
 

安
達
俊
英
 

法
蔵
 館
 

一
九
九
四
年
三
月
二
 0
 日
刊
 

A
5
 判
五
七
 0
 真
一
二
、
 0
0
0
 円
 

「
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
」
 

中
野
正
明
 著
 

な
 諸
論
考
に
よ
っ
て
か
な
り
の
研
究
の
積
み
重
ね
は
な
さ
れ
て
き
 
，
 
六
カ
 

@
@
 

Ⅰ
 .
 

 
 

い
わ
ぬ
る
一
冊
の
書
物
と
し
て
世
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
ま
と
ま
っ
 

た
 研
究
㌶
 

は
、
 〒
西
方
指
南
砂
」
の
場
合
を
除
い
て
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
度
、
江
 
目
 す
べ
き
一
冊
が
 

上
梓
⑫
 

さ
れ
た
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。
法
然
遺
文
全
体
を
扱
っ
た
初
の
 
書
誌
学
 

的
 
・
文
献
学
的
研
究
書
と
い
え
、
ま
さ
に
そ
の
占
で
ま
ず
も
っ
て
 

大
き
な
 

評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
中
野
正
明
氏
は
 
中
 世
 浄
土
 

崇
史
、
及
び
法
然
遺
文
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
 方
 で
、
ム
コ
 

回
、
以
前
に
発
表
さ
れ
た
法
然
遺
文
関
係
の
諸
論
考
に
い
く
つ
か
 
の
 莉
穂
 

を
 加
え
て
本
書
を
ま
と
め
ら
れ
た
。
論
文
集
で
あ
る
の
で
確
か
に
 
払
珊
込
 
山
 
リ
 

重
複
や
不
統
一
な
ど
も
み
ら
れ
る
が
、
全
体
の
章
立
て
に
は
一
貫
 
性
 が
あ
 

り
 、
か
な
り
統
一
が
と
れ
て
い
る
。
 

全
体
は
二
部
か
ら
成
り
、
ま
ず
 第
 1
 部
で
は
法
外
の
三
つ
の
遺
文
 集
 

即
ち
醍
醐
 本
 
「
法
然
上
人
伝
記
」
一
以
下
、
〒
醍
醐
 本
巴
 、
「
西
方
 指
南
 砂
 」
 

-
 
以
下
、
「
指
南
砂
ヒ
 、
 〒
黒
谷
上
人
語
灯
録
」
 
-
 
以
下
、
「
 語
付
 録
 き
 
め
 

概
説
、
所
収
遺
文
の
個
別
的
研
究
、
成
立
私
見
な
ど
が
述
べ
 ろ
  
 

る
 。
 法
殊
 
-
 特
に
そ
の
思
想
一
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
な
 
ら
ば
、
 

こ
れ
ら
三
つ
の
遺
文
集
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
研
究
を
行
う
こ
と
 
は
 不
可
 

能
 で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
遺
文
集
の
書
誌
・
構
成
・
 

成
 五
等
に
 

関
し
基
礎
的
な
情
報
を
多
く
含
む
こ
の
 策 l
 部
は
、
法
然
研
究
を
 志
す
者
 

す
べ
て
に
と
っ
て
大
い
に
有
益
と
い
え
る
。
 

次
の
第
Ⅱ
部
は
各
論
篇
で
あ
っ
て
、
上
述
の
遺
文
集
に
所
収
さ
れ
 て
 

る
 遺
文
の
中
か
ら
、
「
三
味
発
行
記
」
「
法
然
聖
人
御
夢
想
 

記
 」
「
 没
後
遺
 

誠
文
」
「
 七
 箇
条
 制
誠
 」
「
 送
 山
門
起
請
文
」
「
善
導
音
 
御
 消
息
」
 
0
 人
 篇
 

を
 取
り
上
げ
て
、
各
遺
文
の
テ
キ
ス
ト
の
伝
承
の
問
題
や
遺
文
の
 
真
意
な
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一
 
"
 一
 
"
 

本
書
出
版
の
基
本
的
・
総
体
的
意
義
に
つ
い
て
は
前
節
で
大
よ
そ
 
 
 

た
の
で
、
以
下
で
は
も
う
少
し
具
体
的
・
個
別
的
意
義
に
言
及
す
 るこ
と
 

 
 

ま
ず
、
私
共
の
よ
う
な
思
想
，
教
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
 

上
  
 

三
つ
の
遺
文
集
の
信
癌
性
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。
勿
論
、
遺
 
文
 の
 信
 

癌
性
の
問
題
 
は
 各
遺
文
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
異
な
り
、
最
終
 
 
 

各
遺
文
ご
と
の
 
精
繊
 な
研
究
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
 
も
 遺
文
 

集
 全
体
の
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
は
個
々
の
遺
文
研
究
の
前
提
と
 して
も
 

重
要
で
あ
ろ
う
。
結
論
的
に
は
氏
は
「
醍
醐
 本
 」
，
「
指
南
砂
」
・
 
恵
 空
木
 

「
漢
語
付
録
」
・
元
亨
 版
 
「
和
語
 灯
録
 」
の
史
料
的
価
値
を
積
極
 的
に
評
 

価
し
よ
う
と
な
さ
っ
て
い
る
。
特
に
 ヨ
叩
灯
録
 
」
に
関
し
て
は
、
 
三
 遺
文
 

の
中
で
最
も
成
立
が
遅
く
原
本
も
伝
存
せ
ず
、
鎮
西
系
の
立
場
か
 
ら
の
 遺
 

文
集
で
あ
る
こ
と
が
指
宿
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
必
ず
 
し
も
そ
 

の
 評
価
は
高
く
な
か
っ
た
が
、
氏
は
妄
町
打
 録
 」
に
「
指
南
 砂
 」
と
 共
 

通
 、
も
し
く
は
「
指
南
砂
」
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
と
思
わ
れ
 
る
 テ
キ
 

ス
ト
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
 

ヨ
 町
打
 録
 」
が
か
な
り
信
頼
 で
き
る
 

-
 
文
集
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
。
 

ま
た
こ
れ
と
並
ん
で
、
各
遺
文
集
そ
れ
ぞ
れ
の
編
纂
意
図
を
明
ら
 
か
に
 

-
 よ
う
と
試
み
ら
れ
た
こ
と
も
こ
こ
に
 記
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
 

-
 

遺
 

い
 。
 

ど
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
文
の
中
に
 
教
義
，
 

教
学
関
係
の
遺
文
が
な
れ
の
は
少
し
残
念
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
 
六
篇
の
 

遺
文
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
際
、
本
書
所
収
の
諸
論
考
は
い
 
ず
れ
も
 

看
過
で
き
な
い
位
置
づ
け
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

文
集
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
目
的
・
 

意
図
が
 

あ
る
は
ず
で
あ
り
、
更
に
蒐
集
し
た
遺
文
を
配
列
す
る
場
合
に
も
 
、
編
者
 

は
 何
ら
か
の
考
え
を
も
っ
て
配
列
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
中
野
 
氏
は
特
 

に
こ
の
所
収
順
序
に
注
目
さ
れ
、
そ
の
検
討
を
通
し
て
遺
文
集
合
 
体
 の
 編
 

纂
 意
図
を
明
確
化
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
 
具
体
的
 

成
果
に
関
し
て
は
 
尼
 ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
舌
ロ
 い
 難
い
点
が
あ
 
る
が
、
 

そ
れ
ま
で
の
遺
文
集
研
究
で
は
あ
ま
り
留
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
 
問
題
や
 

手
法
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
占
は
、
評
価
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
 

一
方
、
研
究
者
と
し
て
生
鉄
の
こ
と
と
は
い
え
特
筆
さ
れ
る
べ
き
 

@
 
よ
 
@
@
 

さ
、
 

先
行
研
究
を
ほ
 
ほ
 網
羅
的
に
、
し
か
も
適
確
に
把
握
し
紹
介
な
さ
 っ
た
上
 

で
、
自
ら
の
研
究
を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
占
で
あ
る
。
研
究
 
史
を
  
 

り
 把
握
す
る
こ
と
は
研
究
者
に
と
っ
て
基
本
で
は
あ
る
が
、
研
究
 
史
 の
口
取
 

初
期
か
ら
最
新
研
究
ま
で
、
し
か
も
史
学
，
仏
教
学
関
係
以
外
の
 
学
術
 誌
 

所
収
の
論
文
や
法
然
に
直
接
関
係
の
な
 い 研
究
書
所
載
の
関
連
記
 事
 ま
で
 

含
め
て
実
に
幅
広
く
目
を
通
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
驚
き
で
さ
え
 
あ
る
。
 

そ
れ
は
例
え
ば
、
三
五
 
0
 ｜
 三
五
一
頁
の
「
 
セ
 箇
条
 制
誠
 」
の
 研
 先
史
 概
 

説
を
見
て
も
青
首
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
、
本
書
に
関
す
る
全
般
的
な
評
価
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
、
 

 
 

で
は
よ
り
個
別
的
な
問
題
に
舌
口
 及
 す
る
。
 

本
書
の
中
で
最
も
力
が
圧
が
れ
て
い
る
章
の
一
つ
に
 
第
 Ⅱ
 部
 第
四
 章
が
 

あ
る
。
こ
の
章
は
「
 セ
 箇
条
 制
誠
 」
一
以
下
、
「
 
セ
 箇
条
」
一
に
つ
 い
て
 払
珊
 

ず
る
一
章
で
あ
る
が
、
な
ん
と
こ
の
短
い
文
献
に
対
し
一
 

0
0
 
頁
   

 
 
 
 
 
 

資
 さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
半
分
が
本
書
の
た
め
の
書
き
 
下
し
で
 

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
二
車
が
本
書
の
中
核
の
一
つ
で
あ
る
こ
 
と
が
 窺
 

m
 

 
 

え
る
。
実
際
、
こ
の
第
四
章
は
内
容
的
に
も
充
実
し
て
い
る
。
 



ま
ず
 仕
 目
さ
れ
あ
の
は
、
原
本
と
さ
れ
る
二
尊
院
本
の
筆
跡
研
究
 であ
 

る
 。
先
学
の
研
究
を
つ
け
て
、
「
 
七
 箇
条
」
署
名
者
の
中
で
他
に
 真
蹟
 と
 

伝
え
ら
れ
る
署
名
が
残
さ
れ
て
い
る
者
の
署
名
を
二
尊
院
本
の
そ
 
 
 

敵
 し
、
二
尊
院
本
の
中
に
確
か
に
自
筆
署
名
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
 
と
を
 実
 

証
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
に
よ
り
二
尊
院
本
の
原
本
性
が
よ
り
確
固
 
 
 

と
な
っ
た
。
更
に
帝
 
木
 教
授
の
指
導
の
も
と
、
著
者
は
共
同
で
本
 又
 と
署
 

乞
者
の
筆
跡
比
較
を
行
い
、
二
尊
院
本
の
署
名
の
中
に
本
文
の
篭
 
者
 と
さ
 

れ
る
 信
 空
の
筆
跡
と
同
筆
の
署
名
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
 
を
 明
ら
 

か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
即
ち
 
信
空
 が
何
人
か
の
署
名
の
代
署
を
し
 

て
い
た
 

-
-
 
と
を
意
味
す
る
。
筆
跡
異
同
の
判
定
と
い
う
分
野
は
全
く
私
の
 
専
門
外
 

で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
れ
に
関
し
私
に
評
者
た
る
資
格
は
な
い
が
、
 

 
 

の
 同
筆
と
い
う
指
摘
が
専
門
家
の
方
々
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
な
  
 

「
 
七
 箇
条
」
研
究
に
確
実
な
進
展
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
よ
う
 
 
 

一
方
、
そ
の
署
名
者
の
行
実
に
関
す
る
研
究
も
 

、
 氏
の
最
初
期
の
 
研
究
 

で
あ
り
な
が
ら
実
に
 
傲
密
で
 丹
念
な
研
究
で
あ
る
。
一
九
 0 名
の
 署
名
者
 

の
中
か
ら
約
六
 
0
 名
も
の
者
の
行
実
を
、
史
書
・
日
記
，
伝
記
等
 の 様
々
 

な
 種
類
の
文
献
か
ら
抽
出
し
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
 
 
 

果
を
基
に
、
「
 七
 箇
条
」
の
執
筆
事
情
に
つ
い
て
も
自
ら
の
見
解
 を
 提
示
 

し
て
お
ら
れ
る
。
中
で
も
、
一
念
義
正
 張
者
と
 礼
讃
念
仏
者
が
近
 
 
 

係
 に
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
 

一
 
第
四
節
で
も
再
説
）
は
 
、
 私
に
は
 実
  
 

  

こ
の
他
、
こ
の
第
四
章
は
二
尊
院
本
の
影
印
と
そ
の
翻
刻
、
 並
  
 

「
 
七
 箇
条
」
諸
本
対
照
表
、
三
条
西
分
乗
に
よ
る
天
文
年
間
書
写
 「
 七
箇
 

条
制
誠
 」
と
い
う
新
史
料
の
影
印
・
翻
刻
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
 

ま
た
、
 

「
 
セ
 箇
条
」
は
「
起
請
文
」
で
は
な
く
「
 制
誠
 」
で
あ
る
と
か
 

 
 

に
 送
っ
た
の
は
「
 
七
 箇
条
」
で
は
な
く
「
遠
山
門
起
請
文
」
で
あ
 
 
 

 
 

っ
た
、
 
我
々
に
改
め
て
注
意
を
促
す
指
摘
も
な
さ
れ
、
正
に
「
 
七
 箇
 否
 

々
 

㌘
 

 
 

研
究
の
集
大
成
の
観
が
あ
る
。
 

 
 
 
 

集
大
成
と
い
え
ば
、
 
第
 1
 部
 第
三
章
の
「
 語
 付
録
」
の
研
究
も
一
 
 
 

頁
に
 及
ぶ
大
研
究
で
、
そ
の
三
分
の
二
程
が
新
穂
で
あ
る
。
ま
ず
 「
漢
語
 

付
録
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
奥
書
や
浄
厳
院
本
に
つ
い
て
の
紹
介
 検
討
 

が
な
さ
れ
た
後
、
恵
空
木
と
義
山
本
の
比
較
検
討
に
紙
幅
が
さ
か
 
 
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
既
に
大
正
時
代
に
藤
原
酒
書
尺
に
よ
っ
 
て
 手
掛
 

け
ら
れ
、
義
山
本
に
改
富
の
跡
が
多
々
み
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
 
指
 捕
 さ
れ
 

て
い
た
が
、
中
野
氏
は
「
漢
語
付
録
」
に
含
ま
れ
、
し
か
も
他
に
 
 
 

信
頼
で
き
る
パ
ラ
レ
ル
・
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
遺
文
 
八
 篇
を
取
り
出
 
し
、
詳
 

細
な
対
照
表
を
作
る
な
ど
し
て
、
義
山
本
に
お
け
る
改
変
の
多
さ
 
L
@
 
し
 
%
 心
 
カ
エ
 

本
の
信
徳
性
を
よ
り
綿
密
に
立
証
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
中
野
氏
が
 
め
ざ
さ
 

れ
た
「
実
証
的
」
研
究
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
一
節
で
あ
る
。
 

一
方
、
「
和
語
 
灯
録
 」
に
つ
い
て
は
諸
本
研
究
も
さ
る
こ
と
な
が
 ら
、
 

著
者
に
本
書
を
執
筆
さ
せ
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
新
史
料
、
安
居
 
院
 西
方
 

寺
 所
蔵
「
和
語
打
銭
」
残
欠
本
の
紹
介
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
 
残
 欠
本
の
 

存
在
自
体
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
今
回
中
野
氏
に
よ
っ
 
 
 

て
 本
格
的
な
調
査
の
手
が
加
え
ら
れ
、
二
葉
の
写
真
版
を
添
え
て
 
全
文
の
 

翻
刻
が
公
表
さ
れ
た
。
残
欠
本
で
は
あ
る
が
、
元
亨
 
版
と
相
 前
後
 す
る
 鎌
 

食
時
代
未
の
写
本
と
思
わ
れ
る
，
」
と
、
更
に
「
指
南
砂
」
水
系
 

ト
 -
 
み
な
し
 

う
る
 テ
キ
ス
ト
と
の
校
異
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
「
 

詰
灯
 録
 」
、
 及
 

び
 遺
文
の
伝
来
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
か
つ
興
味
深
い
史
料
と
い
 
え
る
。
 

以
上
、
特
に
二
つ
の
亜
を
取
り
上
げ
て
そ
の
重
要
性
に
言
及
し
て
 
き
た
 

が
 、
こ
の
他
に
も
例
え
ば
、
新
穂
で
あ
る
 第 I
 部
 第
四
章
の
法
 殊
 書
状
 所
 



書評と紹介 

  

一
 一
 

本
書
に
は
以
上
述
べ
た
よ
う
な
多
く
の
評
価
す
べ
き
諸
 
白
と
 同
時
  
 

全
般
的
問
題
、
個
別
的
問
題
の
双
方
に
関
し
て
疑
問
と
す
る
点
も
 
少
な
か
 

ら
ず
 み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
本
書
が
書
名
に
あ
る
「
 基
 礎
 的
研
 

究
 」
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
更
に
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
多
く
含
ん
で
 
 
 

ら
で
あ
ろ
う
。
明
瞭
で
し
か
も
踏
み
込
ん
だ
見
解
と
い
う
も
の
は
 
常
に
議
 

論
を
呼
び
起
こ
す
。
以
下
で
は
そ
れ
ら
も
含
め
て
、
本
書
を
通
読
 
し
て
 疑
 

間
 に
感
じ
た
諸
点
の
う
ち
い
く
つ
か
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
第
一
点
は
論
証
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
自
身
が
序
文
で
 
述
べ
 

て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
あ
く
ま
で
も
「
実
証
的
」
研
究
を
 
め
ざ
し
 

て
い
る
。
実
際
、
そ
の
意
図
は
随
所
で
発
揮
さ
れ
、
時
に
は
石
橋
 
 
 

て
 渡
る
よ
う
な
慎
重
さ
で
も
っ
て
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
 
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
単
な
る
推
測
が
そ
の
ま
ま
結
論
と
さ
 れ
る
な
 

こ
 、
論
証
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
論
証
に
飛
躍
が
み
ら
れ
る
 
場
 ム
口
も
少
 

ほ
く
 な
 

例
え
ば
、
法
然
の
諸
伝
記
を
二
系
統
に
大
別
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
 の二
 

呪
文
献
照
合
一
覧
表
、
ま
た
随
所
に
み
ら
れ
る
諸
本
対
照
表
も
誠
 に 至
便
 

か
つ
有
益
で
あ
る
。
 
-
 但
し
、
諸
本
対
照
表
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
 て
は
 対
 

照
 表
か
ら
 別
 出
さ
れ
た
り
、
ま
た
「
善
事
手
脚
消
息
」
の
一
章
の
 
 
 

全
く
対
象
 表
 が
な
い
場
合
も
あ
る
。
や
は
り
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
 を 対
照
 

表
 に
含
め
て
提
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
氏
の
論
証
せ
ん
と
す
る
 
と
こ
ろ
 

も
も
う
少
し
理
解
し
易
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
こ
 
 
 

も
 、
各
章
名
節
に
紹
介
す
べ
き
新
知
見
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
 み
 ら
れ
る
 

が
 、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 

系
統
も
結
局
「
も
と
は
起
点
を
同
じ
く
す
る
も
の
に
違
い
な
い
」
 

と
 述
べ
 

て
お
ら
れ
る
 
-
 四
五
頁
 -
 が
 、
 起
 七
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
 の
 理
由
 

む
し
ろ
、
門
派
の
分
流
の
こ
と
を
考
え
る
と
 
複
数
の
 

伝
記
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
成
立
し
た
と
考
え
る
方
が
自
殊
に
思
え
 
る
 。
 ま
 

た
 、
 五
 0
 頁
で
は
相
当
高
い
可
能
性
を
も
っ
て
「
別
伝
記
」
が
「
 
知
 恩
講
 

私
記
」
「
四
巻
 伝
 」
に
先
行
す
る
と
玉
帳
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
 も
 
「
 知
 

恩
講
 私
記
」
等
と
の
親
近
性
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
み
で
、
「
 
別
 伝
記
」
 

の
方
が
先
行
す
る
と
い
う
石
伏
性
の
積
極
的
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
 
 
 

更
に
、
「
指
南
砂
」
が
 
信
 生
糸
で
あ
る
占
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
 と
が
 

い
え
る
。
「
私
日
記
」
を
 
信
 生
糸
と
し
て
、
そ
の
史
料
的
性
格
・
   

置
 等
か
ら
「
私
日
記
」
を
所
収
す
る
「
指
南
砂
」
全
体
も
信
生
糸
 
と
 推
測
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
二
三
四
 
｜
一
 
三
五
頁
 一
が
 、
こ
れ
だ
け
で
は
 

「
指
南
 

抄
 」
全
体
の
系
統
を
決
定
す
る
に
は
根
拠
が
薄
い
。
そ
も
そ
も
、
 

中
井
真
 

孝
 氏
に
よ
っ
て
「
私
日
記
」
が
 

信
 生
糸
と
は
特
定
し
難
い
こ
と
が
 指
摘
さ
 

れ
て
い
 モ
 現
在
 
-
 中
井
「
 苗
几
伝
と
 浄
土
宗
史
の
研
究
」
五
二
 ｜
 五
三
 

頁
一
 、
少
な
く
と
も
中
井
氏
の
指
摘
を
検
討
し
た
上
で
自
説
を
展
 聞
 す
る
 

必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

こ
の
よ
う
な
論
証
方
法
の
問
題
点
と
関
連
し
て
、
本
書
を
通
読
し
 
て
全
 

般
 的
に
感
ず
る
亡
う
一
つ
の
疑
点
は
、
あ
る
事
象
や
テ
キ
ス
ト
に
 
対
し
過
 

度
の
解
釈
や
読
み
込
み
が
な
さ
れ
る
 場
 ム
ロ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
 

そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
遺
文
の
配
列
順
序
に
対
す
る
 
解
釈
。
 

例
え
ば
、
著
者
は
「
 公
胤
 尊
台
」
の
存
在
と
そ
の
所
収
位
置
に
 圧
 目
さ
 

 
 
 
 

ね
 、
「
 公
胤
夢
 上
口
」
は
そ
の
遺
文
集
で
最
も
世
に
出
し
た
か
っ
た
 

遺
文
の
 

前
後
に
配
置
さ
れ
、
遺
文
集
全
体
の
信
 逓
 性
を
高
め
る
役
割
も
果
 た
し
て
 

ん
 

 
 

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
確
か
に
我
々
が
こ
れ
ま
で
考
え
て
い
た
  
 



「
 
公
胤
夢
 ㌍
」
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
合
い
を
も
 っ
て
 

た
と
い
う
占
に
関
す
る
限
り
で
は
納
得
も
で
き
ま
た
評
価
も
で
き
 
る
が
、
 

更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
そ
の
「
 公
胤
夢
告
 」
が
遺
文
集
編
纂
に
 持
 別
 な
投
 

割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
主
張
は
、
編
者
に
必
ず
強
い
意
図
 あ
 る
べ
し
 

と
い
う
先
人
観
に
基
づ
く
見
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
の
 玉
帳
 に
 

対
し
大
方
の
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
こ
れ
と
 
同
 様
の
事
 

例
を
法
外
の
場
合
以
外
に
も
い
く
つ
か
集
め
る
な
ど
し
て
、
相
当
 に
 綿
密
 

な
 論
証
を
行
 う
 必
要
が
あ
る
。
 

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
伝
写
の
問
題
に
つ
い
て
も
 
当
 て
は
 

ま
 ろ
。
現
存
す
る
 法
殊
 遺
文
の
ほ
と
ん
ど
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
   

ら
の
転
写
本
で
あ
る
が
、
転
写
本
は
大
抵
、
原
本
と
大
な
り
小
な
 
り
 相
異
 

す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
転
写
の
際
の
誤
写
、
②
 a
 原
 本
の
誤
 

字
 ・
脱
字
の
訂
正
、
②
 b
 原
本
を
よ
り
文
意
が
通
り
易
く
す
る
  
 

変
、
 ③
転
写
者
の
意
図
的
改
変
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
 
③
の
 類
 

の
 改
変
は
例
え
ば
、
義
山
本
「
漢
語
 灯
録
 」
の
改
変
箇
所
の
い
く
  
 

及
び
「
指
南
 砂
 」
の
「
法
然
聖
人
 御
 説
法
事
」
に
お
け
る
諸
行
住
 土
や
 善
 

導
 関
連
記
事
の
削
除
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る
が
、
意
図
的
改
変
 
 
 

の
 判
断
が
つ
き
に
く
い
場
合
も
多
い
。
と
こ
ろ
が
中
野
氏
は
概
し
 て
、
改
 

変
の
理
由
・
原
因
を
こ
の
③
に
み
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
 み
 、
の
 
顕
著
 

な
 例
が
「
指
南
沙
」
の
「
 七
 箇
条
」
の
改
変
箇
所
に
お
け
る
改
変
 理
由
に
 

つ
い
て
で
あ
る
三
一
三
ー
三
一
五
頁
 
-
 
。
題
目
中
の
「
 号
 」
 の
 「
 
干
 」
 

へ
の
改
変
、
第
三
条
中
の
「
月
客
 勤
 自
行
」
の
「
 各
勤
 」
へ
の
 改
変
、
 

「
加
之
」
以
下
の
善
導
関
係
記
事
の
削
除
の
い
ず
れ
に
も
、
何
ら
 
 
 

変
 意
図
を
感
じ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
私
は
前
 二
者
に
 

強
い
改
変
意
図
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
ロ
ラ
」
と
「
 

干
 」
 0
 間
 題
 

は
 二
尊
院
原
本
の
字
体
か
ら
す
れ
ば
「
指
南
 

砂
 」
本
に
よ
く
見
ら
 
れ
る
 字
 

 
 

体
の
相
似
に
基
づ
く
誤
写
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
「
 
各
勤
 
」
の
場
㌘
 

合
も
意
味
的
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
大
き
な
違
 い
 は
な
く
、
単
な
る
 
誤
写
で
 

 
 

あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
改
変
に
よ
っ
て
 
 
 

の
 重
大
な
文
意
変
更
を
意
図
し
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
ま
た
 
「
遠
山
 

門
 起
請
文
」
 

-
 以
下
、
「
遠
山
門
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
 い
え
る
 

が
 、
こ
れ
は
後
述
す
る
。
 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
か
な
り
積
極
的
に
著
者
自
身
 
 
 

解
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
 
基
 礎
 的
研
 

究
 」
と
い
う
本
書
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
少
し
内
容
的
 
 
 

イ
ッ
ク
で
あ
る
方
が
か
え
っ
て
本
書
の
価
値
を
高
め
た
と
思
わ
れ
 
る
 。
 さ
 

も
な
く
ば
、
せ
め
て
実
証
さ
れ
た
結
論
と
単
な
る
可
能
性
の
域
を
 
 
 

推
定
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
ま
た
こ
れ
と
 
あ
わ
せ
 

て
 、
文
章
表
現
を
も
 
う
 少
し
明
瞭
・
簡
潔
に
し
て
 

読
者
に
 

も
よ
り
理
解
し
易
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

さ
て
最
後
に
、
個
別
的
問
題
で
の
疑
問
点
を
 ニ 、
 三
 取
り
上
げ
る
 
O
 ま
 

ず
 
一
 つ
は
 
「
指
南
 砂
 」
編
纂
の
問
題
。
「
指
南
 
砂
 」
の
編
纂
に
 
関
  
 

現
存
の
「
指
南
 
砂
 」
が
親
鸞
の
編
集
か
書
写
か
と
い
う
問
題
や
 
奥
 釜
日
の
 

日
付
の
不
生
合
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
が
研
究
者
の
間
 
で
 論
じ
 

ら
れ
て
き
た
。
中
野
氏
は
特
に
奥
書
の
日
付
の
不
整
合
と
い
う
 
厄
 分
な
 問
 

題
 に
真
正
面
か
ら
立
ち
向
か
わ
れ
、
「
上
本
」
「
中
本
」
の
み
遅
れ
 

て
 人
手
 

し
た
 為
 、
書
写
完
了
の
日
付
が
相
前
後
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
 
う
 推
測
 

を
 立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
同
時
に
親
鸞
転
写
説
を
支
持
す
る
こ
と
 
を
 意
味
 

す
る
一
九
三
 
｜
一
 
0
 
一
頁
 一
 。
こ
の
推
測
が
成
立
す
る
た
め
に
は
 、
親
鸞
 

が
 見
た
原
本
に
上
・
 
キ
 ・
下
の
分
類
が
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
 

 
 



書 評と紹介 

叩 サ Ⅰ・ 前
提
が
必
要
に
な
り
、
い
さ
さ
か
不
自
然
さ
も
ぬ
ぐ
え
な
い
が
、
 

従
来
の
 

討
 と
は
異
な
る
新
見
解
で
あ
り
、
新
た
な
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
 
は
 承
認
 

さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
推
測
の
唯
一
の
証
拠
た
る
「
 
上
木
」
 

巻
頭
の
「
西
方
指
南
砂
 ヒ 」
の
「
 上
 」
の
も
と
の
字
が
本
当
に
氏
 の
 @
-
 

ロ
わ
 

れ
る
よ
う
に
「
 
中
 」
で
あ
っ
た
か
否
か
 
、
 特
に
原
本
を
直
接
手
に
 
取
っ
て
 

見
て
お
ら
れ
る
平
松
台
 三
 氏
が
「
 日
 」
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
 

 
 

け
に
、
少
な
く
と
も
写
真
版
を
載
せ
る
な
ど
し
て
、
読
者
に
も
 
納
  
 

く
 論
証
が
望
ま
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
（
な
お
、
本
書
出
版
後
に
で
 
 
 

正
文
論
文
三
真
宗
研
究
」
四
十
館
所
収
 -
 の
「
中
 々

 」
に
関
す
 
る
 新
車
 

実
の
指
摘
も
、
中
野
 説
 に
は
少
し
不
利
で
あ
る
。
 
一
 

ま
た
、
「
別
伝
記
」
に
つ
い
て
も
著
者
は
こ
れ
を
高
く
評
価
し
、
 

当
時
 

す
で
に
正
統
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
伝
記
か
ら
抄
出
し
た
「
別
伝
 
記
 」
 を
 

所
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
じ
「
醍
醐
 本
 」
所
収
の
「
一
期
初
五
 門
 
の
 信
 

癌
性
を
一
 @
n
 
め
よ
う
と
し
た
と
主
張
さ
れ
る
五
一
頁
一
が
、
本
当
  
 

伝
記
」
の
も
と
の
伝
記
が
一
般
に
正
統
と
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
 
 
 

か
 、
ま
た
「
一
期
物
語
」
と
 別
 系
統
の
「
別
伝
記
」
を
所
収
す
 る
こ
と
 

は
 、
か
え
っ
て
「
一
期
物
語
」
の
情
想
性
を
傷
つ
け
る
の
で
は
な
 いか
な
 

ど
 疑
問
占
は
多
い
。
こ
の
中
野
 説
 に
対
し
て
は
中
井
氏
に
よ
る
 
反
 論
 も
あ
 

り
 
一
中
井
前
掲
 書
 、
九
八
 ｜
 九
九
 %
 

、
私
も
中
井
説
の
方
に
論
 埋
的
整
 

合
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
 

更
に
、
「
遠
山
門
」
に
関
し
て
も
、
よ
り
原
本
に
近
い
と
思
わ
れ
 
る
恵
 

空
木
が
親
天
台
的
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
が
完
全
な
起
請
文
で
あ
 る
こ
と
 

リ
ら
 、
法
然
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
自
ら
を
天
台
 僧 で
あ
る
と
 意
識
し
 

」
い
た
と
主
張
さ
れ
る
 

-
 
策
Ⅱ
 部
 第
五
上
呈
 

が
 、
そ
も
そ
も
天
台
 
 
 

ナ
 書
で
あ
る
「
 
送
 山
門
」
に
 
反
 天
台
的
要
素
が
含
ま
れ
る
は
ず
が
 

 
 

四
 

こ
の
数
年
、
法
然
遺
文
に
関
し
て
、
大
徳
寺
本
「
拾
遺
漢
語
付
録
 
し
の
 

発
見
 
窯
 浄
土
宗
学
研
究
し
二
二
号
所
収
、
梶
村
・
曽
田
論
文
一
 や
 
「
 相
 

話
灯
録
 」
の
前
史
料
の
発
掘
な
ど
が
相
次
い
で
い
る
。
こ
れ
は
 
偶
 然
 的
要
 

素
 も
あ
る
が
、
法
然
研
究
の
分
野
で
書
誌
学
的
文
献
学
的
研
究
に
 
対
す
る
 

関
心
が
高
ま
り
 つ
 
っ
あ
る
表
わ
れ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 情
  
 

で
、
こ
れ
ま
で
斯
界
を
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た
中
野
氏
の
研
究
が
 
 
 

本
 と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
タ
イ
ム
リ
ー
で
あ
っ
た
。
 

法
 然
 遺
文
 

の
場
合
、
未
だ
に
語
句
索
引
さ
え
存
在
し
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
 
。
 令
室
日
 

キ
 

 
 

 
 
 
 

に
 導
か
れ
、
更
に
そ
れ
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
読
み
こ
な
し
て
ゆ
く
 こ
と
に
 

よ
っ
て
、
法
然
の
書
誌
学
文
献
学
的
研
究
が
一
層
進
展
す
る
，
」
と
 

を
 願
わ
 

W
 

 
 

い
 。
 

こ
の
文
献
を
も
っ
て
法
外
の
真
意
・
心
情
を
探
る
 
，
 
」
と
が
不
可
能
 で
あ
ろ
 

う
こ
と
は
、
既
に
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
通
り
で
あ
る
 
窯
 仏
教
  
 

究
 」
三
七
号
所
収
の
拙
稿
、
七
一
 

｜
 七
三
、
七
六
頁
㍉
そ
も
そ
 
も
、
中
 

野
 氏
が
言
わ
れ
る
 
よ
う
 に
「
四
十
八
巻
 
伝
 」
所
収
本
や
義
山
本
が
 
本
当
に
 

天
 ム
ロ
 
的
 色
彩
を
排
除
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
も
 
疑
問
が
 

残
る
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
例
え
ば
四
六
三
頁
の
は
で
、
 

義
山
が
 

「
風
聞
 云
 」
を
「
 聞
 華
夷
智
 @
@
 

ロ
 」
と
改
変
し
た
の
は
そ
こ
に
北
嶺
 ま
で
 加
 

え
よ
う
と
意
図
し
た
か
ら
と
 @
=
 

ロ
 わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
つ
い
に
  
 

聞
 」
こ
え
た
と
い
う
占
で
は
 
恵
空
 本
も
義
山
本
も
同
じ
で
あ
り
、
 

中
野
氏
 

の
 論
法
か
ら
す
れ
ば
義
山
本
で
も
北
嶺
は
含
ま
な
い
こ
と
に
な
る
 
。
よ
っ
 

て
 、
義
山
は
単
な
る
文
章
表
現
上
の
手
直
し
を
意
図
し
て
改
変
し
 
 
 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 



明
治
三
 0
 年
 、
姉
崎
正
治
に
よ
り
「
民
間
信
仰
」
の
 m
 語
が
提
唱
 
さ
れ
 

て
 以
来
、
今
年
は
丁
度
百
年
目
を
迎
え
る
節
目
の
年
で
あ
る
。
 

彼
 は
 
「
 
中
 

奥
の
民
間
信
仰
」
 
宅
 哲
 学
 雑
誌
 口
 第
一
三
 0
 ロ
 
互
に
お
き
、
民
間
 
に
み
ら
 

れ
る
「
多
少
正
統
の
組
織
宗
教
と
特
立
し
た
る
信
仰
習
慣
」
の
 
重
 要
 性
に
 

圧
 目
す
る
が
、
こ
れ
を
従
来
ま
で
の
「
迷
信
」
や
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
 
ズ
ム
」
 

と
い
っ
た
用
語
で
呼
ぶ
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
「
民
間
信
仰
」
の
 
語
 を
造
 

詣
 す
る
こ
と
で
新
た
な
研
究
領
域
の
確
定
を
し
た
。
彼
の
い
う
「
 
民
間
宿
 

仰
 」
は
（
原
始
宗
教
の
残
存
）
の
み
な
ら
ず
（
変
化
・
曲
解
・
 

混
 清
さ
れ
 

た
 組
織
宗
教
）
を
意
味
し
て
お
り
、
既
成
宗
教
の
影
響
下
に
あ
  
 

ら
、
 必
ず
し
も
そ
の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
信
仰
現
象
に
ス
ポ
ッ
ト
 
を
 当
て
 

た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
角
を
 
も
つ
 た
 

「
民
間
信
仰
」
研
究
は
、
姉
崎
以
後
、
わ
が
国
に
お
け
る
宗
教
学
 

と
 民
俗
 

学
の
二
つ
の
流
れ
を
 
中
 L
 に
展
開
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
 

ろ
で
あ
 

る
 。
 

「
虚
空
蔵
菩
薩
信
仰
の
研
究
１
日
本
的
仏
教
受
容
と
仏
教
民
俗
学
 
｜
 L
 

の
 著
者
で
あ
る
佐
野
賢
治
は
、
現
在
筑
波
大
学
の
歴
史
・
人
類
字
 
系
 で
民
 

鈴
木
右
目
 

吉
川
弘
文
館
一
九
九
六
年
二
月
一
 
0
 日
刊
 

A
5
 判
五
七
五
頁
八
八
 00
 
円
 

佐
野
賢
治
 著
 

「
虚
空
蔵
菩
薩
信
仰
の
研
究
 

日
本
的
仏
教
受
容
と
仏
教
民
俗
学
 

俗
学
教
室
を
担
当
し
て
お
り
、
わ
が
国
の
「
民
間
信
仰
」
研
究
 
史
 の
中
で
 

 
 

は
 、
民
俗
学
的
流
れ
の
フ
ロ
ン
ト
に
位
置
す
る
民
俗
学
者
で
あ
る
 。
題
名
㌘
 

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
の
目
的
は
、
虚
空
 
茂
 信
仰
を
手
   

 
 

に
 仏
教
の
日
本
化
，
土
着
化
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
 
る
 

。
康
之
 

黄
牛
生
ま
れ
の
佐
野
が
虚
空
威
信
仰
に
関
心
を
持
っ
た
契
機
は
 
、
 大
学
一
 

年
の
民
俗
学
実
習
で
訪
れ
た
茨
城
県
勝
田
市
で
、
虚
空
蔵
菩
薩
を
 
守
り
本
 

尊
 と
す
る
丑
寅
早
生
ま
れ
の
人
は
鰻
が
食
物
禁
忌
と
な
っ
て
い
る
 
こ
と
を
 

知
 つ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
以
来
二
十
余
年
、
佐
野
は
こ
の
時
 
得
ら
れ
 

た
 問
題
意
識
を
暖
め
、
虚
空
茂
信
仰
に
関
す
る
調
査
研
究
の
成
果
 
を
 膨
大
 

な
数
の
論
考
と
し
て
世
に
問
う
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
た
 
の
が
 本
 

書
 で
あ
る
。
 

本
書
の
よ
っ
て
立
つ
研
究
枠
組
み
を
、
佐
野
は
「
仏
教
民
俗
学
」
 

的
立
 

場
 と
呼
ぶ
。
序
説
の
「
課
題
と
万
法
」
で
は
そ
れ
を
「
仏
教
の
影
 
響
 に
よ
 

り
 在
来
の
民
俗
が
再
構
成
・
再
生
産
さ
れ
た
民
俗
、
つ
ま
り
仏
教
 
的
 要
素
 

を
 内
包
す
る
伝
承
を
直
視
し
、
そ
の
分
析
・
考
察
を
通
し
て
接
触
 
 
 

裁
 と
民
俗
の
関
係
を
等
価
的
に
み
、
そ
こ
に
現
出
し
て
い
る
意
味
 
を
 汲
み
 

取
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
と
民
俗
相
互
の
反
映
・
妥
協
・
抱
 
接
と
  
 

関
係
を
看
取
し
、
再
生
し
た
民
俗
を
評
価
す
る
こ
と
を
も
っ
て
 
仏
 教
 民
俗
 

学
的
立
場
と
し
た
い
」
と
す
る
。
こ
れ
は
柳
田
国
男
以
降
盛
ん
に
 
な
さ
れ
 

て
き
た
民
俗
学
か
ら
の
民
間
信
仰
研
究
の
中
心
課
題
、
仏
教
と
民
 
裕
 の
 関
 

係
を
如
何
に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
佐
野
の
立
場
の
表
 
明
 と
受
 

け
 取
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
み
ら
れ
る
信
仰
や
儀
礼
を
、
仏
教
 
と
 民
俗
 

相
互
の
歴
史
的
交
渉
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
伝
承
態
と
捉
え
、
 

こ
れ
を
 

動
態
的
な
変
化
と
し
て
冊
分
け
す
る
こ
と
で
そ
の
意
味
を
明
確
に
 
し
、
変
 

化
の
位
相
を
捉
え
よ
う
と
す
る
彼
の
立
場
は
、
い
わ
ば
、
祖
型
 
探
 究
 を
目
 



 
 
 
 

 
 
 
 

上
目
 指

し
て
き
た
柳
田
影
響
下
の
旧
来
ま
で
の
民
俗
字
と
の
訣
別
を
意
 
抹
 す
る
 

 
 

そ
こ
で
と
ら
れ
る
方
法
は
、
普
遍
的
論
理
で
あ
る
「
教
理
」
、
 

歴
 史
的
 

に
 規
定
さ
れ
る
「
宗
教
者
」
、
 
共
 特
約
・
類
型
的
な
「
民
俗
」
と
  
 

つ
め
 観
点
に
着
目
し
た
仏
教
民
俗
の
分
析
で
あ
る
。
仏
教
民
俗
  
 

は
 、
従
来
仏
教
と
民
俗
と
い
う
二
者
の
関
連
に
着
目
す
る
こ
と
で
 
 
 

て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
が
故
に
変
化
の
時
代
的
な
特
定
が
難
し
く
 
、
あ
る
 

意
味
で
は
民
俗
学
的
研
究
の
弱
 占
 と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
 対
 し
 佐
野
 

は
 、
従
来
ま
で
の
二
者
の
関
連
の
媒
介
 頃
 と
し
て
、
宗
教
者
と
い
 
う
 時
間
 

軸
 に
定
位
さ
れ
る
第
三
の
要
素
を
入
れ
る
こ
と
で
そ
の
 
弱
占
 の
 克
 服
 を
図
 

り
 、
歴
史
的
流
れ
を
意
識
し
た
仏
教
民
俗
展
開
の
把
握
を
目
指
し
 
 
 

あ
る
。
 

ム
フ
 
回
の
刊
行
に
際
し
て
、
佐
野
の
王
帳
内
容
に
大
き
な
変
更
は
見
 
 
 

な
い
。
し
か
し
旧
稿
に
は
大
幅
な
加
筆
や
整
序
が
な
さ
れ
た
 
他
 
新
た
な
 

書
き
下
ろ
し
の
論
考
も
加
え
ら
れ
て
お
り
、
単
行
本
と
し
て
の
 
構
 成
 に
充
 

分
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
序
説
・
 第
 I
 
邦
夫
 章
 ）
・
 第
 Ⅱ
 

部
 
-
 
七
上
巳
・
結
語
の
四
部
十
五
章
か
ら
な
る
。
 

 
 

 
 

ま
ず
序
説
の
「
課
題
と
方
法
」
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
仏
教
 
民
 俗
字
 

的
立
場
の
表
明
と
併
せ
て
、
虚
空
威
信
仰
を
仏
教
民
俗
研
究
の
事
 
 
 

て
と
り
上
げ
る
こ
と
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
 
虚
 宝
蔵
宿
 

仰
は
、
 ①
仏
教
伝
来
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
連
綿
と
し
て
 
続
  
 

る
占
 
-
 継
続
性
 -
 、
②
現
在
み
ら
れ
る
虚
空
 蔵
出
 に
対
す
る
信
仰
 や
、
虚
 

王
威
堂
な
ど
で
の
民
間
信
仰
は
、
 

皆
 虚
空
蔵
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
   

王
 し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
貞
一
原
一
性
 - な
ど
か
ら
、
 
仏
 教
 土
着
 

化
の
指
標
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
 

従
来
 総
 

合
的
 
・
体
系
的
研
究
の
な
か
っ
た
虚
空
 
威
 信
仰
を
、
仏
教
民
俗
学
 の
観
占
 

か
ら
わ
が
国
の
宗
教
史
や
民
俗
信
仰
の
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
 し
た
 占
 

に
 、
本
書
の
意
義
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
 

以
下
本
論
は
 
、
 彼
の
独
自
の
視
点
で
あ
る
教
理
・
宗
教
者
・
民
俗
 
 
 

互
 関
連
に
留
意
し
た
形
で
分
析
が
な
さ
れ
る
。
 

第
 I
 部
の
「
 虚
力
 ェ
威
 信
仰
 

の
 歴
史
的
展
開
」
で
は
、
と
り
わ
け
教
理
を
中
心
に
、
そ
れ
と
 
民
  
 

関
連
、
ま
た
教
理
と
民
俗
と
の
間
に
介
在
す
る
宗
教
者
の
動
向
  
 

て
 、
仏
教
学
・
宗
教
史
・
民
俗
学
の
視
角
を
統
 ムロ
 
し
、
通
時
的
な
 
鶴
吉
 
か
 

ら
 虚
空
威
信
仰
の
土
着
化
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
章
「
 
教
理
体
 

系
 と
し
て
の
虚
空
 威
 信
仰
」
で
は
、
虚
空
蔵
経
典
や
虚
空
茂
吉
 薩
 の
 像
 

容
 、
修
法
と
し
て
の
虚
空
 
蔵
 求
聞
持
法
な
ど
を
検
討
し
、
教
理
と
 
 
 

虚
空
 威
 信
仰
の
性
格
が
 
、
 ①
福
徳
増
進
②
智
志
増
進
③
災
害
除
去
 の 一
二
種
 

に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
の
三
こ
 
コ
 と
し
て
の
虚
空
 威
 信
仰
に
対
し
 
続
く
 

各
章
で
は
、
特
に
修
験
・
 ミ
 
・
僧
侶
な
ど
の
宗
教
者
の
動
向
に
 功
田
上
目
し
 

た
 、
お
ぎ
と
し
て
の
虚
空
 威
 信
仰
の
歴
史
的
展
開
に
関
す
る
 議
 払
珊
が
繰
 

り
 広
げ
ら
れ
る
。
第
二
章
「
棄
民
 と 虚
空
 威
 信
仰
 ｜
 宇
佐
八
幡
・
 
虚
空
 蔵
 

寺
 を
め
ぐ
っ
て
ー
」
で
は
宇
佐
八
幡
の
神
宮
寺
で
あ
る
虚
空
 
蔵
寺
  
 

と
り
、
渡
来
氏
族
の
秦
 氏
 が
わ
が
国
の
虚
空
 
威
 信
仰
の
展
開
、
 
と
  
 

虚
空
 威
 信
仰
の
山
岳
宗
教
的
・
職
人
 神
 的
展
開
に
強
く
関
与
し
た
 こ
と
が
 

 
  
 

指
摘
さ
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

第
三
章
「
古
代
仏
教
の
密
教
的
性
格
と
虚
空
 威 信
仰
 ｜
 修
験
道
 成
 -
 
工
 一
明
 

史
｜
 」
で
は
、
古
代
仏
教
に
お
け
る
虚
空
 威
 信
仰
に
は
、
虚
空
 
蔵
 経
が
雑
盟
 

密
約
性
格
を
も
ち
、
宮
廷
内
の
内
道
場
や
大
寺
で
治
 
病
 ・
災
害
 
消
 除
 の
 目
 



的
で
話
 現
 さ
れ
た
流
れ
と
、
求
聞
持
法
の
記
憶
増
進
の
効
験
が
 
僧
 制
な
ど
 

と
も
関
連
し
て
「
 
自
殊
智
宗
 」
と
い
う
形
で
顕
れ
た
流
れ
が
あ
っ
 

た
こ
と
 

が
 論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
流
れ
が
空
海
を
結
節
 占
 
Ⅰ
 ヒ
 ム
ロ
 
流
 

し
 、
以
後
真
言
系
修
験
の
間
に
虚
空
威
信
仰
が
護
持
さ
れ
る
基
盤
 
が
 形
成
 

さ
れ
た
と
、
そ
の
歴
史
的
展
開
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
 

こ
れ
を
受
け
て
第
四
章
「
中
世
修
験
の
動
態
と
虚
空
威
信
仰
 
｜
岐
 皇
宗
 

言
質
 山
 信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
」
で
は
、
虚
空
 威
 信
仰
が
中
世
期
 
に
真
 舌
口
 

系
 修
験
に
よ
っ
て
各
地
に
伝
播
し
た
と
す
る
分
析
枠
組
み
か
ら
、
 

岐
阜
県
 

言
質
小
一
帯
の
諸
社
を
事
例
に
中
世
修
験
と
村
落
社
会
と
の
交
渉
 
の
 復
元
 

を
 試
み
る
。
そ
の
結
果
当
地
は
鎌
倉
期
に
虚
空
威
信
仰
を
護
持
し
 
た
 宗
教
 

者
の
一
大
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
、
地
方
的
修
験
 
道
場
の
 

性
格
を
示
し
な
が
ら
も
、
中
世
修
験
全
体
の
動
向
の
中
に
位
置
づ
 
 
 

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 

第
五
章
「
十
三
塚
と
十
三
仏
 ｜
 密
教
的
浄
土
観
の
成
立
 ｜
 」
は
 、
 ①
 死
 

者
 供
養
②
境
界
指
標
③
修
法
 壇
 と
し
て
築
か
れ
た
十
三
の
列
 塚
で
 あ
る
 十
 

三
 塚
を
、
十
三
仏
信
仰
の
流
れ
と
関
連
づ
け
て
検
討
し
た
論
考
で
 
あ
る
。
 

十
三
塚
が
御
霊
信
仰
を
伴
う
こ
と
と
、
こ
れ
が
十
三
仏
信
仰
 
と
関
 達
 す
る
 

と
い
う
占
は
、
従
来
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
 
柳
 田
圃
 男
 

に
よ
り
そ
の
こ
と
が
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
以
来
、
民
俗
学
的
研
 
究
 で
は
 

定
説
が
な
い
ま
ま
に
頓
挫
し
て
い
た
。
佐
野
は
こ
れ
を
再
考
し
て
 
、
実
態
 

調
査
や
文
献
 
史
 資
料
を
駆
使
し
て
検
討
し
、
浄
土
思
潮
の
中
で
密
 教
家
 

修
験
者
が
民
衆
の
も
つ
山
中
他
界
観
念
を
取
り
入
れ
て
十
三
仏
 
信
  
 

正
 さ
せ
、
逆
修
や
追
善
供
養
の
た
め
に
十
三
塚
を
築
い
た
と
 結
  
 

る
 。
ま
た
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
成
立
か
ら
、
十
三
仏
を
個
別
の
仏
 @
 
上
口
 
一
は
 

で
は
な
い
も
の
の
、
庶
民
の
葬
送
・
他
界
観
に
影
響
を
与
え
た
と
 
い
，
 
ノ
 
@
 土
日
 

味
か
ら
、
日
本
的
「
 仏
 」
の
誕
生
と
位
置
づ
け
る
興
味
深
い
指
摘
 な 行
っ
 

て
い
る
。
十
三
仏
を
、
い
わ
ば
民
俗
か
ら
生
じ
た
教
理
と
見
な
す
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 
 
 

第
六
章
「
修
験
の
土
着
化
と
虚
空
威
信
仰
１
羽
前
置
賜
地
方
「
 古
同
 い
佗
 

山
 」
行
事
の
周
辺
 ｜
 」
で
は
、
佐
野
が
学
生
時
代
以
来
継
続
し
て
 調
査
に
 

あ
た
っ
て
い
る
山
形
県
の
置
賜
地
方
の
事
例
を
手
が
か
り
に
、
 

地
 域
 社
会
 

と
 修
験
者
の
交
渉
の
中
か
ら
民
俗
が
生
成
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
る
 
。
そ
し
 

て
こ
の
地
方
の
山
岳
が
、
住
民
の
意
識
の
上
か
ら
端
山
Ⅰ
深
山
Ⅰ
 
奥
山
と
 

構
造
的
に
類
型
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
高
 い 山
行
事
・
霊
山
・
 
成
 入
管
 拝
 

と
い
っ
た
民
俗
が
展
開
さ
れ
て
い
る
背
景
に
、
住
民
と
修
験
者
 の
時
間
 

的
 ・
空
間
的
な
意
味
で
の
相
互
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
 

 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
虚
空
 
茂
 信
仰
の
土
着
化
過
程
を
通
時
的
視
点
か
 ら
把
 

損
 し
た
後
、
第
Ⅱ
部
の
「
虚
空
蔵
菩
薩
と
民
俗
信
仰
」
で
は
、
 

虚
 宝
蔵
宿
 

仰
に
か
か
わ
る
民
俗
の
成
立
・
展
開
そ
し
て
そ
の
意
味
が
各
論
的
 
に
 論
述
 

さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
章
の
「
寺
院
信
仰
と
し
て
の
虚
空
威
信
仰
」
 

で
は
、
 

虚
空
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
し
た
り
、
虚
空
 蔵
 堂
を
境
内
・
境
外
重
 と
 
し
て
も
 

つ
 、
全
国
三
百
余
り
の
虚
空
 
蔵
 関
係
寺
院
へ
の
郵
送
調
査
や
 、
訪
 間
 調
査
 

の
 結
果
を
検
討
し
、
虚
空
 茂
 信
仰
の
諸
相
を
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
 概観
す
 

る
 。
そ
し
て
寺
宝
に
お
け
る
虚
空
 茂
 信
仰
に
は
、
一
方
で
丑
寅
 年
 の
 守
木
 

尊
信
仰
・
十
三
参
り
・
 
鰻
 食
物
禁
忌
が
全
国
的
に
み
ら
れ
る
 他、
 
他
方
で
 

は
 個
別
的
に
漆
工
職
人
の
職
祖
神
・
作
神
・
安
産
守
護
の
対
象
な
 
ど
、
多
 

様
な
信
仰
が
重
層
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
詳
述
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
 
、
そ
の
 

よ
う
な
虚
空
蔵
菩
薩
に
対
す
る
民
俗
的
信
仰
は
、
宣
喜
耳
糸
所
信
幸
 

院
 に
お
 

て
 醸
成
・
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
 

こ
れ
に
続
く
章
で
は
、
民
俗
信
仰
に
お
け
る
虚
空
威
信
仰
の
諸
相
 
を
、
 



 
 

 
 

 
 

 
 

第
 @
 部
で
整
理
し
た
教
理
面
か
ら
み
た
虚
空
威
信
仰
の
三
種
の
機
 
 
 

福
徳
増
進
②
智
志
増
進
③
災
害
除
去
に
分
け
て
検
討
さ
れ
る
。
 

初
 め
に
 第
 

二
章
「
 鰻
と
 虚
空
茂
信
仰
 ｜
 除
災
信
仰
二
）
 ｜
 」
で
は
、
③
 に
 つ
き
 鰻
 

を
 食
べ
ぬ
と
す
る
禁
忌
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
特
に
 
 
 

藩
領
の
雲
南
神
を
手
が
か
り
に
、
か
か
る
禁
忌
成
立
の
背
後
に
 
、
 鰻
を
洪
 

水
の
権
化
と
す
る
民
衆
の
信
仰
を
、
虚
空
蔵
経
の
も
つ
災
害
消
除
 
的
 性
格
 

と
 結
び
つ
け
た
真
言
系
僧
侶
・
修
験
の
介
在
を
指
摘
す
る
。
ま
た
 
第
三
章
 

の
 
「
 
星
と
 虚
空
威
信
仰
 ｜
 除
災
信
仰
 
二
こ
｜
 」
で
も
、
日
本
の
 皇
神
 信
 

仰
に
お
け
る
虚
空
威
信
仰
の
位
置
を
 、
 同
じ
く
除
災
信
仰
の
観
 
占
 か
ら
ま
 

と
め
て
い
る
。
「
星
の
信
仰
 
口
 -
 
渓
水
仕
 -
 の
編
著
者
で
あ
る
こ
と
 
 
 

明
ら
か
な
よ
う
に
、
佐
野
に
と
っ
て
星
辰
信
仰
は
重
要
な
関
心
 
領
 域
 で
あ
 

り
 、
こ
こ
で
は
わ
が
国
の
星
 神
 信
仰
の
全
体
 件
 に
も
触
れ
ら
れ
て
 
 
 

第
四
章
の
「
殖
産
技
術
伝
承
と
虚
空
茂
信
仰
 ｜
 福
徳
信
仰
一
一
 
-
 
｜
 」
 

で
は
、
非
稲
作
 
民
 で
あ
る
漆
工
・
鉱
山
・
演
出
に
か
か
わ
る
人
々
 

の
 虚
空
 

蔵
 信
仰
を
取
り
上
げ
、
①
の
福
徳
増
進
と
関
連
づ
け
る
中
か
ら
、
 

中
世
期
 

ま
で
の
虚
空
威
信
仰
は
修
験
者
を
も
含
む
「
暇
人
」
に
担
わ
れ
て
 
い
た
こ
 

と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
第
五
章
の
「
虚
空
威
信
仰
の
作
神
的
 
展
開
 ｜
 

福
徳
信
仰
 
二
こ
｜
 」
で
も
、
本
来
経
典
に
み
ら
れ
な
い
作
神
的
 性
格
が
 

虚
空
威
信
仰
に
現
れ
て
き
た
経
緯
を
飯
島
山
信
仰
な
ど
を
事
例
 に
 考
察
 

し
 、
そ
れ
が
修
験
者
と
里
民
の
接
触
・
交
渉
の
中
で
大
里
 

と
の
 習
 

合
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
 

第
六
章
の
「
十
三
参
り
の
成
立
と
展
開
１
音
急
信
仰
 
｜
 」
で
は
 

 
 

有
志
増
進
が
民
俗
社
会
の
十
三
歳
の
午
祝
い
と
結
合
し
、
虚
空
 
蔵
 寺
院
の
 

奇
行
事
化
し
て
い
く
過
程
を
、
京
都
な
ど
の
都
市
と
東
北
な
ど
の
 

農
村
で
 

の
場
合
に
分
け
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
後
者
で
は
置
賜
地
方
の
十
三
 

参
り
に
 

注
目
し
、
成
人
登
 
拝
 習
俗
や
山
遊
び
，
年
祝
い
と
い
っ
た
在
来
 習 俗
が
時
 

代
 と
共
に
虚
空
茂
信
仰
に
収
束
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
た
仏
教
民
俗
 
と
し
て
 

成
立
し
た
こ
と
が
、
佐
野
自
身
の
足
で
稼
い
だ
資
料
を
基
に
ョ
冊
 
証
さ
れ
 

る
 。
そ
の
分
析
の
背
後
に
は
、
「
 

一
 習
俗
は
古
来
よ
り
連
綿
と
し
 て
 持
続
 

し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
代
の
影
響
で
変
化
・
変
質
し
、
 

廃
る
も
 

の
は
廃
り
、
持
続
す
る
も
の
ば
表
面
的
に
は
旧
来
の
も
の
と
変
わ
 
っ
て
 
い
 

な
い
よ
う
に
み
え
て
も
、
新
た
な
意
味
合
い
の
も
と
さ
ら
に
伝
承
 
さ
れ
て
 

い
く
」
と
す
る
、
佐
野
仏
教
民
俗
学
の
基
本
姿
勢
と
も
い
う
べ
き
 
視
角
が
 

前
提
さ
れ
て
い
る
。
 

第
七
章
「
葬
送
・
他
界
観
念
と
虚
空
茂
信
仰
 ｜ 追
善
信
仰
 ｜
 」
で
 @
 
ユ
 
@
@
@
 

さ
 ,
 

第
 1
 部
の
第
五
章
で
も
触
れ
た
十
三
仏
信
仰
を
 
、
 特
に
葬
送
・
 

界
 観
の
 

民
俗
と
関
係
づ
け
て
論
ず
る
。
そ
し
て
虚
空
茂
信
仰
の
教
理
に
は
 
本
来
会
 

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
信
仰
機
能
で
あ
る
追
善
信
仰
が
仏
教
民
俗
の
 
 
 

成
さ
れ
て
き
た
背
景
に
、
修
験
者
と
い
う
宗
教
者
の
動
向
が
あ
っ
 
た
こ
と
 

を
そ
の
信
仰
史
を
復
元
す
る
中
か
ら
明
ら
か
に
し
、
彼
等
の
介
在
 
に
よ
っ
 

て
 日
本
的
葬
送
・
他
界
観
が
再
構
成
さ
れ
た
と
す
る
。
 

そ
し
て
結
語
の
「
総
括
と
展
望
」
で
は
、
全
体
の
総
括
を
行
っ
た
 
後
、
 

今
後
の
課
題
が
具
体
的
に
ま
と
め
ら
れ
、
最
後
に
 
、
 東
ア
ジ
ア
を
 
対
象
と
 

し
た
比
較
民
俗
学
的
観
点
か
ら
仏
教
民
俗
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
 
成
果
を
 

手
が
か
り
に
日
本
人
の
精
神
構
造
を
追
及
す
る
こ
と
で
、
仏
教
 
受
 容
 の
 展
 

開
を
通
し
た
日
本
文
化
論
を
展
開
す
る
と
い
う
、
今
後
の
抱
負
を
 
述
べ
て
 

 
  
 

結
び
と
さ
れ
る
。
 

 
 
 
 

さ
て
以
上
紹
介
し
て
き
た
よ
 

う
 に
、
本
書
に
お
い
て
佐
野
は
 
、
民
 俗
学
 

的
 成
果
の
み
な
ら
ず
、
隣
接
諸
科
学
の
成
果
な
ど
に
も
詳
し
く
 
目
 を
 配
り
 

拙
 

な
が
ら
虚
空
茂
信
仰
の
民
俗
の
成
立
と
展
開
の
解
明
を
行
っ
て
 
い
 る
 。
 そ
 



こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、
膨
大
な
量
で
あ
る
の
み
な
 
ら
ず
、
 

実
に
多
様
で
あ
る
。
民
俗
学
の
み
な
ら
ず
仏
教
学
・
宗
教
史
な
ど
 の
 先
行
 

研
究
や
、
刊
本
と
な
っ
た
経
典
・
古
典
文
字
・
地
誌
・
史
料
集
な
 ど、
 虚
 
@
 

宝
蔵
信
仰
に
関
連
す
る
文
献
を
広
く
渉
猟
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
 こ
と
、
 

佐
野
自
身
の
手
で
集
め
ら
れ
た
経
典
・
仏
像
・
お
 
礼
 ・
石
碑
 と
ぃ
 
っ
た
あ
 

ら
ゆ
る
形
態
の
信
仰
材
や
口
頭
伝
承
そ
し
て
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
 
デ
ー
タ
 

な
ど
、
そ
こ
に
は
虚
空
茂
信
仰
に
関
連
す
る
 廿
杵
 な
ら
何
で
も
 
取
  
 

よ
う
と
す
る
、
 
貫
欲
 な
ま
で
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
。
佐
野
自
 身
の
フ
 

イ
 ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
得
ら
れ
た
資
料
が
披
歴
さ
れ
る
箇
所
で
は
 
、
第
一
 

次
 資
料
を
も
つ
者
の
強
み
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
 当然
で
 

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 
ょ
う
 な
資
料
が
、
 
9
 量
呂
 な
写
真
や
図
表
を
織
 
り
 交
ぜ
 

て
 議
論
の
姐
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
占
は
、
本
書
を
大
変
読
み
や
 す
 い
 も
 

の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
本
書
の
そ
こ
こ
こ
で
触
れ
ら
 
 
 

形
 県
の
置
賜
地
方
な
ど
の
事
例
が
、
 

二
 0
 午
 以
上
の
長
き
に
わ
た
 

っ
て
 集
 

め
ら
れ
て
き
た
資
料
で
あ
る
こ
と
を
知
る
時
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
 
記
述
の
 

も
つ
厚
み
に
素
直
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

と
は
い
え
本
書
に
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
就
中
評
者
 
の
感
 

じ
た
最
大
の
問
題
点
は
、
本
書
を
貫
く
佐
野
独
自
の
分
析
視
角
の
 キ
ー
ワ
 

｜
ド
 と
な
る
「
教
理
」
「
宗
教
者
」
「
民
俗
」
と
い
っ
た
用
語
の
概
 

念
 が
不
 

明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
 

つ
は
 、
こ
の
よ
う
な
 
視
占
   

き
た
学
説
史
的
位
置
づ
け
が
充
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
 る 。
 確
 

か
に
序
説
に
お
い
て
、
従
来
示
さ
れ
て
き
た
諸
説
の
紹
介
は
行
 
っ
て
 い
 

る
 。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
紹
介
・
分
類
に
留
ま
っ
て
お
り
、
 

-
 
」
れ
 き
 

で
 展
開
さ
れ
て
き
た
仏
教
民
俗
論
を
個
別
に
、
し
か
も
批
判
的
 
に
 検
討
 

し
 、
そ
の
問
題
占
を
明
確
に
指
摘
し
た
上
で
自
己
の
視
占
を
提
示
 す
る
と
 

い
っ
た
手
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
先
学
の
業
績
を
紹
介
・
 

類
し
た
 

後
、
「
以
上
の
論
点
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
私
な
り
の
立
場
を
述
べ
 
 
 

と
 …
…
」
と
、
前
段
と
の
絡
み
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
自
己
の
立
 
場
 が
述
 

 
 

べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
従
来
ま
で
の
仏
教
と
民
俗
と
い
う
 

二
項
 対
 

立
の
議
論
に
お
い
て
も
、
先
学
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
は
相
違
が
あ
 っ
 た
で
 

あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
整
理
を
、
佐
野
自
身
の
舌
口
車
で
批
判
 

検
討
す
 

る
こ
と
無
し
に
は
、
佐
野
の
使
用
す
る
教
理
・
宗
教
者
・
民
俗
 の
 意
味
 

を
 、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
成
果
か
ら
際
立
た
せ
て
理
解
す
る
こ
 と
は
 困
 

難
 で
あ
る
。
ま
し
て
「
民
俗
」
と
い
う
同
じ
用
語
を
使
用
し
て
い
 

 
 

な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
 

ま
た
そ
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
鏡
に
し
な
い
ま
で
も
、
三
者
の
概
 
念
規
 

定
 に
関
し
て
、
も
う
少
し
つ
っ
こ
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
あ
れ
ば
 
旺
 
-
m
 

者
の
 

理
解
が
よ
り
深
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
教
理
」
 

を
仏
教
 

土
着
化
過
程
の
普
遍
的
論
理
と
い
う
時
一
 セ
 真
一
、
「
普
遍
」
と
は
 何
を
意
 

抹
 し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
佐
野
は
、
日
本
で
創
 
説
 さ
れ
 た
 十
三
 

仏
を
民
俗
Ⅰ
教
理
の
流
れ
と
把
握
す
る
が
（
五
四
 0
 頁
 Ⅰ
 
-
 
」
 こ
 で
い
う
 

教
理
は
今
述
べ
た
普
遍
的
論
理
と
し
て
の
教
理
を
指
す
の
で
あ
ろ
 
 
 

同
様
に
民
俗
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
民
俗
」
の
語
も
、
そ
も
 そ
も
 門
 

外
懐
に
と
っ
て
は
概
念
把
握
が
難
し
い
用
語
で
あ
る
。
佐
野
は
「
 
教
理
と
 

民
俗
の
間
に
介
在
す
る
宗
教
者
は
、
換
言
す
れ
ば
、
文
字
と
舌
口
 

業
 の
 世
界
 

を
 交
流
す
る
者
で
も
あ
り
、
民
俗
の
生
成
の
一
端
を
担
っ
て
お
り
 」二
五
四
 

四
頁
 -
 と
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
民
俗
の
担
い
手
を
考
え
た
場
合
、
 

こ
の
五
町
 

と
 修
験
や
聖
・
寺
院
僧
侶
を
指
す
「
宗
教
者
」
の
 話 と
の
位
置
 関
 係
 が
不
 

鮮
明
と
な
る
。
こ
の
占
は
、
一
方
に
「
仏
教
民
俗
が
「
教
理
」
「
 

宗
教
者
」
 

「
民
俗
」
の
三
者
の
相
互
関
連
か
ら
再
構
成
・
再
生
産
さ
れ
る
」
 

-
 八
頁
）
 



と
 、
三
者
を
同
列
に
、
し
か
も
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
把
握
し
よ
う
と
 
す
る
か
 

が
 指
摘
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
研
究
史
の
流
れ
に
鑑
み
て
も
本
垂
 

日
は
 生
日
一
重
 

の
 印
象
を
与
え
る
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
者
の
関
係
を
一
層
 
 
 

で
あ
る
。
本
書
が
、
現
時
点
に
お
け
る
虚
空
茂
信
仰
研
究
の
頂
 
占
 を
 示
す
 

に
く
い
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
そ
れ
ぞ
れ
に
 
関
す
る
 

書
 と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
民
間
信
仰
 
研
 究
 者
の
 

か
な
ら
ず
、
仏
教
学
や
宗
教
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
益
す
る
と
 
こ
ろ
 大
 

明
確
な
概
念
規
定
と
、
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
是
非
と
も
 
詳
 述
 し
て
 

で
あ
ろ
う
。
 

欲
し
か
っ
た
占
で
あ
る
。
 

ま
た
佐
野
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
民
俗
学
の
弱
 
占
 克
服
を
解
消
 す
べ
 

く
 
「
宗
教
者
」
の
観
点
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
二
点
、
 

す
な
わ
 

ち
 教
理
と
民
俗
自
体
の
時
間
軸
上
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
 

あ
 ま
り
 注
 

貢
 が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
清
水
の
そ
り
 
供
 蓋
 を
山
 

中
 他
界
観
念
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
 ょ
う
 な
民
俗
を
 時
間
的
 

限
定
、
担
い
手
の
限
定
を
す
る
こ
と
な
く
引
用
す
る
占
に
は
 疑
 問
 が
残
 

る
 。
と
い
う
の
は
、
評
者
が
昭
和
五
六
年
に
清
水
の
参
詣
者
に
対
 
し
て
 実
 

施
し
た
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
い
わ
ぬ
る
山
中
他
界
観
を
も
っ
た
 
参
詣
者
 

は
 、
一
四
六
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
う
ち
の
わ
ず
か
二
人
で
あ
 
 
 

か
も
そ
れ
ら
の
人
々
が
そ
の
よ
う
に
観
念
し
て
い
る
理
由
は
 
、
郷
 土
 史
家
 

の
 講
演
を
聞
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
 

-
 
鈴
 本
吉
日
 

目
 も
り
供
養
日
の
一
考
察
」
「
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
 

目
別
 巻
 第
十
 

九
集
、
東
北
大
学
、
一
九
八
二
年
 -
 。
同
様
の
こ
と
は
偽
経
と
 教
 理
 の
 関
 

係
 に
も
 い
 え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
者
の
み
な
ら
ず
教
理
や
民
 
俗
に
 関
 

し
て
も
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
把
握
す
る
鶴
吉
 

が
 求
め
ら
れ
る
 
 
 

い
え
よ
う
。
 

そ
の
よ
う
に
不
満
な
点
は
あ
る
も
の
の
、
本
書
が
、
ま
さ
に
総
力
 
を
挙
 

 
 

」
と
は
間
違
い
な
心
に
護
持
さ
れ
て
 

 
 

て
 研
究
の
遅
れ
 

  



日
本
の
宗
教
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
宗
教
と
い
え
ば
、
人
タ
 
は
ど
  
 

う
 な
宗
教
を
挙
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
も
ち
ろ
ん
修
験
 
道
 と
答
 

て
 る
に
違
い
な
い
。
著
者
は
修
験
道
研
究
の
重
鎮
で
あ
り
、
一
貫
 
し
て
 修
 

験
道
 研
究
を
推
進
、
開
拓
し
て
き
た
著
名
な
学
者
で
あ
る
。
す
で
 
に
 著
者
 

に
は
 浩
潮
 な
研
究
書
や
 
、
 数
え
き
れ
な
い
多
く
の
論
文
が
あ
り
、
 

ま
さ
に
 

修
験
道
研
究
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
「
修
験
道
と
日
本
宗
教
」
で
あ
り
、
「
修
験
道
と
日
本
の
士
 

不
功
 払
 
」
 

 
 

で
も
な
く
、
「
修
験
道
と
日
本
人
の
宗
教
」
で
も
な
い
。
あ
え
て
 
「
日
本
 

宗
教
」
な
る
舌
口
葉
を
選
ん
だ
形
跡
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
特
定
の
施
 

設
 、
組
㏄
 

 
 

織
 、
思
想
、
儀
礼
を
具
え
た
宗
教
の
送
り
手
を
さ
す
場
合
と
、
 

そ
 れ
ら
を
 

浄
 

板
井
 

春
秋
社
一
九
九
六
年
一
月
一
 
0
 日
刊
 

四
六
判
 

二
 二
四
頁
 

三
 0
0
0
 
円
 

「
修
験
道
と
日
本
宗
教
」
 

宮
家
 
準
著
 



自
己
の
宗
教
生
活
の
必
要
に
応
じ
て
適
宜
に
と
り
入
れ
る
受
け
手
 
が
沖
 生
息
 

誠
 に
も
つ
宗
教
体
系
と
捉
え
る
二
つ
の
見
方
が
認
め
ら
れ
る
」
 

一
 こ
と
 

規
定
し
て
い
る
。
用
語
の
選
択
、
概
念
規
定
な
ど
、
用
意
周
到
な
 「
 
甫
 @
 
」
 

を
 先
達
と
し
て
配
し
、
次
の
よ
う
な
各
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

な
お
 第
 

一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
既
発
表
の
論
文
に
加
筆
、
修
正
を
試
 

み
た
も
 

の
で
、
 序
と
 第
八
章
は
、
本
書
の
た
め
の
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。
 

序
 

第
一
章
修
験
道
と
山
岳
信
仰
 

第
一
二
手
修
験
道
と
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 

第
三
章
修
験
道
と
仏
教
 

第
四
章
修
験
道
と
神
道
 

第
五
章
修
験
道
と
道
教
 

第
六
章
修
験
道
と
陰
陽
道
 

第
七
章
修
験
道
と
新
宗
教
 

第
八
章
日
本
宗
教
史
に
お
け
る
修
験
道
 

第
一
章
は
、
修
験
道
の
発
生
と
展
開
を
論
じ
た
も
の
で
、
複
雑
、
 

多
岐
 

な
 宗
教
体
系
を
も
つ
修
験
道
の
最
も
基
礎
的
な
事
項
と
、
最
も
難
 
解
 な
問
 

題
が
 叙
述
さ
れ
て
い
る
。
修
験
道
発
生
の
核
と
な
る
日
本
古
来
の
 
山
岳
 信
 

仰
は
 、
ひ
と
つ
に
は
白
球
生
木
 拝
 に
も
と
づ
く
も
の
で
、
一
方
で
ま
 

 
 

岳
は
死
霊
や
祖
霊
が
鎮
ま
る
他
界
と
意
識
さ
れ
、
山
岳
全
体
を
神
 
と
 崇
め
 

る
 神
体
山
の
信
仰
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
山
岳
 で
 修
行
 

し
 、
そ
の
山
岳
に
潜
む
霊
力
を
体
得
し
た
の
が
修
験
者
で
あ
っ
た
 
。
著
者
 

の
 @
@
 

ロ
 
な
 お
 に
よ
れ
 ば
 
「
験
を
修
め
る
こ
と
が
修
験
と
呼
ば
れ
、
験
を
 

 
 

宗
教
者
は
伸
明
石
」
 

-
 
九
頁
 一
 と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
 山
 岳
を
密
 

教
 の
 曇
奈
羅
 
に
み
た
て
て
修
験
の
理
論
・
教
義
・
成
仏
 
観
 が
説
か
 ね
 、
 庶
 

民
の
現
世
利
益
的
希
求
に
応
え
て
浸
透
し
た
の
が
修
験
道
で
あ
 る
と
す
 

 
  

 

る
 。
 

 
 

こ
れ
ま
で
の
莫
大
な
研
究
成
果
の
上
に
立
ち
、
著
者
の
博
識
を
凝
 

 
 

 
 

て
 修
験
道
全
体
を
説
明
し
た
本
章
の
展
開
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
 。
修
験
㈱
 

信
仰
」
 
-
 有
 情
堂
 、
昭
和
五
四
年
 -
 
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
改
稿
 

自
身
の
苦
心
を
思
 う
と
 同
情
が
募
る
。
た
だ
日
本
古
来
の
山
岳
 

道
の
発
生
と
歴
史
的
展
開
、
さ
ら
に
教
義
・
理
論
を
僅
か
な
 
ス
ペ
 

が
、
 
初
め
て
本
稿
に
接
し
た
時
に
は
、
そ
う
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
 

た
 」
 ご
一
 0
 貞
 -
 と
あ
る
「
神
道
」
は
 
、
 少
し
説
明
不
足
で
、
 
ま
 

ま
と
め
あ
げ
る
の
は
、
所
詮
、
 

沖
理
 な
注
文
な
の
か
も
し
れ
な
い
 

て
も
ら
い
た
か
っ
た
一
節
で
あ
る
。
本
章
は
「
講
座
日
本
の
民
俗
 

「
神
々
の
鎮
ま
る
霊
地
と
し
て
山
麓
か
ら
拝
す
る
神
道
と
な
っ
て
 

 
 

た
 教
え
 

で
あ
る
 

 
 。

著
者
 

展
開
し
 

 
 

七
 

者
 
-
 私
 ）
に
は
懐
か
し
い
論
文
で
あ
り
、
こ
の
幼
稚
な
要
求
は
 
、
 
や
が
て
 

第
四
章
「
修
験
道
と
仲
道
」
で
満
足
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

第
二
章
は
、
「
修
験
道
の
儀
礼
や
伝
承
に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
 

 
 

的
 要
素
を
抽
出
し
、
そ
の
意
味
を
解
読
し
、
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
 
あ
る
 構
 

造
や
世
界
観
」
三
四
頁
 一
 を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
試
論
で
 あ
る
。
 

つ
ま
り
著
者
の
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
立
場
は
、
従
来
シ
ャ
ー
 
マ
ニ
。
 ス
 

ム
 と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
 
残
 倖
を
発
見
し
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
 意
味
を
 

考
え
、
さ
ら
に
近
接
地
域
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
現
象
と
比
較
す
る
 こ
と
に
 

あ
る
。
そ
こ
で
、
修
験
道
に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
 
 
 

て
、
 
多
く
の
文
献
史
料
や
儀
礼
、
伝
承
を
丹
念
に
整
理
し
、
修
験
 
道
 の
 鯨
 

霊
 に
関
す
る
儀
礼
に
は
、
基
本
的
に
修
験
者
が
第
三
考
に
守
護
神
 
豊
一
大
 

日
 如
来
・
不
動
明
王
な
ど
一
や
生
死
霊
な
ど
を
 想伍
 さ
せ
て
託
宣
 
す
る
型
 

が
 多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
著
者
の
修
験
道
に
関
す
る
知
識
 
は
 莫
大
 



 
 

里
口
 

m
 

と
ナ
 

  

で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
繰
り
返
し
や
重
複
す
る
説
明
も
多
い
。
  
 

え
 、
本
章
の
圧
巻
 
は
 、
修
験
道
に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
 
構
造
や
 

世
界
観
を
図
や
表
に
示
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
図
表
を
見
な
が
 
ら
、
そ
 

の
 説
明
文
を
追
う
と
、
そ
れ
は
複
雑
、
難
解
で
あ
る
。
 

第
三
章
は
、
古
代
の
山
林
修
行
者
と
し
て
著
名
な
唐
僧
・
神
敵
 な
ど
 

が
 、
吉
野
の
比
蘇
寺
で
自
 殊
智
 宗
を
実
践
し
た
こ
と
、
最
澄
や
空
 海
も
飛
 

鳥
 ・
奈
良
時
代
か
ら
始
ま
る
山
林
修
行
者
の
系
譜
に
連
な
る
こ
と
 

を
 説
き
 

明
か
す
。
そ
し
て
比
叡
山
や
高
野
山
の
寺
社
組
織
な
ど
に
も
触
れ
 多
く
 

の
 修
験
者
た
ち
が
密
教
の
大
衆
化
に
寄
与
し
た
と
す
る
。
ま
た
 
金
  
 

熊
野
の
歴
史
に
言
及
し
、
修
験
霊
山
の
成
立
を
論
じ
て
い
る
。
 

目
  
 

こ
と
は
、
法
然
、
親
鸞
、
一
遍
、
栄
西
、
道
元
、
日
蓮
な
ど
、
 

鎌
 倉
 新
仏
 

教
の
開
祖
た
ち
の
活
動
と
修
験
道
と
の
関
連
に
言
及
し
て
い
る
 
占
 で
あ
ろ
 

ぅ
 。
そ
し
て
修
験
道
の
本
山
派
、
当
山
派
の
成
立
や
組
織
を
説
明
 
 
 

験
道
 が
近
世
末
期
ま
で
制
度
的
に
は
仏
教
に
寄
生
す
る
形
で
展
開
 
 
 

治
 期
の
修
験
道
界
の
変
革
、
大
正
、
昭
和
を
経
て
、
現
在
の
修
験
 
教
団
に
 

い
た
る
経
緯
を
平
易
に
述
べ
て
い
る
。
本
章
は
「
修
験
道
と
仏
教
 
」
で
は
 

あ
る
が
、
内
容
的
に
は
修
験
道
の
歴
史
と
い
っ
て
よ
い
。
基
本
的
 
な
 用
語
 

の
 説
明
、
修
験
道
本
山
派
の
「
 本
 」
が
熊
野
を
指
す
こ
と
、
 

当
  
 

「
 
当
 」
が
大
軍
山
を
指
す
こ
と
な
ど
、
一
般
の
読
者
に
も
知
識
と
 
な
る
 記
 

述
 が
随
所
に
み
え
て
い
る
。
本
章
で
も
著
者
の
有
識
が
充
分
に
開
 
陳
 さ
れ
 

て
お
り
、
す
ら
り
と
読
め
る
が
、
鎌
倉
新
仏
教
の
展
開
と
修
験
道
 
と
の
 関
 

連
は
 、
や
や
荒
っ
ぽ
い
処
理
と
感
じ
る
の
は
否
め
な
い
。
 

第
四
章
は
、
修
験
道
と
密
接
な
神
道
に
つ
い
て
概
論
し
、
伊
勢
神
 
宮
 

一
 
神
神
社
、
北
野
天
神
、
祇
園
社
の
成
立
過
程
を
例
に
と
っ
て
 
修
 験
道
と
 

差
異
、
脈
絡
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
発
生
的
な
民
俗
 
字
 ぬ
と
 規
 

足
 す
る
古
来
の
神
道
と
、
こ
ん
に
ち
、
読
み
習
わ
し
て
い
る
 神
 社
 神
道
 

と
 、
や
や
も
す
れ
ば
混
乱
す
る
が
、
著
者
は
、
神
道
な
る
も
の
が
 
定
住
 稲
 

作
 農
民
を
基
盤
に
し
て
成
立
、
展
開
し
た
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
う
 
見
地
に
 

立
っ
て
い
る
。
三
輪
 神
 、
伊
勢
神
の
複
雑
な
成
立
や
発
展
の
説
明
 は 的
確
 

が
 多
い
。
 

で
 読
み
や
す
い
。
伊
勢
に
お
け
る
両
部
神
道
の
説
明
も
教
え
ら
れ
 る
こ
と
 

著
者
が
本
章
で
力
を
注
い
で
い
る
の
は
、
北
野
天
神
縁
起
の
内
容
 
 
 

国
社
に
伝
わ
る
牛
頭
天
王
本
縁
譚
の
分
析
で
あ
ろ
う
。
菅
原
道
真
 
が
 北
野
 

天
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
宗
教
社
会
的
背
景
と
経
緯
を
詳
記
し
、
 

外
心
霊
の
 

鎮
撫
修
法
を
行
う
 倍
 牡
丹
 が
 北
野
天
神
の
創
建
に
係
わ
っ
て
い
た
 こ
と
を
 

推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
祇
園
社
と
修
験
道
に
つ
い
て
、
祇
園
社
 
の
 創
建
 

と
は
密
接
な
連
絡
が
見
ら
れ
な
い
が
、
牛
頭
天
王
信
仰
の
伝
播
に
 
は
 修
験
 

者
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
い
う
。
修
験
道
と
神
道
の
 
、
 実
に
 多
面
的
 

な
 相
関
を
具
体
的
に
説
い
た
一
章
で
あ
る
。
 

第
五
章
は
、
外
来
宗
教
と
し
て
の
道
教
と
修
験
道
の
問
題
で
あ
る
 
。
 先
 

付
 す
る
道
教
研
究
を
整
理
し
、
修
験
道
の
道
教
的
要
素
を
、
時
代
 
ご
と
に
 

検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
「
修
験
道
の
成
立
と
道
教
」
「
 

修
 験
迫
め
 

成
立
宗
教
化
と
道
教
」
「
教
派
修
験
 

下
 の
 里
 修
験
と
道
教
」
を
 立
 項
し
、
 

結
論
を
導
く
。
修
験
道
成
立
 期
 に
あ
た
る
役
小
角
の
奇
行
、
「
 
本
 朝
 神
仙
 

伝
 」
や
「
本
朝
法
華
験
記
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
道
教
的
説
話
の
分
 
析
は
常
 

套
 手
段
で
、
道
教
伝
播
の
在
り
方
と
し
て
、
十
八
世
紀
に
戸
隠
山
 
の
 棄
国
 

が
 提
唱
し
た
「
修
験
一
実
 帝 一
正
 

ゐ
亦
 
神
道
」
の
紹
介
は
興
味
ふ
か
い
。
 

そ
し
て
 

 
 
 
 

修
 坑
道
の
確
立
 
期
 に
は
「
抱
朴
子
」
に
説
か
れ
る
道
士
の
人
山
 
技
 法
 が
峰
 

 
 

 
 

入
り
の
作
法
に
垣
間
見
ら
れ
、
村
落
に
定
着
し
た
 
里
 修
験
の
活
動
 
 
 

 
 

彼
ら
の
呪
法
や
符
に
道
教
の
要
素
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
 

修
験
道
 



は
 道
教
を
成
立
宗
教
の
形
で
摂
取
し
た
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
 
じ
て
 道
 

教
の
構
成
要
素
を
ば
ら
ば
ら
に
摂
取
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
 
う
 な
損
 

取
 形
態
は
、
修
験
道
と
道
教
が
本
質
的
に
は
共
に
民
俗
宗
教
で
あ
 っ
 た
こ
 

と
に
よ
る
、
と
所
見
が
述
べ
ら
れ
る
。
現
行
の
道
教
研
究
の
成
果
 
を
 踏
ま
 

え
 、
要
領
を
得
た
結
論
と
な
っ
て
い
る
。
 

第
六
章
は
、
仏
教
の
な
か
で
も
、
特
に
密
教
の
宿
曜
道
と
の
 
習
ム
 ロ
ぶ
 
か
見
 

ら
れ
る
陰
陽
道
と
修
験
道
の
関
連
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
修
験
 
追
 は
 慶
 

長
 十
八
年
一
一
六
二
三
の
修
験
道
法
度
に
よ
つ
て
本
山
派
、
当
  
 

分
派
し
た
が
、
そ
の
制
度
組
織
化
に
と
も
な
っ
て
教
義
書
や
儀
軌
 
や
次
第
 

書
 が
多
く
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
ま
ず
説
明
す
る
。
い
っ
ぽ
う
陰
陽
 
道
も
 幕
 

府
の
宗
教
統
制
の
一
環
と
し
て
、
土
御
門
家
に
よ
る
陰
陽
師
 や
 同
類
者
 

（
 
唱
聞
師
 
・
 漫
 抜
師
な
ど
 
-
 の
統
率
、
組
織
化
が
始
ま
り
、
こ
こ
 

に
 修
験
 

道
教
団
と
陰
陽
道
家
職
と
の
間
に
 、
 多
く
の
論
争
・
出
入
り
が
 
発
 生
す
る
 

こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
は
、
こ
の
時
期
に
、
修
験
者
の
陰
陽
道
的
 
活
動
を
 

正
当
化
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
多
く
の
「
修
験
道
書
」
に
注
目
 
し
、
そ
 

の
中
に
見
ら
れ
る
陰
陽
道
的
要
素
を
抽
出
す
る
の
で
あ
る
。
一
例
 
と
し
て
 

「
修
験
 常
 m
 秘
法
案
」
や
「
修
験
深
秘
行
法
符
呪
 集
 」
に
見
ら
れ
 
る
符
 
・
 

札
 ・
呪
文
を
紹
介
し
て
陰
陽
道
の
そ
れ
と
の
共
通
、
類
似
性
を
指
 

摘
 し
て
 

い
る
。
ま
た
修
験
者
と
陰
陽
師
の
職
能
と
し
て
最
も
紛
ら
わ
し
 い
 
「
 
占
 

考
 」
に
つ
い
て
の
論
争
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
 

こ
の
よ
う
な
近
世
知
の
修
験
道
と
陰
陽
道
界
の
交
渉
も
さ
る
こ
と
 
 
 

ら
 、
本
章
の
特
色
は
、
当
山
派
の
宥
鐸
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
  
 

便
 古
木
」
と
、
本
山
派
修
験
の
融
 鍍
著
 
「
修
験
 檀
問
 愚
答
案
」
の
 
内
 容
 を
細
 

か
く
分
類
、
検
討
し
、
そ
の
中
か
ら
陰
陽
道
的
要
素
を
検
出
す
る
 
作
業
を
 

お
こ
な
っ
て
い
る
点
に
あ
 
ろ
 。
特
に
「
修
験
 檀
問
 愚
答
案
」
に
は
 
、
陰
陽
 

道
の
基
本
書
で
あ
る
「
 管
算
 内
仏
」
か
ら
引
用
が
あ
る
こ
と
を
 事
 実
 と
し
 

6
  

 

て
 指
摘
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

第
七
章
は
、
新
宗
教
と
し
て
丸
山
教
、
天
理
教
、
解
脱
会
な
ど
を
 
 
 

 
 

あ
げ
、
こ
れ
ら
の
宗
教
と
修
験
道
と
の
関
連
を
追
究
し
た
も
の
で
 
あ
る
。
 

修
験
道
は
新
宗
教
に
対
し
て
、
ま
ず
聖
地
と
い
う
観
念
を
提
供
し
 てい
る
 

と
い
う
。
具
体
的
に
は
丸
山
教
は
聖
地
で
あ
る
山
岳
を
中
核
と
 し
て
お
 

り
 、
解
脱
会
で
は
聖
地
に
山
岳
の
宗
教
的
意
味
が
付
与
さ
れ
て
お
 
り
、
天
 

理
数
で
は
新
し
い
聖
地
が
っ
く
ら
れ
た
、
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
 
丸
  
 

身
拭
 い
 、
御
岳
教
の
御
座
は
、
修
験
道
の
儀
礼
が
ほ
 
ほ
 そ
の
ま
ま
 

採
用
さ
 

れ
て
お
り
、
逆
に
天
理
教
な
ど
の
救
済
儀
礼
に
は
修
験
の
要
素
は
 
み
ら
れ
 

な
い
と
い
う
。
そ
う
じ
て
日
本
の
新
宗
教
で
は
山
岳
や
教
団
本
部
 
 
 

聖
地
巡
礼
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
山
岳
登
拝
の
講
を
教
団
組
織
の
雛
 
 
 

て
い
る
な
ど
、
修
験
道
の
影
響
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

本
章
で
 

と
り
あ
げ
ら
れ
た
丸
山
教
、
天
理
教
、
解
脱
会
の
性
格
を
 、
そ
 れ
ぞ
れ
 

「
修
験
突
破
型
」
、
「
修
験
突
撃
型
」
、
「
修
験
受
容
型
」
と
命
名
し
 
て
い
る
 

 
 

第
八
章
は
、
第
一
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
総
括
と
し
て
「
日
本
案
 
敦
史
 

に
お
け
る
修
験
道
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
日
本
み
 

不
 敦
史
 の
 

代
表
的
な
研
究
書
の
整
理
、
お
よ
び
、
日
本
人
の
宗
教
生
活
の
現
 
実
 、
変
 

遷
の
根
源
と
な
る
固
有
信
仰
に
つ
い
て
、
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
 
、
 堀
一
 

郎
 、
五
来
重
な
ど
、
民
俗
字
者
や
宗
教
学
者
の
学
説
紹
介
と
批
判
 
、
さ
ら
 

に
 、
日
本
中
世
仏
教
史
の
中
軸
を
な
し
て
い
る
黒
田
俊
雄
の
顕
密
 
体
制
論
 

に
も
ふ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
著
者
は
、
日
本
宗
教
史
の
基
軸
を
 
設
定
す
 

る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
修
験
道
が
古
来
の
山
岳
宗
教
を
母
胎
 
と
  
 

も
ち
、
外
来
宗
教
を
摂
取
し
て
展
開
す
る
動
態
的
な
構
造
を
解
明
 
す
る
 必
 



書評と 

手金 @ ㌔ 幸 

細分 

  要
 性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
「
古
来
の
山
岳
信
仰
」
古
代
の
  
 

行
 」
「
修
験
道
の
成
立
」
「
修
験
道
の
確
立
」
「
教
派
修
験
の
展
開
 

」
が
 述
 

ぺ
ら
れ
、
第
一
章
か
ら
第
七
章
の
整
理
、
補
填
が
お
こ
 

せ
 わ
れ
て
 い
る
。
 

結
び
と
し
て
著
者
は
「
修
験
道
は
古
来
の
山
岳
信
仰
を
母
胎
と
し
 
な
が
ら
 

も
 、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
仏
教
、
成
立
神
道
、
道
教
、
陰
陽
道
 
か
 ら
、
峰
 

大
修
行
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
験
力
に
よ
る
現
世
利
益
的
な
救
済
 
活
動
と
 

い
 う
基
本
構
造
を
よ
り
ゆ
た
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
宗
教
的
に
 
意
味
 づ
 

け
る
た
め
に
多
く
の
要
素
を
借
用
し
、
包
含
す
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 成
立
 

し
 、
展
開
し
た
」
 
二
 一
一
六
頁
 一
 と
述
べ
、
ペ
ン
を
置
い
て
い
る
 

 
 

一
読
し
て
、
著
者
が
、
ま
た
ま
た
大
き
な
仕
事
を
達
成
さ
れ
た
、
 

 
 

う
感
慨
を
覚
え
る
。
著
者
は
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ま
れ
 
に
み
る
 

博
覧
強
記
の
人
で
あ
る
。
日
本
人
に
よ
る
修
験
道
の
研
究
は
 
、
江
 戸
 浅
草
 

の
 山
伏
で
あ
っ
た
行
 皆
 が
天
保
年
間
に
開
板
し
た
「
木
葉
衣
 し
 「
 
暗
雲
 録
 

軍
 し
「
 鈴
懸
衣
 し
に
始
ま
る
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
長
い
 研
究
 史
 

を
 整
理
し
て
も
、
著
者
の
仕
事
は
、
そ
の
主
軸
を
構
築
す
る
。
 

一
 九
四
三
 

年
 
-
 昭
和
十
八
一
に
上
梓
さ
れ
た
和
歌
森
太
郎
著
「
修
験
道
夫
 研
究
し
 

（
河
田
書
房
）
と
村
上
俊
雄
 
著
 
「
修
験
道
の
発
達
し
一
畝
傍
書
房
 
一
ま
 
@
 、
 

依
然
と
し
て
異
彩
を
は
な
つ
本
格
的
な
修
験
道
研
究
の
出
発
 
書
 
基
本
書
 

で
あ
り
つ
つ
も
、
一
九
七
 
0
 年
 
-
 
昭
和
四
五
一
の
宮
家
 
準
著
 
「
 
修
 験
 追
懐
 

礼
の
研
究
し
 
-
 春
秋
社
）
の
出
版
は
、
そ
の
内
容
、
規
模
に
お
 い
 て
 画
期
 

的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
同
著
者
に
よ
る
「
山
伏
 ｜ そ
の
行
動
と
 
円
心
相
ど
 

-
 昭
和
四
八
年
、
評
論
社
 一
 、
「
修
験
道
 ｜
 山
伏
の
歴
史
と
思
想
し
 
 
 

Ⅱ
三
年
、
教
育
桂
一
、
「
修
験
道
思
想
の
研
究
し
 

-
 昭
和
六
 0
 年
 、
春
秋
 

ヒ
 、
編
著
「
修
験
道
 辞
ぬ
 ご
 
-
 昭
和
六
一
年
、
東
京
堂
出
版
 一
 、
「
 大
事
 修
 

%
 道
の
研
究
し
 
-
 
昭
和
六
三
年
、
 
佼
 放
出
版
社
 一
 、
「
熊
野
修
験
 L
-
  
 

年
 、
吉
川
弘
文
館
一
な
ど
な
ど
の
矢
継
ぎ
早
の
出
版
に
は
、
も
う
 
敬
屈
き
に
 

耐
え
切
れ
な
い
。
は
た
し
て
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
四
百
字
原
稿
用
 
 
 

て
 何
枚
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
 

0
 そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
若
室
 
日
 ケ
 
@
 @
 
畳
の
 

上
か
ら
重
ね
る
と
、
ど
の
く
ら
い
の
 一 
@
 
回
 さ
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
そ
ん
な
 

こ
と
を
私
は
考
え
て
い
る
。
 

本
書
は
、
修
験
姉
を
縦
横
に
解
体
し
た
も
の
で
あ
る
。
修
験
道
を
 
解
体
 

し
て
出
て
き
た
も
の
は
、
日
本
の
山
岳
宗
教
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
  
 

教
 、
神
道
、
道
教
、
陰
陽
道
、
新
宗
教
、
そ
の
他
、
宗
教
と
名
の
 
 
 

の
 諸
々
で
あ
っ
た
。
 
修
按
追
 は
、
日
本
人
の
宗
教
的
心
性
に
合
っ
 

た
 
「
 
習
 

ム
 目
下
 散
 」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
倒
置
的
に
舌
口
え
ば
、
日
本
の
曲
 

@
 
型
 的
な
 

習
合
宗
教
と
し
て
修
験
Ⅲ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
は
修
 
験
道
の
 

発
生
か
ら
近
代
に
 
い
 た
る
ま
で
の
流
れ
が
全
体
を
通
し
て
読
み
取
 れる
 ょ
 

う
に
も
な
っ
て
い
る
。
他
 験
 道
の
歴
史
書
と
い
う
性
格
も
あ
る
が
 
著
者
 

に
よ
る
修
験
道
の
教
義
 
書
 で
も
あ
ろ
う
。
 

重
箱
の
隅
を
楊
枝
で
つ
つ
け
ば
、
注
文
無
し
で
は
な
い
。
紹
介
者
 
は
修
 

験
道
 研
究
の
ほ
ん
の
点
し
か
知
ら
な
い
者
で
あ
る
せ
い
か
、
第
二
 
土
早
 「
 
修
 

験
道
と
 
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
 
第
セ
章
 「
修
験
道
と
新
宗
教
」
は
 
、
正
直
 

に
い
っ
て
難
解
で
あ
っ
た
。
特
に
第
二
章
は
、
そ
の
他
の
章
 と
 比
較
し
 

て
 、
か
な
り
専
門
的
で
あ
り
、
論
証
や
表
現
も
平
易
で
は
な
い
。
 

本
書
に
 

一
般
書
の
性
格
を
も
た
せ
る
な
ら
ば
、
少
し
噛
み
砕
い
た
一
章
に
 

な
ら
な
 

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

ま
た
第
三
章
「
修
験
道
と
仏
教
」
に
お
け
る
古
代
の
「
自
然
智
幸
 
」
 ，
 
@
 

 
 
 
 

つ
い
て
は
、
日
本
の
山
岳
仏
教
の
成
立
を
考
え
る
の
に
重
要
な
山
 
岳
 修
行
 

者
 団
で
あ
り
、
著
者
自
身
の
詳
し
い
見
解
を
教
示
し
て
欲
し
か
っ
 

 
 

し
て
本
章
の
「
仏
教
」
は
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
が
 王
な
 考
察
 対
 象
 と
な
 



っ
て
お
り
、
釈
迦
が
創
唱
し
た
い
わ
ゆ
る
「
仏
教
」
と
修
験
道
の
 

一
項
 も
 

必
要
と
思
わ
れ
た
。
 

第
四
章
「
修
験
道
と
神
道
」
と
第
六
章
「
修
験
道
と
陰
陽
道
」
に
 
で
る
 

「
 鳴
急
如
 律
令
」
の
呪
文
は
、
た
し
か
に
「
修
験
故
事
便
覧
」
「
 
修
験
 檀
 

問
 愚
答
案
」
に
説
明
が
あ
る
が
、
そ
の
他
、
「
 

鳴
急
如
 律
令
」
の
 
 
 

史
料
は
ま
だ
ま
だ
 里
 三
 %
 で
あ
り
、
近
世
の
定
着
 里
 修
験
の
「
 医
 凍
土
主
日
」
 

「
呪
法
書
」
に
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
少
し
で
も
触
れ
て
い
た
 

だ
き
た
 

か
っ
た
。
ま
た
、
修
験
道
の
開
祖
と
い
わ
れ
る
役
小
角
は
、
第
五
 
土
日
十
「
 

修
 

強
迫
 と
 道
教
」
や
第
六
章
「
修
験
道
と
陰
陽
道
」
を
構
成
す
る
  
 

要
 、
主
要
な
人
物
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
役
小
角
は
道
教
も
し
く
 
は
 陰
陽
 

迫
 め
ど
ち
ら
か
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
比
重
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
 
 
 

そ
れ
と
も
両
道
と
も
に
充
分
に
通
じ
た
呪
術
者
で
あ
っ
た
の
で
 あ
ろ
う
 

か
 。
そ
の
性
格
を
一
律
に
規
定
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
 
が
、
著
 

者
が
全
体
的
に
多
く
用
い
る
「
①
①
的
」
と
い
う
用
語
表
現
に
も
 
気
に
な
 

り
つ
つ
、
少
し
な
が
ら
不
透
明
さ
を
感
じ
る
。
 

さ
ら
に
第
六
章
で
は
「
山
伏
懐
古
 
至
 
と
「
修
験
 檀
問
 愚
答
案
」
 
の
 内
容
 

の
 分
類
、
検
討
を
通
し
て
陰
陽
道
的
要
素
を
検
出
す
る
作
業
が
 
ぉ
 こ
な
わ
 

れ
て
い
る
が
、
本
文
を
鵜
呑
み
に
し
て
陰
陽
道
の
要
素
を
摘
出
す
 
 
 

少
し
荒
仕
事
と
見
受
け
ら
れ
た
。
 

史
 資
料
を
批
判
的
に
読
む
こ
と
 

も
 大
切
 

で
あ
ろ
う
。
 

い
ろ
い
ろ
と
本
書
に
対
す
る
私
の
「
足
掻
き
」
や
「
愚
痴
」
を
 
書
  
 

し
ま
っ
た
。
総
じ
て
、
本
書
を
な
す
に
当
た
っ
て
各
分
野
の
先
行
 
論
文
が
 

適
宜
に
応
用
、
引
用
さ
れ
、
ま
さ
に
「
 習
 ム
ロ
宗
教
」
と
し
て
の
 修
 験
道
が
 

実
態
を
も
っ
て
描
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
修
験
道
と
い
う
所
在
の
 
大
き
さ
 

に
 飲
み
込
ま
れ
、
厳
密
さ
と
大
雑
把
な
叙
述
が
混
在
し
た
感
も
あ
 
る
が
、
 

山
岳
信
仰
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
仏
教
、
神
道
、
道
教
、
陰
陽
 
道
 、
新
 

宗
教
の
各
方
面
か
ら
修
験
道
を
検
討
、
整
理
し
た
の
は
本
書
が
初
 

 
 

あ
る
。
著
者
で
し
か
で
き
な
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
壮
大
な
問
題
に
 
踏
み
込
 

 
 

ん
だ
著
者
は
、
ま
さ
に
役
小
角
の
よ
う
な
、
自
由
自
在
に
ど
の
 
領
 域
 に
も
 

飛
行
で
き
る
人
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
 
。
そ
し
 

序
論
と
結
論
を
準
備
し
、
筋
を
通
し
た
一
書
で
あ
る
。
既
発
表
の
 

が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
紹
介
者
の
末
熟
さ
と
読
み
の
 

も
の
と
し
て
、
著
者
の
細
か
い
こ
の
配
慮
は
 
、
 私
は
特
に
嬉
し
か
 

そ
の
ま
ま
構
成
し
て
一
冊
の
研
究
書
と
す
る
出
版
事
情
に
警
鐘
を
 

て
 、
本
書
「
修
験
道
と
日
本
宗
教
」
は
 、
序
と
 第
八
章
を
書
き
下
 

最
後
に
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
誤
っ
た
見
解
や
不
適
切
な
 

論
文
を
 

鳴
ら
す
 

浅
さ
に
 

ろ
し
て
 

っ
た
 。
 

表
現
 

起
因
す
る
。
著
者
に
た
い
し
て
素
直
に
「
申
し
訳
 
ご
ぎ
 い
ま
せ
ん
 」
と
お
 

許
し
を
願
い
、
ま
た
知
見
を
ひ
ろ
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
「
あ
り
が
 
と
う
 @
 
」
 

ざ
い
ま
し
た
」
と
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
素
敵
な
本
は
装
丁
も
 
ぃ
 

白
 

地
 に
富
士
 曇
奈
羅
の
 
カ
バ
ー
は
美
し
い
。
な
お
本
書
は
第
六
回
日
 
本
山
岳
 

修
験
学
会
賞
に
輝
い
た
。
 



 
 

 
 

紹
 

一
方
は
二
 0
 世
紀
も
の
歴
史
を
持
つ
世
界
に
名
だ
た
る
カ
ト
リ
ッ
 
 
 

そ
し
て
他
方
は
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
に
お
い
て
今
世
紀
半
ば
か
ら
 
急
速
に
 

発
展
し
た
創
価
学
会
。
前
者
は
世
界
中
に
約
九
億
も
の
信
者
を
 擁
す
る
 

が
 、
日
本
の
信
者
は
そ
の
う
ち
四
三
万
人
に
留
ま
る
。
対
し
て
、
 

後
者
は
 

国
内
に
八
 0
 
三
万
の
信
者
世
帯
を
持
つ
 
他
 、
世
界
一
一
五
ヵ
国
に
 
わ
た
っ
 

て
 約
一
二
六
万
人
の
信
者
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
 
宗
教
が
 

対
話
を
行
な
う
と
き
、
は
た
し
て
そ
の
取
り
組
み
は
ど
の
よ
う
な
 
展
開
を
 

見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
と
も
少
し
前
ま
で
は
、
互
い
に
 
孤
 立
 的
な
 

態
度
を
と
っ
て
い
た
点
で
似
た
も
の
同
志
で
あ
る
だ
け
に
、
対
話
 
の
 展
開
 

は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
 

本
書
は
、
こ
の
二
つ
の
大
教
団
カ
ト
リ
ッ
ク
と
創
価
学
会
の
宗
教
 問
対
 

話
の
模
様
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
一
九
九
五
年
 
九
月
に
 

南
山
大
学
で
開
か
れ
た
二
日
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
公
式
発
 表
 論
文
 

や
 、
そ
れ
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
、
自
由
討
議
な
ど
が
 収
録
さ
れ
て
い
 

-
 
。
カ
ト
リ
ッ
ク
立
で
あ
る
南
山
大
学
に
属
す
る
宗
教
文
化
研
究
 
所
と
、
 

価
 学
会
の
教
学
・
研
究
機
関
で
あ
る
東
洋
哲
学
研
究
所
と
が
 
合
 同
 で
、
 
王
 

永
井
美
紀
子
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
 

「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
創
価
学
会
 

信
仰
・
制
度
・
社
会
的
実
践
 

第
三
文
明
社
一
九
九
六
年
六
 
旦
一
 

四
 -
 
ハ
 利
一
一
五
 -
 
ハ
頁
一
一
一
 

一
 
0
 日
刊
 

二
 二
八
一
山
Ⅱ
 

催
し
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
の
み
 下
ヰ
笘
 

の
 信
仰
を
持
つ
研
究
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 
研
究
所
 

に
 所
属
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
の
間
の
対
話
は
 
、
 ，
 
」
の
 両
 

日
 の
み
に
行
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
 
開
 催
さ
れ
 

る
ま
で
の
一
年
間
、
両
研
究
所
は
全
一
 

0
 回
の
懇
話
会
の
場
を
設
 け
、
精
 

力
 的
に
対
話
を
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
最
後
の
回
の
懇
話
 
会
 と
し
 

て
 、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
 
っ
て
 、
 

本
書
は
単
な
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
と
い
う
だ
け
に
留
ま
る
も
 
の
で
は
 

な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
含
め
た
全
一
 

0
 回
の
懇
話
会
の
成
果
の
 
集
大
成
 

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
 

現
実
の
社
会
に
諸
々
の
宗
教
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
各
 
教
団
 

が
 真
摯
に
見
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、
宗
教
協
力
や
宗
教
間
 
対
話
と
 

い
っ
た
事
柄
は
さ
か
ん
に
議
論
の
姐
上
に
上
る
よ
う
に
な
っ
て
き
 
た
 。
 そ
 

の
 意
味
で
は
、
何
も
本
書
が
こ
と
さ
ら
に
目
新
し
い
試
み
と
い
う
 
 
 

は
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
、
宗
教
間
対
話
自
体
の
方
法
や
課
題
が
 
討
 諭
 さ
れ
 

た
 
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研
究
会
な
ど
も
い
く
つ
か
開
催
さ
れ
て
い
る
 
し
、
ま
 

た
 南
山
宗
教
文
化
研
究
所
に
限
っ
て
も
、
す
で
に
天
台
宗
や
浄
土
 
真
宗
、
 

そ
し
て
神
道
な
ど
と
も
宗
教
間
対
話
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
い
ず
 
れ
も
そ
 

の
 模
様
は
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
一
連
の
出
版
物
の
延
長
線
 
上
に
本
 

書
も
位
置
し
て
い
る
と
舌
口
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
 

ム
ヮ
 
ま
で
 自
 他
 と
も
 

に
 認
め
る
ほ
ど
孤
立
的
路
線
を
貫
い
て
き
た
創
価
学
会
が
、
宗
教
 
問
対
話
 

0
 座
に
着
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
で
の
特
筆
す
べ
き
 
占
 か
も
 し
れ
な
 

 
 

 
 

 
  

 こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
創
価
学
会
に
お
け
る
対
話
は
、
ま
ず
、
宗
教
 

 
 

対
話
自
体
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
持
っ
伝
統
の
自
己
理
解
を
再
 
号
 す
る
 



こ
と
」
だ
と
規
定
し
た
つ
え
で
、
信
仰
・
制
度
・
社
会
的
実
践
 
と
 い
，
っ
 
一
二
 

点
 に
焦
占
を
絞
っ
て
い
る
。
た
だ
本
書
を
一
読
す
れ
ば
、
こ
の
一
一
 

一
点
は
け
 

っ
 し
て
狭
す
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
え
が
 
き
に
も
 

あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
 佳
点
 」
に
よ
っ
て
、
対
話
は
、
む
し
ろ
 幅
  
 

「
全
貌
」
を
提
示
し
う
る
も
の
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
と
 

 
 

現
在
の
問
題
占
や
今
後
の
課
題
な
ど
が
感
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
の
で
あ
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
対
話
の
目
的
が
信
仰
を
持
つ
当
事
者
に
よ
る
そ
れ
ぞ
 
 
 

宗
教
伝
統
に
対
す
る
自
己
理
解
の
試
み
に
留
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
 

そ
れ
は
 

対
話
の
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
当
該
の
宗
教
の
信
者
た
ち
に
と
っ
 
 
 

輪
の
話
で
し
か
な
い
。
何
の
た
め
に
対
話
を
ま
と
め
、
そ
し
て
さ
 
ら
に
そ
 

れ
を
書
物
と
し
て
公
刊
し
、
第
三
者
へ
と
提
示
す
る
の
か
。
つ
ま
 
り
、
本
 

書
の
意
義
は
い
っ
た
い
奈
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
こ
の
 
よ
う
な
 

対
話
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
を
当
事
者
だ
け
で
な
く
第
三
者
の
目
 
に
 晒
す
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
が
社
会
的
な
現
実
の
場
へ
と
拡
が
っ
て
 
い
 く
 O
 ま
 

た
、
 他
の
宗
教
の
信
仰
者
に
対
し
て
、
 

ム
 「
後
の
宗
教
間
対
話
が
な
 
さ
れ
る
 

際
 の
ひ
と
つ
の
指
針
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
 

当
該
の
 

宗
教
の
信
者
た
ち
が
本
書
の
通
読
に
よ
っ
て
対
話
の
疑
似
体
験
を
 
し
、
自
 

分
た
ち
の
宗
教
の
伝
統
を
再
考
す
る
契
機
を
得
る
の
と
同
様
に
 
、
 他
 の
 信
 

仰
を
持
つ
者
も
 、
 自
ら
を
対
話
の
当
事
者
に
置
き
換
え
る
こ
と
 に
よ
っ
 

て
 、
自
己
理
解
を
深
め
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
 
、
特
定
 

の
 宗
教
の
信
仰
を
持
た
な
い
者
は
、
本
書
を
通
し
て
対
話
す
る
人
 
々
を
 見
 

守
る
こ
と
で
、
当
事
者
た
ち
の
持
つ
 

ゐ
 
示
教
伝
統
へ
の
理
解
が
深
ま
 
る
と
と
 

も
に
、
自
身
の
信
仰
に
対
す
る
認
識
を
新
た
に
す
る
こ
と
と
な
ろ
 
う
 。
 そ
 

の
 意
味
で
本
書
の
は
ら
む
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
 、 計
り
知
れ
 
な
い
ほ
 

ど
 大
き
い
も
の
と
言
え
る
。
 

そ
れ
で
は
、
本
書
の
内
容
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
 
。
本
川
 

書
は
四
部
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
 
四
 つ
 め
セ
 

 
 

ッ
 シ
ョ
ン
に
対
応
し
て
い
る
。
各
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
が
 設
け
 ち
 

ね
 、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
 
両
 研
究
所
か
ら
の
論
文
発
表
と
、
 

そ
 ね
 ら
 に
 

対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
や
コ
メ
ン
ト
、
さ
ら
に
全
体
で
の
自
由
討
議
 
 
 

形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
四
部
の
前
に
 
オ
リ
 エ
ン
テ
 

｜
 シ
ョ
ン
と
し
て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
 

挨
拶
が
 

付
加
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
ず
は
じ
め
に
、
 
J
.
W
.
 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
テ
 

 
 

コ
 ン
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
で
あ
る
 
南
 山
 宗
教
 

文
化
研
究
所
が
、
宗
教
対
話
の
相
手
と
し
て
創
価
学
会
の
東
洋
 
晢
 学
 研
究
 

所
を
選
ん
だ
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
対
話
相
手
を
選
択
す
る
 
際
に
 

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
え
ど
も
世
界
の
カ
ト
リ
ッ
ク
を
背
負
っ
 
て
い
る
 

と
し
て
、
様
々
な
こ
と
を
考
慮
し
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
 
い
 る
 る
 

た
り
は
、
と
か
く
発
想
の
根
本
に
自
国
の
こ
と
し
か
置
か
な
い
日
 
本
人
が
 

多
 い
 だ
け
に
感
嘆
を
禁
じ
え
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
こ
に
 
大
 き
な
 伝
 

統
を
常
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
 い
 悲
哀
を
も
感
じ
て
し
ま
う
の
は
 多
少
の
 

僻
み
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
氏
は
続
け
て
、
 

研
 究
 者
に
 

よ
る
対
話
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
属
す
る
宗
教
伝
統
を
離
れ
、
 

宗
 教
 心
技
 

き
で
自
分
の
宗
教
的
行
動
や
真
理
な
ど
に
つ
い
て
他
の
宗
教
者
 
と
 話
し
合
 

ぅ
 と
い
う
の
で
ほ
、
も
は
や
本
来
の
意
味
で
の
対
話
で
は
な
い
と
 
断
じ
た
 

う
え
で
、
諸
宗
教
間
対
話
そ
の
も
の
が
宗
教
的
行
動
に
ほ
か
な
ら
 
ず
、
対
 

話
を
通
し
て
し
か
獲
得
で
き
な
い
宗
教
的
洞
察
や
宗
教
的
感
情
も
 
あ
る
の
 

た
と
玉
帳
す
る
。
そ
し
て
、
宗
教
間
対
話
の
持
つ
宗
教
性
 
や
、
対
 話
に
よ
 



書評と紹介 

能 に と っ
て
生
じ
る
相
互
的
回
心
の
方
向
づ
け
に
関
す
る
議
論
が
詳
細
に
 

な
さ
れ
 

て
い
る
。
氏
の
王
張
の
裏
に
は
長
年
カ
ト
リ
ッ
ク
の
持
っ
て
き
た
 
対
話
に
 

対
す
る
考
え
方
が
看
取
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
 
氏
 自
身
の
 持
つ
強
 

い
 信
仰
的
態
度
も
印
象
的
だ
。
 

次
に
 、
各
 セ
ッ
シ
ョ
ン
毎
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
押
さ
 えて
 

お
こ
う
。
最
初
の
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
「
信
仰
と
対
話
」
と
い
 

ラ
テ
ー
 

7
 で
展
開
さ
れ
る
。
宮
田
幸
一
氏
 

-
 創
価
学
会
：
以
下
創
 と
略
一
 
の
 論
文
 

で
は
、
日
蓮
か
ら
牧
田
、
戸
田
と
い
う
創
価
学
会
の
思
想
の
展
Ⅲ
 
が
見
 古
字
 

に
 提
示
さ
れ
、
宗
教
的
真
理
は
果
し
て
ひ
と
つ
な
の
か
 ビう
 か
レ
 @
 
う
 問
 

題
 提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
氏
の
論
文
の
後
半
に
お
け
る
 
折
 Ⅸ
 
@
 と
 

い
う
教
義
を
扱
っ
た
部
分
に
お
い
て
、
布
教
と
対
話
の
差
異
が
明
 
確
 で
な
 

い
 占
が
あ
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
日
蓮
は
布
教
方
法
と
 
し
て
 折
 

伏
 
（
相
手
の
立
場
や
考
え
を
容
認
せ
ず
、
相
手
の
主
張
を
徹
底
的
 

に
 論
破
 

し
て
正
法
に
厳
し
く
導
く
こ
と
）
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
 
は
 摂
受
 

（
相
手
の
立
場
や
考
え
を
容
認
し
て
争
わ
ず
、
お
だ
や
か
に
説
得
 

し
て
 漸
 

沢
正
法
に
導
く
こ
と
 
一
も
 認
め
て
い
た
と
い
う
。
氏
は
、
こ
の
 一
 
一
つ
の
方
 

法
は
異
な
っ
た
文
化
的
共
同
体
に
お
け
る
宗
教
対
話
を
示
し
て
い
 
る
と
 主
 

損
 し
て
い
る
。
が
、
 
日
 逝
の
思
想
に
お
い
て
は
、
折
伏
に
せ
よ
 摂 受
 に
せ
 

よ
い
ず
れ
も
布
教
の
方
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 

そ
れ
と
 

も
 、
創
価
学
会
に
お
い
て
は
布
教
で
は
な
い
対
話
と
い
う
も
の
は
 
あ
り
え
 

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

右
腕
 慶
 網
底
 
-
 カ
ト
リ
ッ
ク
：
以
下
 カ
と
 昭
一
 
は
 ，
ま
ず
信
仰
 
と
 真
理
 

を
 区
別
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
三
つ
の
基
本
を
創
造
・
受
肉
・
 

復
活
 

求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
唯
一
神
店
者
で
は
真
の
対
話
は
 
不
可
 

だ
と
し
た
つ
え
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
三
要
素
が
対
話
を
行
う
 
際
の
 

暉
生
口
に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
氏
の
王
 

張
は
、
 

対
話
と
い
う
自
己
変
革
の
契
機
に
対
し
て
、
徹
底
的
に
自
己
の
信
 
 
 

り
 方
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
画
期
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
 
信
 叩
解
釈
 

に
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
討
議
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
人
格
神
 のあ
 

り
 方
と
仏
教
に
お
け
る
法
の
あ
り
方
や
、
絶
対
的
な
依
存
と
し
た
 
創
造
と
 

相
互
依
存
で
あ
る
縁
起
の
比
較
な
 ビ が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 討
議
で
 

図
ら
ず
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
自
 
分
た
ち
 

と
 仏
教
と
の
相
似
点
を
み
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
 

創
 価
学
 

金
側
が
カ
ト
リ
ッ
ク
 と
 自
分
た
ち
と
の
相
違
占
を
強
調
し
よ
う
と
 
 
 

る
 、
そ
の
際
立
っ
た
対
照
性
だ
。
 

第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
は
「
社
会
的
実
践
」
で
あ
り
、
創
価
 
学
会
 

側
か
ら
も
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
の
持
つ
平
和
 
思
想
に
 

つ
い
て
の
発
表
と
な
る
。
栗
原
淑
江
氏
一
創
一
は
、
創
価
学
会
の
平
 

和
 運
動
 

を
 現
代
に
お
け
る
仏
教
の
平
和
思
想
の
再
生
運
動
で
あ
る
と
し
、
 

 
 

創
価
学
会
の
場
合
、
歴
代
の
会
長
の
持
つ
体
験
に
裏
づ
け
さ
れ
た
 
平
和
 思
 

想
 に
よ
っ
て
運
動
が
推
進
さ
れ
て
き
た
と
し
た
つ
え
で
、
具
体
的
 
な
 平
和
 

運
動
の
活
動
の
様
子
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
氏
は
、
啓
発
さ
 
れ
た
 人
 

間
 同
士
の
連
帯
に
よ
っ
て
平
和
を
実
現
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
 
姿
 勢
 を
も
 

っ
て
、
創
価
学
会
の
平
和
運
動
を
他
の
社
会
運
動
団
体
に
よ
る
 

平
 和
 運
動
 

と
は
違
う
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
が
、
評
者
は
逆
に
そ
の
姿
勢
 
こ
そ
が
 

創
価
学
会
の
平
和
運
動
を
学
会
内
に
閉
じ
た
運
動
に
し
て
い
る
の
 
で
は
な
 

 
 
 
 

い
か
と
い
う
疑
念
を
抱
い
た
。
紹
介
さ
れ
た
平
和
活
動
は
多
岐
に
 
わ
た
る
 

意
義
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
 
の
 運
動
 

獅
 

が
ほ
と
ん
ど
創
価
学
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
完
結
し
て
し
 
ま
っ
て
 



い
る
の
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

対
し
て
 

R
.
 

キ
 サ
ラ
尺
 -
 
力
）
は
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
 
現
代
 

に
い
た
る
ま
で
聖
戦
や
正
戦
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
く
様
を
 
、
 そ
れ
ら
 

の
 思
想
を
も
と
に
実
践
さ
れ
た
事
例
を
押
さ
え
な
が
ら
紹
介
し
て
 
 
 

そ
し
て
氏
は
、
現
代
に
お
け
る
正
哉
思
想
の
理
論
的
な
容
認
と
現
 
美
的
な
 

拒
否
の
態
度
を
取
り
と
げ
て
、
正
哉
を
め
ぐ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 
子
 肩
点
 な
 

扶
り
 出
す
と
と
も
に
、
創
価
学
会
に
も
目
を
向
け
、
華
々
し
い
 
平
 和
 活
動
 

を
 行
っ
て
い
る
名
誉
会
長
の
言
動
に
見
ら
れ
る
矛
盾
 点 を
も
指
摘
  
 

る
 。
 

以
上
の
二
論
文
の
発
表
後
の
レ
ス
ポ
ン
ス
や
自
由
討
議
で
は
、
 

平
 私
達
 

動
か
ら
人
権
や
人
間
の
尊
厳
に
い
た
る
ま
で
、
発
展
し
た
対
話
が
 
行
わ
れ
 

た
 。
 川
橋
 範
子
氏
か
ら
は
、
平
和
運
動
と
い
う
大
き
な
目
的
が
追
 
来
 さ
れ
 

る
 一
万
で
、
社
会
的
弱
者
で
あ
る
女
性
信
者
の
教
団
内
で
の
人
権
 

な
ど
が
 

稀
薄
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
教
団
構
造
上
の
間
 
題
 が
指
 

捕
 さ
れ
、
女
性
問
題
に
ま
で
議
論
が
及
ん
だ
。
だ
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
 
の
時
間
 

的
 制
約
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
問
題
は
い
さ
さ
か
大
き
す
ぎ
た
 よ
 ぅ
 で
あ
 

る
 。
 

さ
て
、
「
制
度
と
聖
職
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
進
め
ら
れ
た
第
三
 
セ
  
 

ョ
ン
 で
は
、
ま
ず
小
林
正
博
氏
 

-
 
創
 -
 が
、
菩
薩
道
の
概
念
や
日
蓮
 に
み
る
 

出
家
観
を
通
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
「
聖
職
者
」
概
念
の
再
検
討
 
な
 行
っ
 

た
 。
氏
は
、
日
本
化
し
た
仏
教
に
お
け
る
出
家
 像 と
上
の
概
念
上
 
の
 聖
職
 

者
像
と
の
隔
た
り
を
指
摘
し
た
つ
え
で
、
創
価
学
会
に
お
け
る
 
み
 
小
門
問
題
 

を
 取
り
上
げ
、
宗
門
か
ら
破
門
さ
れ
た
 在
 安
仏
教
教
団
と
し
て
の
 
創
 価
学
 

会
 に
あ
る
べ
き
今
後
の
「
聖
職
者
」
像
を
模
索
し
て
い
る
。
 

と
 @
 
」
ろ
で
 氏
 

 
 

 
 

っ
て
変
化
す
る
と
し
て
い
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
日
蓮
の
当
時
に
 

は
 葬
式
 

 
 

時
な
ど
の
引
導
 役
 概
念
は
な
か
っ
た
と
い
う
氏
の
強
調
も
 、
 単
に
 

時
代
が
 簗
 

違
う
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
し
か
し
、
氏
が
 
指
摘
す
 

 
 

る
 日
本
化
し
た
出
家
像
へ
の
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
日
本
の
僧
 
職
 全
て
 

に
 猛
省
を
促
す
契
機
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 

続
く
 

J
.
 

ヴ
ァ
ン
ブ
ラ
フ
ト
尺
一
力
 一
は
 、
聖
職
者
の
持
つ
四
つ
 

の
要
 

崇
 
-
 
ヨ
 0
 コ
オ
 
。
 屡
こ
降
 。
 臼
浅
庁
 。
「
 
菩
旧
 。
 括
毛
 浅
田
二
の
（
）
を
説
明
 
し
、
そ
 

の
 要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
 
摘
 し
た
 

う
え
で
、
教
団
に
お
け
る
聖
職
者
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
し
て
、
 

宗
門
間
 

超
 ゆ
え
に
聖
職
者
に
対
し
て
否
定
的
な
創
価
学
会
に
、
聖
職
者
問
 
題
 の
 再
 

考
を
促
し
て
い
る
。
氏
の
発
表
は
、
世
界
宗
教
の
仕
を
負
っ
て
 
カ
  
 

ク
が
 経
験
し
た
問
題
占
を
提
示
し
、
創
価
学
会
あ
る
い
は
 
S
G
l
 

一
剤
 
価
 

学
会
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
 

-
 に
対
し
て
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
が
 

な
い
よ
 

う
に
と
い
う
提
言
の
形
式
を
と
る
も
の
で
、
創
価
学
会
側
に
自
己
 
反
省
を
 

迫
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
 

こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
レ
ス
ポ
ン
ス
と
討
議
で
は
、
上
の
二
つ
の
 
発
 衰
を
 

受
け
て
、
も
っ
ぱ
ら
創
価
学
会
に
お
け
る
聖
職
者
問
題
が
取
り
上
 
 
 

た
 。
そ
し
て
、
新
し
い
宗
教
共
同
体
の
あ
り
万
や
秘
蹟
の
存
在
な
 
 
 

面
か
ら
も
、
こ
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

最
後
の
第
四
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
「
宗
教
と
社
会
の
未
来
に
向
か
つ
 
て
 」
 

と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
ず
中
野
 毅 尺
一
創
一
は
、
第
三
者
的
な
 視
占
か
 

ら
 現
代
を
捉
え
な
お
し
、
そ
の
特
徴
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
、
 

現
  
 

要
請
に
応
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
宗
教
と
し
て
大
乗
仏
教
を
取
り
上
 
 
 

る
 。
さ
ら
に
氏
は
，
政
教
分
離
の
概
念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
宗
教
の
 
政
界
へ
 

の
 関
わ
り
方
の
間
 題
 占
や
将
来
へ
の
展
望
に
つ
い
て
の
議
論
の
展
 開 を
行
 



書評   

つ
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十
八
 
。
 

次
の
家
本
博
一
反
 ア
 ）
も
、
現
代
社
会
に
お
い
て
人
類
に
共
通
 の
理
 

念
 
・
価
値
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
厳
し
い
現
実
や
、
そ
の
中
 

 
 

が
 不
安
や
蛆
力
感
を
抱
え
て
い
る
事
態
を
指
宿
す
る
。
そ
し
て
、
 

そ
の
よ
 

う
な
危
機
的
な
状
況
を
切
り
開
い
て
い
く
 術 と
し
て
、
歴
史
の
見
 
直
し
、
 

民
主
主
義
の
精
神
と
原
理
の
再
検
討
、
国
際
的
な
連
帯
の
経
験
の
 
蓄
積
を
 

提
示
し
、
新
た
な
倫
理
と
思
想
の
創
造
を
強
く
訴
え
て
い
る
。
 

こ
れ
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
や
自
由
討
議
の
中
で
は
、
お
り
し
も
 
宗
教
 

法
人
法
改
正
論
議
が
盛
ん
な
時
期
で
も
あ
り
、
宗
教
の
政
治
へ
の
 
関
与
に
 

つ
い
て
活
発
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
創
価
学
会
側
 
が
 宗
教
 

の
 政
治
へ
の
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
 
 
 

こ
れ
ま
で
政
治
と
関
わ
り
す
ぎ
た
と
い
う
反
省
に
基
づ
い
て
政
治
 への
 関
 

与
を
避
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
 取
  
 

げ
、
 様
々
な
問
題
に
取
り
組
ん
だ
本
書
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
 
読
者
が
 

抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
諸
宗
教
と
の
対
話
に
何
年
も
取
り
組
 
ん
で
き
 

た
 カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
余
裕
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
提
起
と
し
て
 
発
表
さ
 

れ
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
各
論
文
に
は
、
随
所
に
自
ら
の
伝
統
 
を
 省
み
 

る
 箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
「
宗
教
的
伝
統
に
対
 す
る
 自
 

己
 認
識
を
再
考
す
る
」
と
い
う
対
話
の
前
提
を
考
慮
し
た
だ
け
か
 
 
 

な
い
し
、
ま
た
、
二
千
年
近
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 
で
、
 犯
 

し
て
き
た
過
ち
も
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
や
反
省
が
 
こ
れ
ま
 

で
 幾
度
も
議
論
き
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
 
。
あ
る
 

い
は
、
す
で
に
幾
度
か
対
話
を
他
宗
教
と
行
っ
て
き
た
と
い
う
 一
 種
 の
 慣
 

ね
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 

 
 

ッ
ク
 の
方
が
あ
る
種
の
ゆ
と
り
を
も
っ
て
 

、
 自
ら
に
対
し
て
反
省
 的
な
ま
 

な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
対
し
て
創
価
学
会
側
の
各
論
文
は
 

、
 多
か
れ
少
な
か
れ
 
自
 分
た
 

ち
の
歴
史
を
全
て
肯
定
し
て
い
る
よ
う
な
論
調
が
多
い
。
し
か
し
 こ
れ
 

ま
で
の
社
会
と
の
 
軋
 礫
を
多
少
な
り
と
も
省
み
れ
ば
、
常
に
自
分
 た
ち
が
 

正
し
く
、
社
会
に
そ
の
非
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
は
ず
で
あ
 
る
 。
 や
 

は
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
省
的
な
態
度
と
は
対
照
的
に
自
己
主
張
 
が
 激
し
 

く
 、
そ
れ
だ
け
ま
だ
過
去
を
客
観
的
に
捉
え
る
余
裕
が
な
い
の
だ
 
ろ
う
か
 

と
い
う
印
象
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
討
議
 
 
 

は
 、
創
価
学
会
側
に
も
、
客
観
的
に
自
ら
の
所
属
す
る
団
体
を
見
 つ
め
よ
 

ぅ
 と
い
う
姿
勢
が
な
 
い
 わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
 
れ
る
。
 

排
他
的
で
独
善
的
で
あ
っ
た
以
前
の
カ
ト
リ
ッ
ク
が
、
今
や
諸
 
ゐ
 
下
散
 と
の
 

対
話
を
進
め
開
か
れ
た
教
団
を
目
指
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
創
価
 
学
会
も
 

こ
の
よ
う
な
対
話
を
行
い
始
め
た
こ
と
で
、
徐
々
に
従
来
と
っ
て
 
き
た
 路
 

線
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
本
 
串
 
主
日
は
 
、
 

今
後
の
創
価
学
会
の
行
方
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
楽
し
み
に
さ
 
せ
、
期
 

待
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

最
後
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
が
そ
の
ま
ま
文
章
化
さ
れ
て
い
 
る
本
 

書
 で
は
、
問
題
提
起
の
論
文
は
さ
て
甘
き
、
討
議
の
最
後
と
も
な
 
る
と
、
 

ど
う
し
て
も
議
論
が
唐
突
に
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
 
う
 き
ら
 

い
が
あ
る
。
時
間
の
制
約
上
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
読
者
 
と
し
て
 

は
そ
こ
で
の
議
論
に
木
練
を
残
し
て
先
に
進
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
 

参
加
者
 

 
 

た
ち
は
、
そ
の
後
個
別
に
議
論
を
し
て
胸
の
っ
か
え
を
お
ろ
し
た
 

 
 

れ
な
い
が
、
紙
面
上
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
だ
け
が
言
説
と
し
て
提
示
さ
 
2
9
3
 

る
 読
者
に
と
っ
て
は
、
な
ん
と
も
後
味
の
悪
い
も
の
と
な
つ
て
い
 
る
 。
 た
 



だ
 、
討
議
の
部
分
で
は
、
実
際
の
討
議
の
様
子
を
街
 
佛
 と
さ
せ
ら
 
ね
 、
仝
 
套
 

加
 者
の
個
性
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
面
白
さ
が
う
か
が
え
る
と
こ
 
ろ
も
あ
 

る
 。
だ
が
、
一
冊
の
本
全
体
を
見
渡
し
て
、
読
み
進
ん
で
 い
 く
 意
  
 

が
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
 
書
物
と
 

し
て
刊
行
す
る
際
に
現
出
す
る
大
き
な
難
点
と
舌
口
え
よ
う
。
 

近
年
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
記
録
を
ま
と
め
て
本
と
し
て
出
版
 
す
る
 

こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
本
書
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
う
 
 
 

式
の
出
版
物
は
整
理
の
仕
方
が
き
わ
め
て
難
し
く
、
と
も
す
れ
ば
 
読
者
の
 

か
な
ら
ず
参
加
し
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い
。
細
心
の
注
意
を
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っ
た
編
集
を
願
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
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Some Aspects of a Christian Holy Spirit Movement 
in Contemporary Okinawa Islands 

Yoshimasa IKEGAMI 

Since the 1990's. a Christian Holy Spirit movement has permeated 

many Okinawan Protestant churches. As to why this movement is more 
easily accepted in Okinawa Prefecture than in Japan proper, we need to 

consider two important factors, 1) the organizational character of Okina- 
wan Christianity reflected in the various interdenominational networks 

among evangelical and pentecostal pastors, and 2) the influence of the 

ideas and the practices which have been supported by conventional reli- 

gious agents such as yutu, kaminchu, etc. This paper focuses on the latter 
factor on the basis of the author's fieldwork data. 

Rejecting the worn-out dichotomic model of "foreign Christianity versus 

indigenous shamanism," this paper proposes hypothetically three modes of 

presenting spiritual powers and meanings with which people have created 

their own religious universe, namely "the mode of spiritual persons," "the 

mode of spiritual places," and "the mode of spiritual genealogies." 

Selected instances of these three presentative modes are discussed, and 

both their continuity and changes within the Holy Spirit movement are 

closely examined. 



On Shamanistic Functionaries Entering the Priesthood 
in Okinawa 

Hachiro  HASEBE 

The Kinpusen-shugen-hon Sect (&@h$&%*%) was brought to Okina- 

wa in the 1960's. These twenty years or so years since have seen the rise 

in this sect of many Buddhist monks among the shamans in Okinawa, or 

yuta. I focus in this monograph on the phenomenon of entering the 

priest hood. 

The yuta generally suffers an initiation ordeal under the influence of a 

deity (kamidari). In addition, he or she is still subject to the powers of the 

deity after initiation. This must necessarily give rise to  a lack of subjec- 

tivity. Therefore, the yuta intends to recapture the initiative from the 

guardian deity through the enrichment of his experience. They can, then, 

consequently acquire the self-knowledge and self-confidence of salvation. 

The phenomenon here of shamans entering the priesthood is one way of 

establishing identity. The central problem is to  explain the inducement 

which makes them do so. I suppose it is related not only to the improve- 

ment in one's skills in religious prayer but also to  a genealogical conscious- 

ness peculiar to  them, chiefly due to  their ancestors who were members of 

the royalty and priests working under Ryukyu dynasty. They can be seen 

to identify themselves with their ancestors. In this connection. Buddhists 

in Okinawa primarily play a major role in protecting the dynasty throught 

the power of religious prayer. 

. . . 
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Acceptance of Buddhism and Shamanistic Specialists in 
Okinawa: Concerning Customs of Religious Visiting of 

the Twelve-temples in Shuri 

Mikiko INAFUKU 

After the reversion of Okinawa, the number of religious sects has 

increased and their organizations have grown and developed. This raises 

the question of how indigenous religion has changed in the course of 

adapting to  this situation. A survey was conducted to  gather information 

on the customs associated with the visiting of the twelve-temples in Shuri. 

This paper attempts to clarify various aspects of believers' visits to  those 
temples from the perspectives of shamanistic specialists and of function- 

aries a t  the temples. 

It was found that shamanistic specialists are  deeply involved with the 

way Buddhism is accepted in Okinawa. They have modified many aspects 

of Buddhism to  make it compatible with their traditional concepts of gods 

and spirits. On the other hand, the temples have demonstrated three 

different patterns of adaptation. The first type is identified with the 

traditional pattern which accepts the believers' visits to  the temples 

according to their indigenous customs. The second is a purist type which 

adheres closely to the principles of the particular sect of Buddhism. The 

third type is the syncretistic pattern which aims at incorporating 

shamanistic specialists a s  sect members. 

These three types illustrate the dynamics of coexistence, opposition and 

syncretism which develop when a universal religion comes into contact 

with folk religious beliefs mediated by shamanistic specialists. 



The Ritual Life of Panari Island (Okinawa) 

Akashi UEMATSU 

Panari Islands, consisting of two small coral reefs where people depend 

on rain for all of their water supply, has had little traffic intercourse with 

the other islands around it. It has formed a completely self-sufficient 

microcosm supported by the farm-burning method of cultivating millet, 

the gathering of wild plants, and catching of fish around the reef. For 

most of the year, life centers around two main events, the cultivation of 

the winter millet and the rituals conducted by female priests who pray for 

an abundant harvest. 

The year begins with "Shichi" (the Ritual Period), in September by the 

lunar calendar, and the farming period ends with the harvest nine months 

later. The remaining three more months of the year form a very exciting 

period filled with successive rituals. The harvest puts a stop to the 

working life up to that time. Then, a male secret ritual group of gods, 

wearing masks and grass costumes, visits the people. A heterogeneous 

and mythological spectacle ensues. The festival season determined by 

rituals for a rich harvest now becomes one body with the self-sufficiency 

of the microcosm itself and is repeated again and again. The constructive 

theory of these rituals is considered also to exist at the root of life in other 

areas in Okinawa as well. 



Diversity of Ancestral Rituals in the Okinawan Cultural 
Area: A Comparison between Okinawa and Amami 

Tadaa tsu  T A  JIMA 

The Ryukyu Islands, from Saki-shima to the Amami group, are some- 

times considered to be part of the Okinawan cultural area. However, 

cultural differences can be observed, especially between the peoples of 

Okinawa and Amami. 

Since the Meiji restoration, urban migration both inside and outside 

Okinawa has been active. Also, ancestral rituals, which are some of the 

core constituents of Okinawan culture, have changed. For example, 

Ichimon-baka (clan tombs) were formerly the domain of a brotherhood, 

and a patrilineal tradition was dominant. Afterwards, however, Kazoku- 

baka (family tombs) gradually took over because of urbanization and the 

increasing influence of the concept of the nuclear family. 

These same factors also effected a change in the ancestral rituals of the 

Amami Islands. When urban migrants began to interact with native 

villagers, the urban custom of cremation started to spread. At the same 

time, Kazoku-baka began to take root, just as in Okinawa. In contrast t o  

the inhabitants of Okinawa, however, the Amami people began t o  adopt 

Fukusei-baka (multiple family tombs) and Nito-baka (two tombs in a 

single basement). 

Therefore, even in what is considered to be a culturally homogeneous 

area, it is possible to observe different cultural patterns emerging due to 

the influence of urbanization. The existence of these divergent patterns 

should be a motivation to reconsider the view of the greater Okinawa area 

as a monolithic cultural entity. 



Ancestor Worship and the Construction of Identity 
in Okinawan Society 

Yoshihiro ADACHI 

Ancestor worship in Okinawa, lively and widely practiced even today, is 

analyzed here from the viewpoint of the construction of a self-identity. It 

is shown that, for Okinawan people, the practice of ancestor worship is a 

means of acquiring a specifically Okinawan identity. Quoting Heidegger, 

the phenomenological approach leads us to an inquiry into what kind of 

humanistic act is involved in the construction of self-identity. It is not 

simply the act  of attaching a name but rather involves situating oneself 

within a narrative of one's own making. Two examples are  offered for 

analysis. Yuta-like religious functionaries and specialists in the tracing of 

genealogies "discover" clients' ancestors, and, based upon this guidance 

for the worship of ancestors, a specific Okinawan identity (the living of 

one's own life story) is constructed. Simultaneously, it is shown that 

through both time (history) and space (place) the religious functionaries 

mentioned above perform the role of connecting clients to the core of 

Okinawan culture. Thus, it can be said that Okinawa, even now, has 

within it a cultural core that is inseparably bound up with and serves to  

consolidate self-identity for Okinawan people. 



The Development of Ancestor Worship in Okinawa 

Masanobu AKAMINE 

Many articles on Okinawan ancestor worship by folklorists and cultural 

anthropologists have been published, but few such articles take into 
account the existence of the kingdom of Ryukyu and its institutions which 

have influenced local folk culture in various ways. In this paper, the 

author contends that we can not reach a real understanding of Okinawan 
local ancestor worship if we do not pay attention to the phase during 

which the policies of the kingdom bore influence. Discussion is focused 

mainly on the rites of ancestor worship at the household level, discussing 
such topics as the Bon (a) festival (usually held in July), the populariza- 

tion of ancestral tablets (@##), rituals at the grave yard on January 16 

(so-called Juruku-nichi), and changes in the concepts towards the graves 

of ancestors. Further, the high probability that a new formulation of these 

rites of ancestor worship at the household level occurred due to  the 

orientation of royal policy based on Chinese Confucianism, which started 

in the latter half of the 17th century, is hypothesized. 



Mythic Primordiality in Kamiuta 

Sunao TAIRA 

Kamiuta are  known a s  religious songs or sacred verses chanted a t  

religious rituals and ceremonies which pray for rain and the fertility of 

crops, or which celebrate architecture like new houses found in traditional 

society in the Ryukyu Islands. In the study of traditional religions of this 

region, kamiuta has often been studied a s  a form of literature in the 

context of the historical development of literary form and has been 

considered exemplary of the origin of Japanese ancient literature rather 

than a s  religious phenomena par excellence. T o  clarify the religious 

meanings of kamiuta involved in ritual, we need not only to inquire into 

the classification or categorization of forms of kamiuta in the realm of 

literature but to try to interpret kamiuta and its ritual a s  religious 

phenomena in and of itself. 

In this paper, we will begin by examining kamiuta from the point of 

view that the singing or chanting of kamiuta in rituals realizes the 

presence of mythic time. We will then examine the relationship between 

cosmogonic myth in narrative oral tradition or historical documents and 

kamiuta. Furthermore, we will inquire into the meaning of kamiuta 

reiteratively performed in traditional societies on the plane of archaic 

ontology and in using the conception of mythic archetype derived from M. 
Eliade's notion of myth. We will see concretely an ontological dimension 

of the meaning of kamiuta and archetypal repetition in ritual wedded to 

kamiuta in an example of the shibmmhi rite. 



Modernization and Change of Folk-religious Functions 
in Yaeyama, Okinawa 

Tokutarb  SAKURAI 

Utaki (@@fr) beliefs at the basis of traditional Okinawan folk-religion 
have moved into a period of great changes. Although elements of change 

are due in no small part to the various conditions and points of intersec- 

tions with regional shrines on the mainland, we must not overlook the 

impact on Utaki beliefs of a particular state of affairs. In order to clarify 

this problem, I have conducted field surveys in various areas along the 

Ryukyu chain of islands that stretches from Kyushu to Taiwan and have 
concentrated on extracting and clarifying regional differences though 

mutual comparison. 

In one particular case, I examined the faith of the Yaeyama Islands, 

close to Taiwan and the most rural and conservative of the island chain. 

When we look at Utaki beliefs in terms of Ryukyu Shinto, we can not help 

but see how priestesses and their religious functions support the regional 

communal religious ceremonies. 

Following the return of the Ryukyu Islands to Japanese control, there 
was a period of upheaval followed by a restoration of order to organiza- 

tion and rituals. However, along with recent urbanization and the 

increase in tourism and its resultant prosperity, the depopulation of the 

remote rural villages and islands has, in contrast, increased. This depopu- 

lation has caused great changes in the structure of religious ceremony. I 
have directly observed the transfiguration of these aspects of religious life 

in the local areas. 




