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琉
歌
の
源
流
と
そ
の
成
立

比

嘉

実

fヘ

一
、._/

琉
歌
の
形
態

琉
歌
と
は
沖
縄
諸
島
、
奄
美
諸
島
で
作
ら
れ
、
謡
わ
れ
て
き
た
行
情
的
な
短
詩
形
の
歌
謡
の
こ
と
で
あ
る
。
(
但
し
、
奄
美

諸
島
で
は
島
歌
と
い
っ
て
い
る
)

そ
の
名
称
に
は
和
歌
に
対
し
て

大
和
の
歌
で
は
な
く
琉
球
の
歌
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
投

影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

琉
歌
は
形
態
的
な
特
徴
か
ら

『
南
島
行
情
』

の
分
類

従
え

t工
短t
歌カ‘

仲2
風?

長
歌
、

口〈

説5

き

や

つ
ら
ね
(
連
歌
)
、
木
遣
り

の
六
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
、
祝
歌
、

四
季
歌
、
恋
歌
、
教
訓
歌
、
四
輪
旅
歌
、
抱
病
歌
な
ど
が
あ
っ
て
、
多
様
な

展
開
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、

八
八
八
六
調
の
短
歌
は
狭
義
の
琉
歌
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
創
作
さ
れ
た
数

が
最
も
多
く
、
琉
歌
の
特
徴
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
仲
風
は
十
八
世
紀
の
初
頭
首
里
の
支
配
階
層
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
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た
琉
歌
形
式
で
民
衆
の
な
か
に
は
定
着
し
な
か
っ
た
。
仲
風
は
琉
歌
形
式
の
定
律
八
八
八
六
と
和
歌
形
式
の
五
七
五
七
七
と
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の
折
衷
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、

七
・
五
・
八
・
六
、

五
・
五
・
八
・
六
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
由
来
に
つ
い

て
、
「
今
風
と
昔
風
の
中
間
に
あ
る
」
か
ら
仲
風
と
い
わ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
が
、
和
歌
形
式
と
琉
歌
形
式
の
混
融
し
た
仲

(
1
)
 

風
の
歌
形
に
因
る
と
考
え
た
方
が
無
難
で
あ
る
。
琉
歌
は
こ
の
よ
う
に
多
様
な
形
式
と
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

琉
歌
の
発
生
に
つ
い
て
は
、

田
島
利
三
郎
以
来
、
多
く
の
研
究
者
が
論
究
し
て
き
た
が
、

ま
だ
極
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。
琉
歌
の
発
生
に
関
す
る
研
究
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

そ
れ
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

"......__ 

一、、ーJ

琉
歌
発
生
論
に
つ
い
て

琉
歌
成
立
に
つ
い
て
の
学
説
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る

一
つ
は

一
六

O
九
年
(
慶
長
十
四
年
)
薩
摩
の
琉
球
入

り
以
後
、
本
土
の
文
学
的
影
響
を
受
け
て
琉
歌
が
成
立
し
た
と
い
う
も
の
で
、
田
島
利
三
郎
、
世
礼
国
男
、
小
野
重
朗
な
ど

が
こ
の
説
で
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
オ
モ
ロ
を
母
胎
に
し
な
が
ら
、
琉
歌
の
成
立
を
沖
縄
文
学
の
自
立
的
な
展
開
と
し
て

(
3
)
 

把
握
す
る
、
伊
波
普
猷
、
仲
原
善
忠
、
比
嘉
春
潮
、
金
城
朝
、
水
、
外
間
守
善
な
ど
の
説
が
あ
る
。
こ
の
二
説
の
対
立
す
る
見

解
を
整
理
し
、
現
時
点
に
お
け
る
琉
歌
成
立
論
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と
は
、

そ
れ
に
言
及
す
る
の
に
避
け
て
通
る
わ
け
に
は

、
、
:
、

L
b
4ね
し

叙
事
的
歌
謡
オ
モ
ロ
を
行
情
詩
琉
歌
の
直
接
の
母
胎
と
み
る
琉
歌
成
立
の
考
え
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
他
の
説
に
比
較
し
て

可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
え
る
。
八
八
八
六
の
音
数
律
を
有
す
る
短
詩
形
行
情
詩
琉
歌
の
形
式
が
、
オ
モ
ロ
の
な
か
に
育
く



ま
れ
、
後
期
オ
モ
ロ
の
音
数
律
が
琉
歌
の
基
本
的
リ
ズ
ム
の
八
音
を
豊
か
に
包
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
伊
波
普
猷
、

金
城
朝
永
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
琉
歌
形
式
歌
謡
の
伝
承
が
確
か
め
ら
れ
る
奄
美
諸
島
、
沖
縄
諸
島
に
お
い
て
、

琉
歌
に
先
行
し
、

且
つ
詩
形
的
に
直
接
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
想
定
可
能
な
歌
謡
は
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
オ
モ
ロ
以
外
に
は

な
し、伊

波
普
猷
は
琉
歌
成
立
の
年
代
に
つ
い
て
明
示
は
し
て
い
な
い
が
、

田
島
利
三
郎
の
慶
長
前
後
説
を
否
定
し
な
が
ら
琉
歌

と
オ
モ
ロ
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

オ
モ
ロ
の
中
に
は
、

ま
斗
八
八
八
六
調
の
琉
歌
に
近
い
の
が
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
二
首
の
如
き
は
、

そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
。第

十
四
巻
(
天
啓
三
年
編
纂
)

開
ゑ

国
直

入
り
て

水
包
ゑ
ば

水
無
き
ゃ
ん

真
神
酒

琉歌の源流とその成立

出
ぢ
や
す

真
国

と
よ
む

国
直

と
い
ふ
オ
モ
ロ
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
後
の
句
を
取
去
っ
た
ら
立
派
な
八
八
八
六
調
の
短
歌
で
あ
る
、
或
は
編
纂
す
る
時
、

琉
歌
が
も
ぐ
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
最
後
に
「
と
よ
む
く
に
な
お
り
」
と
い
ふ
折

返
し
が
あ
る
の
を
見
る
と
、

や
は
り
オ
モ
ロ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
十
二
巻
(
天
啓
三
年
編
繁
)
の
七
九
章
に
も

99 



荒
川
舎
場
つ
く
り
き
よ

100 

き
し
ゃ
ば

お
な
り
し
ゃ

ゑ
け

tま
ひ

昨
日
見
ち
ゃ
る

十

mUJ

の

真
夜
中
の

夢
J

の

夢
や
徒
な
も
の

夢
や
宅
一
な
も
の

お
な
り

抱
ち
へ
と

思
て

つ
く
り

抱
ち
へ

と
忠
て

ー
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
「
ゑ
け
は
ひ
」

に
オ
ヤ
マ
ヤ
と
い
う
意
味
の
嚇
子
で
、

各
分
節
で
繰
返
さ
れ
た
も
の
と
思
ふ
が

八

八
六
調
の
長
歌
に
近
く
な

っ
て
来
る
、

(
4
)
 

見
て
差
支
あ
る
ま
い
。

八
、
八
八
、

こ
の
二
種
は
兎
に
角
琉
歌
へ
の
推
移
を
示
す
過
渡
時
代
の
オ
モ
ロ
と

伊
波
の
こ
の
説
は
、
慶
長
前
後
の
琉
球
と
日
本
と
の
、
頻
繁
な
交
流
が
行
な
わ
れ
た
歴
史
社
会
的
背
景
を
則
的
し
な
が
ら
、

和
歌
の
影
響
を
受
け
る

こ
と
に
よ

っ
て
琉
歌
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
伊
波
以
前
の
琉
歌
発
生
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

沖
純
文
学
の
自
立
的
な
展
開
の
も
と
に
、

オ
モ
ロ
を
母
胎
に
し
な
が
ら
、
行
情
詩
琉
歌
が
成
立
し
た
と
い
う
伊
波
の
論
は
、

琉
歌
成
立
に
関
す
る
論
と
し
て
、
今
な
お
光
彩
を
放
っ
て
お
り
、
画
期
的
な
労
作
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
伊
波
の
こ
の
説
に

拠
り
な
が
ら
オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
発
展
過
程
を
よ
り
詳
細
に
検
証
し
た
の
が
金
城
朝
永
の
「
琉
球
民
謡
の
起
源
と
変
遷
」



で
あ
る
。
金
城
は
そ
の
中
で
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
十
四
の
十
八
を
引
用
し
つ
つ
阿
者
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

。
さ
で
し
か
は

の
ぼ
り
あ
め

ふ
ら
ん

つ
よ
の
、

ゑ
け
り
、
ぎ
や

み
そ
で

ぬ
ら
ち
ゑ
(
サ
デ
ツ
川
、

上
れ
ば

雨
な
ら
ぬ
市
内
の
妹
か
御
袖
の
は
し
ぞ
濡
し
ぬ
)

こ
の
オ
モ
ロ
を
次
の
よ
う
に

サ
デ
シ

ガ
ワ
ノ
ボ
リ
(
八
)
、

ア
メ
フ
ラ
ン
ツ
ユ
ノ

(
八
)

エ
ケ
リ
ギ
ヤ
ミ
ソ
デ
(
八
)

ハ
ナ
ヌ
ラ
チ
エ

〈
六
)

イョ

切

っ
て
み
ま
す
と
後
代
の
八
・
八
・
八
・
六
形
一二
十
字
(
音
)

の
琉
歌
と
全
く
同
じ
形
式
に
な
り
ま
す
。
先
に
挙
げ
た
ク

ニ
ナ
オ
リ
の
オ
モ
ロ
も
、
阿
じ
調
子
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
キ
コ
エ
ク
ニ
ナ
オ
リ
(
八
)
、

イ
リ
テ
ミ
ヅ
コ
エ
パ

(
八
)

ミ
ヅ
ナ
キ
ヤ
ン
マ
ミ
キ

(八)、

イ
ヂ
ャ
ス
マ
ク
ニ

(
六
)

こ
の
下
旬
の
表
記
法
、
き
や
と
ぢ
ゃ
を
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
発
音
通
り
、

キ
ヤ
と
ヂ
ヤ
に
な
お
し
ま
す
と
、

や
は
り
立
派
な

琉
歌
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
言
い
換
え
ま
す
と
、
琉
歌
は
和
歌
を
ま
ね
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

や
は
り
琉
球

そ
の
中
か
ら
白
然
に
生
れ
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

(5
)
 

は
、
オ
モ
ロ
に
求
む
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。

の
古
一諮
オ
モ
ロ
を
母
胎
に
し
て
、

つ
ま
り
、
琉
歌
の
阪
芽

琉歌の源流とその成立

こ
の
よ
う
な
伊
波
、
金
城
の
分
析
結
果
か
ら
帰
納
さ
れ
た
琉
歌
成
立
論
は
、
琉
歌
形
成
が
、

オ
モ
ロ
の
な
か
に
育
く
ま
れ
、

オ
モ
ロ
を
母
胎
と
し
て
生
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
但
し

」
の
説
に
対
し
て
は
小
野
重
朗
氏
の
強
い
反
論
も
あ
り

こ
こ
で
は
伊
波
、
金
城
が
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
オ
モ
ロ
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
事
実
と
し
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
更
に

オ
モ
ロ
と
琉
歌
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
、

オ
モ
ロ
が
琉
歌
に
作
り
か
え
ら
れ
て
い
る
事
実
も
金
城
は
あ
げ
て
い
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る

し
か
し
、
問
題
は
な
お
大
き
く
琉
歌
と
オ
モ
ロ
の
聞
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
。

オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス

102 

を
首
肯
し
た
に
せ
よ
、

オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
と
い
う
言
い
方
は
余
り
に
空
漠
と
し
た
物
言
い
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
収
録
さ
れ
た
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
仲
原
善
忠
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
お
も
ろ
の
起
源
は
明
ら

か
で
な
い
。
十
二
世
紀
(
平
安
末
期
)

と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、

そ
の
上
限
は
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
さ
き
で
は
あ
る

ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
も
の
は
一
六
一

O
年
(
伝
尚
寧
王
妃
作
)
の
が
あ
る
か
ら
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、
大
体
十

二
l
十
七
世
紀
ま
で
の
五
・
六
世
紀
間
の
歌
謡
の
集
積
と
い
え
よ
う
」
こ
れ
は
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
非
常
に
幅
の
広
い

歌
謡
集
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
と
い
う
言
い
方
は
、
琉
歌
の
成
立
に
関
し
て
、

そ
の

端
緒
を
切
り
ひ
ら
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
が
幾
層
か
の
時
代
の
歌
謡
を
複
雑
に
混
清
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確

突
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
編
纂
に
時
代
的
変
差
は
あ
る
が
、
幾
層
か
の
時
代
の
影
響
を
共
時
的
に
投
影
さ
せ
て
い
る
こ
と
は

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
収
載
さ
れ
た
全
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
言
え
る
。

そ
の
た
め
に
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
歴
史
的
に
把
握

す
る
こ
と
は
至
難
に
近
い
。

し
か
し
、
文
学
史
の
問
題
と
し
て
オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
為
に
は
、

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
歴
史
的
に
把
握
す
る
祝
点
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
仲
原
善
忠
の

『
お
も
ろ
新
釈
』
で
あ
っ
た
。

仲
原
は
そ
の
な
か
で
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
全
二
十
二
巻
を
(
一
)
地
方
お
も
ろ

(
二
)
え
さ

お
も
ろ
さ
一
)
え
と
お
も
ろ

(
四
)
こ
ね
り
お
も
ろ

(
五
)
あ
す
び
お
も
ろ

(
六
)
名
人
お
も
ろ
(
七
)
神
女
お
も
ろ
(
八
)

公
事
お
も
ろ
の
八
つ
に
分
類
し、

最
も
新
し
い
形
の
お
も
ろ
と
し
て
、
え
と
お
も
ろ
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

仲
原
は
後
期
お
も
ろ
か
ら
琉
歌
へ
の
過
程
に
つ
い
て



ヤ
ワ
、 海

外
貿
易
は
、
尚
真
王
時
代
に
頂
点
に
達
し
、
王
の
船
は
、
日
本
、
朝
鮮
、
支
那
、
南
方
諸
島
、
安
南
、
シ
ャ
ム
、
ジ

そ
の
他
ー
に
往
来
し
た
。
貿
易
は
王
家
の
独
占
事
業
で
、
所
謂
仲
継
貿
易
で
あ
る
、
船
ゑ
と
(
航
海
歌
)
と
よ
ば

れ
る
新
型
の
お
も
ろ
が
さ
か
ん
に
な
る
。

一
方
に
お
い
て
祭
礼
用
の
お
も
ろ
、

と
く
に
王
宮
関
係
の
も
の
は
、
外
来
宗
教

(
神
、
仏
、
道
)

の
影
響
を
う
け
変
質
し
、
難
解
な
も
の
と
な
る
。
作
者
は

一
般
の
お
も
ろ
と
ち
が
っ
て
、
学
問
の
あ

る
人
々
と
見
ら
れ
る
。
南
方
貿
易
は

し
か
し

一
五
七

O
年
を
最
後
に
、
終
止
符
を
う
つ

ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
北
上

つ
い
で
日
本
船
の
南
下
が
始
ま
り
、
仲
継
貿
易
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貿
易
の
衰
退
と
時
を
同
じ
う
し
て
、

お
も
ろ
も
影
が
薄
く
な
り

一
六

O
九
年
の
島
津
進
入
を
境
と
し
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

一見、

不
思
議
な
現
象
で
あ

る
が
十
六
世
紀
の
後
半
に
輸
入
さ
れ
た
三
味
線
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
鼓
又
は
手
拍
手
に
あ
わ
せ
て
謡
っ
て
い
た
お
も
ろ
が
、

(
7
)
 

新
ら
し
く
出
現
し
た
魅
力
的
な
新
楽
器
に
伴
う
歌
謡
に
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
仲
原
の
こ
の
説
は
、
宮
廷
歌
謡
オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
流
れ
こ
み
を
明
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、

仲
原
も
琉
歌
の
母
胎
は
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
琉
歌
の
直
接
的
な
母
胎
と
し
て
、
え
と
お

い
く
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
内
間
貫
友
の
「
お
も
ろ
と
琉
歌
」
に
つ
い
て
論
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
聞
は
.

琉歌の源流とその成立

も
ろ
を
想
定
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
仲
原
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
後
に
外
間
守
善
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
て

琉
球
文
学
研
究
の
場
に
、
持
情
詩
形
成
の
た
め
の
歴
史
社
会
的
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
同
時
に
、
行
情
詩
を
創
造
す
る
主
体

と
し
て
、
支
配
階
層
の
役
割
を
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
十
四
世
紀
の
後
半
に
琉
歌
の
萌
芽
期
を
設
定
し
た
の
で

あ
(μ
。
こ
の
よ
う
な
琉
歌
発
生
に
関
す
る
諸
説
を
お
さ
え
な
が
ら
、
叙
事
詩
と
持
情
詩
琉
歌
の
成
立
に
つ
い
て
の
問
題
を
文
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学
史
的
構
想
の
も
と
に
設
定
し
た
の
は
外
間
守
善
の
「
琉
球
文
学
の
展
望
」
が
最
初
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
外
聞
は
そ
の



な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
琉
歌
の
母
胎
と
し
て

ヱ
ト
オ
モ
ロ
を
明
確
に
う
ち
だ
し
て
い
る
。
「
ヱ
ト
オ
モ
ロ
の
構
造
は
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単
に
叙
情
性
の
匹
芽
だ
け
で
は
な
く
、
詩
形
も
不
安
定
な
立
日
数
か
ら
三
・
四
・
五
・
音
数
律
に
調
律
的
で
あ
り
、

さ
ら
に
五

-
五
音
、
五

・
四
音
の
文
節
的
結
合
傾
向
か
ら
離
れ
、
五
音
と
三
音
の
結
合
が
好
ま
れ
る
傾
向
を
み
せ
る
な
ど
定
型
化
へ
の

傾
斜
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
オ
モ
ロ
一
般
に
三
人
称
的
宇
宙
観
が
特
色
だ
が
、
ヱ
ト
オ
モ
ロ
で
は
一
人
称
あ
ん
(
我
)

の
主
張
と
頻
度
数
が
目
だ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
叙
情
的
世
界
へ
の
近
よ
り
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
尚
良
王

時
代
に
お
け
る
ヱ
ト
オ
モ
ロ
の
流
行
は
、
隆
践
と
同
時
に
自
ら
の
手
で
そ
れ
を
打
ち
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
文
学
的

自
己
矛
盾
、

つ
ま
り
、
叙
情
的
思
考
の
応
芽
を
内
育
さ
せ
て
い
た
時
代
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

叙
事
詩
(
改
稿
「
沖
縄

文
学
の
展
望
」
で
は
叙
事
的
歌
謡
)
か
ら
叙
情
詩
へ
と
い
う
文
学
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
の
交
替
が
、
叙
事
詩
オ
モ

(9) 

こ
の
時
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
と
述
ベ
、

ロ
の
凋
落
と
新
し
い
叙
情
詩
の
匪
芽
と
い
う
形
で
、

つ
s

つ
け
て
、

行
情
詩
琉
歌
を
脹
芽
さ
せ
た
条
件
と
し
て
「
十
七
世
紀
に
お
け
る
オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
移
り
変
わ
り
は
、
突
如
た
る
も
の

そ
れ
を
触
発
せ
し
め
た
外
的
条
件
(
三
味
線
楽
器
の
渡
来
)

で
は
な
く
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
お
け
る
首
里
士
族
達
の
貴
族
的
成
長
過
程
と
共
に
発
酵
を
始
め
た
内
的
条
件
と
、

(
ぬ
)

の
触
れ
あ
い
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
外
間
守
善
の
こ
の
説
は
池
宮
正
治
の
若
干
の
批
判
を
別
に
す
れ
ば
、
伊
波
普
猷
以
後
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
オ
モ
ロ
を
想
定

す
る
琉
歌
発
生
論
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
琉
歌
を
沖
縄
文
学
の
自
立
的
な
展
開
の
も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
場
合
、

こ
の
説
は

い
わ
ば
定
説
化
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
私
は
琉
歌
の
直
接
的
母
胎

'
と
し
て
名
人
オ
モ
ロ
を
考
え
て
お
り
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。



視
す
る
立
場
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
反
対
に
、

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
伊
波
、
金
城
、
仲
原
、
外
聞
の
琉
歌
発
生
論
は
沖
縄
に
於
け
る
文
学
の
内
在
的
な
発
展
過
程
を
重
要

田
島
、
世
礼
、
小
野
の
そ
れ
は
、
琉
歌
発
生
の
第
一
義
的
な
要
因

と
し
て
外
発
的
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
琉
歌
発
生
論
は
全
く
相
反
す
る
立
場
に
あ
る
と
言
え
る
。
後
者
の

代
表
的
な
意
見
と
し
て
小
野
説
が
あ
る
。
小
野
は
「
琉
歌
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
比
嘉
春
潮
、
金
城
朝
永
、
外
間
守
善
の
諸

氏
の
説
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
て
、
十
五
世
紀
頃
に
、

オ
モ
ロ
歌
形
の
第
一
節
が
定
型
化
し
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説

私
は
こ
の
定
説
に
ま
だ
少
々
の
疑
問
を
残
し
て
い
る
」
と
実
に
慎
重
を
期
し
な
が
ら
「
よ
く
例
と
し
て
あ
げ
ら

れ
る
オ
モ
ロ
は
確
か
に
琉
歌
と
同
じ
八
八
八
六
形
を
も
っ
て
い
る
が
、
あ
れ
だ
け
長
短
自
由
で
音
数
も
変
化
の
多
い
オ
モ
ロ

の
中
に
二
、
三
首
同
形
の
も
の
が
あ
る
の
は
偶
然
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
四
句
形
、

(ロ)

る
こ
の
琉
歌
形
に
落
ち
つ
く
必
然
性
が
な
い
よ
う
に
思
う
」
と
言
っ

て
い
る
。

い
て
い
る
。

し
か
も
絶
句
を
六
音
に
変
化
さ
せ

実
に
慎
重
な
語
尾
の
結
び
な
が
ら
、
発
一一一
一
口
の
内
容
は
定
説
に
対
す
る
少
々
の
疑
問
ど
こ
ろ
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
こ
の
こ
と

は
、
後
に
続
く
琉
歌
発
生
論
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
先
の
引
用
文
に
つ

ε

つ
け
て

こ
れ
だ
け
短
期
間
に
一
世
を
風
廊
す
る
に
は
、
も
っ
と
強
力
な
理
由
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
私
は
、

そ
れ
を
世
礼
国
男

琉歌の源流とその成立

氏
の
説
を
借
り
て
、
本
土
の
小
唄
の
七
七
七
五
の
影
響
と
考
え
て
い
る
。

ク
ェ

l
ナ
歌
形
で
定
律
化
し
て
い
た
五
・
三
調

が
八
調
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
小
唄
の
七
七
七
五
調
を
八
調
化
し
て
八
八
八
六
の
琉
歌
の
形
が
作
ら
れ
た

と
思
う
。
本
土
の
小
唄
の
七
七
七
五
形
は
更
に
「
三
四
・
四
三
・
三
二
形
」
に
固
化
し
て
い
る
が
、

J

二
五
・
五
三
・
三

五
・
三
三
形
」

へ
の
傾
斜
を
示
し
な
が
ら
も
ま
だ
固
化
し
て
い
な
い
の
は
八
八
八
六
調
か
七
七
七
五
形
の
影
響
を
う
け
た

後
の
形
だ
と
い
う
論
拠
に
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
も
し
琉
歌
の
八
八
八
六
形
が
本
土
小
唄
の
影
響
と
し
て
始
ま
っ
た
の
な
ら
、
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はそ
あの
る母
ま胎
し、(を
か日不

定
形

不
定
律
の
オ
モ
ロ
に
求
め
ず
、

む
し
ろ
五
・
三
調
定
律
的
な
ク
ェ
l
ナ
型
に
求
め
る
の
が
適
当
で
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と
述
べ
て
い
る
。
疑
問
を
付
し
た
仮
説
的
な
説
の
提
唱
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、

そ
の
後
発
表
さ
れ
た
「
『
お
も
ろ
』

み
る
海
洋
文
学
の
展
開
」
で
は
、
琉
歌
の
成
立
年
代
に
論
及
し
、

「
島
津
氏
の
琉
球
侵
攻
ご
六

O
九
年
)
を
境
に
、
海
外
発

展
の
時
代
は
終
り
、
大
和
文
化
が
盛
ん
に
流
入
し
て
来
る
事
に
な
る
。
お
も
ろ
の
製
作
は
終
駕
し
そ
れ
に
代
っ
て
定
形
(
八
・

の
行
情
歌
は
琉
歌
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
な
る
」
と
や
や
断
定
的
な
説
へ
変
っ
て
い
る
。
こ
の
論
と
先

八
・
八
・
六
音
形
)

の
琉
歌
発
生
に
関
す
る
仮
説
的
な
提
唱
を
く
み
と
っ
て
小
野
の
琉
歌
発
生
論
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
琉

歌
は
オ
モ
ロ
に
匹
胎
し
た
の
で
は
な
く
、
島
津
氏
の
琉
球
侵
略
と
そ
れ
に
伴
う
日
本
文
化
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
沖
縄
に
流

入
し
た
小
唄
の
七
七
七
五
調
を
ひ
き
が
ね
と
し
て
、
す
で
に
五
・
三
調
に
定
律
化
し
て
い
た
ク
ェ
l
ナ
型
を
母
胎
に
形
成
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

又
、
小
野
は
オ
モ
ロ
の
読
解
法
と
し
て
、
分
離
解
読
法
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
説
を
提
唱
し
、
叙
事
部
分
と
反
覆
部
分
は
意

味
的
に
つ
な
が
ら
な
い
(
但
し
、
例
外
あ
り
)
こ
と
を
「
朝
凪
ぎ
・
夕
凪
ぎ
の
お
も
ろ
」
で
実
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
反
覆
部

(
河
川
)

分
が
行
情
歌
へ
発
展
し
て
い
く
と
い
う
独
特
な
叙
情
歌
発
生
論
を
オ
モ
ロ
の
読
解
法
を
通
し
て
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、

小
野
論
の
場
合
、
難
子
を
源
流
と
し
て
育
く
ま
れ
た
反
覆
部
の
叙
情
歌
は
八
・
八
・
八
・
六
形
と
い
う
琉
歌
形
式
の
行
情
歌

へ
は
発
展
し
て
い
か
な
い
。
反
覆
部
が
叙
情
的
で
不
定
形
、
自
由
律
で
あ
る
と
い
う
小
野
説
に
従
え
ば
、
反
覆
部
分
に
育
っ

た
不
定
形
の
叙
情
歌
が
八
・
入
・
八
・
六
形
と
い
う
定
型
的
行
情
歌
琉
歌
に
育
っ
て
い
か
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、

小
野
氏
が
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
オ
モ
ロ
を
想
定
し
な
い
の
は
、

理
論
的
に
一
貫
し
て
い
る
。



こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
琉
歌
発
生
説
の
対
立
は
そ
の
根
底
に
、
伝
統
的
な
オ
モ
ロ
の
読
解
と
小
野
氏
の
提
唱
し
た
分
離
読
解

法
と
い
う
オ
モ
ロ
の
読
み
そ
の
も
の
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

小
野
氏
は
、

お
も
ろ
詩
形
を
共
時
的
に
形
態
分
類
し
、
分
類
さ
れ
た
も
の
を
再
構
造
化
し
て
、

お
も
ろ
の
詩
形
に
時
間
を

与
え
て
い
く
方
法
と
取
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
行
情
詩
論
の
場
合
に
も
詩
形
の
形
態
や
構
造
分
析
が
中
心
で
、
行
情
詩
を

生
み
出
す
歴
史
社
会
的
な
背
景
や
行
情
主
体
の
形
成
に
関
す
る
考
察
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。

オ
モ
ロ
の
反
覆
部
の
蛾

子
に
オ
モ
ロ
的
叙
情
歌
の
源
流
を
み
る
説
も
も
っ
ぱ
ら
分
離
解
読
法
と
い
う
詩
形
の
構
造
分
析
に
も
と
さ
つ
い
て
い
る
。
宮
古
、

八
重
山
の
古
謡
を
見
れ
ば
、
物
語
的
な
叙
事
部
分
と
一
人
称
的
な
叙
情
部
分
が
混
在
し
て
お
り
、
叙
情
部
分
が
雛
子
か
ら
発

達
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
小
唄
の
七
七
七
五
形
を
八
調
化
し
て
、
五
三
調
定
律
的
な
ク
ェ

l
ナ
形
に
琉

歌
形
式
の
母
胎
を
求
め
る
小
野
の
考
え
方
で
は
長
詩
形
の
処
理
が
困
難
で
あ
る
。
分
離
解
読
法
は
オ
モ
ロ
の
読
み
方
に
対
す

る
画
期
的
な
理
論
で
あ
る
が
、

オ
モ
ロ
の
全
体
の
読
み
に
普
遍
す
る
こ
と
に
は
現
在
の
と
こ
ろ
爵
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
特

に
反
覆
部
が
擁
子
か
ら
発
展
し
、

オ
モ
ロ
的
行
情
詩
が
こ
の
部
分
に
達
成
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
問
題
で
あ
る
。
反
覆
部

は
後
述
す
る
よ
う
に
行
情
詩
琉
歌
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
小
野
説
の
場
合
、
反

琉歌の源流とその成立

覆
部
の
定
型
的
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
オ
モ
ロ
か
ら
琉
歌
へ
の
発
展
過
程
を
否
定
的
に
み
て
い
る
。
私
の
考
え
と
大
き

く
見
解
を
異
に
す
る
点
で
あ
る
。
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一一一、、ー〆

行
情
詩
琉
歌
の
源
流

行
情
詩
と
し
て
の
琉
歌
が
南
島
の
諸
歌
謡
の
何
に
伍
芽
し
た
か
と
い
う
問
題
に
触
れ
る
前
に
、
南
島
に
お
け
る
行
情
詩
の

源
流
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

西
郷
信
網
は
叙
事
詩
と
打
情
詩
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

文
学
の
発
生
史
に
お
い
て
は
、
普
通
叙
事
詩
が
先
行
し
行
情
詩
は
一
足
遅
れ
て
現
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
叙
事
詩

の
な
か
か
ら
行
情
詩
が
で
て
き
た
意
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
、
ぎ
り
ぎ
り
の
始
源
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
話
は
別
だ
が
、

両
者
の
発
生
の
系
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
行
情
詩
の
母
胎
は
叙
事
詩
で
は
な
く
共
同
体
の
歌
謡
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
叙
事
詩
が
英
雄
時
代
に
い
わ
ば
共
同
体
と
の
祭
式
の
紳
を
断
ち
き
っ
て
文
学
の
契
機
を
つ
か
も
う
と
し
た
と
き
持

(
げ
)

情
詩
は
ま
だ
祭
式
歌
謡
の
腹
の
な
か
に
胎
児
と
し
て
宿
っ
て
い
た
。

卓
説
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る

し
か
し

西
郷
の
説
は

い
わ
ば
仮
説
で
あ
り
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
文
学
の
諸
事
象
に
よ
っ

て
検
証
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
外
間
守
善
は

「
琉
球
文
学
の
民
望
」
の
な
か
で
行
情
詩
の

成
立
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

尚
良
王
を
頂
点
に
し
て
隆
盛
を
き
わ
め
た
海
外
貿
易
も
、
十
六
世
紀
末
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
北
上
、

日
本
船
の
南
下

と
い
う
新
し
い
潮
流
に
侵
蝕
さ
れ
て
、
仲
継
利
潤
を
失
な
い
貿
易
の
衰
退
と
ほ
ぼ
時
を
並
べ
て
エ
ト
オ
モ
ロ
も
生
気
を
失

な
い
つ
つ
あ
っ
た
が

一
六

O
九
年
、
島
津
琉
球
入
り
の
頃
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
を
最
後
の
ま
た
た
き
に
し
て
そ
の
創
作
は

ま
っ
た
く
と
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
後
の
オ
モ
ロ
は
「
伝
承
」

の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
形
骸
オ
モ
ロ
と
化
し
、
民



衆
の
支
持
も
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
図
式
的
に
み
る
な
ら
ば
、
叙
事
詩
オ
モ
ロ
の
終
駕
で
あ
り
行
情
詩
ウ
タ

(
日
)

ムハ
一以
Jdι

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
(
・
印
引
用
者
)

(
此
歌
)
の・

叙
ト
山
市
場
内
か
ら
行
情
詩
へ
の
発
展
を
み
て
い
る
点
で
西
郷
説
と
相
対
立
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
外
出
が
「
琉
球
文
学
の
民
望
」
を
改
稿
し
た
論
文
の
な
か
で
オ
モ
ロ
を
叙
事
的
歌
謡
と
言
い
直
し

て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

外
出
の
叙
事
詩
オ
モ
ロ
と
い
う
言
い
方
に
は
、

オ
モ
ロ
が
共
同
体
的
、
祭
式
的
歌
謡
や
英
旅
叙
事
的

歌
析
を
合
む
泌
沌
と
し
た
歌
謡
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
読
み
取
れ
る

」
の
こ
と
は
「
琉
球
文
学
の
展
望
」
の
な
か
で
使
刷

さ
れ
た
叙
事
詩
の
概
念
が
、

ギ
リ
シ
ャ
の
典
型
的
な
英
雄
叙
事
詩
や
四
郷
の
叙
事
詩
の
そ
れ
と
も
，
主
な
ら
な
い
こ
と
を
先
ず

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
司
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
中
に
ギ
リ
シ
ャ
の
典
型
的
な
英
雄
叙
事
詩
の
よ

う
な
も
の
が
一
筋
も
収
載
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
知
れ
ば
言
を
ま
た
な
い
。

し
か
し
、
外
聞
の
「
叙
事
詩
オ
モ
ロ
の
終
鷲
で
あ
り
、
行
情
詩
ウ
タ
(
琉
歌
)

の
台
頭
を
迎
え
る
」
と
い
う
言
葉
は
池
宮

正
治
の
批
判
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
池
官
の
説
は
、
氏
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
西
郷
説
に
依
拠
し
、
叙
事
詩
オ
モ

そ
の
叙
事
詩
オ
モ
ロ
の
文
体
が
漸
次
行
情
的
に
発
芽
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

あ
る
ジ

ャ
ン
ル
が
別
の
ジ
ヤ
ン

.EM:;此の源流とその成立

ロ
と
い
う
外
聞
の
概
念
規
定
の
間
際
を
ぬ

っ
て
立
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
池
宮
は

「
叙
事
詩
か
ら
叙
情
詩
へ
と
い
う
文
学
史
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
の
交
替
」
を
「
叙
事
詩
オ
モ
ロ
の
凋
落
と
新

し
い
叙
情
詩
の
匹
芽
と
い
う
形
で
」
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
を
叙
事
詩
と
し
て
と
ら
え
、

ル
を
生
む
だ
ろ
う
か

と
発
一
一
一
一
口
し
、
琉
歌
の
母
胎
に
つ
い
て
、

「
琉
歌
は
オ
モ
ロ
の
嫡
子
で
は
な
い
。

琉
歌
の
母
胎
は
オ
モ
ロ
の
外
に
'
と
う
と
う
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と
流
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
我
々
が
琉
歌
の
源
流
と
し
て
オ
モ
ロ
を
観
察
す
る
の
は
、
同
時
代
歌
謡
と
し
て
、

(
凶
〉

琉
歌
の
母
胎
が
オ
モ
ロ
に
反
照
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」

110 

と
述
べ
て
い
る
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に

」
の
論
は
、
外
聞
の
叙
事
詩
オ
モ
ロ
と
い
う
概
念
規
定
と
西
郷
の
「
叙
事

詩
か
ら
叙
情
詩
は
生
れ
な
い
」
と
い
う
理
論
に
十
全
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
現
象
す
る
歌
謡
の
実
体
に
即
し
て
の

理
論
構
築
で
は
な
い
。
池
宮
は
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
伊
波
普
猷
、
金
城
朝
永
が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

オ
モ
ロ
を
見
て

い
る
。
琉
歌
は
オ
モ
ロ
の
嫡
子
で
は
な
い
云
々
は
両
氏
の
考
え
方
を
劃
酌
す
れ
ば
立
論
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ

な
い
。
本
当
に
琉
歌
が
オ
モ
ロ
の
嫡
子
で
な
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。
池
宮
の
前
記
の
よ
う
な
理
論
の
構
築
は
実

り
の
少
な
い
方
法
に
思
え
る
。
何
故
な
ら
、
外
聞
に
し
ろ
、
叙
事
歌
オ
モ
ロ
と
い
う
場
合
の
叙
事
詩
に
ギ
リ
シ
ャ
の
英
雄
叙

事
詩
の
よ
う
な
典
型
的
な
純
化
さ
れ
た
叙
事
詩
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
池
宮
の
琉
歌
の
母
胎
に
関
す

る
考
察
が
外
出
の
そ
れ
と
た
い
し
て
差
異
が
な
く
、

理
論
が
か
み
あ
っ
て
い
な
い
の
は
、
池
宮
が
叙
事
詩
と
い
う
概
念
に
ギ

リ
シ
ャ
的
な
純
化
さ
れ
た
英
雄
叙
事
詩
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
池
宮
が
理
論
的
に
依
拠
し
た
西
郷
の
叙
事

詩
、
叙
情
詩
の
理
論
は
、

日
本
古
代
文
学
の
諸
事
象
の
な
か
で
検
証
さ
れ
た
説
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
仮
説
的
な
も
の
で

あ
り
、
将
来
に
お
い
て
も
日
本
古
代
文
学
の
諸
事
象
の
な
か
で
の
み
そ
れ
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
無
理
で
あ
る

と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

そ
の
意
味
で
言
え
ば
、

日
本
一語
の
一
大
方
言
群
で
あ
る
琉
球
方
言
で
造
型
さ
れ
た
諸
歌
謡
を
対

象
に
据
え
れ
ば
、

西
郷
氏
の
理
論
を
よ
り
実
証
的
に
検
証
で
き
る
気
が
す
る
。
実
際
に
、
先
達
と
し
て
『
国
文
学
の
発
生
』

に
見
ら
れ
る
折
口
信
夫
の
方
法
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
日
本
古
代
文
学
研
究
で
達
成
さ
れ
た
説
を
無
批
判
に
導
入
す
る

の
で
は

な
く
、
琉
球
文
学
の
諸
事
象
の
な
か
か
ら
、
沖
縄
的
な
叙
事
詩
、
叙
情
詩
の
問
題
を
現
象
に
即
し
て
の
概
念
規
定
に
基
づ
き



理
論
を
構
築
し
、
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
き
以
下
叙
情
詩
の
源
流
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

奄
美
、
沖
縄
、
宮
古
、

八
重
山
と
弧
状
に
つ
な
が
る
南
島
の
島
々
に
は
、
「
農
耕
儀
礼
の
周
辺
に
そ
の
発
生
基
盤
を
置
き
、

共
同
体
の
信
仰
や
、
経
済
や
生
産
に
か
か
わ
り
を
も
っ
祭
式
歌
謡
が

い
ろ
ん
な
呼
び
名
を
持
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る

そ

し
て
、

そ
の
歌
謡
群
が
文
学
の
始
源
的
な
姿
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
呪
詞
、
呪
言
と
深
い
紐
帯
を
維
持
し
な
が
ら
祭
式

(
却
)

の
な
か
で
、
現
在
、
混
融
し
た
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
」
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
式
歌
謡
や
呪
言
、
呪
詞
を
奄
美
大
z

品
で
は
フ
ツ
、

タ

l
ブ
イ

オ
モ
リ

ナ
ガ
レ
、
沖
縄
諸
島
で
は
ミ
セ
セ
ル
、

オ
タ
カ
ベ
、

ク
ェ

l
ナ
、

ウ
ム
イ
、
テ
イ
ル
ク
グ
チ
、

ア

イ

ノレ

ノレ

ア
マ
オ
エ
l
ダ
、
宮
古
諸
島
で
は
ニ
l
リ

タ

i
ピ

フ
サ
、

ピ
ヤ

l
シ、

ア
ー
ク

八
重
山
諸
島
で
は
カ
ン
フ
ツ

ニ
ガ
イ
フ
ツ
、

ア
ヨ

l

シ
一
フ
パ

ユ
ン
タ
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
呪
詞
や
祭
式
歌
謡
の
修
辞
上
の
特
徴
は
、
対
話
、
対
句
を
畳
み
込
み
な
が
ら
、
こ
と
が
ら
を
叙
事
的
に
表
現
し
て

い
く
こ
と
に
あ
る

そ
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は

」
れ
ら
一
連
の
叙
事
的
歌
謡
が
幻
視
的
叙
事
詩
群
と
英
雄
的
叙
事
詩
群

に
分
類
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
群
を
支
え
て
い
る
歌
謡
主
体
の
言
語
意
識
、

そ
れ
に
伴
う
修
辞
法
に
は
大
き
な
差
異

琉歌の源流とその成立

が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
例
証
を
あ
げ
て
後
で
詳
説
す
る
。

と
も
あ
れ
、
幻
視
的
叙
事
詩
と
い
う
言
い
方
は
唐
突
す
ぎ
て

相
反
す
る
一
一
一
一
日
葉
を
つ
な
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、

」
れ
も
例
証
を
挙
げ
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
る

筈
で
あ
る
。
外
間
守
菩
も
言
い
方
は
違
う
が
叙
事
的
歌
謡
群
に
二
つ
の
系
統
が
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
つ
は
、
組
先
神
を
讃
え
る
ニ
l
リ
の
脈
絡
を
つ
ぎ
、
現
世
的
英
雄
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
英
雄
を
讃
え
る
英
雄
讃
歌

で
、
史
歌
的
性
格
が
強
い
。
(
中
略
)
「
仲
宗
松
豊
見
刻
与
那
国
攻
入
の
ア
ヤ
ゴ
」

な
ど
は
そ
の
白
眉
と
も
い
わ
れ
る
も
の

111 



ト

J

こ、

円
H
H
H

、uu
‘

で
、
(
中
略
)
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
英
雄
叙
事
詩
と
称
し
て
も
よ
い
も
の
で
、
南
島
歌
謡
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

112 

日
本
文
学
の
内
容
を
も
豊
か
に
す
る
貴
重
な
素
材
で
あ
る
。
(
中
略
)
も
う
一
つ
は
、
英
雄
讃
歌
以
外
の
す
べ
て
を

含
む
も
の
で
、
生
活
・
労
働
歌
と
で
も
称
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
忠
わ
れ
る
。
民
衆
の
生
活
を
謡
う
も
の
、
航
海
の
安
全

(
れ
)

を
祈
願
す
る
も
の
、
作
物
の
皇
陵
と
世
の
中
の
平
和
を
祈
願
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

後
者
が
即
ち
私
の
言
う
幻
視
的
叙
事
詩
で

」
れ
が
南
品
に
お
け
る
行
悩
詩
の
源
流
的
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
英
雄
的
叙

事
詩
か
ら
見
て
い
こ
う
。
次
に
挙
げ
る
歌
は
「
仲
宗
根
豊
見
親
与
那
国
攻
入
の
ア
ヤ
ゴ
」
で
あ
る
。

(
前
略
)

大
八
重
山
ん
下
八
重
山
ん

与
那
国
の
島
ん
走
り
行
き

い
く
さ
み
ァ
も
ふ
あ
ら
み
ァ
を
為
し
ば
ど

あ
き
す
鮮
ゅ
は
べ
ら
舞
ゆ
踊
り

前
子
ん
な
百
さ
る
さ
倒
せ
ば

後
手
ん
な
百
が
な
ぎ
倒
せ
ば

与
那
国
の
行
極
の
鬼
虎

行
き
向
ひ
走
り
向
ひ
立
ち
居
と
れ

空
広
が
足
投
げ
い
み
は
や
て

県
見
親
の
膝
な
げ
い
み
は
や
て

「
返
せ
見
だ
一
民
し
み
だ
畳
見
親
」

「
あ
ん
や
ら
ば
其
り
ゃ
ら
ば
鬼
虎
我
、
が
万

走
り
行
き

大
八
重
山
に
下
八
重
山
に
馳
せ
行
き

与
那
国
の
島
に
馳
せ
行
き

軍
を
l
戦
を
ー
し
た
ら

〈
ま
ず
〉
騎
蛤
の
舞
胡
蝶
の
舞
を
踊
り

〈
愈
々
〉
大
手
に
は
百
突
き
に
突
き
立
て

揚
手
に
は
百
薙
ぎ
に
薙
ぎ
倒
せ
ば

与
那
国
の
い
や
極
て
な
る
鬼
虎
は

馳
せ
来
て
立
向
い

空
広
の
足
を
は
ね
と
ば
し
て
そ
し
て

豊
日
比
親
の
膝
を
は
ね
と
ば
し
て
そ
し
て

で
ど
う
だ
!
討
ち
か
か
っ
て
み
ろ
控
見
親
」

「
左
様
か
そ
れ
な
ら
ば
鬼
虎
我
が
万



治
金
丸
受
け
見
る
」

声
掛
け
ば
丑一口
ひ
も
の
ひ
ば
遅
さ
せ

鬼
虎
を
大
木
如
倒
せ
ば

運
添
へ
品
鋲
の
豊
ま
れ

治
金
丸
を
受
け
て
見
ろ
!
」

と
、
掛
声
も
言
う
言
葉
も
遅
し
と

〈
掛
戸
諸
共
に
鬼
虎
を
大
木
の
如
く
た
お
せ
ば
く
ド
ウ
薙
ぎ
〉

(
幻
)

武
運
は
輝
き
添
い
島
は
鎮
ま
り
栄
え
た
ん

仲
宗
根
立
見
剃
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
歴
史
的
に
実
荘
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
宮
古
に
於
い

て
有
力
な
豪
族
で
は
あ
っ
た
が
、
古
代
的
な
専
制
君
主
で
は
な
く
、
彼
の
周
辺
に
は
彼
と
同
等
の
権
力
を
有
す
る
多
く
の
家

族
述
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
豪
族
同
の
戦
争
と
殺
り
く
に
よ
る
自
立
的
な
惟
史
展
開
は
、
古
代
国
家
形
成
へ
の
歩
み
を

確
実
に
見
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
宮
古
に
お
け
る
統
一
的
な
古
代
的
国
家
は
つ
い
に
完
成
す
る
こ
と
な
く
終
っ

て
し
ま
っ
た
。
仲
宗
根
立
見
初
の
よ
う
に
、
幾
人
か
の
有
力
な
豪
族
を
従
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
人
物
達
、

の

人
々
は
宮
古
の
歴
史
社
会
が
尚
良
王
を
頂
点
と
す
る
沖
縄
の
古
代
的
専
制
国
家
の
枠
内
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な

ら
、
多
分
宮
古
諸
島
を
統
一
し
、
古
代
的
な
専
制
君
主
に
な
り
あ
が
っ
て
い

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

頃
は
、
宮
古
島
の
原
始
社
会
が
崩
壊
し
て
新
し
い
時
代
に
移
り
変
わ
ろ
う
と
す
る
歴
史
変
革
の
時
代
で
も
あ
り
、

そ
の
変
革

J)ft歌の源流とその成立

外
間
は
先
に
あ
げ
た
歌
認
を
英
雄
叙
事
詩
と
規
定
し
、

そ
の
発
生
に
つ
い
て
「
仲
宗
根
政
見
親
時
代
お
よ
び
そ
の
前
後
の

の
動
乱
を
強
く
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
英
雄
的
人
物
を
讃
え
る
も
の
と
し
て
ア
l
グ
が
登
場
し
て
き
た
わ
け
で
あ

(
お
)

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
英
雄
叙
事
詩
ア
l
グ
の
生
み
出
さ
れ
て
く
る
陸
史
社
会
は
、
日
本
文
学
史
に
お
け
る
凶

郷
氏
の
英
雌
時
代
に
関
す
る
考
え
方
即
ち
、

「
そ
れ
は
幼
稚
な
原
始
に
も
属
さ
ず
、
成
熟
し
た
文
明
や
法
的
国
家
秩
序
の
時

代
に
も
属
さ
ず
、
原
始
か
ら
文
明
へ
の
一
つ
の
過
波
別
で
あ
っ
た
と
か
、
父
権
制
の
確
立
則
で
あ
っ
た
と
か
い
う
程
度
の
こ
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と
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
社
会
の
こ
の
よ
う
な
段
階
自
体
を
英
雄
時
代
と
い
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
舞
台
の
遠
景
に
す
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ぎ
な
い
。
肝
腎
な
こ
と
は
、

こ
う
い
う
段
階
を
背
景
に
共
同
体
生
活
と
は
性
格
を
異
に
す
る
、
侵
略
や
掠
奪
や
遠
征
に
お
け

そ
れ
に
よ
っ
て
共
同
体
に
つ
き
ま
と
う
原
始
の
伝
統
が
し
ば
し
ば
残
酷
に
ひ
き
さ
か
れ
て
、

そ
の
な
か
か
ら
新
し
い
個
性
的
人
間
像
が
誕
生
し
て
き
た
点
で
あ
る
」
と
や
や
符
合
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
原
始
の
伝
統
を

る
軍
事
生
活
が
経
験
さ
れ
る
点
、

残
酷
に
ひ
き
さ
い
て
ゑ
場
す
る
新
し
い
個
性
的
人
物
が
ア
ヤ
ゴ
に
お
け
る
仲
宗
根
豊
見
親
の
よ
う
な
英
雄
達
に
外
な
ら
な
い
。

南
島
の
諸
歌
謡
の
な
か
で
宮
古
の
ア
ヤ
ゴ
が
英
雄
叙
事
詩
的
性
格
を
最
も
濃
密
に
伝
え
て
い
る
こ
と
は
幾
度
と
な
く
い
わ
れ

(
お
)

て
き
た
。
又
、
オ
モ
ロ
の
中
に
英
雄
叙
事
詩
断
片
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
知
花
按
司
を
讃
美
し
た
次
の
オ
モ
ロ

が
そ
れ
で
あ
る
。

お
と
ま
こ
が
節

一
知
花
お
わ
る

日
眉
清
ら
按
司
の

又
知
花
お
わ
る

歯
日
清
ら
按
司
の

又
御
鉢
巻

手
強
く
巻
き

又
白
掛
け
御
衣

重

ベ

御

衣

又
十
重
き
L
帯

し
よ
わ
ち
へ

知
花
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

目
眉
の
美
し
い
按
司
が

知
花
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

口
も
と
の
美
し
い
按
司
が

御
八
巻
を

き
り
っ
と

巻
き
給
い
て

し
よ
わ
ち
へ

白
衣
を

重
ね
着
し
給
い
て

十
重
の
御
帯
を



廻
し
引
き
締
め
て

文
大
刀
よ

掛
け
差
し
し
よ
わ
ち
へ

又
股
万
よ

厳
さ
差
し
し
よ
わ
ち
へ

文
ひ
ぎ
や
皮
さ
ば

う
ち
お
け
く
み
し
よ
わ
ち
へ

又
馬
曳
き
の

御
駄
曳
き
の
小
太
郎

文
真
白
馬
に

金
鞍
に
掛
け
て

文
前
鞍
に

て
だ
の
形

又
後
岐
に

月
の
形

描
ち
へ

強
く
引
き
締
め
て

大
万
を

掛
け
差
し
給
い
て

腰
万
を

丈
々
し
く
差
し
給
い
て

山
羊
の
皮
の
ぞ
う
り

は
き
給
い
て

馬
曳
き
の

御
駄
曳
き
の
小
太
郎

真
白
馬
に

金
鞍
を
掛
け
て

前
鞍
に
は

太
陽
の
絵
を
描
い
て

後
鞍
に

月
の
絵
を
描
い
て

事
的
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。
後
に
あ
げ
る
幻
視
的
叙
事
詩
と
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
例
証
と
し
て
あ
げ
た
英
雄
叙

琉歌の源流とその成立

描
ち
へ

先
に
あ
げ
た
ア
ヤ
ゴ
の
よ
う
な
荒
々
し
い
戦
闘
の
描
写
は
な
い
が
、
馬
上
の
漂
々
し
い
若
武
者
の
姿
が
対
象
に
即
し
て
叙

事
詩
或
は
そ
の
断
片
の
修
辞
法
に
留
意
し
た
場
合
、

た
と
え
そ
れ
ら
が
西
郷
が
言
う
よ
う
に
、
暴
力
的
に
共
同
体
の
祭
式
、
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或
は
祭
式
歌
謡
と
の
鮮
帯
を
断
ち
切
っ
て
英
雄
時
代
に
文
学
化
の
契
機
を
勝
ち
取
っ
た
に
し
ろ
、
対
句
対
話
を
重
ね
て
連
続



的
に
対
象
を
描
写
す
る
文
学
手
法
は
、
呪
一
マ
一
げ
や
呪
調
、
或
は
持
情
詩
の
母
胎
で
あ
る
幻
視
的
叙
事
詩
と
の
深
い
関
係
を
示
し
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て
い
る
と
日
え
る
だ
ろ
う

次
に
幻
制
的
叙
事
詩
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
沖
縄
の
ク
ェ

l
ナ
や
奄
美
の
ナ
ガ
レ
ウ
タ

が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
余
り
長
す
、
記
ざ
る
の
で
沖
組
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
ア
マ
オ
エ

l
ダ
ー
を
初
介
す
る
。

ア
マ
オ
エ

l
ダ

l

(
天
親
田
)

し
る
み
き
ょ
が
始
め

あ
ま
み
き
ょ
が
宣
て

こ
し
た
う
原
下
り
て

泉
口
語
て

あ
ぶ
し
か
た
や
に
て

う
ね
ぎ
り
も
し
ち
よ
ち

泉
口
か
ね
お
ろ
ち

品
川
高
か
ね
お
ろ
ち

こ
ん
ち
ゃ
こ
は
溶
浮
け
て

真
綿
閉
ま
っ
た
う
へ

九
月
も
為
た
ん
だ
ら

夏
水
つ
け
て

冬
水
さ
と
て

深
山
灼
ふ
け
ら
時
を
と
て

シ
ネ
リ
キ
ヨ
が
事
始
め
て

ア
マ
ミ
キ
ヨ
が
宣

村
の
後
方
の
平
坦
な
耕
地
に
お
り
て

水
口
を
悟
っ
て
(
た
ず
ね
あ
て
て
)

畦
形
を
つ
く
っ
て
(
神
田
を
造
っ
て
)

ま
す
切
り
も
充
て

水
口
か
ら
田
に
か
り
い
れ
お
ろ
し
て

牛
を
田
に
か
り
い
れ
お
ろ
し
て

小
土
粉
は
か
き
ま
ぜ
て
浮
け
て

m而
が
真
綿
の
よ
う
に
平
坦
に
き
れ
い
に
な
っ
て

九
月
に
も
な
っ
た
ぞ

稲
籾
を
夏
水
に
つ
け
て

漬
け
た
籾
を
立
冬
の
水
に
な
っ
た
時
取
出
し
℃

深
山
伐
の
鳴
く
時
に



九
年
花
き
ら
き
ら
と

真
綿
原
旭
や
り

人
々
も
揃
は
ち

原
々
に
配
ぎ
ね
た
ち

百
十
日
な
た
ん
だ
う

き
る
へ
に
差
柏
ゑ
て

二
月
も
な
た
ん
だ
う

よ
ろ
り
草
か
き
や
よ
れ

一
一
一
月
も
な
た
ん
だ
う

ぬ
る
り
向
日
州
も
和
々
と

四
月
も
な
た
ん
だ
う

木
々
に
日
ち
や
ん
だ
う

五
月
も
な
た
ん
だ
う

南
の
風
の
押
せ
ば

北
の
畔
枕
し
ち

北
風
の
押
せ
ば

市
の
畔
枕
し
ち

九
年
以
の
花
が
さ
ら
さ
ら
と
散
る
時

口
(
約
の
よ
う
に
美
し
い
田
を
巡
祝
し
て

村
人
た
ち
を
揃
わ
せ
て

原
々
に
町
内
し
て

荒
扱
き
し
て
か
ら
百
十
日
に
な
っ
た
ぞ

一
定
に
離
れ
ば
な
れ
に
さ
し
う
え
て

二
月
に
も
な
っ
た
ぞ

田
平
、
雑
草
を
か
き
と
り
な
さ
い

一
二
月
に
も
な
っ
た
ぞ

肌
ざ
わ
り
の
よ
い
市
丸
が
和
々
と
吹
き

四
月
に
も
な
っ
た
ぞ

問
え
つ
け
た
稲
の
株
が
よ
く
根
づ
い
た
ぞ

五
月
に
も
な
っ
た
ぞ

市
風
が
吹
け
ば

た
り
穂
が
北
の
あ
ぜ
を
枕
に
し
て

北
川
が
吹
け
ば

た
り
椋
が
南
の
あ
ぜ
を
枕
に
し
て

六
月
も
な
た
ん
だ
う

六
月
に
も
な
っ
た
ぞ

f正取の源流左その成立

人
々
そ
ろ
は
ち

ハ
ら
な
い
卸
取
揃
は
ち

村
人
を
揃
わ
せ
て

利
鎌
を
と
り
揃
え
て

117 



朝
露
に
刈
り
な
え
ち

足
四
っ
そ
ろ
は
ち

角
高
そ
ろ
は
ち

す
じ
/
¥
に
持
上
せ
て

あ
む
さ
れ
い
よ
算
と
れ

千
乾
も
為
ち
や
ん
だ
う

六
つ
股
に
稜
込
で

八
つ
股
に
積
込
で

真
積
迄
為
ち
や
ん
だ
う

朝
露
の
う
ち
に
刈
り
や
わ
ら
げ
て

馬
を
集
め
て

牛
を
集
め
て

筋
々
(
あ
ち
こ
ち
の
広
場
)
に
運
ば
せ
て

主
婦
よ
稲
束
を
か
ぞ
え
よ

乾
燥
し
た
ぞ

六
つ
殿
倉
に
つ
み
こ
ん
で

八
つ
殿
倉
に
つ
み
こ
ん
で

稲
積
主
で
し
た
ぞ
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(
お
)

稲
作
生
稜
の
た
め
の
予
祝
的
な
歌
で
あ
る
。
対
句
対
話
を
用
い
な
が
ら
稲
作
に
関
す
る
労
働
や
、
播
種
か
ら
収
穫
さ
れ
る

ま
で
、
稲
の
成
長
に
関
す
る
月
々
の
状
態
が
叙
事
的
に
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
対
旬
、
対
話
を
用
い
る
連
続
的
な
叙
事

の
方
法
は
、
表
現
形
態
と
し
て
、
先
の
英
雄
的
な
叙
事
詩
群
と
著
し
く
類
似
し
て
い
る
が
、
叙
事
の
内
容
は
全
く
別
で
あ
る
。

4
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あ
る
事
件
、

た
と
え
ば
戦
闘
や
若
武
者
の
漂
々
し
い
姿
が
拍
手
さ
れ
る
時
の
そ
の
表
現
は
、
事
件

の
展
開
や
対
象
に
密
着
し
て
、

し
か
も
、

そ
こ
に
は
表
現
主
体
の
過
去
の
経
験
や
歌
わ
れ
る
対
象
に
対
す
る
感
情
は
ほ
と
ん

ど
あ
ら
わ
れ
な
い
。
あ
る
事
件
の
民
間
や
対
象
の
実
体
が
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
歌
い
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
幻
視
的
叙

事
詩
の
場
合
は
違
う
。
先
に
引
用
し
た
歌
謡
で
い
え
ば
、
謡
わ
れ
る
内
容
は
、
稲
作
を
山
以
藤
に
導
く
理
想
的
な
稲
の
成
長
の

過
程
で
あ
り、

そ
の
為
に
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
稲
作
労
働
の
あ
り
方
で
あ
る
。
稲
の
成
長
に
関
す
る
月
々
の
理
想
的
な
状

能
ω
は

か
っ
て

こ
の
歌
を
う
た
う
共
同
体
の
成
員
や
そ
の
祖
先
達
が
共
有
し
た
経
験
的
な
知
識
や
願
望
の
表
現
で
あ
る
と



言
え
よ
う
。
稲
の
成
長
が
こ
の
歌
謡
に
謡
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
理
想
的
な
展
開
を
示
し
た
時
、
過
去
、
幾
度
と
な
く
彼
等
に

稲
作
の
投
肢
が
も
た
ら
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
、

そ
れ
故
に
稲
作
に
必
要
な
労
働
や
稲
の
理
想
的
な
成
長
過
程
を
謡
い
こ
ん
だ
こ

の
歌
謡
の
内
容
は
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
た
稲
作
に
対
す
る
体
験
的
知
識
で
あ
る
と
同
時
に
神
へ
の
稲
作
豊
穣
の
祈
顕
で
あ
る

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
謡
の
性
格
が
あ
る
か
ら
文
学
の
始
源
的
な
姿
で
あ
る
呪
一
一一
日
や
呪
詞
と
幻
視
的
叙
事
詩
と
が
祭
式

の
中
で
混
化
・
混
融
し
た
形
で
共
存
し
え
る
の
で
あ
る
う

一一一日
霊
に
す
が
り
な
が
ら
、
呪
術
的
に
自
然
に
立
ち
向
い
、
克
服
し
よ
う
と
す
る
祭
式
歌
謡
に
は
、
ひ
た
す
ら
に
呪
術
的
心

性
に
の
み
頼
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
獲
得
さ
れ
た
体
験
的
科
学
的
な
自
然
に
対
す
る
認
識
が
基
層
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

幻
視
的
叙
事
詩
は
叙
事
的
歌
謡
で
あ
る
が
、
歌
謡
主
体
が
謡
わ
れ
る
対
象
に
対
し
、
呪
術
的
で
あ
れ
、
感
性
的
な
働
き
か

け
を
行
う
。
こ
れ
は
謡
わ
れ
る
対
象
に
表
現
主
体
の
経
験
や
感
情
の
働
き
か
け
の
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
英
雄
的
叙
事
詩
群

と
大
き
く
兵
な
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
持
情
詩
の
源
流
と
し
て
の
幻
視
的
叙
事
詩
の
設
定
が
可
能
に
な
る
。

歌
百
控
乾
柔
節
流
、
初
段
古
節
部

一
穂
花
咲
出
は
塵
泥
も
附
か
ぬ

白
ち
ゃ
ね
ゃ
な
ひ
ち
畔
枕
ら

〈
訳
〉
稲
の
穂
花
が
咲
き
出
る
と
鹿
、
泥
も
つ
か
ず
白
実
を
包
む
穂
は
な
び
い
て
あ
ぜ
を
枕
と
し
て
い
る
。

銀
春
な
か
い
金
軸
立
て

計
て
っ
き
徐
そ
雪
の
真
米

作
田
節

赤
犬
子
音
東
両
人
作
と
あ
っ
て
、
次
の
琉
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る

琉!款の源流とその成立

八
八
八
六
形
の
琉
歌
に
は
先
に
み
た
幻
視
的
叙
事
詩
の
伝
統
が
豊
か
に
流
れ
込
ん
で
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
琉
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八
円
〉

(
却
)

銀
の
臼
に
黄
金
の
軸
を
立
て
脱
穀
し
、
計
る
と
余
っ
て
真
米
は
雪
の
よ
う
に
美
し
い
。

l20 

(
一
)
の
上
旬
の
、
稲
の
穂
花
が
咲
き
出
る
と
践
泥
も
つ
か
ず
と
い
う
こ
と
は
、
稲
の
穏
花
に
陸
泥
が
つ
か
な
い
状
態
を
事

実
に
即
し
て
叙
十
汎
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
稲
の
生
作
の
為
に
は
、
穂
花
の
成
長
に
告
を
お
よ
ぼ
す
座
泥
は
絶
対
に
つ
け
て

は
い
け
な
い
も
の
で
あ
り
、

「
つ
か
ず
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
庫
、
泌
を
つ
け
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
、
一
一
一
一
口
霊
に
よ
り
か
か
り
な

が
ら
の
呪
術
的
な
似
望
が
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
旬
も
、
豊
か
に
実
っ
て
畔
を
枕
に
穂
が
垂
れ
て
い
る
状
態
を

叙
事
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
畔
を
枕
に
す
る
ほ
ど
穂
が
生
か
に
実
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
、
祈
願
す
る
心
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
の
方
法
は
叙
事
的
で
あ
る
が
叙
事
で
は
な
く
、

ま
さ
し
く
幻
視
的
叙
事
と
い
う
に

ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
(
二
)

の
下
旬
に
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
脱
穀
し
計
る
と
盛
っ
て
余
っ
て
、

真
米
の
よ
う
に
美
し
い
」
と
い
う
表
現
も
容
器
に
お
さ
め
き
れ
な
い
ほ
ど
豊
作
で
、
行
パ
米
は
雪
の
よ
う
に
美
し
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
容
器
に
お
さ
め
き
れ
な
い
ほ
ど
控
作
に
し
て
く
だ
さ
い
、

そ
し
て
真
米
は
計
虫
な
ど
に
市
十
一
日
さ
れ
な
い
で
雪
の

よ
う
に
白
く
美
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

そ
れ
は
呪
術
的
な
祈
願
の
心
性
か
ら
発
露
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

幻
祝
的
叙
事
詩
を
源
流
と
す
る
こ
の
よ
う
な
表
現
の
手
法
は
、
県
穣
予
祝
の
歌
だ
け
で
は
な
く
、
泊
済
歌
、
国
讃
め
、

二七

地
讃
め
、
支
配
者
の
読
仰
、
船
旅
の
琉
歌
な
ど
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る

叙
情
詩
の
源
流
で
あ
る
幻
視
的
叙
事
詩
は
琉
球
弧
の
島
々
に
豊
か
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
島
々
の
幻
視
的
叙
事
詩

は
独
自
の
文
学
的
成
長
の
な
か
か
ら
琉
歌
の
よ
う
な
定
型
的
な
行
情
詩
を
個
別
的
に
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
行
情
詩
琉
歌
を
生
み
出
し
た
よ
う
な
階
級
主
体
を
品
々
の
歴
史
の
な
か
で
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を



意
味
し
よ
う

幻
制
的
叙
事
詩
の
担
い
手
は
、

一語
わ
れ
る
対
象
に
対
す
る
感
情
を
移
入
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
対
象
に
対
し
て
、
自
ら

の
心
に
「
生
起
す
る
喜
び
ゃ
、
苦
し
み
、

あ
こ
が
れ
や
、
哀
し
み
な
ど
の
感
情
を
小
宇
宙
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
南
島
に
お
け
る
文
学
形
態
の
変
革
は
先
ず
首
里
を
中
心
と
す
る
支
配
者
階
層
の
な
か
に
起
り
、

漸
次
地
方
地
方
に
伝
播
し
て
い
く
と
い
う
の
が
一
般
的
図
式
で
あ
っ
た
。
琉
歌
の
発
生
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

琉
歌
形
成
の
主
体
と
し
て
は
首
旦
貴
族
が
そ
の
主
流
を
占
め
る
以
前
に
、
権
力
者
に
寄
生
し
な
が
ら
宮
廷
歌
人
と
し
て
成
長

し
て
い
く
歌
人
群
が
い
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

(
四
)

お
も
ろ
歌
人

天
啓
三
年
に
一刷
れ
抗
さ
れ
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
八
の
一
扉
に
「
首
里
天
ぎ
や
す
へ
あ
ん
じ
お
そ
い
が
な
し
お
も
ろ
ね
や
が

し
か
し

~t歌の源流とその成立

り
あ
か

い
ん
こ
が
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
名
人
お
も
ろ
で
あ
る
。

」
の
巻
に
は
全
部
で
八
十
三
首

の
お
も
ろ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が

こ
の
巻
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
伊
波
普
猷
、
仲
原
善
忠
の
対
立
す
る
二
説
が
あ
る
。
伊

波
普
猷
は
最
初
、
あ
か
い
ん
こ
を
放
浪
の
詩
人
と
規
定
し
、
「
オ
モ
ロ
ネ
ア
ガ
リ
」
と

(
ぬ
)

歌
人
と
考
え
て
い
た
。
彼
等
は
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
音
楽
家
、
築
城
家
、
航
海
家
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

(
汎
)

「あ
ま
み
や
考
」
で
二
人
説
放
浪
詩
人
説
を
訂
正
し
て
同

一
異
称
説
を
出
し
、
第
二
尚
氏
の
中
央
集
権
以
前
の
南
方
米
次
の

「
ア
カ
ィ
，
ン
コ
」

は
別
々
の
オ
モ
ロ

領
主
が
そ
の
人
で
、
領
主
で
あ
る
と
同
時
に
宮
廷
詩
人
で
も
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

」
れ
に
対
し
、
仲
原
普
忠
は
ふ
た
り
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説
を
唱
え
、
詩
人
、
音
楽
家
、
築
城
家
、
航
海
家
説
を
否
定
し
、

オ
モ
ロ
名
人
は
単
な
る
歌
唱
者
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
、
巻

(刊さ

八
は
伊
波
説
の
よ
う
に
、
彼
等
を
讃
仰
し
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
巻

122 

入
、
四
三
五
と
四
三
六
の
聞
に
「
点
数
回
十
三
」
と
あ
っ
て
、
前
の
部
分
が
「
オ
モ
ロ
ネ
ア
ガ
リ
」

の
歌
で
、
後
の
部
分
が

「
ア
カ
ノ
オ
ヱ
ツ
キ
」

の
歌
と
な
っ
て
明
確
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
仲
原
説
の
根
拠
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
仲
原

説
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
筋
で
は
ほ
ぼ
正
し
い
説
の
よ
う
に
思
え
る
。

伊
波
普
猷
以
来
、
今
日
ま
で
琉
球
音
楽
者
の
鼻
組
と
し
て
「
ア
カ
イ
ン
コ
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が

認
め
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
巻
八
に
は
、

「
阿
嘉
の
お
祝
付
き
」
・
「
鏡
波
の
お
J

侃
付
き
」
・
「
阿
嘉
の
子
・

鏡
波

の
子
」
・
「
鏡

波
犬
子
」・

「
鏡
波
の
犬
お
祝
き
」
・
「
阿
嘉
犬
子
」
、
琉
歌
に
「
犬
子
音
東
」
と
あ
る
が
ほ
ぼ
同
一
異
称
と
考
え
て
誤
り
は
あ

る
ま
い

琉
球
音
楽
者
の
'H

押
祖
「
ア
カ
イ
ン
コ
」
に
触
れ
た
論
は
少
な
く
な
い
が
、
彼
の
果
し
た
沖
縄
歌
話
史
上
の
役
割
や
文
学
史

的
評
価
に
つ
い
て
正
当
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
一
一一一口い難い。

『お
も
ろ
さ
う
し
』
の
な
か

に
は、

「
ア
カ
ノ
オ
ヱ
ツ
キ
」
・
「
オ

モ
ロ
ネ
ア
ガ
リ
」
の
周
辺
に
多
く
の
オ
モ
ロ
歌
人
達
が
い
る
か
ら
、

そ
の
辺
り
か
ら
彼
等
の
職
能
や
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
全
二
十
二
巻
の
な
か
か
ら
オ
モ
ロ
歌
人
を
ぬ
き
出
し
、

お
も
ろ
番
号
、
地
名
、
節
名
、
歌
わ
れ
て
い
る

地
名
、
内
容
、
重
複
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

地

節

内

'*・

fゴ・

j取

住l

名

一

名

一

一
く
に
中
の
し
よ
り

一
中
城
地
方
の
領
主
の
讃
歌
か

一
も
り
ぐ
す
く
か
節

一

巻|番お
ー l

ムー | も/、 l

四 |号ろ

一-L、し、 1 府ι

ちち l帆

らよ| 唱
この!

し| 者

名

中
城



巻
五二

四
三

二
四
四

二
四
六

二
四
七

二
五
二

二
五
三

二
五
四

二
五
五

二
五
六

二
五
七

五五
九八

ニムハ一ニハ一一

一一+ハ三

二
六
四

二
八
五

二
八
六

二
九
O

鍋
樽

fJHi'J 1/ さ
波嘉 は
んん ち
子子 き

よ

あ
か
わ
り

1/ もあ j;b F1 FF 

とか見
みみ
ねね
まま

同
J1J{ 

あいあま 1/ ま
ぢ ち かか み
はやとる ち
ゑはもこ け
な い

首
里
?

首
里
?

首
盟

首
里

首
盟

首
旦

首
里

首
盟

首
里

首
些

首
里

首
旦

あ
お
り
や
へ
が
節

さ
は
ち
き
ょ
が
お

も
ろ
こ
が
ね
も
ち

ろ
く
や
に
が
節

お
も
ろ
ね
や
が
り

が
せ
る
も
ね
や
が

り
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

あ
ん
の
あ
か
み
ね

ま
く
ち
ま
さ
し
ゃ

あ
物
が
節

あ
お
り
や
ヘ
が
節

あ
お
り
や
ヘ
ポ
節

お
も
ろ
ね
や
が
り

が
あ
ま
ゑ
わ
ち
へ

か
ら
い
み
や
ど
よ

わ
ま
さ
り
が
節

あ
ん
あ
か
み
ね
ま

節あ
お
り
や
へ
が
節

御
殿
の
落
成
の
言
寿
ぎ

首
虫
城
の
讃
歌

首
巾
一
城
の
讃
歌

一
八
物
の
献
上
と
領
主
の
言
寿
ぎ

年
始
の
祝
事
と
尚
良
王
の
長
寿
予
祝

年
始
の
祝
事
と
尚
良
王
の
長
寿
子
祝

安
須
森
の
僻
で
水
の
献
上

王
子
の
長
寿
子
祝

向一
川
尻
が
オ
モ
ロ

の
霊
能
と
王
子
の
長
寿
子
祝

あ
か
み
ね
ま
の
オ
モ
ロ
の
霊
能
と
王
の
長
寿
予
祝

あ
か
み
ね
ま
の
霊
能
と
支
配
者
の
讃
歌

民
衆
に
敬
愛
さ
れ
る
領
主
の
讃
歌

尚
民
王
の
讃
歌

ま
み
ち
け
の
オ
モ
ロ
の
霊
能
と
尚
民
王
の
長
寿
予
祝

ま
み
ち
け
の
オ
モ
ロ
の
霊
能
と
王
子
の
詩
歌

尚
慎
一
王
へ
の
御
酒
の
献
上
と
王
の
繁
栄
と
長
寿
予
祝

尚
員
王
に
よ
る
長
久
の
支
配
と
若
松
の
植
樹

王
の
長
久
な
る
支
配
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殿殿 Tf 志
原原

保
栄
い
戊

や
ま
ぐ
す
く
げ
ら

へ
き
よ
ら
が
節

と
き
と
た
る
ま
さ

し
ゃ
が
節

あ
ま
へ

わ
ち
へ
が

円々
μ

き
み
が
な
し
節

す
へ
の
ち
に
や
う

る
わ
し
、
か
節

う
ち
い
で
は
お
し

H
L
J年
内

μ

J
ん
じ
v
ヘh同

き
み
が
な
し
節

お
も
ろ
ね
や
が
り

が
ひ
や
く
ざ
ぎ
や

め
カ
節

す
へ

の
ち
に
や
う

る
わ
し
が
節

保
栄
山
戊

米
須
、
首
型

き
み
が
な
し
節

う
ち
い
で
は
や
や

の
き
く
た
け
が
節

き
こ
へ
い
ろ
め
き

メ
舟
仰

J
J
h
〈
『
k
p

お
も
ろ
ね
や
が
り

や
き
よ
ら
や
が
節

王
に
よ
る
地
方
制
主
の
征
討
チ
祝

土
地
前
め

京
の
内
ぬ
き
ま
る
の
時
取
り

民
衆
の
諮
歌

下
の
世
の
主
の
討
歌

保
栄
茂
按
司
の
拝
謁

下
の
世
の
主
の
長
久
な
る
支
配
、
長
持
予
祝

井
戸
の
発
担
と
太
陽
神
の
守
護

馬
上
の
領
主
と
征
討
予
祝

下
の
世
の
主
の
讃
歌

下
の
世
の
主

長
寿
予
祝
と
国
々
を
支
配
す
る
手
綱
、
杖
の
献
上

下
の
世
の
主
に
よ
る
オ
モ
ロ
の
所
望

お
も
ろ
政
阪
の
オ
モ
ロ
の
霊
能
と
城
の
前
歌

剣か下
のねの
讃も世
歌ちの

の主
御
刀
を
註
し
た
下。3
111: 
!)) 

三ヒ
の
1):<， 

歌

日
物
の
献
上
、
下
の
世
の
主
の
前
批
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四

お
も
ろ
古
川
伺
り

せ
る
む
音
揚
り

四四四

回二二一

お
も
ろ
音
揚
り

四四

六五

四
一
七

四

八

四
一
九

お
も
ろ
真
戸
子

四
二

O

四四
二
一

四二一一

四
二
四

四
二
五

四
二
六
一

四
二
七
一

四
二
八
一

ネlt首
里旦

米京樋島
須長rJ)JI中

首
盟

屋
比
久

首
旦

あ
か
い
ん
こ

お
り
る
が
節

う
ち
い
で
は
わ
く

の
し
つ
ら
い
が
節

き
な
が
な
し
節

お
も
ろ

ま
こ
い
し
か
節

せ
し
き
よ
か
な
ぐ

L
dフ
ノ

¥
J
ハ
内
山

V

〈
J
'
ム
〈
B
K
V

あ
か
る

も
ち
ご
つ
き
の
節

ち
に
や

う
る
わ
し
が
節

へ
ど
の
し
が
節

のへまねうす節くね
おどし、し、るへ にや
せのししわの いが
ゃあの しち ぢり
がす節がにやが
節も 節や事す

り がと

下
の
世
の
主
へ
の
オ
モ
ロ
の
献
上

民
衆
に
敬
愛
さ
れ
る
尚
良
王
の
前
歌

下
の
世
の
主
の
詩
歌

ま
て
川
の
水
浴
と
玉
城
一
部
の
民
衆
の
喜
悦

鹿
良
間
島
の
凝
視

米
須
世
の
主
の
所
有
す
る
鼓
の
讃
歌

領
主
の
讃
歌

尚
良
王
の
長
寿
子
祝

名
高
き
領
主
の
拝
見

治
金
丸
と
下
の
世
の
主

下
の
世
の
主
の
讃
歌

下
の
世
の
主
、
屋
比
久
殿
原

下
の
世
の
主
の
御
殿
の
讃
歌

下
の
世
の
主

域
の
讃
歌
(
「
上
て
」
と
あ
る
か
ら
首
盟
域
の
こ
と
か
)

域
の
讃
歌
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四
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四
四
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お
も
ろ

E

汗
揚
り

音
揚
り

お
も
ろ
音
揚
り

阿
嘉
の
お
祝
付
き

鏡
披
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
子

鏡
波
の
子

阿
嘉
の
お
祝
付
き

悦
波
の
お
杭
付
き

阿
嘉
の
子

館
波
の
子

阿
嘉
の
子

焼
波
の
子

阿
嘉
の
お
祝
付
き

蹴
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
お
祝
付
き

品
中

米
須

喜
舎
場

首
虫

大
里

大
旦

安
谷
屋

目
取
真

ち
に
や

う
る
わ
し
が
節

お
り
は
し
か
な
し

け
が
節

ち
に
や

う
る
わ
し
が
節

き
た
た
ん
よ
の
ぬ

し
あ
が
ひ
や
し
が

節つ
る
こ
に
く
け
し

が
節

き
み
が
な
し
節

まねおう"ふあ
し、し、やら ねか
ししのお たの
がろそ てこ
節 がし、 節が

節

き
み
が
な
し
節

節ね"
L、
し
ま

し
ヵ:

き
み
が
な
し
節

下
の
世
の
主
の
讃
歌

音
揚
り
の
他
国
へ
の
旅
と
オ
モ
ロ
を
所
望
さ
れ
た
こ
と

良
き
領
主
を
持
つ
被
支
配
者
の
幸
福

オ
モ
ロ
を
酒
の
肴
の
よ
う
に
愛
好
す
る
歌
唱
者

下
の
世
の
主
の
所
持
す
る
剣
の
讃
歌

米
須
世
の
主
の
所
持
す
る
鼓
の
讃
歌

馬
に
乗
っ
て
喜
舎
場
口
に
き
た
下
の
世
の
主

首
盟
域
と
樋
川
の
讃
歌

大
里
按
司
の
讃
歌

大
虫
、
嘉
手
志
川
の
讃
歌

城
の
讃
歌

領
主
の
長
寿
予
祝

安
谷
屋
捉
へ
の
世
を
支
配
す
る
オ
モ
ロ
拍
子
の
献
上

領
主
拝
謁
の
所
望

日
取
真
提
の
讃
歌

下
の
世
の
主

下
の
世
の
主
に
よ
る
永
遠
の
生
命
を
維
持
す
る
セ
ヂ
の
王
へ
の
献
上

一
三
七
二

126 



四四四四四四四四
五 五 五五四四四四
三二一 O九八七六

四
五
四

四
五
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四
五
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四
五
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四
五
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四
五
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四
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四
六
一

四
六
二

四
六

阿
嘉
の
お
祝
付
き

鏡
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
子

焼
波
の
子

阿
嘉
の
お
祝
付
き

餓
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
子

餓
波
の
子

阿
嘉
の
子
お
祝
付

餅
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
お
祝
付
き

鏡
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
子

鋭
披
犬
子

阿
嘉
の
お
祝
付
き

鋭
波
の
お
祝
付
き

阿
嘉
の
お
祝
付
き

鋭
波
犬
お
祝
付
き

阿
嘉
犬
子

焼
波
犬
子

阿
嘉
の
お
祝
付
き

銃
波
の
お
祝
付
き

伊
鏡
波

山
城

1/ 1/ 11 " 11 " あ
お
り
や
へ
が
節

や
ま
き
た
ら
す
ざ

ベ
が
節

い
し
か
ね
の
や
に

が
節

世
そ
へ
う
ち
も
ち

ち
へ
み
お
や
せ
か

節月
て
だ
の
や
に
て

で
か
が
ち
ょ
わ
れ

が
節

し
よ
り
も
り
の
ぼ

て
い
け
ば
が
節

う
ち
い
で
は
ふ
ね

た
て
ば
が
節

す
へ
の
ち
な
や

う
る
わ
し
が
節

き
み
が
な
し
節

ふ
ね
た
て
ば
が
節

大
ざ
と
の
げ
ら
へ

み
や
ぶ
の
節

下
の
世
の
主
の
霊
剣
の
讃
歌

下
の
世
の
主

酒
宴
と
王
の
讃
歌

歌
舞

下
の
世
の
主
の
御
殿
の
讃
歌

下
の
世
の
主
へ
の
島
々
を
支
配
す
る
セ
ヂ
の
献
上

オ
モ
ロ
鼓
と
村
々
の
支
配

島
の
硯

鼓
の
島
寄
せ

伊
鏡
波
綻
の
長
寿
子
祝

下
の
世
の
主

領
主
の
長
久
な
る
支
配
と
長
寿
予
祝

昼
は
太
陽
、
夜
は
月
の
輝
く
よ
う
に
輝
い
て
い
ま
せ
。
領
主
の
讃
歌

王
の
讃
歌

下
の
世
の
主
の
讃
歌

御
殿
の
造
営
、
讃
歌

山
城
按
司
の
讃
歌
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石
て
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金
て
ん

阿
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お
祝
付
き

鋭
波
ん
お
祝
付
き

兼
域
大
親

お
も
ろ
す
る
大
親

此
玉
子

世
玉
仁
屋

沢
抵

沢
抵

米
須

首
旦

久
米
島

久
米
島

よあがか
せか節ね
ひいて
や んだ
しこ み
カiヵ:こ
節世し

き
み
が
な
し
節

あ
か
い
ん
こ
が
ふ

な
た
て
ば
が
節

し
よ
り
も
り
の
ぼ

て
が
節

あ
か
い
ん
こ
が
よ

く
も
ま
た
も
が
節

あ
か
い
ん
こ
が

ふ
ね
た
て
節

も
L

と
ふ
み
あ
が

り
カ
節

も
L
と
ふ
み
あ
が

り
ぎ
ゃ
あ
す
ぶ
き

よ
ら
や
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

こ
は
り

き
よ
も
り
が
節

き
み
が
な
し
節

う
ら
お
そ
い

お
も
ろ
の
節

こ
ば
せ
り

ゃ
れ
け
が
節

う
ら
お
そ
い

お
も
ろ
の
節

あ
お
り
や
へ
が
節

阿
嘉
の
子
、
焼
波
の
子
讃
歌

領
主
の
長
寿
予
祝

領
主
の
携
帯
す
る
剣
の
讃
歌

オ
モ
ロ
拍
子
の
献
上

領
主
の
讃
歌

沢
幅
根
国

へ
の
使
い

謡
い
の
王

領
主
の
長
寿
子
祝

吉
日
に
お
け
る
領
主
の
長
寿
予
祝

米
須
世
の
主
の
長
久
な
る
支
配
の
祈
念

首
旦
域
内
の
祭
場
へ
の
王
の
参
詣

船
出
の
儀
礼

久
米
の
領
主
へ
の
オ
モ
ロ
柏
子
の
献
上

久
米
の
領
主
の
戦
勝
予
祝

一
四
一
八

四
四
五
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一
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天
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住

天
久
子
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数

阿
嘉
犬
お
祝
付
き

鏡
波
の
お
祝
什
き

久
場
の
子

天
久
仁
屋

天
久
子

お
も
ろ
殿
原

せ
る
も
殿
原

お
も
ろ
小
太
郎
つ

真
金
子

阿
嘉
の
子

餓
波
の
子

お
ぎ
や
か
子

お
ぎ
や
か
子

ょ
た
い
人

阿
嘉
犬
子

焼
波
犬
子

お
ぎ
や
か
子

よ
た
い
人

お
ぎ
や
か
子

久
米
島

久
米
島

天
久

今
帰
仁

勝
連

金
武

今
帰
仁

今
帰
仁

伊
是
名

伊
平
屋

山
城

玉
域

あ
お
り
や
へ
が
節

びと大
がもき
節つみ

そが
の御
あま
すへ

あ
お
り
や
へ
が
節

の
ち
あ
か
り

が
節

お
ぎ
や
か
へ
と

も
い
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

久
米
の
領
主
の
城
の
讃
歌

久
米
の
領
主
の
長
久
な
る
支
配
祈
念

設
遊
び

域
の
讃
歌

今
帰
仁
の
同
讃
め

三
日
毎
の
オ
モ
ロ
柏
子
の
献
上

技
遊
び

阿
麻
和
利
と
勝
連
の
讃
歌

金
武
の
世
の
主
へ
の
神
酒
の
献
上
、
長
寿
子
祝

三
日
毎
の
オ
モ
ロ
羽
子
の
献
上

今
帰
仁
の
国
讃
め

城
の
讃
歌

領
主
の
長
久
な
る
支
配
と
長
寿
祈
念

山
城
按
司
の
域
が
落
成
し
た
時
の
室
寿
ぎ

域
の
讃
歌

玉
域
に
造
営
さ
れ
た
城
の
讃
歌
と
領
主
の
長
久
な
る
支
配
祈
念

四四
四三
二八

一O
五
五

一
一
九
七

一O
四
七

一
二
六
七

一
二
七
三

一二
三
七

一
二
四
三

ハ
六
九
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大
親
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七
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佐
敷

石
原

福福兼
地地域

大
里

大
里

久
米
島

久
米
島

久
米
島

う
ら
お
そ
い
の

お
や
の
ろ
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

や
ま
き

お
も
ろ
の
節

に
し
か
な
い
の
節

あ
か
る
も
ち
づ
き

き
み
の
節

あ
お
り
や
へ
が
節

ふ
ね
た
て
ば
が
節

ふ
ね
た
て
ば
が
節

う
ら
お
そ
い

お
や
の
ろ
が
節

あ
お
り
や
へ
が
節

佐
敷
按
司
の
讃
歌
と
島
々
の
支
配

石
原
世
の
主
の
讃
歌
と
長
久
な
る
支
配
の
祈
念

兼
域
親
国
の
讃
歌

福
地
世
の
主
と
望
月
(
神
女
)
の
讃
歌

福
地
世
の
主
へ
の
束
丙
か
ら
の
貢
物
献
上

隠
し
金
の
発
見

大
里
按
司
の
讃
歌

百
按
司
に
敬
愛
さ
れ
る
大
里
按
可
と
大
型
の
国
讃
め

久
米
の
領
主
へ
の
オ
モ
ロ
柏
子
の
献
上

久
米
の
領
主
の
長
久
な
る
支
配
の
祈
念

久
米
の
領
主
の
長
久
な
る
支
配
の
祈
念

六
O
O

六
一
六

一
四
四
二

六

一
六

一
四
三
八

歌
謡
の
内
容
か
ら
オ
モ
ロ
歌
人
の
職
能
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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四
三
七

四
三
八

一
、
中
央
集
権
体
制
以
前
は
地
方
地
方
の
有
力
な
豪
族
、
地
方
領
主
の
長
寿
予
祝
や
城
の
落
成
の
時
の
室
寿
ぎ
、
中
央
集
権

二
、
国
讃
め

体
制
後
は
王
の
長
寿
予
祝
、
首
里
城
讃
美
、
支
配
権
力
の
長
久
祈
願

三
、
戦
勝
予
祝

四
、
井
戸
の
発
掘
の
時
の
祝
歌
献
納



五
、
湿
硯
的
性
格
、

後
に
は
時
之
大
屋
子
の
役
割
と
な
る
。

記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
後
世
的
に
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

王
へ
の
安
須
森
の
解
で
水
献
上
、

そ
の
こ
と
は
『
琉
球
国
由
来

こ
の
よ
う
な
職
能
的
役
割
か
ら
、
彼
等
の
活
躍
す
る
場
が
祭
式
的
な
も
の
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
祝
い
の
宴
席
に
広
が
っ

て
い
る
の
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
歌
人
達
の
活
躍
す
る
場
の
祭
場
か
ら
祝
宴
へ
の
移
行
と
深
く
関

係
ず
る
こ
と
だ
が
、
沖
縄
文
学
史
上
に
お
け
る
オ
モ
ロ
歌
唱
者
の
役
割
を
把
握
す
る
為
に
は
、
彼
の
性
別
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従
来
、
彼
等
が
男
で
あ
る
か
女
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
不
問
に
さ
れ
て
き
た
。
彼
等
の
性
別
を

問
題
に
し
て
き
た
人
は
い
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
は
無
視
で
き
る
ほ
ど
些
細
な
問
題
で
は
な
い
。
否
、

こ
の
こ
と
の
解
明
な

し
に
は
行
情
詩
琉
歌
の
発
生
を
含
め
、
沖
縄
文
学
の
諸
形
態
を
明
確
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ミ
セ
セ
ル
、

オ
タ
カ
べ
と
い
う
呪
詞
や
呪
言
か
ら
幻
視
的
叙
事
詩
群
に
至
る
ま
で
そ
れ
ら
を
管
掌
し
伝
承
し
て
き
た
の
は
、

祭
式
の
場
に
立
ち
あ
っ
た
神
女
と
し
て
の
女
性
達
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
琉
歌
発
生
を
契
機
に
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
南

島
の
歌
謡
、
文
学
は
男
性
が
主
流
と
な
る
。

オ
モ
ロ
の
歌
人
達
は
南
島
に
お
け
る
文
学
の
転
換
期
に
立
ち
あ
っ
て
い
た
の
で

能
を
意
味
す
る
用
例
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

オ
モ
ロ
歌
人
達
の
歌
謡
か
ら
、

ア
カ
ノ
コ
、
、
不
ハ
ノ
コ

(
ア
カ
ノ
オ
ヱ

琉歌の源流とその成立

あ
る先

に
あ
げ
た
オ
モ
ロ
歌
人
達
の
な
か
で
性
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
「
君
加
那
志
」
だ
け
で
あ
る
。
君
と
い
う
名
称

は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
な
か
で
は
神
女
を
音

ツ
キ
、
ネ
ハ
ノ
オ
ヱ
ツ
キ
)

の
性
別
を
断
定
す
る
証
拠
は
余
り
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
注
釈
の
為
に
編

纂
さ
れ
た
『
混
効
験
集
』
の
記
事
は
、
彼
等
の
性
別
を
見
分
け
る
の
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
坤
、

「
あ
か
の
こ
」
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の
項
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
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お
も
ろ
の
名
人
に
て
お
も
ひ
ね
や
か
り
世
を
同
し
ふ
せ
し

(
お
)

あ
か
の
こ
ね
は
の
こ
か
も
斗
ち
ゃ
ら
ぶ
れ
明
日
飢
て
お
も
ろ
て
た
一
誌
の
(
傍
点
引
用
者
)

「
お
も
ろ
て
た
」
を
杭
訳
す
れ
ば
オ
モ
ロ
王
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
同
じ
坤
、
人
倫
の
「
お
も
ろ
ね
や
か
り
」
の
項
に
も
ほ

て
だ
と
い
う
言
葉
の

あ
か
の
こ

反
詞
、

ね
は
の
こ
、

人
也
、

ぼ
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
「
お
も
ろ
て
だ
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

原
義
は
太
陽
の
意
で
あ
る
が
、
後
に
な
る
と
地
方
領
主
を
意
味
し
中
央
集
権
体
制
の
確
立
後
は
王
を
意
味
す
る
場
合
が
多
か

女
性
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
の
て
だ
の
使
用
は
全
く
な
い
と
い

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
お
も
ろ
さ
う
し
L

の
用
例
中
に
、

っ
て
よ
い
。
『
出
効
験
集
L

の
お
も
ろ
て
だ
と
い
う
記
述
は
た
と
え
時
代
的
な
間
隔
が
あ
る
と
は
一
一
一
口
え
、

あ
か
の
こ
男
性
説

を
証
明
す
る
も
の
と
な
り
う
る
。

オ
モ
ロ
歌
人
男
性
説
の
も
う
ひ
と
つ
の
市
…
一
要
な
根
拠
は
、
彼
等
の
名
称
で
あ
る
。
先
に
あ

げ
た
表
で
明
ら
か
な
と
お
り
オ
モ
ロ
歌
人
達
の
な
か
に
、

「
子
」
と
か
「
仁
屋
」
と
称
さ
れ
る
階
層
の
多
い
こ
と
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
『
琉
球
史
辞
典
』
は
仁
屋
・
子
に
つ
い
て

「吋
に
や
』

と
『
子
』
は
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
、

そ
の
地
方
で
重
要
な
人
で
(
男
性
)
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
封

建
時
代
と
な
り
、
身
分
制
度
が
高
度
に
進
ん
だ
十
七
J
十
八
世
紀
に
な
る
と
王
子
、
按
司
、
親
方
、
親
雲
上
、

里
之
子
、
筑

投
之
、
子
、
仁
屋
等
の
階
級
が
出
来
た
。
子
、
仁
屋
は
無
位
の
者
の
呼
称
で
、
筑
登
之
以
上
の
よ
う
な
位
で
は
な
い
。
譜
代

士
族
の
子
弟
で
年
少
無
位
の
者
は
姓
の
下
に
子
を
つ
け
る
。
新
参
士
族
及
上
級
士
族
の
子
弟
で
無
位
の
者
は
同
じ
く
仁
屋
を

(
初
)

つ
け
て
呼
ぶ
・
云
々
」
と
あ
る
。
仁
屋
・
子
が
男
性
に
関
す
る
呼
称
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。

君
加
那
志
の
よ
う
な
神
女
も
オ
モ
ロ
歌
人
の
一
人
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
オ
モ
ロ
歌
人
の
性
別
を
男
性
だ
け



に
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
趨
勢
と
し
て
オ
モ
ロ
歌
人
が
男
性

に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
う

前
の
方
で
も
述
べ
た
よ
う
に

ミ
セ
セ
ル
、

オ
タ
カ
ベ
の
よ
う
な
呪
詞
や
呪
一
一
一
一
け
か
ら
ク
ェ

l
ナ、

ウ
ム
イ
、
テ
イ
ル
ク
グ

チ
等
の
幻
祝
的
叙
事
歌
群
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
を
管
掌
し
伝
承
し
て
き
た
の
は
祭
犯
の
場
に
立
ち
あ
っ
た
神
女
と
し
て
の
女

性
達
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
行
情
詩
琉
歌
を
発
生
さ
せ
た
首
里
を
中
心
と
す
る
地
域
に
お
い
て
、
琉
歌
以
後
の
文
学
の
主
体

は
男
性
で
あ
っ
た
。
幻
視
的
叙
事
詩
が
打
情
詩
琉
歌
の
母
胎
と
し
て
設
定
さ
れ
る
考
え
は
前
章
で
述
べ
た
。
文
学
を
創
造
す

る
主
体
が
一
方
は
女
性
で
他
方
が
男
性
で
あ
る
こ
と
は
、
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
問
に
大
き
な
海
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し

こ
の
落
差
は
趨
勢
と
し
て
、

オ
モ
ロ
の
歌
人
が
男
性
を
中
心
に
動
き
出
し
て
い
る
、
先
の
事
実
の
指
摘
に
よ
っ
て

あ
る
程
度
補
い
得
た
と
考
え
る

『
琉
歌
百
控
』
の
冒
頭
に
「
歌
と
三
味
線
の
昔
初
ま
り
や
犬
子
音
東
の
神
の
御
作
」
と
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
琉
歌
及
び
三
味

線
音
楽
の
鼻
祖
が
犬
子
音
東
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
数
多
く
の
人
々
が
取
り
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
ま
ま
信

こ
の
こ
と
は
別
の
側
一
聞
か
ら
も
補
い
得
る
。
巻
八
の
オ
モ
ロ
だ
け
に
限
ら
ず
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
収
載
さ
れ
た
オ
モ
ロ

琉歌の源流とその成立

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
赤
犬
子
や
お
も
ろ
青
揚
り
と
い
う
オ
モ
ロ
名
人
の
時
代
が
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
沖
縄
歌

一
謡
史
の
一
大
転
換
期
で
あ
り
、
男
性
が
こ
の
頃
か
ら
歌
謡
史
上
に
主
流
と
な
っ
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
無

下
に
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

は
か
つ
て
全
出
謡
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
、

オ
モ
ロ
歌
唱
法
を
窺
い
知
る
術
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

山
内

成
川
彬
氏
の
採
譜
が
ど
れ
ほ
ど
事
実
に
即
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
古
典
音
楽
に
似
た
話
い
方
で
あ
っ
た
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(
託
)

こ
と
は
袋
中
の
証
言
が
示
し
て
い
る
。

山
内
氏
が
採
譜
し
た
「
あ
お
り
や
へ
か
ふ
し
」
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
な
か
で
最
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も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

オ
モ
ロ
名
人
も
又
こ
の
曲
を
多
く
用
い
て
い
る
。

一
昔
を
長
く
引
き
の
ば
し
て
謡
う
唱
法
は

仏
教
の
戸
別
に
似
て
お
り
、
古
典
音
楽
の
大
昔
節
と
し
て
の
十
七
八
節
に
著
し
く
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
紐
帝

尚
清
王
即
位
二
十
五

「
〈
首
里
湛
氏
三
唱
神
歌
陵
静
波
浪
〉
首
里
湛
氏
鴇
一
親
原
来
美
里
郡
伊

覇
村
人
也
白
幼
稚
時
深
噌
神
歌
朝
夕
詠
謡
不
敢
慨
怠
荒
比
及
壮
年
詠
一
詰
得
妙
注
入
嘉
靖
年
開
聖
主
行
幸
久
高
島
湛
氏
為
神
酒
司

の
深
さ
を
一
不
す
と
言
え
よ
う
。
『
球
陽
』
の
記
事
な
ど
も
か
す
か
に
そ
の
辺
の
消
息
を
語
っ
て
い
る
。

年
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
の
っ
て
い
る

頭
捧
献
神
酒
到
久
高
島
時
聖
主
下
来
鵜
船
将
返
梓
掛
帆
湛
氏
乗
鵜
船
奉
献
神
酒
同
到
中
洋
黒
雲
四
起
風
雨
頻
至
東
西
不
分
狂

浪
拶
併
進
退
共
難
於
是
湛
氏
立
鵡
船
頭
一
詰
神
歌
曲
再
三
歌
謡
風
波
漸
静
天
面
四
開
鵡
船
無
芸
到
与
那
原
聖
主
深
蒙
褒
美
擢
家

来
赤
頭
職
為
神
歌
頭
頂
戴
黄
冠
後
賜
大
島
地
方
数
明
地
頭
職
」

オ
モ
ロ
歌
唱
法
が
鍛
練
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
歌
唱
の
技
法
が
芸
術
的
に
高
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、

オ
モ
ロ
歌
唱
が
幻
視
的
叙
事
詩
の
歌
唱
の
単
純
な
方
法
か
ら
脱
け
出
て
琉
球
古
典
音
楽
的
な
要
素
を
内
に
膨
ら
ま
せ
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
一
不
す
と
言
え
よ
う
。

オ
モ
ロ
名
人
が
琉
球
古
典
音
楽
家
の
鼻
祖
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
は
以
上
の
理
由
に
よ
り
、

高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

又
、
オ
モ
ロ
名
人
、
特
に
オ
モ
ロ
音
揚
り
や
阿
嘉
の
お
祝
付
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
オ
モ
ロ
の
歌
型
は
八
八
八
六
調
の
行
情

詩
琉
歌
の
母
胎
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
野
重
朗
が
従
来
の
説
に
対
し
疑
問
を
付
し
な
が
ら
も
否
定
し
、

オ
モ
ロ
歌
形

の
特
徴
と
し
て
「
長
短
自
由
で
音
数
の
変
化
も
多
い
」
と
言
い
、

そ
れ
故
に
オ
モ
ロ
は
定
型
短
詩
形
琉
歌
の
母
胎
で
は
な
い

と
い
う
琉
歌
発
生
論
は
、
分
離
解
読
法
と
い
う
氏
の
理
論
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
は
小
野
氏
が
言
う
よ
う
に
す
べ
て



が
す
べ
て
、
「
長
短
自
由
で
音
数
の
変
化
の
多
い
」
も
の
で
は
な
い
。
名
人
オ
モ
ロ
の
巻
八
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

名
人
オ
モ
ロ
は
短
詩
形
へ
の
移
行
を
総
体
と
し
て
獲
得
し
つ
つ
あ
る
し
、
琉
歌
の
基
本
律
八
音
を
豊
か
に
育
て
て
い
る
。

次
の
オ
モ
ロ
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

き
み
が
な
し
節
(
巻
八
・
三
九
九
)

一
お
も
ろ
青
揚
が
り
ゃ

世
の
清
水
出
、ち
ゃ
ち
へ

神
て
だ
の
揃
て

守
り
よ
わ
ち
へ

文
宣
る
む
音
揚
り
や

(
八
)

戸
八
)

(
入
)

(
六
)

(
八
)

お
も
ろ
音
揚
が
(
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま
す
)

世
の
清
水
を
出
し
て

神
太
陽
が
揃
っ
て

守
護
し
給
い

(
幻
)

宣
る
む
音
揚
り
が

「
又
」
を
反
覆
記
号
と
考
え
る
反
覆
法
に
従
え
ば
四
行
ま
で
が
一
つ
の
詩
的
世
界
を
形
成
し
、
「
又
宣
る
む
音
揚
り
」

の

後

に
反
覆
さ
れ
る
こ
行
目
か
ら
四
行
目
ま
で
の
句
が
付
け
加
え
ら
れ
で
も
う
一
つ
の
詩
的
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

と
す
れ

従
来
、

三
味
線
の
伝
来
に
よ
っ
て
琉
歌
成
立
の
絶
対
年
代
を
見
定
め
る
方
法
を
多
く
の
研
究
者
が
採
用
し
て
い
る
。
池
宮
は

「
現
在
の
琉
歌
の
原
型
で
あ
る
狭
い
意
味
の
琉
歌
は
当
初
か
ら
三
味
線
と
結
合
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

Vfe歌の源流とその成立

ば
こ
の
オ
モ
ロ
を
創
作
し
た
歌
人
は
、
す
で
に
八
八
八
六
と
い
う
定
型
化
さ
れ
た
詩
形
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

間
違
い
で
あ
る
と
思
う

打
楽
器
が
諸
楽
需
の
う
ち
で
最
も
古
く
始
源
の
音
楽
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
常
識
的
に
考
え
て
妥
当
性
が
あ
り
、

し
か
し
、
楽
器
が
言
語
芸
術
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且
つ
又

弦
楽
器
が
打
楽
器
に
比
べ
て
高
等
な
技
術
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
肯
定
で
き
る
。



の
詩
の
世
界
を
規
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
も
し
弦
楽
器
で
あ
る
三
味
線
が
短
詩
形
の
行
情
詩
琉
歌
の
成
立
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に
と
っ
て
影
響
力
が
あ
っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
理
論
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
鼓
や
鉦
が
何
故

定
型
詩
を
生
み
出
す
楽
器
と
な
り
得
な
か
っ
た
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
弦
楽
掠
は
哀
艶
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
が

打
楽
器
は
単
調
な
表
現
力
し
か
持
ち
得
な
い
。
だ
か
ら
、
持
情
詩
の
形
成
に
は
打
楽
器
で
は
な
く
、
弦
楽
器
と
し
て
の
三
味

線
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
云
々
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
説
明
に
な
ら
な
い
。

琉
歌
の
成
立
を
三
味
線
の
伝
来
を
と
お
し
て
把
握
す
る
従
来
の
説
は
、

に
生
じ
た
結
果
の
誤
謬
で
あ
る
。
八
八
八
六
の
短
詩
形
琉
歌
の
成
立
と
三
味
線
の
伝
来
に
よ
る
琉
歌
形
式
の
発
展
と
打
情
の

」
の
両
者
が
歴
史
的
に
や
や
重
な
っ
て
い
る
た
め

純
度
の
高
揚
は
別
で
あ
る
。

短
詩
型
打
情
詩
の
成
立
は
言
語
の
問
題
で
あ
り
、
行
情
詩
を
生
み
出
す
主
体
の
認
識
方
法
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

オ

モ
ロ
の
場
合
で
言
え
ば
反
密
部
分
の
形
成
を
契
機
に
短
詩
形
行
情
詩
琉
歌
へ
の
辺
が
切
り
開
か
れ
た
と
い
う
考
え
が
私
に
は

あ
る
。
但
し
、
反
複
部
が
班
子
か
ら
発
展
し
て
、
オ
モ
ロ
的
行
情
詩
が
そ
の
部
分
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
小
野
説
に
は
賛
成

で
き
な
い
。
反
複
部
分
は
南

L

品
の
諸
歌
謡
の
な
か
で
オ
モ
ロ
の
歌
形
を
最
も
特
徴
、
、
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
部
分

の
役
割
は
オ
モ
ロ
と
幻
視
的
叙
事
歌
群
と
比
べ
て
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
巻
十
五
、

一一
O
三
番
の
オ
モ
ロ
を
見
て
み
よ

う

う
ら
お
そ
い
お
も
ろ
の
節

一
立
野
湾
の
て
だ
の

土
ほ
し
嶺
ち
よ
わ
ち
へ

宣
野
湾
(
地
名
)
の
領
主
が

よ
ほ
し
嶺
に
お
登
り
に
な
っ
て



大
問
か
ち
見
居
れ
ば

内
種
の

寄
り
擁
く
清
ら
や

又
根
の
品
の
て
だ
の

八
領
主
〉
の
田
闘
を
な
が
め
る
と

稲
穂
の

〈
風
〉
に
な
び
い
て
い
る
の
が
美
し
い

(
ぬ
)

根
の
島
の
領
主
が

幻
視
的
叙
事
歌
の
伝
統
が
豊
か
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
〈
領
内
の
田
園
を
な
が
め
る
と
稲
穂

の
風
に
な
び
い
て
い
る
の
が
美
し
い
〉
と
い
う
叙
景
的
な
表
現
は
、
事
実
を
謡
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
あ
っ
て
欲
し

い
と
い
う
願
望
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
第
三
立
で
述
べ
た
よ
う
に
幻
祝
的
叙
事
詩
の
そ

れ
と
著
し
く
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
両
者
に
は
決
定
的
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
が
せ
な
い
。

即
ち
、
幻
視
的
叙
事
詩
で
は
稲
作
に
必
要
な
労
働
や
稲
の
成
長
の
理
想
的
な
過
程
が
詳
細
に
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、

オ
モ

ロ
で
は
反
複
部
に
願
望
が
集
約
的
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
。
幻
視
的
叙
事
歌
の
豊
穣
に
導
く
ま
で
の
詳
細
な
叙
事
は
オ
モ
ロ
の

反
覆
部
に
収
紋
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
長
詩
形
の
幻
視
的
叙
事
歌
か
ら
短
詩
形
琉
歌
へ
の
展
開
は
オ
モ
ロ
の
な
か
に

uc歌の源流とその成立

お
け
る
反
援
部
の
形
成
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
反
覆
部
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
言
語
的
な
働
き
に

一
は
や
く
目
覚
め

て
い
っ
た
の
が
オ
モ
ロ
歌
人
達
で
あ
っ

た
と
忠
わ
れ
る
。
反
覆
部
の
成
立
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
要
し
た

で
あ
ろ
う
。
彼
等
の
活
躍
し
た
時
代
に
相
当
な
幅
が
あ
る
こ
と
は
彼
等
の
歌
の
な
か
に
謡
わ
れ
て

い
る
事
実
を
も
と
に
作
成

し
た
次
の
図
表
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う

こ
の
年
表
は
、
お
も
ろ
歌
唱
者
の
謡
っ
た
お
も
ろ
の
内
容
か
ら
、
お
も
ろ
歌
唱
者
の
生
存
年
代
を
推
定
し
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も
、

相
対
的
な
年
代
推
定
で
あ
る
。
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①
あ
か
わ
り
‘
く
に
が
み
、
ま
み
ち
け
、
ま
か
る
こ
、
あ
か
と
も
(
尚
員
王
へ
の
祝
詞
と
讃
仰
の
言
寿
ぎ
が
こ
の
歌
唱
者
達
の
オ
モ
ロ

に
み
ら
れ
る
。
)

②
お
も
ろ
音
揚
り
(
尚
員
王
を
讃
仰
し
た
オ
モ
ロ
が
あ
る
か
ら
、
尚
良
王
の
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
唱
者
の
歌
に
は
、

地
方
の
、
特
に
南
部
の
有
力
な
権
力
者
下
の
世
の
主
、
保
栄
茂
按
司
、
米
須
世
の
主
な
ど
を
讃
え
た
も
の
も
多
い
。
中
央
集
権
体
制
の

確
立
す
る
以
前
が
、
こ
の
歌
人
の
活
躍
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。)

③
あ
か
の
お
ゑ
っ
き
(
三
山
時
代
か
ら
第
一
尚
氏
に
か
け
て
地
方
に
割
拠
し
て
い
た
有
力
な
豪
族
達
を
讃
美
し
た
歌
が
多
い
。
三
山
の

根
拠
地
で
あ
っ
た
、
大
里
、
首
里
、
今
帰
仁
の
土
地
讃
め
も
歌
っ
て
い
る
。
大
里
按
司
、
安
谷
谷
錠
、
下
の
世
の
主
、
伊
鏡
波
錠
、
米

須
世
の
主
、
山
城
世
の
主
を
讃
美
し
た
歌
も
あ
る
が
、
尚
員
王
を
謡
っ
た
も
の
は
な
い
。
)

@
い
し
て
ん
、
か
な
て
ん
、
さ
は
ち
き
よ
(
首
里
城
讃
歌
、
年
代
不
明
)

⑤

お

も
ろ
殿
原
(
阿
麻
和
利
の
讃
歌
と
勝
連
の
土
地
讃
め
)

⑤

お
も
ろ
小
太
郎
(
金
武
の
世
の
主
の
讃
歌
、
中
央
集
権
体
制
の
確
立
以
前
で
あ
ろ
う
。
)

⑦

山
内
子
、
兄
部
子
(
年
代
不
明
)

③

糸

数
・
久
場
の
子
(
福
地
世
の
主
の
讃
歌
、
中
央
集
権
体
制
以
前
で
あ
ろ
う
。)

@

真

金
子
(
今
帰
仁
城
へ
の
オ
モ
ロ
拍
子
の
献
上
、
三
山
時
代
の
北
山
滅
亡
以
前
の
こ
と
か
)

⑩
よ
た
ま
子
よ
・
た
ま
仁
屋
(
石
原
世
の
主
の
讃
歌
、
中
央
集
権
体
制
以
前
か
)

⑪
真
戸
子
(
佐
敷
按
司
の
讃
歌
)

⑫

兼

城
大
親
、
世
玉
子
、
世
玉
仁
屋
(
久
米
の
按
司
の
讃
歌
)
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③
北
山
滅

⑮
南
山
滅

。
護
佐
丸
阿
麻
和
利
の
乱

@
尚
良
即
位

@
中
央
集
権
の
確
立

⑨
尚
清
即
位



山

時

代

1429-1-一一

⑮ 

氏

lg7一|第

lZ6-i尚

第

す一|尚

1416-
@ 

②①  

③ 

@ 

⑤ 

⑪@③⑦@  

⑪ 

⑫ 

琉歌の源流とその成立

沖
組
の
歴
史
の
な
か
に
支
配
者
的
な
階
級
が
発
生
し
た
頃
か
ら
尚
良
王
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
の
確
立
期
に
到
る
時
代
が
、

オ
モ
ロ
名
人
の
活
躍
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
権
力
者
の
宴
席
に
招
か
れ
彼
等
の
長
寿
や
長
久
な
る
支
配
を
一
一
一
一
口
寿
ぎ
、
彼
ら
の

領
有
す
る
土
地
を
讃
美
し
、
彼
等
の
居
城
を
室
寿
ぐ
の
が
主
な
る
役
割
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
彼
ら
は
仲
原
善
忠
が
言
う
よ

う
な
単
な
る
歌
唱
者
で
は
な
か
っ
た
。
詩
人
も
か
ね
そ
な
え
て
い
た
筈
だ
。
詩
人
と
歌
唱
者
と
作
曲
家
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
離

し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
戸
明
的
な
謡
い
方
と
琉
歌
と
い
う
短
詩
形
歌
謡
の
母
胎
は
、
権
力
者
階
級
と
そ
の
成
長
し
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た
姿
で
あ
る
古
代
的
貴
族
階
級
に
寄
生
し
、

一
は
や
く
直
接
的
な
生
産
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
オ
モ
ロ
名
人
達
に
よ
っ
て
達
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成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
島
の
歌
話
の
場
と
担
い
手
が
祭
式
か
ら
宴
席
へ
、
女
性
か
ら
男
性
へ
移
る
大
き
な
変
革
期
に

彼
等
が
立
ち
あ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

こ
れ
ま
で
叙
述
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
商
品
に
お
け
る
叙
事
的
歌
謡
は
英
雄
的
叙
事
詩
と
幻
視
的
叙
事
詩
に
区
分
さ
れ
、
共
同
体
的
歌
謡
と
し
て
の
幻
視
的
叙

心
事
詩
が
短
詩
形
行
情
詩
琉
歌
の
源
流
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
琉
歌
の
直
接
の
母
胎
は
名
人
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
彼
等
は
常
に
支
配
者
階
級
の
周
辺
に
居
て
、
支
配
者
階
級
と
川
じ
く
直

接
的
生
産
か
ら
離
れ
行
情
詩
を
生
み
だ
す
基
盤
を
育
て
て
い
た
。
名
人
オ
モ
ロ
は
他
の
お
も
ろ
に
比
べ
総
体
と
し
て
八
音

を
ぷ
調
と
す
る
短
詩
形
歌
謡
へ
の
傾
斜
を
深
め
て
い
る
、

又
、
琉
歌
を
担
う
主
体
は
男
性
で
あ
る
が
、

オ
モ
ロ
歌
人
も
男

性
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
呪
詞
か
ら
幻
視
的
叙
事
詩
に
か
け
て
の
諸
歌
謡
が
祭
式
の
場
に
立
ち
あ
っ
た
神
女
と
し
て
の

女
性
述
に
管
掌
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
オ
モ
ロ
歌
人
が
南
島
歌
謡
の
一
大
変
革
期
に
た
ち
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
諒

解
さ
れ
る
。

三
一
、
二
一
味
線
の
伝
来
を
も
っ
て
、
琉
歌
の
発
生
年
代
の
恕
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
楽
器
が
詩
的
世
界
を
規
制
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

(1)

『
市
'
品
持
情
』
(
外
問
守
善
・
仲
程
日
日
徳
共
著
、
一
四
頁
)
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
「
形
式
か
ら
逆
に
考
え
て
い
く
と
き
よ
け
凪
h

と
言
え
ば

偶
数
律
を
基
調
に
し
て
う
た
わ
れ
た
も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
問
題
は
な
い
が
『
今
風
L

と
い
う
場
合
、
奇
数
伴

を
主
調
に
し
て
い
た
歌
が
当
時
盛
ん
に
う
た
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
記
し
、
今
風
と
廿
風
の
中
間
に
あ
る
か
ら
仲
風
と
い
わ
れ
た
と
い
う



説
を
否
定
的
に
問
握
し
て
い
る
。
卓
見
で
あ
る
。

〈2
)

伊
波
品
川
口
猷
可
日
本
文
学
の
傍
系
と
し
て
の
琉
球
文
学
」
の
琉
歌
の
項
。
世
礼
国
男
「
琉
球
歌
謡
史
論
」
(
可
琉
球
新
報
』
所
載
。
可
新
沖
制
文
学
』

お
号
九
六
頁
)
小
野
重
朗
「
市
'
片
歌
謡
の
発
生
と
股
間
」
(
法
書
わ
が
沖
縄
第
五
巻

『沖
制
学
の
課
題
』
一
四
六
1
一
四
七
頁
)

(
3
)

伊
波
「
前
掲
論
文
」
。
仲
原
善
忠
「
琉
球
の
文
学
」
(
守
仲
原
善
忠
選
集
』
中
巻
)
。
比
嘉
春
潮
「
歌
と
踊
り
の
島
」
(
守
比
嘉
春
期
全
集
L

第
三
巻

一
五
四
l
一
五
五
頁
)
。
外
問
守
善
「
琉
球
文
学
の
民
望
」
(
『文
学
』
三
三
巻
七
号
二
四
頁
)

(
4
)

伊
波
「
前
掲
論
文
」

〈5
)

金
城
朝
永
「
琉
球
民
謡
の
起
源
と
変
遷
」
(
金
井
喜
久
子
著

『琉
球
の
民
謡
』
二
ハ
頁
、
『
金
域
朝
永
全
集
』
上
巻
三
五
四
J

三
五
五
頁
)

(
G
)

仲
原
諮
問
忠
『
お
も
ろ
新
釈
』
七
i
八
頁
〈
『
仲
原
善
忠
選
集
』
中
巻
一
一
九
頁
)

(
7
)

仲
原
『
前
掲
書
』
二
四
頁

〈8
)

内
問
抗
友

「お
も
ろ
と
琉
歌
|
発
想
法
を
中
心
に
|
」

(『琉
球
文
学
』

一
巻

一
号
l
四
号
)

(
9
・
日
)
外
間
守
菩
「
前
掲
論
文
」

(
日
)
池
宮
正
治
『
沖
縄
の
文
学
』

〈ロ

・
日
)
小
野
「
前
掲
論
文
」

(
U
)

小
野
重
朗
「
守
お
も
ろ
』
に
見
る
海
洋
文
学
の
展
開
」
(
可
文
学
』
四
二
巻
一
五
頁
)

(
日
)
小
野
市
一朗

「
朝
以
ぎ

・
夕
凪
ぎ
の
お
も
ろ
」
(
『
沖
縄
文
化
』
第
九
巻
三
号

一
1
十
一

一良
)

(
日
)
小
野
「
前
掲
論
文
」

〈
口
)
凶
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史
』
(
改
稿
版
)
第
二
章
「
持
情
詩
の
時
代
」
七
五
頁
。

(
日
)
外
問
「
前
掲
論
文
」

(
凹
)
池
宮
正
治
「
行
情
詩
と
し
て
の
琉
歌
の
発
生
」
(
『
沖
制
歴
史
研
究
』
九
号
)

〈
小
山
)
外
間
守
善
「
南
島
歌
謡
の
系
譜
」
〈
『
文
学
』
三
九
巻
七
号
)

(
幻
)
外
問
守
善
・
新
型
幸
昭
著
『
宮
古
'
品
の
神
歌
』
解
説
三
四
三
J
三
四
四
頁

(
幻
)
外
問
・
新
型
『
前
掲
示
H
』
三
回
三
頁
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ハ
幻
〕
外
聞
・
新
型
『
前
川
向
者
』
三
四
二
一
良

〈
出
)
四
郷
『
前
掲
書
』
第
一
章
「
神
話
と
叙
事
詩
の
時
代
」
一
一
一
一
j
一
二
三
氏
。

〈お
)

稲
村
山
氏
政
『
宮
古
島
旧
記
井
史
歌
集
解
』
、
永
杭
安
凶
「
沖
紺
の
文
学
|
日
本
文
学
の
原
像
」
(
『文
学
』

一一
一一一一巻)

〈
お
)
外
聞
守
普

「
抑
制
の
古
代
と
ヱ
サ
オ
モ

ロ」

(
『
う
り
ず
ん
の
品
』

一
O
O
i
一
O
五
頁
)

〈
幻
)
岩
波
思
想
大
系
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
、
以
下
お
も
ろ
番
号
は
岩
波
思
想
大
系
本
に
従
う
。

〈
お
)
『
南
島
古
謡
』
口
訳
外
間
守
善

〈m
m
)

『
琉
歌
百
控
』
(
『南
'
片
古
語
』
所
収
)

〈
却
)
伊
波
普
猷

『お
も
ろ
選
釈
』

〈
担
)
伊
波
普
猷
「
あ
ま
み
や
考
』
(
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
一
附
収
可
日
本
文
化
の
南
漸
』
三
五
九
J
六
O
二
頁
)

〈辺
)

仲
原
善
忠
『
お
も
ろ
新
釈
』
四
六
j
四
八
頁

〈
お
)
外
聞
守
善
編
著
『
混
効
験
集
校
本
と
研
究
』
九
四
頁

〈但
)
中
山
盛
茂
著
『
琉
球
史
辞
典
』
の
「
仁
屋
・
子
」
の
項
六
五
一

l
六
五
二
頁

(
お
)
僧
袋
中
『
琉
球
神
道
記
L

〈お
)

球
陽
研
究
会
編
『
球
陽
』
一一

O
一
l
二
O
二
頁

〈
幻
)
『
琉
歌
百
控
』
(
『
南
島
古
謡
』
所
収
)

(
犯
)
池
宮
正
治
「
琉
歌
概
説
」
(
『
文
学
』
四

O
巻
八
四
頁
)

〈泊
)
岩
波
思
想
大
系
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
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(
一
九
七
五
年
一
月
十
二
日
稿
)


