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一
　『
お
も
ろ
さ
う
し
』
や
沖
縄
古
謡
に
お
け
る

　
　
天
上
世
界
の
観
念

　

一
五
三
一
年
か
ら
一
六
二
三
年
に
わ
た
り
琉
球
王
国
の
首
里
王
府

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
叙
事
歌
謡
集
『
お
も
ろ
さ
う
し
』（
全
二
十

二
巻
）
の
オ
モ
ロ
の
中
に
は
「
オ
ボ
ツ
」
と
「
カ
グ
ラ
」
と
い
う
表

現
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
（
第

二
版
）』
は
、「
オ
ボ
ツ
」
を
「
天
上
の
神
の
在
所
。
神
の
い
ま
す
所

と
い
う
意
で
天
上
を
さ
す
。
地
理
的
空
間
で
は
な
く
観
念
的
な
空

間（
１
）」
と
説
明
し
、
ま
た
そ
の
対
語
で
あ
る
「
カ
グ
ラ
」
を
「
天
上
の

神
の
在
所
。
神
く
ら
。
神
の
座
。
地
上
に
対
応
し
て
観
念
化
さ
れ
た

天
上
世
界
の
こ
と（
２
）」

と
解
説
し
て
い
ま
す
。
首
里
王
府
の
祭
祀
で
歌

わ
れ
、
叙
事
的
・
呪
祷
的
側
面
が
強
い
オ
モ
ロ
で
は
、
常
に
地
上
世

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ヤ
ナ
・
ウ
ル
バ
ノ
ヴ
ァ
ー
と
申
し
ま
す
。

本
日
は
国
文
学
会
大
会
に
お
い
て
発
表
で
き
る
機
会
を
与
え
て
頂
き

ま
し
て
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

は
じ
め
に

　

琉
球
に
お
い
て
神
の
天
上
世
界
を
指
す
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
と

い
う
表
現
を
、
語
学
の
観
点
お
よ
び
民
俗
学
の
観
点
か
ら
論
考
を
進

め
ら
れ
た
間
宮
厚
司
先
生
と
福
寛
美
先
生
の
講
演
に
続
い
て
、
私
の

パ
ー
ト
で
は
、
琉
球
文
学
の
抒
情
歌
で
あ
る
琉
歌
を
中
心
に
天
上
世

界
の
観
念
に
つ
い
て
文
学
の
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま

す
。 〈

講
演
：
琉
球
文
学
の
先
端
的
研
究
〉

琉
歌
に
お
け
る
「
天
」
に
つ
い
て

ヤ
ナ
・
ウ
ル
バ
ノ
ヴ
ァ
ー
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表
し
、
そ
れ
と
関
連
す
る
「
雨
」、「
雪
」
の
自
然
景
物
や
「
太
陽
」

の
天
体
と
も
深
い
関
係
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
の
中

で
は
、
豊
作
を
も
た
ら
す
天
（
空
）
の
恵
み
が
歌
わ
れ
、
米
が
、
さ

も
「
雨
」
や
「
雪
」
が
降
る
か
の
よ
う
に
天
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
想

い
が
込
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
天
に
照
っ
て
い
る
「
太
陽
」
は
「
天
」

と
共
に
国
王
の
美
称
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
国
王
の
存
在
が
太
陽
に

喩
え
ら
れ
る
他
、
国
王
の
長
寿
や
国
家
の
繁
栄
を
祈
る
場
面
が
多
く

詠
ま
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
①
③
④
の
オ
モ
ロ
は
具
体
的
な
地
上

世
界
の
治
世
、
豊
作
な
ど
を
自
然
の
天
空
を
意
味
す
る
「
天
」
と
結

び
つ
け
て
い
る
一
方
、
神
秘
的
な
天
上
世
界
を
指
す
「
天
」
と
関
連

す
る
②
の
オ
モ
ロ
で
は
、
神
女
の
聞
得
大
君
が
天
上
の
神
に
祈
り
、

高
い
霊
力
を
降
ろ
し
国
王
を
守
護
す
る
場
面
な
ど
が
歌
わ
れ
、
抽
象

的
な
天
上
世
界
が
描
か
れ
ま
す
。
②
の
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
天
」
の

観
念
は
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
の
観
念
と
類
似
性
を
も
つ
と
言
え
ま

す
。

　

他
方
、
琉
球
王
国
の
中
心
で
あ
る
首
里
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た
オ
モ
ロ
と
比
べ
て
、
庶
民
の
間
に
広
が
っ
た
叙
事
的
な
沖
縄
古
謡

に
関
し
て
は
、
呉
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す（
３
）。

民
間
レ
ベ
ル
の
オ
タ
カ
ベ
、
ク
ェ
ー
ナ
等
に
み
ら
れ
る
「
天
」

の
観
念
は
、
雨
乞
い
や
稲
の
豊
作
祈
願
等
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ

る
一
般
の
人
々
の
生
活
に
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
王
権
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
「
天
」
の
観
念
と
比
べ
て
、
民
間
レ
ベ
ル
の
「
天
」

界
と
対
応
し
て
い
る
抽
象
的
な
天
上
世
界
と
し
て
の
「
オ
ボ
ツ
・
カ

グ
ラ
」
が
重
要
な
観
念
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
オ
モ
ロ
の
世
界
に
お
い
て
は
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
と
共

に
「
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
」
や
「
ア
マ
ミ
ヤ
・
シ
ネ
リ
ヤ
」
が
重
要
な

他
界
観
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
の
よ

う
な
、
天
上
世
界
の
観
念
が
、
オ
モ
ロ
に
お
い
て
「
天
」
と
表
現
さ

れ
た
り
も
し
ま
す
。

　

琉
球
に
お
け
る
「
天
」
の
観
念
に
関
し
て
研
究
を
進
め
た
呉
海
寧

氏
に
よ
れ
ば
、
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
天
」
の
観
念
は
次
の
よ
う
に
分

類
で
き
ま
す
。

　

①　

自
然
の
天
空
を
意
味
す
る
「
天
」

　

②　

抽
象
的
な
「
天
上
世
界
」、
超
越
的
な
存
在
を
意
味
す
る
「
天
」

　

③　

天
下
、
世
の
中
を
意
味
す
る
「
天
」

　

④　

美
称
辞
と
し
て
用
い
る
「
天
」

※　

④
に
お
け
る
「
天
」
は
、
国
王
の
美
称
辞
、
太
陽
神
及
び
太

陽
の
美
称
辞
、
神
女
の
美
称
辞
な
ど
に
さ
ら
に
細
か
く
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
地
上
世
界
と
対

応
し
て
構
造
化
さ
れ
た
抽
象
的
な
天
上
世
界
の
特
徴
を
持
つ
「
オ
ボ

ツ
・
カ
グ
ラ
」
に
比
べ
て
、
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
天
」
の
意
味
の
幅

は
よ
り
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。
オ
モ
ロ
の
「
天
」
は
神
が
お
ら
れ
る

「
天
上
世
界
」
を
意
味
す
る
以
外
に
、
目
に
見
え
る
物
理
の
空
間
を
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の
観
念
は
そ
れ
ほ
ど
抽
象
的
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
化
、
具
象

化
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
昔
か
ら
庶
民
の
間
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
沖
縄
古
謡

は
、
首
里
王
府
の
オ
モ
ロ
に
お
け
る
「
天
」
の
観
念
と
ほ
ぼ
共
通
し

て
い
ま
す
が
、
古
謡
の
特
徴
と
し
て
は
豊
作
の
祈
願
を
中
心
と
す
る

場
面
が
多
く
、
遠
い
国
王
の
存
在
よ
り
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
よ

り
身
近
に
あ
る
農
作
物
の
た
め
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
す
る
強
い
願

い
を
表
す
雨
乞
い
の
歌
の
ほ
う
が
「
天
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、
同
じ
よ
う
に
民
間
レ
ベ
ル
で
普
及
し
た
沖
縄
の
抒
情

歌
で
あ
る
琉
歌
に
お
い
て
は
、
天
上
世
界
の
観
念
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
、
沖
縄
本
島
の
琉
球

文
学
に
関
し
て
は
オ
モ
ロ
、
古
謡
、
組
踊
な
ど
を
中
心
に
「
オ
ボ
ツ
・

カ
グ
ラ
」、「
天
」
な
ど
の
観
念
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
琉
歌
に
関
し
て
は
い
ま
だ
詳
し
い
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
た
め

考
察
を
進
め
ま
す
。

　

な
お
、
本
研
究
の
琉
歌
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
島
袋
盛
敏
・
翁
長
俊

郎
『
標
音
評
釈 

琉
歌
全
集
』（
五
版
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
五
年
）

を
使
用
し
て
い
ま
す
（
以
下
、『
琉
歌
全
集
』
と
表
記
）。

二
　
琉
歌
に
お
け
る
天
上
世
界
の
観
念

　

琉
歌
は
、
沖
縄
本
島
で
生
ま
れ
た
、
定
型
化
さ
れ
た
抒
情
歌
で
あ

り
、
そ
の
基
本
的
な
形
式
は
、
八
八
八
六
の
四
句
か
ら
成
る
音
数
律

で
す
。
琉
歌
は
沖
縄
本
島
の
首
里
方
言
を
基
本
と
し
、
歌
語
を
含
み

な
が
ら
、
詠
ま
れ
る
と
い
う
よ
り
は
三サ
ン

線シ
ン

な
ど
の
楽
器
に
伴
奏
さ
れ

て
歌
わ
れ
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
琉
球
士
族
や

著
名
な
歌
人
の
歌
も
多
数
見
ら
れ
ま
す
が
、
琉
歌
は
口
承
で
伝
承
さ

れ
て
い
た
た
め
、
作
者
不
明
の
歌
が
多
く
、
琉
歌
の
創
作
年
次
も
未

詳
で
す
。「
琉
歌
」
と
い
う
単
語
を
記
録
し
た
最
も
古
い
文
献
は
、

お
も
ろ
語
辞
書
『
混
効
験
集
』（
一
七
一
一
年
）
で
す（
４
）。

ま
た
、
そ

の
前
に
も
一
六
八
三
年
に
遡
る
琉
歌
形
式
を
持
つ
歌
に
関
す
る
こ
と

は
、
座ざ

ま

み
間
味
景け
い

典て
ん

の
家
譜
に
記
さ
れ
て
い
ま
す（
５
）。
こ
の
記
録
か
ら
す

る
と
、
琉
歌
は
十
七
世
紀
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
比
較
的
新
し

い
ジ
ャ
ン
ル
の
歌
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
オ
モ
ロ
に
お
い
て
は
天
上
世
界
の
観
念
を
表
す

語
と
し
て
、「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
と
共
に
「
天
」
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
ま
す
が
、
琉
歌
に
は
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
と
い
う
語
は
見

当
た
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
オ
モ
ロ
に
お
け
る
他
界
観
を
意
味
す
る

「
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
」、「
ア
マ
ミ
ヤ
・
シ
ネ
リ
ヤ
」
も
琉
歌
で
は
詠

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
琉
歌
に
お
け
る
天
上
世
界
を
代
表
す
る
語
と
し

て
は
、「
天
」
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
「
天
」
と
い
う
表
現
を
含
ん
だ
『
琉
歌
全
集
』
の
琉
歌
四
三
首
を

分
析
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
琉
歌
に
お
け
る
「
天
」
の
意
味
は
次
の

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
ま
す
。

①　

国
王
の
美
称
辞
と
し
て
用
い
る
「
天
」
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②　

抽
象
的
な
「
天
上
世
界
」、
超
越
的
な
存
在
を
意
味
す
る
「
天
」

③　

自
然
の
天
空
を
意
味
す
る
「
天
」

　

こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
通
観
す
る
と
、
先
行
研
究
に
お
け
る
オ
モ

ロ
の
「
天
」
の
観
念
に
非
常
に
類
似
し
た
印
象
を
受
け
ま
す
。
し
か

し
、
琉
歌
に
お
け
る
「
天
」
の
観
念
は
オ
モ
ロ
と
の
共
通
点
の
他
、

独
自
性
も
大
き
い
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

　
①
　
国
王
の
美
称
辞
と
し
て
用
い
る
「
天
」

　
「
天
」
を
含
ん
だ
表
現
が
国
王
の
美
称
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
琉

歌
は
、
最
も
多
く
、
二
五
首
（
約
六
割
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
オ
モ

ロ
と
同
じ
美
称
辞
「
天
が
な
し
」
や
「
天
ぎ
や
な
し
」
が
大
多
数
を

占
め
、
ほ
と
ん
ど
が
「
首
里
」
の
接
尾
語
と
し
て
付
い
て
い
ま
す
が
、

四
首
に
お
い
て
は
「
首
里
が
な
し
天
」「
首
里
ぎ
や
な
し
天
」
と
い

う
琉
歌
独
特
の
表
現
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
内
容
に
関
し
て
は
、
国
王
の
長
寿
の
祈
願
や
お
祝
い
が
歌
わ

れ
る
点
が
オ
モ
ロ
と
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
祈
祷
す
る
神
女
や
神

の
姿
は
一
切
詠
ま
れ
ず
、
一
般
庶
民
で
あ
る
個
人
の
観
点
か
ら
歌
を

歌
う
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
場
面
と
し
て

「（
個
人
と
し
て
）
国
王
の
顔
を
拝
み
た
い
」
と
い
う
希
望
や
心
を
弾

ま
せ
る
よ
う
な
気
持
ち
が
最
も
多
く
詠
ま
れ
ま
す
。

　
②
　
抽
象
的
な
「
天
上
世
界
」、超
越
的
な
存
在
を
意
味
す
る
「
天
」

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
一
〇
首
（
約
二
割
）
の
歌
が
あ
り
ま
す
。
琉

歌
に
お
け
る
天
上
世
界
の
特
徴
と
し
て
は
、
オ
モ
ロ
と
異
な
り
、
神

や
神
女
の
存
在
が
歌
わ
れ
ず
、
天
に
対
す
る
個
人
の
祈
願
や
心
的
傾

向
が
多
く
込
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
儒
教
や
倫
理
の
観
念
が

強
く
窺
え
ま
す
。

　　

▼
『
琉
歌
全
集
』
二
六
一
番
歌
（
歌
人　

名
護
親
方
寵
文
）

　

表
記　
か
く
さ
て
や
り
す
れ
ば　

天
と
地
や
鏡　

は
づ
か
し
や
影

の　

う
つ
ら
と
め
ば

　

発
音　
カ
ク
サ
テ
イ
ス
ィ
リ
バ　

テ
ィ
ン
ト
ゥ
ジ
ヤ
カ
ガ
ミ　

ハ
ズ
ィ
カ
シ
ヤ
カ
ジ
ヌ　

ウ
ツ
ィ
ラ
ト
ゥ
ミ
バ

　

解
釈　
悪
い
考
え
や
行
為
を
か
く
そ
う
と
す
れ
ば
、
天
と
地
は
鏡

で
、
影
が
ち
ゃ
ん
と
写
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
と
恥
ず

か
し
い
。

　

こ
の
琉
歌
か
ら
は
神
様
に
対
す
る
想
い
の
で
は
な
く
、
天
そ
の
も

の
に
対
す
る
想
い
が
込
め
ら
れ
、
背
景
に
は
道
徳
の
重
要
さ
が
読
み

取
れ
ま
す
。

　
　
③
　
自
然
の
天
空
を
意
味
す
る
「
天
」

　

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
八
首
（
約
二
割
）
の
琉
歌
が
あ
り
ま
す
。
オ

モ
ロ
や
沖
縄
古
謡
と
違
う
点
は
、「
天
」
を
含
ん
だ
③
の
グ
ル
ー
プ

の
琉
歌
に
お
い
て
は
豊
作
の
祈
願
が
歌
わ
れ
ず
、
さ
ら
に
「
雨
」「
雪
」

な
ど
の
場
面
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
に
も
①
と
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②
の
グ
ル
ー
プ
と
同
様
に
個
人
の
心
的
傾
向
が
強
く
窺
え
ま
す
。
個

人
の
希
望
、
祈
願
、
感
情
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　　

▼
『
琉
歌
全
集
』
二
六
二
五
番
歌
（
歌
人　

安
里
安
定
）

　

表
記　
天
の
根
の
鷲
と　

能
羽
う
ち
並
べ　

飛
び
回
て
見
ぼ
し
や　

世
界
の
は
て
も

　

発
音　
テ
ィ
ン
ヌ
ニ
ヌ
ワ
シ
ト
ゥ　

ヌ
フ
ァ
ニ
ウ
チ
ナ
ラ
ビ　

ト
ゥ
ビ
マ
ワ
テ
ィ
ミ
ブ
シ
ャ　

シ
ケ
ヌ
ハ
テ
ィ
ン

　

解
釈　
天
の
傍
近
く
飛
ぶ
鷲
と
羽
を
並
べ
て
、
世
界
の
果
て
ま
で

飛
び
回
っ
て
み
た
い
。

　

こ
の
歌
か
ら
は
鳥
の
よ
う
に
自
由
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
個

人
の
希
望
が
強
く
読
み
取
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
自
然
の
天
空
を
意
味
す
る
「
天
」
と
深
く
結
び
つ
い
て

い
る
「
雨
」「
雪
」
な
ど
の
自
然
景
物
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。
琉
歌
に
お
い
て
は
「
雨
」「
雪
」
な
ど
が
「
天
」
と
い
う
語

と
直
接
に
呼
応
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
オ
モ
ロ
や
沖
縄
古
謡

と
同
じ
よ
う
に
「
雨
」「
雪
」
の
も
つ
豊
作
や
植
物
の
繁
栄
を
も
た

ら
す
効
果
が
琉
歌
に
も
多
く
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
オ
モ
ロ
、

沖
縄
古
謡
に
お
い
て
は
集
団
生
活
を
維
持
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
農

作
物
の
た
め
に
「
雨
」
を
降
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
場
面
が
代
表
的

で
あ
る
の
に
対
し
、
琉
歌
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
人
の
事
情
の

た
め
に
も
「
雨
」
を
利
用
し
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
う

い
っ
た
雨
な
ど
が
「
た
よ
り
」（
拠
り
所
）
に
し
て
い
る
と
い
う
個

人
の
気
持
ち
を
歌
う
も
の
も
多
く
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
雪
」

に
関
し
て
も
、
琉
歌
で
は
オ
モ
ロ
と
同
じ
よ
う
に
「
雪
」
が
お
米
を

象
徴
す
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
、
抒
情
歌
の
琉

歌
の
特
徴
と
し
て
は
、「
雪
」
の
魅
力
、
そ
の
美
し
い
自
然
の
姿
へ

の
憧
れ
が
よ
り
一
層
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

オ
モ
ロ
の
天
上
世
界
を
代
表
す
る
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」、「
天
」

の
観
念
と
比
較
し
て
、
琉
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
「
天
上
世
界
」
の
観

念
に
は
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
オ
モ
ロ
に
お
い
て

昔
か
ら
詠
ま
れ
て
い
た
「
オ
ボ
ツ
・
カ
グ
ラ
」
と
い
う
観
念
が
琉
歌

に
は
存
在
せ
ず
、「
天
」と
い
う
語
の
み
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
天
」

を
詠
み
込
ん
だ
琉
歌
に
お
い
て
も
オ
モ
ロ
と
違
っ
て
神
女
や
神
は
登

場
せ
ず
、
す
べ
て
の
祈
願
が
民
間
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
内
容
も
集
団
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
五
穀
豊
穣
や
、

中
央
政
権
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
国
王
の
長
寿
の
お
祈
り
な
ど
に

加
え
、
個
人
の
希
望
、
悩
み
、
楽
し
さ
な
ど
の
心
的
傾
向
を
訴
え
る

も
の
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

結
論
と
し
て
、
生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
い
て
民
間
レ
ベ
ル
で
歌

わ
れ
、
個
人
の
気
持
ち
を
歌
に
託
し
た
抒
情
の
性
質
を
持
つ
琉
歌
は
、

オ
モ
ロ
と
の
間
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
首
里
王
府
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
叙
事
的
歌
謡
の
オ
モ
ロ
と
異
な
り
、
比
較
的
新
し
い
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一
九
七
八
年

外
間
守
善 

校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し 

上
・
下
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年

外
間
守
善
『
南
島
の
抒
情
─
琉
歌
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年

間
宮
厚
司
『
沖
縄
古
語
の
深
層　

オ
モ
ロ
語
の
探
究
』（
増
補
版
）、
森
話
社
、

二
〇
一
四
年

 

（
本
学
兼
任
講
師
）

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
琉
歌
の
特
徴
が
、
本
発
表
で
示
し
た
よ
う
に
、

「
天
上
世
界
」の
歌
わ
れ
方
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ま
す
。

　

以
上
で
私
の
パ
ー
ト
を
修
了
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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