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沖
縄
に
お
け
る
男
性
の
祭
祀

―

シ
ヌ
グ
と
ア
ミ
ド
ゥ
シ―

黒　

田　

一　

充

一　

沖
縄
の
神
役

　

沖
縄
の
祭
祀
で
は
、
女
性
の
神
役
（
神
女
）
の
役
割
が
非
常
に
大
き
い
。
男
性
の

兄
弟
を
女
性
の
姉
妹
が
守
護
神
と
し
て
守
る
オ
ナ
リ
神
の
信
仰
が
あ
り
、
神
衣
裳
に

着
替
え
た
女
性
を
神
と
し
て
男
性
た
ち
が
拝
む
様
子
を
祭
り
で
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。

集
落
の
祭
り
は
、
ヌ
ル
（
ノ
ロ
・
祝
女
）
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
の
神
役
が
中
心
と

な
っ
て
儀
礼
が
行
わ
れ
る
が
、
近
年
、
高
齢
化
の
た
め
に
、
神
役
の
数
が
急
速
に
少

な
く
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
が
最
初
に
沖
縄
の
祭
り
の
調
査
を
し
た
の
は
、
�
九
九
�
年
の
伊
是
名
島
の

田だ
　
な名

の
海
神
祭
で
あ
っ
た
。
海
神
祭
は
、
旧
暦
七
月
を
中
心
と
し
て
沖
縄
本
島
の
北

部
の
集
落
で
行
わ
れ
、
神
女
た
ち
が
集
落
内
の
御う
た
き嶽
で
拝
み
の
儀
礼
な
ど
を
行
っ
た

後
、
海
岸
へ
降
り
て
浜
で
海
神
を
見
送
る
祭
り
で
あ
り
、
集
落
に
よ
っ
て
ウ
ン
ジ
ャ

ミ
や
ウ
ン
ガ
ミ
、
あ
る
い
は
ウ
プ
ウ
ィ
ミ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

旧
暦
七
月
十
七
日
が
祭
り
の
当
日
で
、
集
落
背
後
の
山
腹
に
あ
る
田だ
な
や
ー

名
屋
と
い
う

建
物
に
神
役
の
女
性
た
ち
が
集
ま
り
、
海
神
を
迎
え
て
神ウ
ム
イ歌
を
歌
い
、
船
漕
ぎ
の
儀

礼
を
行
っ
た
後
、
海
岸
へ
移
動
し
、
浜
に
あ
る
岩
場
の
上
か
ら
葦オ
ー

を
投
げ
て
海
神
を

図 1　祭祀関係地図
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見
送
る
。
も
と
は
�
十
名
の
神
役
の
女
性
が
い
た
よ
う
だ
が①
、
こ
の
時
に
は
十
五
名

が
参
加
し
、
そ
の
う
ち
の
十
�
名
で
岩
場
の
上
で
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
。

　

�
昨
年
（
�
〇
〇
五
年
）、
久
し
ぶ
り
に
伊
平
屋
島
に
渡
っ
た
が
、
田
名
屋
の
建

物
が
改
築
さ
れ
、
境
内
も
整
備
さ
れ
て
集
落
か
ら
車
で
上
っ
て
行
け
る
広
い
道
も
で

き
て
い
た
。
し
か
し
、
変
わ
っ
て
い
た
の
は
周
囲
の
風
景
だ
け
で
は
な
く
、
参
加
し

た
神
役
の
数
が
七
名
に
減
っ
て
お
り
、
護
岸
工
事
の
影
響
か
、
小
さ
く
な
っ
た
岩
場

に
は
五
名
の
神
女
し
か
上
ら
な
く
な
っ
て
い
た
［
写
真
1
］。

　

神
役
の
数
が
減
る
と
、
儀
礼
も
昔
の
ま
ま
に
行
わ
れ
な
く
な
り
、
伝
承
自
体
も
失

わ
れ
て
い
く
。
沖
縄
の
祭
り
が
急
速
に
変
動
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
沖
縄
の

祭
祀
に
つ
い
て
は
、
文
献
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
聞
き

取
り
調
査
と
儀
礼
の
観
察
が
従
来
か
ら
の
主
な
研
究
方
法
で
あ
っ
た
が
、
儀
礼
の
歴

史
的
な
変
遷
を
た
ど
る
に
は
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
有
効
な
手
段
と
は
言
え
な
く
な
っ

て
い
る
。
今
後
の
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
研
究
者
に
よ
る
過
去
の
調
査
報
告
も
資

料
と
し
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
を
調
査
し
て
以
来
、
主
に
沖
縄
本
島
北
部
で
行
わ
れ
て
い
る

海
神
祭
を
調
査
し
、
女
性
の
祭
り
と
さ
れ
る
海
神
祭
に
対
し
、
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る

男
性
た
ち
が
集
落
を
祓
う
シ
ヌ
グ
の
儀
礼
を
も
含
め
て
論
考
を
ま
と
め
た②
。
し
か
し
、

ど
う
し
て
も
沖
縄
の
祭
祀
は
女
性
の
神
役
に
目
が
い
き
が
ち
で
あ
り
、
男
性
の
祭
り

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
重
点
的
に
研
究
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今

回
は
、
各
地
の
シ
ヌ
グ
な
ど
男
性
が
中
心
と
な
る
祭
り
の
儀
礼
を
集
中
的
に
調
査
し
、

こ
れ
ま
で
沖
縄
で
は
主
流
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
男
性
の
祭
り
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。

二　

沖
縄
本
島
北
部
の
シ
ヌ
グ

　

沖
縄
本
島
の
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
の
地
域
に
は
、
シ
ヌ
グ
と
呼
ば
れ
る
豊
作

や
無
病
息
災
な
ど
を
祈
る
祭
り
が
あ
り
、
国
頭
村
か
ら
本
部
半
島
に
か
け
て
の
集
落

で
は
、
旧
暦
七
月
の
盆
の
前
後
に
行
わ
れ
て
い
る
。

写真 1　伊平屋島・田名の海神祭



�

　

同
じ
時
期
の
海
神
祭
は
、
女
性
の
神
役
が
中
心
に
な
る
の
に
対
し
、
男
性
が
中
心

と
な
る
祭
り
で
あ
り
、
そ
の
儀
礼
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
村
の
祓
い
の
儀
礼
は
、

男
性
た
ち
が
山
に
登
っ
て
植
物
の
蔓
を
身
体
に
巻
き
つ
け
て
神
に
変
身
し
、
木
の
枝

を
持
っ
て
集
落
を
祓
っ
て
ま
わ
る
。
シ
ヌ
グ
と
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
、
集
落
に
よ
っ
て
両

方
が
連
続
す
る
日
程
で
行
わ
れ
る
所
、
�
年
交
代
で
行
わ
れ
る
所
、
ど
ち
ら
か
�
方

だ
け
が
行
わ
れ
る
所
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
は
、
小
野
重
朗
が
、

シ
ヌ
グ　
　
　

―

　

男
の
祭
り　

―

　

山
の
祭
り

ウ
ン
ジ
ャ
ミ　

―

　

女
の
祭
り　

―

　

海
の
祭
り

と
い
う
分
類
を
し
た
よ
う
に③
、
こ
の
両
方
の
祭
り
を
対
比
す
る
視
点
で
研
究
さ
れ
て

い
た
。

　

シ
ヌ
グ
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
各
地
の
儀
礼
を
調
査
し
た
源
武
雄
の
論
考
が

あ
る
。
源
は
、
シ
ヌ
グ
の
儀
礼
に
は
、
各
家
を
男
性
た
ち
が
祓
う
「
祓
い
の
行
事
」、

大ウ
フ
ユ
ミ弓

・
農
具
行
列
・
特
定
の
畠
で
の
祈
願
な
ど
豊
作
を
祈
る
「
世ユ
ガ
フ
ー

果
報
予
祝
の
行
事
」、

ビ
ー
ン
ク
イ
ク
イ
・
舟
漕
ぎ
・
ヤ
ー
ハ
リ
コ
ー
な
ど
「
古
い
村
落
生
活
を
反
映
す
る

行
事
」、
そ
し
て
祭
り
の
際
に
必
ず
女
性
た
ち
が
輪
に
な
っ
て
踊
る
臼ウ
シ
ン
デ
ー
ク

太
鼓
な
ど
の

「
シ
ヌ
グ
舞
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
「
祓
い
の
行
事
」
に
関
し
て
は
、
村
や
家
々
の
祓
い
の
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
次
の
�
つ
の
分
類
が
で
き
る
と
し
た
。

 

① 　

安
田
型
（
安
田
・
安
波
・
奥
）
＝
男
が
村
人
ひ
と
り
ひ
と
り
を
お
祓
い
し
て

ま
わ
る
行
為
を
主
と
す
る
。
�
日
神
が
村
の
人
び
と
の
た
め
に
祓
い
の
行
事
を

や
る
と
い
う
民
俗
は
非
常
に
古
風
。

 

② 　

伊
是
名
型
（
伊
是
名
島
・
国
頭
村
辺
戸
・
与
論
島
）
＝
男
が
各
戸
巡
り
を
し

て
家
々
の
祓
い
に
主
力
を
お
く
。
子
ど
も
が
主
と
な
り
、
安
田
型
か
ら
移
行
し

た
型
。

 

③ 　

備
瀬
型
＝
男
性
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
神
職
（
神
女
）
も
各
戸
祓
い
に
参
加

す
る
。
ノ
ロ
（
祝
女
）
制
度
の
発
達
の
影
響
に
よ
っ
て
女
性
の
神
職
が
介
入
し

た
新
し
い
型
。

　

そ
し
て
、
男
性
た
ち
が
村
人
ひ
と
り
ひ
と
り
を
祓
う
安
田
型
が
も
っ
と
も
古
い
形

態
で
、
各
家
を
祓
う
伊
是
名
型
が
次
に
新
し
い
形
態
、
女
性
の
神
職
が
参
加
し
て
各

家
を
祓
う
備
瀬
型
が
琉
球
王
朝
の
祝
女
制
度
の
確
立
以
降
の
新
し
い
形
態
だ
と
す
る④
。

　

沖
縄
の
村
落
祭
祀
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
文
献
資
料
と
し
て
は
、
�
七
�
�
年
に

編
纂
さ
れ
た
『
琉
球
国
由
来
記
』
が
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
海
神
折
目
や
シ
ノ
ゴ
折

目
と
い
う
祭
り
の
名
称
と
供
物
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
詳
し
い
記
述
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
文
献
資
料
か
ら
こ
れ
ら
の
祭
り
を
検
討
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
加
え
て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
な
い
儀
礼

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
報
告
書
も
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
シ
ヌ
グ
の
分
類
を

再
検
討
し
た
い
。

三　

安
田
の
シ
ヌ
グ
と
安
波
の
シ
ヌ
グ

　

沖
縄
本
島
の
北
端
に
位
置
す
る
国
頭
村
で
は
、
各
地
で
シ
ヌ
グ
や
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
東
海
岸
の
奥
・
安あ

だ田
・
安あ

波は

で
は
、
毎
年
交
互
に

シ
ヌ
グ
と
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
両
方
が
行
わ
れ
る
。
中
で
も
、
安
田
の
シ
ヌ
グ
は
古
い
伝

統
が
�
番
よ
く
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
の
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

祭
り
は
旧
暦
七
月
上
亥
日
だ
が
、
数
日
前
に
準
備
と
し
て
、
村
の
広
場
（
ア
サ
ギ
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庭ま
ー

）
に
建
つ
神
ア
サ
ギ
と
呼
ば
れ
る
屋
根
と
柱
だ
け
の
建
物
の
茅
葺
き
屋
根
の
補
修

を
行
い
、
屋
根
の
内
側
の
�
番
高
い
と
こ
ろ
に
魚
を
�
匹
吊
す
。
当
日
の
十
時
ご
ろ

か
ら
、
集
落
の
草
分
け
の
家
と
�
門
か
ら
代
々
出
る
根ニ
ー
ガ
ン神
を
中
心
に
神
役
の
女
性
た

ち
が
集
ま
っ
て
、
広
場
の
北
側
に
あ
る
根ニ
ー
ド
ー
マ所、

神
ア
サ
ギ
、
ナ
ハ
メ
ー
屋
敷
の
順
に

拝ウ
ガ
ンみ

の
儀
礼
を
行
う
。

　

十
�
時
ご
ろ
か
ら
、
山
ヌ
ブ
イ
と
い
っ
て
男
性
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
血
筋
の
�
族

ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
集
落
の
北
西
・
西
・
南
西
に
あ
る
サ
サ
・
メ
ー
バ
・
山
ナ
ス

と
呼
ば
れ
る
場
所
へ
向
か
う
。
サ
サ
・
メ
ー
バ
・
山
ナ
ス
の
順
に
、
古
い
家
筋
か
ら

新
し
い
家
筋
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
集
合
場
所
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
あ
っ

た
ガ
ン
シ
ナ
ー
（
ゴ
ン
ズ
イ
）
と
い
う
植
物
の
蔓
を
身
に
巻
き
つ
け
、
頭
に
ミ
ー
ハ

ン
チ
ャ
ー
と
い
う
赤
い
花
を
付
け
た
草ハ
ブ
イ冠

を
被
り
、
木
の
枝
を
持
っ
て
神
に
変
身
す

る
。
い
わ
ゆ
る
草
装
神
で
あ
る
。

　

十
�
時
ご
ろ
か
ら
、
メ
ー
バ
の
山
の
上
か
ら
太
鼓
を
先
頭
に
、「
イ
エ
ー
・
ヘ
ー
・

ホ
イ
」
と
い
う
掛
け
声
を
唱
和
し
な
が
ら
、
男
性
た
ち
が
降
り
て
く
る
。
山
の
中
腹

を
通
る
県
道
を
横
切
っ
た
所
に
あ
る
広
場
で
輪
に
な
っ
て
、
左
回
り
に
�
周
す
る
。

�
周
す
る
ご
と
に
「
ス
ク
ナ
ー
レ
ー
」
の
掛
け
声
が
か
か
る
と
、
手
に
し
た
枝
で
地

面
を
祓
う
所
作
を
す
る
。
そ
の
後
、
森
の
中
を
通
っ
て
集
落
へ
降
っ
て
い
く
。
こ
の

メ
ー
バ
の
太
鼓
の
音
を
合
図
に
、
他
の
場
所
か
ら
も
行
列
が
出
発
す
る
。

　

集
落
西
側
を
流
れ
る
上ウ
イ
ヌ
ハ
ー

の
川
に
架
か
る
ア
ギ
橋
の
上
で
は
、
家
族
の
女
性
た
ち
が

ビ
ー
ル
や
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
を
用
意
し
て
�
行
を
待
つ
。
こ
れ
は
、
サ
カ
イ
ン
ケ
ー
あ

る
い
は
サ
カ
ム
カ
エ
と
呼
ば
れ
る
。
森
の
中
か
ら
現
れ
た
メ
ー
バ
と
山
ナ
ス
の
�
行

が
合
流
し
［
写
真
2
］、
橋
を
渡
っ
て
集
落
に
入
っ
た
殿ト
ン
チ
バ
ル

内
畑
で
サ
サ
の
�
行
と
も

合
流
す
る
。
殿
内
畑
に
も
女
性
た
ち
が
待
ち
受
け
て
お
り
、
そ
の
周
囲
を
右
回
り
に

�
周
し
、「
ス
ク
ナ
ー
レ
ー
」
の
掛
け
声
が
か
か
る
と
と
と
も
に
手
に
し
た
枝
で
女

性
た
ち
を
祓
う
。
そ
の
後
、
ア
サ
ギ
庭
、
公
園
な
ど
で
も
女
性
や
山
に
登
ら
な
か
っ

た
男
性
や
子
ど
も
た
ち
を
祓
い
な
が
ら
浜
へ
出
て
、
身
に
つ
け
て
い
た
草
枝
を
脱
い

で
海
に
入
る
。
上
の
川
へ
戻
っ
て
水
浴
び
を
し
、
旗
を
先
頭
に
し
て
、
�
線
の
音
楽

に
の
っ
て
ア
サ
ギ
庭
へ
踊
り
込
ん
で
儀
礼
を
終
え
る
。

写真 2　国頭村・安田のシヌグ
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十
八
時
ご
ろ
か
ら
、
ア
サ
ギ
庭
で
男
女
が
草
刈
り
の
所
作
を
す
る
田タ
ク
サ
ト
エ
ー

草
取
り
、
紐

を
く
く
っ
た
大
き
な
丸
太
を
揺
ら
し
、
最
後
に
神
ア
サ
ギ
の
屋
根
に
ぶ
つ
け
る
ヤ
ー

ハ
リ
コ
ー
、
女
性
た
ち
の
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
や
カ
チ
ャ
ー
シ
ー
な
ど
の
踊
り
が
夜
遅
く

ま
で
続
き
、
翌
日
に
も
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
が
行
わ
れ
る
。

　

宮
本
演
彦
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
戦
前
ま
で
は
、
シ
ヌ
グ
野モ
ー

と
い
う
場
所
に
仮

屋
を
建
て
て
男
性
た
ち
が
�
日
間
籠
も
り
、
女
性
は
昼
間
に
ア
サ
ギ
庭
へ
集
ま
っ
た
。

�
日
目
の
夕
方
に
は
、
男
性
と
女
性
の
代
表
に
よ
る
相
撲
が
�
番
取
ら
れ
、
女
・

男
・
女
の
順
で
必
ず
女
性
が
勝
つ
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
い
う⑤
。

　

安
田
の
南
に
あ
る
安
波
集
落
で
も
、
明
治
末
ま
で
の
シ
ヌ
グ
に
は
、
山
か
ら
草
に

身
を
包
ん
だ
男
性
た
ち
が
降
り
て
く
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
宮
本
演
彦

の
報
告
に
よ
る
と
、
�
日
目
に
男
の
神
役
と
女
性
の
神
役
が
そ
れ
ぞ
れ
を
拝
む
儀
礼

が
あ
っ
た
。
�
日
目
に
は
、
ソ
ォ
ジ
山
、
メ
エ
バ
山
、
フ
ガ
山
に
登
っ
た
十
五
名
の

男
性
が
草
葉
を
身
に
つ
け
て
神
に
変
身
し
、
山
を
降
り
て
�
族
ご
と
に
各
戸
を
祓
っ

て
廻
り
、
村
の
広
場
に
集
ま
っ
た
村
人
た
ち
を
笞
で
打
ち
、
海
に
出
て
身
に
つ
け
て

い
た
草
を
流
し
た
。
こ
の
日
か
ら
�
日
間
、
安
波
川
の
そ
ば
に
あ
る
シ
ヌ
グ
野モ
ー

に
建

て
た
仮
屋
に
村
中
の
男
性
が
集
ま
っ
た
。
�
方
女
性
た
ち
は
、
昼
間
は
ア
サ
ギ
庭
に

集
ま
り
、
夜
は
各
家
に
帰
っ
た
と
い
う
。
�
日
目
の
夕
方
に
、
ア
サ
ギ
庭
で
イ
ン
コ

ー
の
儀
礼
・
猪
狩
り
・
魚
捕
り
・
唐ト
ー
タ
ビ

船
柱
の
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
い
う⑥
。
現
在
は
、

夕
方
か
ら
神
拝
み
の
後
、
魚
取
り
や
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
な
ど
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

安
波
で
も
各
家
を
祓
う
儀
礼
と
各
個
人
を
祓
う
儀
礼
の
両
方
が
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
だ
が
、
ど
ち
ら
の
集
落
で
も
、
祭
り
の
最
初
に
神
々
が
現
れ
て
村
中
を
祓
い
、
そ

の
後
�
日
間
男
性
た
ち
が
お
仮
屋
に
籠
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四　

伊
是
名
島
の
シ
ヌ
グ

　

伊
是
名
島
は
、
国
頭
村
の
北
西
沖
に
位
置
す
る
島
で
、
北
の
伊
平
屋
島
・
野
甫
島

と
南
の
伊
是
名
島
を
、『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
ま
と
め
て
伊
平
屋
島
と
記
し
て
い
る
。

　

伊
平
屋
島
と
伊
是
名
島
で
は
、
毎
年
シ
ヌ
グ
と
海
神
祭
が
連
続
し
て
行
わ
れ
る
。

伊
平
屋
島
の
田
名
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
は
、
旧
暦
七
月
十
六
日
夜
に
海
神
と
呼
ば
れ
る

女
性
の
神
役
が
各
家
を
廻
る
。
男
性
を
家
か
ら
出
し
、
竃
に
祀
ら
れ
て
い
る
火
の
神

の
後
ろ
に
葦
の
葉
を
挿
し
た
と
い
う
。
十
七
日
午
前
中
に
神
女
た
ち
が
海
岸
の
岩
場

の
上
か
ら
神
を
見
送
る
儀
礼
が
あ
り
、
夕
方
に
は
田
名
屋
で
男
性
の
神
役
も
参
加
し

て
テ
ィ
ル
ク
グ
チ
が
唄
わ
れ
る
。
戦
前
に
は
、
こ
の
夜
に
も
各
戸
廻
り
が
行
わ
れ
た

と
い
う
。
十
九
日
に
シ
ヌ
グ
が
行
わ
れ
、
新
生
児
の
お
祝
い
を
す
る
。
か
つ
て
は
白

い
衣
裳
に
襷
と
鉢
巻
姿
の
少
年
た
ち
が
村
の
御
嶽
か
ら
海
岸
へ
向
か
い
、
途
中
で
出

会
っ
た
人
を
小
さ
な
棒
で
た
た
く
儀
礼
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

伊
是
名
島
で
は
、
諸
見
・
仲
田
・
伊
是
名
・
勢
理
客
の
各
集
落
で
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
と

シ
ヌ
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
島
の
南
東
に
は
伊
是
名
城
が
あ
っ
た
城
山
が
あ
り
、
そ

の
山
中
に
は
ナ
ー
と
呼
ぶ
聖
地
が
集
落
ご
と
に
あ
る
。
旧
暦
七
月
十
七
日
の
ウ
ン
ジ

ャ
ミ
で
は
、
女
性
の
神
役
た
ち
が
順
に
ナ
ー
を
廻
っ
て
神
事
を
行
う
。

　

翌
十
八
日
が
シ
ヌ
グ
で
、
早
朝
か
ら
各
集
落
の
神
ア
シ
ャ
ギ
や
公
民
館
前
に
男
児

た
ち
が
白
い
衣
裳
に
白
鉢
巻
で
、
白
木
の
棒
を
持
っ
て
集
ま
り
、
自
動
車
で
城
山
に

向
か
う
。
も
と
は
五
・
七
・
十
�
歳
か
ら
�
年
間
ず
つ
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
が
、
現
在
希
望
者
は
誰
で
も
参
加
で
き
、
衣
裳
も
小
学
校
の
体
操
服
姿
に
な
っ
て

い
る
。
大
人
は
、
区
長
と
も
う
ひ
と
り
の
男
性
が
神
役
と
し
て
同
行
し
、
九
時
か
ら

十
時
ご
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
ナ
ー
に
登
っ
て
儀
礼
を
行
う
。
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諸
見
集
落
の
ナ
ー
は
城
山
の
山
頂
近
く
に
あ
り
、
男
児
た
ち
は
そ
こ
に
湧
い
て
い

る
泉
の
水
面
を
棒
で
打
ち
、
絶
壁
の
上
に
あ
る
岩
の
周
り
を
左
に
�
回
廻
っ
て
山
を

降
り
る
。
調
査
時
に
は
草
が
生
い
茂
っ
て
危
険
な
た
め
、
岩
の
前
の
広
場
で
輪
に
な

っ
て
廻
っ
て
い
た
。
安
田
で
も
草
を
身
に
つ
け
た
後
、
輪
に
な
っ
て
左
回
り
に
�
周

し
て
か
ら
山
を
降
り
て
お
り
、
神
に
変
身
す
る
所
作
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
伊

是
名
島
で
は
、
草
を
身
に
巻
き
つ
け
る
こ
と
は
な
い
。

　

そ
の
後
、
山
を
降
り
て
各
集
落
へ
戻
り
、
数
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
各

家
を
祓
っ
て
廻
る
。
伊
是
名
集
落
で
は
、
集
落
の
中
心
に
茅
葺
き
の
神
ア
シ
ャ
ギ
が

残
っ
て
お
り
、
そ
の
西
隣
に
ヌ
ル
殿と
ぅ
ん
ち内

と
い
う
神
を
祀
る
建
物
が
残
っ
て
い
る
場
所

が
あ
る
。
男
児
た
ち
は
そ
の
ヌ
ル
殿
内
を
�
組
に
分
か
れ
て
出
発
し
、
集
落
の
東
側

と
西
側
か
ら
各
家
を
廻
る
。
家
に
入
る
と
母
屋
の
東
側
の
�
番
座
（
客
間
）
か
ら
中

へ
入
り
、
�
番
座
（
仏
壇
）、
�
番
座
（
食
事
を
す
る
）
の
順
に
部
屋
を
廻
る
［
写

真
3
］。
昔
は
留
守
で
あ
っ
て
も
屋
内
に
入
り
、
土
足
で
畳
に
上
が
っ
た
と
い
う
が
、

現
在
は
許
可
さ
れ
た
家
だ
け
を
祓
う
。
そ
の
際
、
家
人
の
男
性
は
家
の
奥
に
隠
れ
る

が
、
女
性
は
家
の
外
に
出
る
。
家
の
中
を
祓
っ
た
男
児
た
ち
は
、
庭
で
棒
打
ち
を
し

た
り
、
相
撲
を
取
っ
た
り
し
た
後
、
御
祝
儀
や
ジ
ュ
ー
ス
を
貰
っ
て
次
の
家
に
向
か

う
。
す
べ
て
の
家
を
廻
る
と
ヌ
ル
殿
内
で
昼
食
を
食
べ
、
し
ば
ら
く
遊
ん
だ
後
、

十
五
時
ご
ろ
解
散
す
る
。
こ
の
男
児
た
ち
の
祓
い
の
儀
礼
の
間
、
別
に
女
性
の
神
役

た
ち
が
諸
見
・
仲
田
・
伊
是
名
・
勢
理
客
の
順
に
各
集
落
の
神
ア
シ
ャ
ギ
を
廻
っ
て

神
事
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
に
男
児
た
ち
が
解
散
し
て
い
る
。

　

特
に
こ
の
島
の
シ
ヌ
グ
に
つ
い
て
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』（
巻
�
六　

伊
平
屋
島
）

に
詳
し
い
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

　
　

七
九　

シ
ノ
ゴ
オ
リ
メ
ノ
事　
七
月
、
島
中
ニ
テ
日
撰

仕
申
。
遊
�
日
ノ
事

　

右
、
ア
ク
マ
ハ
ラ
イ
ト
テ
、
男
童
十
人
程
、
ア
マ
ミ
壱
人
、

衣
・
袴
着
テ
、

白
サ
ジ
、
シ
レ
タ
レ
結
ビ
シ
テ
、
手
々
ニ
棒
ツ
キ
、
ア
マ
ミ
人
、
並
其
日
ノ
年

ナ
フ
リ
ノ
人
、
弓
矢
持
、
先
立
仕
「
オ
ナ
ヂ
ヤ
ラ
イ
ハ
ウ　

ヱ
イ
ヤ
イ
ハ
ウ
」

ト
唱
テ
、
家
々
ニ
入
リ
、
又
、
島
ノ
ニ
シ
崎
マ
デ
行
テ
、
ネ
ヅ
ミ
ヲ
取
リ
、
年

写真 3　伊是名島のシヌグ
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ナ
フ
リ
持
タ
ル
矢
ノ
サ
キ
ア
テ
、
海
ニ
入
レ
捨
テ
、
村
ニ
帰
リ
、
�
所
ニ
寄
合
、

神
酒
持
寄
祝
申
也
。

　

男
童
十
人
程
が
白
鉢サ

巻ジ

に

衣
・
袴
姿
で
棒
を
持
ち
、
各
家
を
廻
っ
て
悪
魔
払
い

を
し
て
廻
り
、
島
の
西
崎
で
ネ
ズ
ミ
を
海
に
流
し
た
と
い
う
。
現
在
も
島
の
西
側
の

勢
理
客
で
は
、
各
家
を
祓
っ
た
後
、
海
岸
に
出
て
藁
に
包
ん
だ
ネ
ズ
ミ
の
死
骸
を
海

へ
流
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
に
は
伊
平
屋
島
と
あ
る
が
、
伊
是
名
島

の
シ
ヌ
グ
の
儀
礼
に
記
述
の
様
子
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。
ま
た
文
中
に
、
ア
マ
ミ
壱

人
と
年
ナ
フ
リ
ノ
人
が
弓
矢
を
持
っ
て
参
加
し
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
年
ナ

フ
リ
ノ
人
は
、
年
男
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
ア
マ
ミ
人
は
沖
縄
の
創
世
神
話
に
登
場

す
る
女
神
の
ア
マ
ミ
キ
ョ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑦
。
そ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
と
、

こ
の
儀
礼
に
は
女
性
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
弓
矢
を
持
っ
て
女
性
の
司
祭

者
が
家
を
祓
う
儀
礼
は
、
備
瀬
の
シ
ニ
グ
に
も
見
ら
れ
る
。

五　

備
瀬
の
シ
ニ
グ

　

本
部
町
の
各
集
落
の
シ
ヌ
グ
は
、
数
日
間
に
わ
た
る
祭
り
で
あ
る⑧
。
海
洋
博
公
園

の
北
側
に
あ
る
備
瀬
で
は
、
旧
暦
七
月
�
十
日
か
ら
�
十
六
日
ま
で
六
日
間
の
日
程

で
あ
る
。

　

初
日
の
�
十
日
は
、
大ウ
プ
マ
ユ
ミ
ー

折
目
と
い
い
、
集
落
の
中
央
に
あ
る
根ニ
ー
ヤ屋
（
神
社
と
も
よ

ば
れ
る
）
前
の
ア
シ
ャ
ギ
庭モ
ー

の
西
隅
に
神
酒
を
入
れ
た
容
器
を
置
き
、
そ
の
横
に
�

本
の
柱
に
芭
蕉
の
葉
で
屋
根
を
葺
い
た
ハ
ギ
ャ
ー
と
呼
ぶ
小
さ
な
仮
屋
を
建
て
、
そ

の
中
に
魚
を
吊
し
て
豊
漁
を
祈
願
す
る
。
�
十
�
時
ご
ろ
海
浜
で
、
海
に
浮
か
べ
た

舟
を
神
女
が
押
し
た
り
引
い
た
り
す
る
所
作
を
行
う
。
�
十
�
日
の
サ
グ
ン
ジ
ャ
ミ

が
祓
い
の
儀
礼
で
あ
る
。

　

�
十
�
日
は
男イ
キ
ガの

ハ
シ
ー
チ
で
、
十
八
時
半
ぐ
ら
い
か
ら
男
児
た
ち
が
ア
シ
ャ
ギ

庭
に
集
ま
り
、
名
前
を
書
い
た
も
の
を
根
屋
に
納
め
て
健
康
祈
願
を
す
る
。
ア
シ
ャ

ギ
庭
で
会
食
し
な
が
ら
、
�
時
間
ほ
ど
過
ご
し
て
ハ
シ
ー
チ
と
よ
ぶ
強お
こ
わ飯
を
貰
っ
て

帰
る
。
�
十
�
日
は
女イ
ナ
グの

ハ
シ
ー
チ
で
、
今
度
は
女
児
た
ち
が
集
ま
っ
て
同
じ
よ
う

に
会
食
す
る
。
�
十
五
日
が
シ
ニ
グ
で
、
夕
方
か
ら
女
性
た
ち
の
シ
ニ
グ
節
の
行
列

や
旗
頭
を
先
頭
に
し
た
行
列
が
集
落
内
を
廻
る
。
ア
シ
ャ
ギ
庭
で
豊
作
祈
願
の
後
、

五
人
の
男
児
に
よ
る
御
前
風
の
踊
り
や
シウ
シ
レ
ー
ク

ニ
グ
舞
な
ど
の
踊
り
が
行
わ
れ
る
。

�
十
六
日
の
タ
ム
ト
ー
イ
に
は
十
九
時
ご
ろ
か
ら
ア
シ
ャ
ギ
で
神
事
を
行
い
、
�
連

の
祭
り
を
終
え
る
。

　

サ
グ
ン
ジ
ャ
ミ
は
、
根
屋
に
神
人
や
地
区
の
役
員
た
ち
十
人
ほ
ど
が
集
ま
っ
て
、

�
十
時
ご
ろ
か
ら
村
内
の
各
家
を
祓
っ
て
廻
る
。
先
頭
の
男
性
が
小
太
鼓
を
た
た
き
、

「
ウ
ン
サ
フ
ム
ッ
チ
モ
ー
レ
ー
（
酒
を
持
っ
て
こ
い
）」
と
叫
び
な
が
ら
進
む
。
�
行

は
海
岸
沿
い
の
道
を
集
落
の
北
端
ま
で
行
き
、
今
度
は
中
央
の
道
を
戻
っ
て
く
る
。

途
中
、
太
鼓
の
音
を
聞
き
つ
け
、
外
へ
出
て
祝
儀
袋
を
差
し
出
す
家
が
あ
っ
た
り
、

�
行
が
来
る
の
を
飲
食
の
用
意
を
し
て
待
ち
受
け
て
い
た
り
す
る
家
が
あ
る
。
か
つ

て
は
参
加
す
る
男
性
も
若
者
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
年
齢
層
が
高
く

な
っ
て
お
り
、
女
性
も
白
い
衣
裳
を
着
た
ヌ
ル
神
と
根ニ
ー
ガ
ン神

の
�
人
に
普
段
着
の
女
性

が
ひ
と
り
の
�
人
だ
け
が
参
加
し
て
い
た
。

　

根
神
は
弓
矢
を
持
っ
て
お
り
、
辻
ご
と
に
立
ち
止
ま
っ
て
唱
え
事
を
言
い
な
が
ら
、

弓
を
射
る
所
作
を
�
回
行
っ
て
悪
疫
を
祓
う
［
写
真
4
］。
ま
た
、
祓
い
を
希
望
す

る
家
の
入
り
口
で
も
弓
で
射
る
所
作
を
し
て
か
ら
、
�
行
が
中
に
入
る
。
庭
に
莚
を

敷
い
て
飲
食
の
用
意
が
さ
れ
て
い
る
が
、
最
初
に
全
員
が
東
を
向
い
て
座
り
、
最
前
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列
に
座
っ
た
ヌ
ル
神
が
、
そ
の
家
の
家
族
の
名
を
あ
げ
て
健
康
や
�
家
繁
栄
を
祈
る

拝
み
の
儀
礼
を
行
う
。
そ
の
後
、
飲
食
の
接
待
を
受
け
、
し
ば
ら
く
過
ご
し
て
か
ら

次
の
家
へ
向
か
う
。
昔
は
す
べ
て
の
家
を
廻
っ
た
た
め
、
朝
の
�
時
ご
ろ
ま
で
か
か

っ
た
そ
う
だ
が
、
現
在
は
希
望
す
る
家
だ
け
な
の
で
、
〇
時
ご
ろ
に
は
終
了
す
る
。

　

確
か
に
備
瀬
で
は
、
男
性
の
神
役
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
も
参
加
し
て
い
る
。
こ

れ
が
、
源
武
雄
の
言
う
よ
う
に
、
祝
女
制
度
の
発
達
の
影
響
か
ど
う
か
は
史
料
が
な

く
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
シ
ヌ
グ
が
男
性
を
中
心
と
す
る
祭
祀
で
あ
る
た
め
、

女
性
が
参
加
す
る
型
を
新
し
い
も
の
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
琉
球
国

由
来
記
』
の
ア
マ
ミ
人
が
女
性
の
神
役
だ
と
す
る
と
、
伊
是
名
島
の
シ
ヌ
グ
も
男
女

で
祓
い
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
分
類
②
と
③
の
区
別
は

で
き
な
い
。
さ
ら
に
①
の
分
類
の
中
で
も
、
安
田
と
安
波
は
男
性
だ
け
が
祓
い
を
行

っ
て
い
る
が
、
奥
の
場
合
も
同
じ
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

六　

奥
の
シ
ヌ
グ

　

奥
は
、
沖
縄
本
島
の
北
端
の
辺
戸
岬
か
ら
東
海
岸
を
南
下
し
た
所
に
あ
る
集
落
で
、

那
覇
市
か
ら
本
島
の
西
海
岸
を
北
上
し
た
国
道
五
十
八
号
線
は
、
辺
戸
岬
付
近
か
ら

東
へ
向
き
を
変
え
、
奥
集
落
の
南
側
を
通
っ
て
集
落
の
東
端
が
終
点
と
な
る
。

　

奥
の
シ
ヌ
グ
も
、
安
田
や
安
波
と
同
じ
よ
う
に
シ
ヌ
グ
と
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
が
毎
年
交

互
に
行
わ
れ
る
。
旧
盆
後
の
亥
日
か
ら
�
日
間
が
本
来
の
日
程
だ
っ
た
が
、
近
年
は

旧
七
月
�
十
五
日
以
降
で
、
土
・
日
曜
を
加
味
し
て
日
程
が
決
め
ら
れ
る
。

　

�
日
目
が
フ
ー
ヨ
ー
サ
レ
ー
で
、
朝
か
ら
男
性
た
ち
が
�
手
に
分
か
れ
、
集
落
の

す
ぐ
西
側
の
ヤ
マ
ジ
ー
と
南
東
方
向
の
シ
バ
ヒ
ジ
へ
登
る
。
そ
こ
で
神
木
と
さ
れ
る

シ
バ
ヒ
の
木
を
約
�
・
五
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
に
切
り
出
す
。
十
時
ご
ろ
に
、
丑
年
と

未
年
生
ま
れ
が
務
め
る
シ
ド
ゥ
や
ニ
ー
ト
イ
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
持
ち
を
先
頭
に
山
を

降
り
て
く
る
。
集
落
の
西
入
り
口
の
郵
便
局
前
で
、
国
道
を
歩
い
て
き
た
シ
バ
ヒ
ジ

か
ら
の
�
行
と
合
流
し
、
そ
こ
に
待
ち
受
け
る
女
性
た
ち
が
迎
え
る
。
そ
こ
で
男
性

た
ち
は
、
女
性
た
ち
が
持
っ
て
き
た
浴
衣
な
ど
を
服
の
上
か
ら
着
て
藁
帯
を
巻
き
、

頭
に
草
ミ
ー
ハ
ン
チ
ャ
マ
ム
フ

冠
を
被
る
。
こ
の
浴
衣
は
ウ
ナ
イ
（
オ
ナ
リ
）
神
の
着
物
、
す
な
わ
ち

男
性
の
守
護
神
と
な
る
姉
妹
の
衣
裳
で
あ
り
、
戦
前
ま
で
は
芭
蕉
布
だ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
女
性
の
着
物
を
着
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

�
行
は
、「
フ
ー
ヨ
ー
サ
レ
ー
」
と
叫
び
な
が
ら
、郵
便
局
周
辺
の
道
（
カ
ン
ミ
チ
）

を
反
時
計
回
り
に
七
周
す
る
。
ア
サ
ギ
庭マ
ー

と
シ
ヌ
グ
野モ
ー

で
も
大
き
な
輪
を
作
っ
て
七

周
す
る［
写
真
5
］。
い
ず
れ
も
現
在
は
�
周
で
省
略
し
て
い
る
。
集
落
の
中
を
通
り
、
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東
端
の
奥
小
中
学
校
前
の
浜
へ
出
て
道
端
に
草
冠
と
木
の
枝
を
置
き
、
堤
防
の
上
か

ら
代
表
の
草
冠
と
枝
を
海
に
流
し
て
祈
る
。

　

十
八
時
す
ぎ
か
ら
ア
サ
ギ
マ
ー
で
、
女
性
た
ち
の
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
が
行
わ
れ
る
。

か
つ
て
は
、
シ
ヌ
グ
モ
ー
で
男
性
た
ち
の
お
籠
も
り
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
現
在
は

な
く
、
仮
屋
だ
け
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

�
日
目
も
十
八
時
す
ぎ
か
ら
ア
サ
ギ
マ
ー
で
女
性
た
ち
の
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
が
あ
る
。

た
だ
し
、
踊
り
の
衣
裳
は
毎
日
着
替
え
、
互
い
に
衣
裳
を
競
う
と
い
う
。
男
性
は
、

食
事
を
し
な
が
ら
女
性
た
ち
の
踊
り
を
見
物
す
る
。
こ
の
日
、
年
に
よ
っ
て
は
、
イ

ッ
ス
ン
ニ
ン
ゴ
（
�
升
�
合
）
と
呼
ぶ
仮
装
の
女
性
た
ち
が
各
家
を
廻
る
儀
礼
が
行

わ
れ
る
。

　

�
日
目
は
、
十
六
時
ご
ろ
か
ら
ビ
ー
ン
ク
イ
ク
イ
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。
シ

ヌ
グ
モ
ー
の
お
仮
屋
に
村
の
長
老
�
人
が
座
り
、
女
性
た
ち
が
そ
の
前
で
ウ
シ
デ
ー

ク
を
踊
る
。
そ
の
後
、
最
長
老
が
用
意
さ
れ
て
い
た
桶
に
乗
り
、
そ
の
前
を
太
鼓
・

空
手
と
棒
術
・
旗
（
�
名
）・
酒
持
ち
が
先
導
し
て
、
ア
シ
ャ
ギ
マ
ー
へ
向
か
う
。

こ
の
時
、「
ビ
ー
ン
ク
イ
ク
イ
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
桶
を
担
い
だ
男
性
た
ち
が
「
エ

イ
ヤ
サ
ー
」
と
桶
を
高
く
担
ぎ
上
げ
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ア
サ
ギ
マ
ー
に

到
着
す
る
と
、
左
回
り
に
�
周
し
て
、
長
老
を
桶
か
ら
下
ろ
す
。
そ
の
後
は
、
女
性

た
ち
の
ウ
シ
ン
デ
ー
ク
が
踊
ら
れ
る
。

　

現
在
の
祭
り
の
様
子
は
以
上
だ
が
、
宮
本
演
彦
の
報
告
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　

村
の
東
か
ら
男
子
七
名
、
女
装
し
て
山
ジ
イ
に
登
り
シ
バ
キ
シ
ジ
と
い
う
所

に
到
る
。
村
の
西
か
ら
も
男
子
七
名
、
女
装
し
て
到
り
、
こ
こ
で
会
す
。
十
�

名
は
シ
バ
キ
、
即
ち
樟
の
枝
を
長
さ
�
丈
位
の
を
折
り
、
右
肩
に
担
い
で
降
り

て
く
る
。―

―

こ
の
行
事
を
シ
バ
オ
リ
と
い
う
。
十
�
名
の
先
頭
に
立
つ
者
は
、

そ
の
歳
の
干
支
の
生
れ
の
者
で
、
こ
の
群
の
中
�
人
は
鼓
を
持
っ
て
こ
れ
を
打

ち
、
�
同
は
、
ヘ
ェ
ヘ
ェ
サ
レ
、
ホ
ゥ
ホ
ゥ
サ
レ
と
叫
び
つ
つ
山
を
降
り
て
く

る
。
頭
に
は
チ
ヌ
マ
チ
ガ
ン
ダ
（
�
味
線
蔓
で
頭
巻
蔓
の
こ
と
）
を
巻
き
、
ミ

ー
ハ
ン
チ
ャ
ー
の
花
を
さ
し
た
被
り
物
を
な
す
。

　

山
の
中
腹
の
拝ウ
ガ
ン
ジ
ュ所の

庭
に
来
て
十
�
名
、
七
回
ヘ
ェ
ヘ
ェ
サ
レ
、
ホ
ゥ
ホ
ゥ

サ
レ
と
叫
び
つ
つ
樟
の
枝
を
持
っ
て
巡
る
。
こ
の
頃
、
小
児
た
ち
も
小
枝
を
折

っ
て
貰
い
、
十
�
名
の
後
方
に
つ
い
て
く
る
。
次
に
ア
シ
ャ
ゲ
モ
ウ
に
て
七
回
、

写真 5　国頭村・奥のシヌグ
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次
に
シ
ヌ
グ
モ
オ
に
て
七
回
同
じ
こ
と
を
行
い
、
海
に
行
く
。

　

午
前
十
�
時
、
ノ
ロ
ク
モ
イ
は
海
に
来
る
。
十
�
名
海
に
入
り
、
樟
、
被
り

物
を
流
す
。
シ
ヌ
グ
モ
ウ
に
仮
屋
を
建
て
、
勢
頭
�
人
、
シ
マ
ノ
ヒ
ョ
ウ
（
男

の
神
人
）
�
人
こ
の
中
に
入
り
、
�
村
の
男
子
は
仮
屋
の
庭
に
集
る
。

　

午
後
�
時
頃
、
神
ア
シ
ャ
ゲ
に
集
っ
て
い
る
女
子
等
、
シ
ヌ
グ
モ
ウ
に
至
り
、

男
子
を
連
れ
て
再
び
神
ア
シ
ャ
ゲ
に
行
く
。
男
子
は
槍
、
棒
、
鼓
各
�
を
先
頭

に
し
て
行
列
。
神
ア
シ
ャ
ゲ
で
は
女
子
た
ち
が
賑
や
か
に
臼
太
鼓
を
な
す
の
を
、

男
子
は
こ
れ
を
見
物
す
る
。

　

第
�
日
シ
ヌ
グ
モ
ウ
よ
り
男
子
、
神
ア
シ
ャ
ゲ
に
行
く
。
こ
の
時
、
村
�
番

の
長
寿
の
翁
を
槽ウ
ケ

に
入
れ
、
こ
れ
を
先
頭
と
し
て
行
列
す
る
。
ア
シ
ャ
ゲ
庭
で

猪
捕
と
魚
取
と
を
行
う⑨
。

　

か
つ
て
は
山
に
登
る
男
性
の
数
が
毎
年
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
や
、
仮
屋
に
�
人
の

神
役
が
籠
も
る
儀
礼
（
形
式
的
に
は
�
日
目
に
シ
ヌ
グ
モ
ー
の
仮
屋
に
長
老
�
人
が

座
っ
て
い
る
）
や
�
日
目
の
猪
捕
り
と
魚
取
り
の
儀
礼
は
現
在
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
以
外
の
儀
礼
は
現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
し
た
い
の
は
、

村
か
ら
山
に
登
っ
た
男
性
は
、
い
ず
れ
も
最
初
か
ら
女
装
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
国
頭
村
史
』
で
も
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

奥
の
フ
ェ
ー
エ
ー
サ
レ
ー
。
若
者
た
ち
が
山
地
と
シ
バ
シ
地
の
�
か
所
に
登

る
。
子
年
生
れ
か
丑
年
生
れ
か
の
者
が
ニ
ー
ト
イ
（
頭
）
に
な
り
、
お
な
り
神

の
着
物
を
上
に
着
て
登
る
。
山
で
は
シ
バ
木
（
ア
ホ
ガ
シ
）
を
見
つ
け
て
ニ
ー

ト
イ
が
、「
ウ
シ
タ
テ
テ
、
ビ
シ
ト
ー
チ
」
の
掛
け
声
で
倒
す
ま
ね
を
す
る
。

各
自
は
ち
ぬ
ま
た
か
つ
ら
に
ミ
ー
ハ
ン
チ
ャ
ー
を
か
ざ
し
て
頭
に
か
ぶ
り
、
シ

バ
木
を
担
い
で
下
山
す
る
。

　

部
落
入
口
の
大
川
の
と
こ
ろ
で
両
組
合
し
、
シ
バ
木
の
枝
を
折
っ
て
各
自
持

ち
、
円
陣
に
な
っ
て
七
回
ま
わ
り
、
神
人
の
迎
え
を
待
っ
て
、
ア
サ
ギ
・
ノ
ロ

殿
内
・
カ
ー
チ
ビ
（
川
尻
）
に
行
き
、
各
所
で
「
フ
ェ
ー
エ
ー
サ
レ
ー
、
へ
ー

へ
ー
サ
レ
ー
」
と
と
な
え
な
が
ら
七
回
ま
わ
り
、
カ
ー
チ
ビ
か
ら
浜
に
出
て
、

シ
バ
木
や
か
ぶ
り
も
の
を
海
に
流
す
の
で
あ
る⑩
。

　

�
行
の
先
頭
の
ニ
ー
ト
イ
は
、
お
な
り
神
の
着
物
を
上
に
着
て
登
っ
た
と
あ
る
。

山
に
登
る
時
点
か
ら
お
な
り
神
の
着
物
を
着
て
い
た
た
め
に
、
宮
本
の
報
告
に
は
女

装
し
て
い
た
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
性
の
着
物
を
着
て
山
に
登
り
、
草
冠

を
被
っ
て
山
を
降
り
て
き
て
い
た
の
が
、
現
在
は
山
か
ら
降
り
て
か
ら
着
物
を
着
る

た
め
、
草
枝
を
持
っ
て
降
り
、
そ
れ
か
ら
草
冠
を
被
っ
て
身
支
度
す
る
よ
う
に
変
わ

っ
て
い
る
。

　

安
田
や
安
波
の
シ
ヌ
グ
で
は
、
男
性
た
ち
が
半
裸
で
植
物
の
蔓
を
身
に
巻
い
て
草

冠
を
被
る
の
に
対
し
て
、
オ
ナ
リ
神
の
着
物
を
着
て
か
ら
草
冠
を
つ
け
る
と
い
う
の

は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
草
装
神
に
変
身
し
て
祓
い

を
行
う
儀
礼
に
男
性
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
も
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
琉
球
国
由
来
記
』（
伊
平
屋
島
）
の
記
事
に
見
え
る
ア
マ

ミ
人
と
い
う
の
が
女
性
だ
と
す
る
と
、
男
性
に
混
ざ
っ
て
神
女
も
山
降
り
の
儀
礼
に

参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
推
定
す
る
と
、
シ
ヌ
グ
の
村
を
祓
う
儀
礼
は
、
男
性
だ
け
で
は
な
く
、

女
性
も
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
シ
ヌ
グ
は
男
性
の
祭
り
だ
と
す
る

考
え
方
を
、
根
本
的
に
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
源
武
雄
が
安
田

型
と
し
て
安
田
と
同
じ
分
類
に
し
て
い
る
奥
の
シ
ヌ
グ
は
、
男
性
だ
け
で
は
な
く
女

性
も
村
の
祓
い
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
備
瀬
型
と
同
じ
分
類
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。
源
と
は
逆
の
考
え
方
を
す
る
と
、
女
性
も
参
加
し
て
い
た
祓
い
の
儀

礼
が
古
い
型
で
、
女
性
が
参
加
せ
ず
、
男
性
だ
け
に
な
っ
た
安
田
や
安
波
の
事
例
が

新
し
い
型
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
に
登
っ
た
の
は
全
員
が
女
性
だ
っ
た
の
か
、
先
頭
の
ニ
ー
ト
イ
だ

け
が
着
物
を
着
て
い
た
こ
と
か
ら
男
性
た
ち
の
中
に
女
性
が
ひ
と
り
だ
け
で
参
加
し

て
い
た
の
か
は
、
現
在
で
は
確
認
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
あ

る
こ
と
は
、
宮
古
島
の
儀
礼
か
ら
推
定
で
き
る
。

七　

野
原
の
サ
テ
ィ
パ
ロ
ウ

　

沖
縄
本
島
北
部
の
シ
ヌ
グ
は
、
男
性
た
ち
が
草
の
蔓
を
身
に
つ
け
て
村
を
祓
う
祭

り
で
あ
る
が
、
女
性
た
ち
が
村
を
祓
う
祭
り
が
宮
古
島
に
残
っ
て
い
る
。
宮
古
島
は
、

現
在
全
島
が
宮
古
島
市
と
な
っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
中
央
部
の
旧
上
野
村
字
野の
ば
る原

で
、

旧
暦
十
�
月
の
最
後
の
丑
日
に
サ
テ
ィ
パ
ロ
ウ
（
里
祓
い
）
が
行
わ
れ
る
。

　

祭
り
の
日
の
夕
方
、
十
八
時
前
か
ら
集
落
の
北
側
、
ニ
ー
マ
井
の
横
の
道
端
に
、

小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
と
女
性
た
ち
が
集
ま
る
。
集
ま
っ
た
女
性
た
ち
は
、
当
番
の

女
性
が
刈
っ
て
き
た
マ
ー
ニ
（
ク
ロ
ツ
グ
）
と
い
う
植
物
の
葉
や
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ボ

ダ
ン
ヅ
ル
の
蔓
草
を
頭
と
腰
の
周
り
に
巻
き
つ
け
、
両
手
に
ヤ
ブ
ニ
ッ
ケ
イ
の
木
の

葉
を
持
つ
。
こ
の
マ
ー
ニ
の
葉
は
先
が
尖
っ
て
お
り
、
妖
怪
な
ど
を
こ
れ
で
追
い
払

う
と
い
う
。
戦
前
は
、
各
家
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
女
性
が
参
加
し
た
よ
う
だ
が
、
現
在

は
�
十
数
名
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
祭
り
に
、
現
在
成
人
男
性
が
�
切
関
わ
る

こ
と
は
な
い
。

　

準
備
が
終
わ
る
と
、
集
落
の
北
東
端
の
場
所
ま
で
進
み
、
集
落
の
北
側
に
あ
る
野

原
岳
の
御
嶽
を
遙
拝
し
、
行
列
が
出
発
す
る
。

　

先
頭
は
、
パ
ー
ン
ト
ゥ
の
面
を
着
け
た
小
学
生
で
、
本
来
は
年
長
の
男
子
だ
が
、

調
査
時
は
女
子
が
交
代
で
着
け
て
い
た
。
子
ど
も
の
ひ
と
り
が
法
螺
貝
を
「
ブ
ー
ブ

ー
」
と
吹
き
、
別
の
ひ
と
り
が
小
太
鼓
を
た
た
く
。
子
ど
も
た
ち
の
後
に
女
性
た
ち

が
進
み
、
両
手
に
持
っ
た
木
の
葉
を
上
下
に
揺
ら
し
な
が
ら
「
ホ
ー
イ
、
ホ
ー
イ
」

と
叫
ぶ
。
�
行
は
、
集
落
の
北
東
端
か
ら
集
落
内
の
辻
を
曲
が
り
な
が
ら
南
西
へ
進

む
［
写
真
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辻
ご
と
に
女
性
た
ち
は
大
き
な
輪
を
作
っ
て
左
に
�
回
廻
り
、
そ

の
後
両
手
の
木
の
葉
を
振
り
上
げ
な
が
ら
「
ウ
ル
ル
ル
ル
」
と
言
っ
て
輪
の
中
心
に

集
ま
る
。
現
在
は
、
子
ど
も
た
ち
が
輪
の
中
に
入
り
、
女
性
た
ち
が
祓
う
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
以
前
に
は
な
か
っ
た
形
態
の
変
化
で
あ
る
。

　

途
中
、
新
築
の
家
と
公
民
館
で
も
、
左
回
り
で
建
物
の
周
り
を
�
周
し
て
祓
っ
て

行
く
。
最
後
は
集
落
南
西
は
ず
れ
の
ム
ス
ル
ン
ミ
と
い
う
場
所
で
草
枝
を
捨
て
、
解

散
す
る
。
時
間
は
十
九
時
前
に
な
り
、
周
囲
は
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
い
る
。

　

野
原
の
サ
テ
ィ
パ
ロ
ウ
は
、
旧
暦
八
月
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
マ
ス
ト
ト
ゥ
リ

ャ
ー
の
祭
り
の
後
、
悪
病
が
流
行
し
、
そ
の
原
因
と
な
る
妖
怪
を
祓
う
た
め
に
パ
ー

ン
ト
ゥ
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る⑪
。
パ
ー
ン
ト
ゥ
の
仮
面
が
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
も
と
も
と
祓

い
の
行
事
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
か
も
今
と
な
っ
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
女
性
の
神
役
で
あ
る
司
た
ち
が
、
こ
の
儀
礼
に
は
ま
っ
た
く
関
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
も
他
の
祭
り
と
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

宮
古
島
で
は
も
う
�
か
所
、
島
尻
の
集
落
で
も
パ
ー
ン
ト
ゥ
が
現
れ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
旧
暦
九
月
に
�
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
。
当
日
の
午

後
に
集
落
の
北
側
、
島
尻
漁
港
に
近
い
高
台
に
あ
る
元ム
ト
ゥ島
で
、
司
た
ち
が
祈
願
を
行
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う
。
元
島
は
、
島
尻
集
落
の
発
生
の
場
所
だ
と
さ
れ
、
お
籠
も
り
用
の
建
物
が
残
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
の
祈
願
を
終
え
る
と
、
集
落
内
の
上
里
・
中
里
・
南
里
に
あ
る
�

か
所
の
ム
ト
ゥ
家
と
呼
ぶ
家
を
順
番
に
廻
る
。
ム
ト
ゥ
家
で
は
、
男
性
の
古
老
た
ち

が
集
ま
り
、
建
物
の
外
に
莚
を
敷
い
て
酒
宴
を
す
る
。
�
方
元
島
か
ら
来
た
司
た
ち

は
、
住
居
の
中
で
祈
願
を
行
う
。
�
か
所
の
ム
ト
ゥ
家
を
廻
る
と
司
た
ち
は
帰
宅
す

る
が
、
男
性
た
ち
は
そ
の
ま
ま
夕
刻
の
パ
ー
ン
ト
ゥ
の
出
現
を
待
つ
。

　

パ
ー
ン
ト
ゥ
は
集
落
の
東
に
あ
る
井
戸
の
そ
ば
で
キ
ャ
ー
ン
（
シ
イ
ノ
キ
カ
ヅ

ラ
）
と
い
う
蔓
草
を
身
に
巻
き
、
井
戸
で
ヘ
ド
ロ
を
全
身
に
塗
り
付
け
る
。
仮
面
を

手
に
し
た
�
体
の
パ
ー
ン
ト
ゥ
が
集
落
に
現
れ
、
道
行
く
人
や
新
築
の
家
な
ど
に
泥

を
塗
っ
て
廻
る
。
�
か
所
の
ム
ト
ゥ
家
に
い
る
古
老
た
ち
の
所
に
も
出
現
し
、
暗
闇

が
迫
る
と
去
っ
て
行
く
。
翌
日
の
儀
礼
も
同
じ
内
容
だ
が
、
神
女
た
ち
の
祈
願
と
男

性
の
古
老
た
ち
の
酒
宴
、
男
性
の
来
訪
神
の
出
現
と
い
う
�
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
パ
ー
ン
ト
ゥ
が
男
性
の
来
訪
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
司
た
ち
の

拝
み
の
儀
礼
が
そ
の
出
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
伊
是
名
島
の
シ
ヌ
グ
の
祭
祀

構
造
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
島
尻
の
パ
ー
ン
ト
ゥ
は
野
原
と
は
時
期
も
違
い
、

こ
れ
ら
の
関
係
も
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
野
原
の
方
が
、
古
く
か
ら
あ
る
村
の
祓

い
の
行
事
に
島
尻
を
ま
ね
て
パ
ー
ン
ト
ゥ
の
仮
面
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
か
と
思
わ
れ
る
。

　

野
原
の
方
は
、
現
在
は
子
ど
も
が
参
加
す
る
行
事
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
夕
方
に

な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
パ
ー
ン
ト
ゥ
の
仮
面
は
大
人
の
男
性
が
持
っ
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
た
め
、
も
っ
と
夜
が
更
け
て
か
ら
、
男
性
や
子
ど
も
た
ち
が
家
に
籠
も

る
最
中
に
儀
礼
が
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
新
年
を
迎
え
る
前
の
年
末
の
大
祓

の
要
素
が
強
い
儀
礼
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
野
原
の
サ
テ
ィ
パ
ロ
ウ
は
、
年

末
の
時
期
に
女
性
が
草
装
神
に
な
っ
て
集
落
を
祓
い
、
�
方
の
男
性
が
家
の
中
に
忌

籠
も
る
儀
礼
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
野
原
で
は
、
安
田
や
奥
と
同
じ
よ
う
に
草
装
神
が
現
れ
る
が
、
男

性
で
は
な
く
女
性
が
変
身
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
女
性
の
草
装
神
の
中
に
男
性
が
ひ

と
り
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
頭
村
の
奥
の
場
合
と
逆
の
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
ら

写真 6　宮古島・野原のサティパロウ
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の
地
域
が
、
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
儀
礼
が
伝
播
し
た
と
は
考
え
に
く
い
た

め
、
安
田
の
型
が
女
性
が
参
加
し
な
い
か
ら
古
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
し
、
奥
や
備

瀬
の
よ
う
に
、
男
性
だ
け
で
は
な
く
女
性
が
関
与
す
る
方
が
古
い
型
を
残
し
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
。

八　

久
高
島
の
ア
ミ
ド
ゥ
シ

　

久
高
島
は
、
沖
縄
本
島
南
部
の
東
海
岸
の
沖
合
、
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ

る
島
で
、
現
在
は
南
城
市
（
旧
知
念
村
）
に
属
し
て
い
る
。
琉
球
の
神
話
で
は
、
創

世
神
の
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
降
り
立
っ
た
島
と
伝
え
ら
れ
、
琉
球
王
朝
の
聖
地
で
あ
る
斎せ
い

場ふ
ぁ
ー

御う
た
き嶽
は
、
こ
の
島
を
遙
拝
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
島
に
は
、
久
高
ヌ
ル
と
外
間
ヌ
ル
の
�
名
の
ヌ
ル
を
頂
点
と
す
る
神
女
組
織

が
残
っ
て
お
り
、
年
間
を
通
じ
て
多
く
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
十
�

年
に
�
度
、
午
年
の
旧
暦
十
�
月
十
五
日
か
ら
�
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
イ
ザ

イ
ホ
ウ
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
�
十
歳
か
ら
�
十
�
歳
ま
で
の
主
婦
が
ナ
ン
チ

ュ
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
神
役
と
な
る
加
入
儀
礼
で
あ
る
。
祭
り
の
�
か
月
前
か
ら
御

願
立
て
が
繰
り
返
し
て
行
わ
れ
、
十
�
日
に
御ウ
ド
ゥ
ン
ミ
ャ
ー

殿
庭
に
祭
場
が
設
営
さ
れ
る
。
普
段

は
屋
根
と
柱
だ
け
の
ア
シ
ャ
ゲ
の
建
物
に
ク
バ
の
葉
で
壁
が
造
ら
れ
、
背
後
の
イ
ザ

イ
山
と
呼
ば
れ
る
場
所
の
雑
木
を
切
り
開
い
て
七
つ
家
と
よ
ば
れ
る
�
棟
の
建
物
が

建
て
ら
れ
る
。
こ
こ
に
祭
り
の
期
間
中
、
ヌ
ル
と
ナ
ン
チ
ュ
が
夜
通
し
籠
も
る
。

　

こ
の
祭
り
に
は
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
を
経
験
し
て
神
役
と
な
っ
た
島
の
女
性
た
ち
も
参

加
す
る
。
十
五
日
夕
方
の
オ
モ
ロ
を
唱
和
し
な
が
ら
円
陣
で
踊
る
夕
神
遊
び
か
ら
始

ま
り
、
十
六
日
の
髪
垂
れ
遊
び
、
十
七
日
の
花
さ
し
遊
び
、
外
間
根ニ
ー
チ
ュ人
と
よ
ば
れ
る

男
神
が
ナ
ン
チ
ュ
の
額
と
両
頬
に
朱
を
付
け
、
次
に
外
間
ヌ
ル
が
ナ
ン
チ
ュ
の
兄
弟

の
妻
が
作
っ
た
シ
ト
ギ
を
同
じ
場
所
に
付
け
る
朱
つ
け
遊
び
が
行
わ
れ
る
。
十
八
日

は
、
島
の
全
神
役
の
女
性
た
ち
と
十
五
歳
以
上
の
男
性
全
員
が
向
か
い
合
っ
て
綱
を

持
ち
、
オ
モ
ロ
と
と
も
に
綱
を
上
下
す
る
ア
リ
ク
ヤ
ー
の
綱
引
き
、
ナ
ン
チ
ュ
が
自

分
の
家
を
廻
る
家
廻
り
、
神
酒
の
入
っ
た
桶
の
廻
り
を
扇
を
持
ち
な
が
ら
踊
る
神
酒

樽
廻
り
が
行
わ
れ
て
神
事
が
終
わ
る
。
十
九
日
は
、
祭
場
の
片
付
け
が
行
わ
れ
、

�
十
日
は
島
中
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
ウ
ブ
ク
イ
と
呼
ば
れ
る
直
会
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
の
祭
り
は
、
昭
和
十
七
年
（
�
九
�
�
）
の
鳥
越
憲
�
郎
の
調
査⑫
に
始
ま
り
、

特
に
昭
和
�
十
�
年
（
�
九
六
六
）
と
五
十
�
年
（
�
九
七
八
）
に
は
、
多
く
の
研

究
者
が
島
を
訪
れ
、
調
査
報
告
や
研
究
論
文
、
写
真
集
が
発
行
さ
れ
た⑬
。
し
か
し
、

こ
の
神
役
と
な
る
条
件
が
、
久
高
島
に
生
ま
れ
て
久
高
島
の
男
性
に
嫁
ぎ
、
子
ど
も

を
出
産
し
た
も
の
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
島
の
住
民
の
高
齢
化
と
若
年
層

の
島
外
へ
の
流
出
に
よ
っ
て
該
当
者
が
い
な
く
な
り
、
平
成
�
年
（
�
九
九
〇
）
以

降
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
神
女
組
織
で
は
、
終
身
の
ヌ
ル
を
除

い
て
、
七
十
歳
に
な
る
と
神
役
を
引
退
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
久
高
ヌ

ル
と
外
間
ヌ
ル
の
死
去
に
よ
っ
て
後
継
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
も
イ
ザ
イ
ホ

ウ
は
行
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
と
と
も
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
が
、
午
年
の
旧
暦

八
月
十
日
に
行
わ
れ
て
い
た
ナ
ー
リ
ィ
キ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
五
歳
か
ら
�
十
六

歳
ま
で
の
男
子
に
、
新
た
な
名
前
を
命
名
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
戸
籍
の
制
度
が
整
っ

て
か
ら
は
、
こ
の
時
に
改
名
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
童
名
か
ら

成
人
後
の
名
前
に
変
え
た
よ
う
で
あ
る
。
後
に
は
、
ヌ
ル
た
ち
の
前
で
名
前
を
報
告

す
る
�
日
だ
け
の
儀
礼
に
な
っ
た
が
、
鳥
越
の
調
査
で
は
、
元
は
�
日
間
の
儀
礼
で
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あ
り
、
�
日
目
に
御
嶽
の
神
へ
の
奉
告
、
�
日
目
の
青
年
た
ち
の
追
い
込
み
漁
に
よ

る
共
同
漁
撈
が
行
わ
れ
、
獲
れ
た
魚
は
浜
で
男
性
だ
け
が
分
け
て
食
べ
た
と
い
う
。

こ
の
儀
礼
を
経
て
、
村
落
共
同
体
へ
の
加
入
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る⑭
。
島
で
は
、

十
五
歳
に
な
る
と
耕
地
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
�
人
前

と
見
な
さ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
男
子

を
産
ん
だ
主
婦
と
し
て
社
会
的
な
認
知
を
受
け
る
儀
礼
だ
と
の
指
摘
も
あ
る⑮
。

　

こ
の
共
同
漁
撈
に
よ
っ
て
浜
で
男
性
た
ち
が
会
食
す
る
儀
礼
は
、
ナ
ー
リ
ィ
キ
の

よ
う
な
特
別
な
祭
り
だ
け
で
は
な
く
、
毎
年
旧
暦
十
�
月
十
�
日
に
行
わ
れ
る
ア
ミ

ド
ゥ
シ
で
も
見
ら
れ
る
。

　

久
高
島
へ
は
、
対
岸
の
知
念
半
島
の
安
座
間
港
か
ら
高
速
船
と
フ
ェ
リ
ー
が
徳
仁

港
へ
発
着
し
て
い
る
。
港
と
集
落
の
間
に
は
、
約
九
メ
ー
ト
ル
の
高
低
差
が
あ
り
、

現
在
は
フ
ェ
リ
ー
に
載
せ
た
自
動
車
が
通
る
新
し
い
道
が
造
ら
れ
て
い
る
が
、
徒
歩

の
客
は
港
の
正
面
に
あ
る
古
く
か
ら
の
急
な
坂
道
を
上
っ
て
い
く
。
そ
の
道
が
通
る

傾
斜
地
に
七
つ
の
ヤ
ド
イ
と
呼
ば
れ
る
仮
屋
を
建
て
、
そ
こ
で
島
の
男
性
た
ち
が
�

日
過
ご
す
祭
り
が
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
（
網
友
）、
も
し
く
は
ア
ミ
ウ
ル
シ
（
網
降
ろ
し
）

と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
久
高
島
の
島
建
て
を
し
た
シ
ラ
タ
ル
・
フ
ァ
ガ
ナ
シ
ー
の

兄
妹
が
対
岸
の
百
名
か
ら
徳
仁
港
へ
渡
っ
て
き
て
、
七
回
宿
を
か
え
な
が
ら
生
活
し

た
と
す
る
神
話
を
再
現
す
る
儀
礼
だ
と
も
い
わ
れ
る
。

　

ヤ
ド
イ
ご
と
に
組
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
組
の
中
か
ら
�
年
間
任
期
で
毎
年
�
名

ず
つ
交
代
す
る
ン
バ
イ
ア
タ
イ
と
呼
ば
れ
る
�
名
の
当
番
が
選
出
さ
れ
る
。

　

旧
暦
十
�
月
十
�
日
に
は
、
イ
ラ
ビ
と
ハ
カ
イ
メ
ー
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。

午
後
か
ら
、
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
ー
の
家
で
盃
事
が
行
わ
れ
た
後
、
島
の
男
性
た
ち
が

そ
れ
ぞ
れ
麦
を
持
っ
て
集
ま
っ
て
、
そ
の
麦
を
�
升
枡
に
移
し
替
え
、
そ
こ
か
ら
ひ

と
つ
か
み
ず
つ
家
族
の
男
性
の
人
数
に
ひ
と
り
分
多
い
回
数
だ
け
麦
を
供
出
す
る
イ

ラ
ビ
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。
麦
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
ヤ
ド
イ
に
分
け
ら

れ
、
ミ
キ
ア
タ
イ
（
神
酒
当
番
）
が
持
ち
帰
っ
て
石
臼
で
ひ
き
、
鍋
に
入
れ
て
煮
る
。

そ
れ
を
�
晩
発
酵
さ
せ
て
お
粥
状
の
も
の
を
作
り
、
こ
れ
を
神
酒
と
呼
ん
で
い
る
。

　

夕
方
に
は
、
そ
の
年
の
当
番
の
妻
か
母
が
、
属
す
る
組
の
各
家
を
訪
ね
、
ひ
と
り
�

合
ず
つ
で
家
族
の
男
性
の
人
数
分
の
米
を
量
っ
て
廻
る
。
こ
れ
を
ハ
カ
イ
メ
ー
と
い

い
、
そ
の
米
は
翌
朝
に
主
婦
が
炊
い
て
、
家
族
の
男
性
の
人
数
の
大
き
な
おン

バ

イ

に
ぎ
り

を
つ
く
っ
て
浜
へ
持
っ
て
行
く
。
現
在
で
は
、
米
の
量
は
�
合
で
は
な
く
、
湯
の
み

茶
碗
に
七
分
程
度
に
減
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
祭
り
に
は
、
赤
ん
坊
か
ら
七
十
歳
ま

で
の
男
性
が
参
加
し
、
当
日
島
に
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
男
性
の
分
も
お
に
ぎ
り
を
作

る
が
女
性
だ
け
の
家
は
、
作
ら
な
い
。

　

浜
で
は
、
ヤ
ド
イ
を
建
て
始
め
る
。
�
本
の
柱
を
立
て
て
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
な
ど

を
屋
根
に
す
る
。
な
か
に
は
前
側
に
�
本
の
柱
を
立
て
て
屋
根
を
懸
け
、
後
側
は
樹

木
な
ど
に
シ
ー
ト
の
端
を
括
り
付
け
た
も
の
も
あ
る
。
以
前
の
屋
根
は
舟
の
帆
や
ゴ

ザ
を
使
い
、
さ
ら
に
も
っ
と
古
い
時
期
に
は
茅
葺
き
だ
っ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
�

～
�
坪
ほ
ど
の
広
さ
で
、
地
面
に
は
莚
な
ど
を
敷
く
。
そ
の
大
き
さ
は
昔
と
そ
れ
ほ

ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。

　

ヤ
ド
イ
は
、
海
側
か
ら
見
て
坂
道
の
右
側
に
接
し
て
�
番
上
の
所
に
チ
バ
イ
、
中

程
に
フ
カ
マ
が
建
て
ら
れ
る
。
坂
道
の
左
側
に
は
古
い
石
段
が
�
部
分
残
っ
て
い
る

が
、
そ
の
石
段
の
左
の
斜
面
は
�
段
に
分
か
れ
て
、
�
番
上
の
所
が
ナ
ン
チ
ュ
、
そ

の
左
下
が
メ
ー
マ
、
石
段
下
端
の
左
横
に
イ
ギ
ン
、
そ
の
左
側
に
ト
ゥ
ヌ
チ
、
さ
ら

に
左
側
へ
離
れ
て
、
ン
ギ
ャ
ナ
の
ヤ
ド
イ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
イ
ギ
ン
は
現
在
�

軒
だ
け
に
な
り
、
し
か
も
女
性
し
か
い
な
い
た
め
、
元
の
位
置
に
は
建
て
ら
れ
ず
、
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メ
ー
マ
の
左
隣
に
く
っ
つ
い
て
い
る
。

　

こ
の
ヤ
ド
イ
の
数
は
七
つ
だ
が
、
�
族
単
位
で
は
な
く
、
地
区
単
位
で
も
な
い
た

め
、
そ
の
区
分
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
際
、
お
籠
も
り
小
屋
と
し
て

七
つ
家
と
呼
ば
れ
る
内
部
が
仕
切
ら
れ
た
�
棟
の
仮
屋
が
建
て
ら
れ
、
ヌ
ル
と
ナ
ン

チ
ェ
が
そ
の
中
に
入
る
が
、
昭
和
�
十
�
年
（
�
九
六
六
）
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
に
参
加

し
た
八
十
歳
の
方
の
話
で
は
、
七
つ
家
で
の
部
屋
割
り
と
こ
の
ヤ
ド
イ
と
は
全
く
関

係
は
な
く
、
七
つ
家
の
方
は
、
外
間
ヌ
ル
系
と
久
高
ヌ
ル
系
の
家
筋
の
建
物
は
違
う

が
、
部
屋
割
り
に
つ
い
て
は
特
に
誰
が
ど
こ
に
入
る
か
と
い
う
決
ま
り
は
な
く
、
ヌ

ル
と
の
親
戚
関
係
や
親
し
い
者
同
志
が
同
じ
部
屋
に
入
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
内
部

の
地
面
は
ク
バ
葉
の
上
に
莚
を
敷
い
て
あ
り
、
中
に
入
る
と
、
特
に
儀
礼
も
な
く
、

各
自
毛
布
を
持
っ
て
入
り
、
そ
れ
に
く
る
ま
り
な
が
ら
お
喋
り
な
ど
を
し
て
夜
を
過

ご
し
た
と
い
う
。

　

翌
十
�
月
十
�
日
が
祭
り
の
当
日
で
あ
る
。
午
前
八
時
ご
ろ
か
ら
、
前
日
に
仮
屋

を
建
て
て
い
な
い
組
で
は
作
業
を
始
め
、
ン
バ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ヤ
ド
イ
に
入
る
。

祭
り
に
参
加
す
る
男
性
た
ち
も
集
ま
り
始
め
、
主
婦
た
ち
が
家
族
の
男
性
人
数
だ
け

の
お
に
ぎ
り
を
作
っ
て
き
て
、
傾
斜
地
の
上
の
所
で
家
族
の
男
性
に
渡
す
。
こ
こ
か

ら
下
へ
は
、
女
性
は
立
ち
入
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
小
さ
な
子
ど
も
の
い
る

家
は
、
た
と
え
そ
の
子
が
島
で
暮
ら
し
て
い
な
く
て
も
、
木
製
の
サ
バ
ニ
（
舟
）
の

木
製
の
模
型
に
名
前
を
書
い
た
も
の
を
持
っ
て
く
る
。
調
査
日
は
平
日
で
あ
っ
た
た

め
、
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
と
大
人
だ
け
で
約
�
十
人
が
参
加
し
て
い
た
。

　

十
時
ご
ろ
、
こ
の
神
事
を
司
る
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
漁
撈
の
祭
り
を

司
る
神
役
を
中
心
に
男
性
た
ち
が
�
艘
の
船
に
乗
っ
て
、
島
の
南
側
の
干
瀬
へ
追
い

込
み
漁
に
出
発
す
る
。
適
当
な
漁
獲
量
に
な
る
と
帰
港
す
る
の
だ
が
、
い
つ
も
は

十
�
時
ま
で
に
は
帰
港
す
る
は
ず
が
、
調
査
時
は
十
�
時
す
ぎ
ま
で
か
か
っ
て
い
た
。

　

捕
れ
た
魚
は
す
ぐ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
最
初
に
ソ
ー
ル
イ
ガ
ナ
シ
ー
が
久
高
ヌ
ル

家
・
外
間
ヌ
ル
家
・
外
間
根
神
を
出
す
旧
家
の
外
間
殿
に
分
け
る
た
め
に
数
匹
の
魚

を
�
つ
の
袋
に
入
れ
、
浜
に
あ
る
竿
立
岩
（
イ
シ
ム
イ
・
竿
を
挿
す
穴
が
横
に
空
い

て
い
る
が
、
現
在
は
竿
を
挿
さ
な
い
）
の
前
の
神
様
の
俎
ま
な
い
たと

よ
ば
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
�
角
い
台
に
大
き
な
魚
を
七
匹
、
間
隔
を
空
け
て
並
べ
て
供
え
る
。
�
番
左
の

�
匹
は
く
っ
つ
け
て
並
べ
る
が
、
こ
れ
は
ヤ
ド
イ
が
ひ
と
つ
く
っ
つ
い
て
い
る
こ
と

に
よ
る
ら
し
い
。
残
り
の
魚
は
ヤ
ド
イ
の
数
に
分
配
し
、
小
魚
は
火
を
燃
や
し
て
焼

き
魚
に
、
大
き
な
魚
は
そ
の
場
で
刺
身
に
す
る
。

　

浜
に
は
、
各
ヤ
ド
イ
で
準
備
し
た
神
酒
を
入
れ
た
器
と
茶
碗
を
ふ
た
つ
、
箸
と
匙

を
高
膳
の
上
に
載
せ
て
並
べ
る
。
十
�
時
五
十
分
ご
ろ
か
ら
、
待
ち
受
け
て
い
た
着

物
姿
の
男
性
の
神
役
と
�
人
の
女
性
の
神
役
が
浜
へ
下
り
て
き
て
海
岸
線
に
横
�
列

に
並
び
、
ま
ず
南
の
海
（
龍
宮
）
を
拝
ん
で
か
ら
［
写
真
7
］、
東
の
方
角
（
ニ
ラ

イ
カ
ナ
イ
）
を
拝
む
。
豊
漁
を
祈
願
す
る
と
い
う
。
続
い
て
順
番
に
各
ヤ
ド
イ
の
神

酒
を
少
し
匙
で
す
く
っ
て
口
に
す
る
。
そ
の
儀
礼
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
�
行
は
坂
道

を
上
が
る
。
女
性
の
神
役
た
ち
は
そ
の
ま
ま
帰
宅
し
、
男
性
の
神
役
は
自
分
の
ヤ
ド

イ
に
入
る
。
各
ヤ
ド
イ
で
は
供
え
て
あ
っ
た
神
酒
を
下
げ
て
飲
み
、
お
に
ぎ
り
と
焼

き
魚
、
刺
身
を
味
噌
な
ど
で
味
付
け
を
し
て
会
食
す
る
［
写
真
8
］。
十
五
時
�
十

分
ご
ろ
に
は
、
食
事
を
終
わ
っ
て
片
付
け
を
し
、
仮
屋
も
撤
去
す
る
。

　

�
歳
以
下
の
幼
児
の
分
は
、
サ
バ
ニ
の
模
型
の
中
に
お
に
ぎ
り
を
入
れ
て
持
ち
帰

る
。
ま
た
、
ヤ
ド
イ
で
作
ら
れ
た
桑
の
葉
に
魚
の
切
り
身
�
切
れ
ほ
ど
を
包
ん
だ
フ

カ
ラ
ク
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
家
族
の
数
だ
け
各
家
に
配
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た

主
婦
は
、
家
の
中
の
火
の
神
に
供
え
る
。
比
嘉
康
雄
に
よ
る
と
、
浜
で
の
祈
願
の
あ
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と
、
外
間
殿
と
久
高
ヌ
ル
家
で
の
イ
ラ
ブ
ー
を
中
心

と
す
る
ご
ち
そ
う
が
出
る
慰
労
の
食
事
の
儀
礼
も
、

フ
カ
ラ
ク
と
呼
ぶ
よ
う
で
あ
る⑯
。

　

現
在
は
�
日
だ
け
で
、
十
六
時
過
ぎ
に
は
仮
屋
の

撤
去
も
終
わ
る
が
、
戦
前
ま
で
は
、
そ
の
ま
ま
各
ヤ

ド
イ
で
�
晩
泊
ま
っ
た
と
い
う
。
報
告
書
な
ど
で
は

男
性
が
全
員
泊
ま
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
今
回
確
認

す
る
と
、
�
人
の
当
番
だ
け
が
泊
ま
っ
た
と
い
う
。

こ
の
祭
り
は
新
暦
だ
と
十
�
月
中
旬
に
あ
た
り
、
調

査
時
も
低
気
圧
の
影
響
で
強
風
が
吹
い
て
い
た
よ
う

に
、
沖
縄
と
い
え
ど
も
肌
寒
い
時
期
で
あ
る
。
吹
き

さ
ら
し
の
中
で
過
ご
す
た
め
、
当
番
は
交
代
で
火
を

焚
き
な
が
ら
夜
通
し
過
ご
し
、
初
日
の
お
に
ぎ
り
と

焼
き
魚
、
味
噌
な
ど
を
食
事
に
し
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
で
は
あ
ま
り
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
が
、
島
の
年
配
の
方
の
話
に
よ
る
と
、

こ
の
日
、
集
落
内
で
は
未
婚
の
娘
た
ち
が
集
ま
っ
て

遊
ん
で
い
た
と
い
う
。

　

集
落
の
中
心
部
、
現
在
の
郵
便
局
（
も
と
は
公
民

館
）
の
前
の
道
を
�
筋
南
側
へ
行
っ
た
所
に
�
角
形

の
広
場
（
�
角
野モ
ー

）
が
あ
る
。
昔
は
こ
こ
で
部
落
の

常
会
が
行
わ
れ
て
島
の
決
め
事
の
話
し
合
い
、
現
在

も
�
月
と
七
月
に
こ
こ
で
集
会
が
あ
る
。

写真 8　久高島のアミドゥシ（ヤドイで食事をする男性たち）

写真 7　久高島のアミドゥシ（海の彼方を祈る神役）
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ア
ミ
ド
ゥ
シ
の
日
に
は
、
若
い
未
婚
の
女
性
た
ち
が
白
い
衣
裳
を
着
て
集
ま
り
、

順
番
に
前
の
人
の
肩
に
両
手
を
か
け
て
輪
に
な
り
、
歌
を
唄
い
な
が
ら
左
右
に
身
体

を
揺
ら
し
て
前
に
進
む
踊
り
を
し
た
。
ま
た
、
芋
の
葉
の
蔓
で
草ガ
ン
シ
ナ
ー

の
輪
を
編
み
、
丸

い
大
き
な
敷
物
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
テ
ィ
ビ
ケ
ー
と
呼
ば
れ
、
そ
の
上
に
女
児
を
乗

せ
、
交
代
で
歌
を
唄
い
な
が
ら
く
く
り
つ
け
た
縄
を
引
っ
張
っ
た
。
時
に
は
久
高
ヌ

ル
殿
内
か
ら
徳
仁
港
の
付
近
ま
で
引
っ
張
り
な
が
ら
走
っ
て
遊
ん
だ
と
い
う
。
何
人

か
の
七
十
歳
以
上
の
女
性
に
尋
ね
た
が
、
ど
の
方
も
小
学
生
の
こ
ろ
に
そ
れ
に
乗
っ

て
引
っ
張
ら
れ
た
思
い
出
が
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
日
は
祭
り
の
日
で
あ
り
、
浜
で
男
性
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
間
の
た
め
、

単
な
る
遊
び
で
は
な
く
、
�
般
に
神か
み

遊あ
し

び
と
呼
ば
れ
る
祭
り
の
行
事
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
日
は
、
男
性
と
未
婚
の
女
性
が
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
で
は
、
残
り
の
主
婦
は
ど
う
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
祭
り
で
は
、
主
婦
た
ち
は
大
き
な
お
に
ぎ
り
を
作
る
だ
け
で
、
他
に
何
も
し

て
い
な
い
。
現
在
は
、
食
べ
き
れ
な
い
た
め
、
量
を
少
な
く
し
て
、
そ
れ
で
も
余
っ

た
お
に
ぎ
り
は
各
自
が
家
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
こ
の
お
に
ぎ
り
が
大
き
い
の
は
、

�
日
だ
け
の
儀
礼
食
で
は
な
く
、
�
泊
�
日
分
の
食
料
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の

ア
ミ
ド
ゥ
シ
は
�
日
だ
け
だ
が
、
か
つ
て
は
�
晩
ヤ
ド
イ
に
泊
ま
っ
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、
こ
れ
は
忌
籠
り
の
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
食
料
の
た
め
に
大
き
な
お
に
ぎ
り
や

魚
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
祭
り
は
ま
だ
続
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
物
忌
み

が
明
け
る
日
は
、
旧
暦
十
�
月
十
五
日
で
あ
り
、
午
年
に
は
イ
ザ
イ
ホ
ウ
が
始
ま
る

日
で
あ
る
。

九　

神
女
の
成
巫
式

　

イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
、
神
女
の
成
巫
式
の
儀
礼
で
あ
る
が
、
な
ぜ
十
�
年
に
�
度
な
の

か
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。
他
の
地
域
で
は
、
該
当
者
が
あ
れ
ば
毎
年
で
も
行

わ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
本
島
北
部
の
古
宇
利
島
で
は
、
旧
暦
六
月
�
十
五
・
�
十
六
日
の
サ
ー
ジ
ャ

ー
ウ
ェ
ー
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
家
を
男
女
の
神
人
が
訪
問
し
て
ウ
ム
イ
を
歌
う
儀
礼

が
あ
る
。
こ
の
時
新
し
く
神
女
と
な
る
該
当
者
が
い
れ
ば
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て

�
十
�
日
の
午
後
に
ヌ
ル
殿
内
で
カ
ミ
サ
ガ
イ
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
、
夜
の
ア
サ

ギ
で
の
祈
願
か
ら
祭
り
が
始
ま
る
。
ま
た
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
際
に
行
わ
れ
る
所
も
多

く
、
国
頭
村
の
奥
間
と
比
地
で
は
、
旧
七
月
中
亥
日
の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
前
、
中
酉
日

に
奥
間
で
、
中
戌
日
に
比
地
で
ア
ラ
ハ
ン
ハ
ミ
サ
カ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る⑰
。
大
宜
味

村
謝
名
城
で
も
、
旧
七
月
�
十
日
前
後
の
亥
の
日
の
ウ
ン
ガ
ミ
の
前
夜
、
ウ
カ
タ
ビ

と
い
う
祈
願
の
後
に
ア
ラ
ハ
ン
サ
ガ
と
い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
、
新
し
い
神
女
が
誕
生

す
る⑱
。

　

普
通
は
、
該
当
者
が
い
る
場
合
は
毎
年
で
あ
っ
て
も
こ
の
儀
礼
を
行
う
は
ず
な
の

に
、
久
高
島
で
は
そ
の
間
隔
が
長
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
鳥
越
憲
�
郎
は
、

ナ
ー
リ
ィ
キ
が
十
�
年
に
�
度
に
な
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、「
部
落
の
戸
数
が
少

な
い
た
め
、
十
�
支
の
�
廻
り
に
�
回
こ
れ
を
纏
め
て
行
っ
て
い
る
」
か
ら
だ
と
す

る⑲
。
ナ
ー
リ
ィ
キ
と
イ
ザ
イ
ホ
ウ
が
対
応
し
て
い
る
と
す
る
と
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
も
同

じ
理
由
で
十
�
年
に
�
度
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ー
リ
ィ
キ
の

方
は
、
儀
式
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、
十
五
歳
に
達
し
た
青
年
に
島
の
耕
地
が
割
り
当

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
実
質
的
に
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の



�
八

場
合
は
神
役
の
数
が
増
え
な
い
と
い
う
事
態
に
な
る
。
こ
れ
は
単
に
島
内
の
人
数
が

少
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

久
高
島
で
は
基
本
的
に
、
自
給
自
足
の
生
活
が
送
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ア
ミ
ド
ゥ

シ
の
中
で
イ
ラ
ビ
や
ハ
カ
イ
メ
ー
な
ど
、
各
家
で
麦
や
米
の
供
出
量
を
量
る
の
は
、

明
ら
か
に
負
担
を
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
す
る
こ
と
が
儀
礼
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ザ

イ
ホ
ウ
が
十
�
年
に
�
度
に
な
っ
た
の
は
、
祭
り
が
大
規
模
で
あ
っ
た
た
め
に
負
担

が
大
き
く
、
次
第
に
間
隔
が
空
い
て
い
き
、
最
終
的
に
十
�
年
に
�
度
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ア
ミ
ド
ゥ
シ
で
は
、
男
性
た
ち
の
祭
り
と
忌
籠
り
の
儀
礼
が
行
わ
れ
、
集
落
の
中

心
で
は
、
未
婚
の
女
性
た
ち
の
神
遊
び
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
女
性
は

立
ち
入
り
禁
止
だ
と
し
な
が
ら
、
港
に
神
役
の
女
性
た
ち
が
下
り
て
来
て
拝
み
の
儀

礼
が
行
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
祭
り
が
完
全
に
男
性
だ
け
の
祭
り
で
は
な
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
報
告
書
で
は
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
と
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
別
の

儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
報
告
が
、
鳥
越
憲
�
郎
の
昭

和
十
七
年
の
調
査
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
島
の
人
た
ち
か
ら
祭
り
が
行
わ
れ

る
こ
と
す
ら
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
戦
後
は
ア
ミ
ド
ゥ
シ
が
�
日
だ
け
の
行

事
に
な
っ
て
お
り
、
娘
た
ち
の
神
遊
び
も
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
無
理
の

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
が
男
性
た
ち
と
未
婚
の
女
性
た
ち
の
儀
礼
に
な
っ
て
い
た

の
は
、
引
き
続
い
て
主
婦
た
ち
の
儀
礼
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
イ
ザ
イ
ホ
ウ
で
は
、
男
性
た
ち
に
替
わ
っ
て
、
新
し
く
神
役
に
な
る
ナ

ン
チ
ュ
た
ち
が
忌
籠
も
っ
て
い
た
。

　

現
在
で
は
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
が
終
わ
る
と
、
次
の
久
高
島
の
年
中
行
事
は
旧
暦
十
�

月
中
旬
の
壬ミ
ン
ニ
ー日
に
フ
バ
ワ
ク
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
�
年
の
最
後
の
儀
礼
で
あ
り
、

イ
ザ
イ
ホ
ウ
で
神
役
と
な
っ
た
女
性
が
七
十
歳
に
達
す
る
と
、
こ
の
祭
り
を
最
後
に

神
役
を
引
退
す
る
と
い
う
。
イ
ザ
イ
ホ
ウ
で
新
し
い
神
役
が
誕
生
し
た
後
、
年
齢
に

達
し
た
女
性
が
神
役
を
退
い
た
の
で
あ
る
。

　

各
地
の
祭
り
で
、
宮
座
の
長
老
や
頭
屋
な
ど
の
神
役
が
交
代
す
る
の
は
、
そ
の
集

落
で
も
っ
と
も
大
き
な
祭
り
の
際
か
、
祭
り
の
直
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
久

高
島
で
は
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
の
男
性
と
未
婚
の
女
性
た
ち
の
儀
礼
か
ら
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の

主
婦
た
ち
の
儀
礼
ま
で
、
七
日
間
の
忌
籠
り
と
直
会
ま
で
を
ひ
と
つ
の
祭
り
と
見
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十　

男
女
の
共
同
祭
祀

　

祭
祀
を
研
究
す
る
場
合
、
現
在
残
っ
て
い
る
儀
礼
だ
け
を
検
討
し
て
も
全
体
の
姿

を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
安
田
の
シ
ヌ
グ
の
場
合
も
、
山
か
ら
草
装
神
が
降

り
て
く
る
儀
礼
は
�
日
目
で
、
そ
こ
か
ら
�
日
間
に
わ
た
っ
て
仮
屋
に
男
性
が
籠
も

っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。
奥
で
も
籠
も
り
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
�
日
間
と

い
う
祭
り
の
期
間
は
残
っ
て
い
る
。

　

備
瀬
の
場
合
は
六
日
間
の
祭
り
で
あ
り
、
シ
ヌ
グ
と
い
う
儀
礼
は
特
に
そ
の
中
の

�
日
だ
け
を
指
す
。
本
部
町
の
シ
ヌ
グ
は
、
集
落
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、
�
日

間
か
ら
八
日
間
に
わ
た
っ
て
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
伊
平
屋
島
や
伊
是
名
島
の
場
合
も
、

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
と
シ
ヌ
グ
の
両
方
が
�
連
の
祭
り
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
祭
り

の
全
体
像
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
伊
平
屋
島
の
田
名
で
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
の
祭
り
の



�
九

前
夜
に
海
神
の
女
性
神
役
が
各
家
を
�
軒
ず
つ
廻
る
儀
礼
と
、
安
田
や
奥
で
男
性
が

草
装
神
と
な
っ
て
山
か
ら
降
り
て
き
て
集
落
を
祓
う
儀
礼
と
が
対
応
す
る
。
そ
の
集

落
を
祓
う
儀
礼
に
は
女
性
も
関
与
し
て
い
て
い
た
が
、
集
落
に
よ
っ
て
は
山
に
登
る

こ
と
な
ど
か
ら
男
性
だ
け
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
儀
礼
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
シ
ヌ
グ
は
男
性
が
中
心
と
な
り
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
は
女
性
を
中
心
と
し
て
祭

祀
を
行
っ
て
い
る
が
、
シ
ヌ
グ
で
女
性
が
、
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
男
性
が
祭
り
に
全
く
関

与
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
野
原
で
女
性
が
集
落
を
祓
っ
て
い
る
と
き
に
、
男

性
は
祭
り
に
参
加
せ
ず
、
何
も
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
家
の
中
で
神
霊
を
迎
え

る
た
め
の
忌
籠
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
田
や
伊
是
名
島
の
祭
り
で
は
、
男
性

の
祓
い
の
儀
礼
と
は
別
に
、
神
女
な
ど
が
ア
シ
ャ
ゲ
を
廻
っ
て
拝ウ
ガ
ンみ

の
儀
礼
を
行
っ

て
い
る
の
に
注
目
す
る
こ
と
も
、
祭
り
の
全
体
像
を
考
察
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る
。

　

男
性
の
祭
り
と
女
性
の
祭
り
と
い
う
分
類
は
、
各
地
の
祭
祀
研
究
で
よ
く
使
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
女
人
禁
制
だ
と
い
っ
て
も
、
表
の
儀
礼
の
場
所
に
男
性
だ
け
し

か
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
だ
け
で
、
直
会
の
食
事
の
準
備
な
ど
裏
方
の
仕
事
は
女

性
た
ち
が
取
り
仕
切
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
シ
ヌ
グ
の
祭
り
で
も
、
男

性
た
ち
の
忌
籠
り
の
儀
礼
中
は
、
女
性
は
ア
シ
ャ
ゲ
に
集
ま
っ
た
り
、
家
に
い
た
り

す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
祭
り
に
不
参
加
な
の
で
は
な
く
、
参
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

ウ
ン
ジ
ャ
ミ
で
も
、
神
女
た
ち
が
深
夜
に
各
家
を
ま
わ
っ
て
、
祓
い
を
行
っ
て
い

る
際
に
は
、
男
性
た
ち
は
家
を
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
男
性
た
ち

は
、
他
の
集
落
に
い
る
親
戚
の
家
に
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
神
女
た
ち
に

出
会
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
ど
こ
か
決
ま
っ
た
場
所
に
集
ま
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
男
性
た
ち
も
、
祭
り
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。

　

シ
ヌ
グ
や
パ
ー
ン
ト
ゥ
は
男
性
の
来
訪
神
が
現
れ
る
祭
り
だ
が
、
来
訪
神
が
現
れ

る
前
や
儀
礼
の
最
中
に
、
神
女
た
ち
が
ア
シ
ャ
ゲ
な
ど
で
拝
み
の
儀
礼
を
行
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
、
男
性
と
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
儀
礼
の
表
面
に
出
て
い
る
だ
け
で
、
男

性
だ
け
、
女
性
だ
け
の
祭
り
で
は
な
い
。
久
高
島
の
場
合
も
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
が
十
�

年
に
�
度
大
規
模
に
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
か
ら
注
目
さ
れ
、
ア
ミ
ド
ゥ
シ
が

男
性
の
祭
り
と
し
て
別
の
儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
�
続
き
の
祭
り
と
考
え
る

こ
と
で
、
シ
ヌ
グ
や
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
と
同
じ
祭
祀
構
成
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
。

　

け
っ
し
て
、
久
高
島
の
ア
ミ
ド
ゥ
シ
だ
け
を
見
て
男
性
の
祭
り
、
イ
ザ
イ
ホ
ウ
を

女
性
の
祭
り
と
見
る
の
で
は
な
く
、
今
は
な
く
な
っ
て
い
る
未
婚
の
女
性
た
ち
の
神

遊
び
を
加
え
て
、
島
民
す
べ
て
が
神
を
祀
る
�
連
の
祭
り
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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縄
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仲
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縄
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。
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史
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憲
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史
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久
高
島
イ
ザ
イ
ホ
ー
民
俗
文
化
財
特
定
調
査―

』（
沖
縄
県
教
育
委
員

会
、
�
九
七
九
年
）。

⑭　

鳥
越
前
掲
書
、
註
⑫
参
照
、
第
�
編
・
第
�
章
・
第
�
節
「
成
年
式
と
改
名
」
�
〇

�
～
�
�
�
頁
。

⑮　

上
井
久
義
「
御
嶽
の
神
役
」
�
九
九
五
年
（『
上
井
久
義
著
作
集
第
六
巻　

琉
球
の

宗
教
と
古
代
の
親
族
』
清
文
堂
出
版
、
�
〇
〇
五
年
）。

⑯　

比
嘉
康
雄
著
『
神
々
の
古
層
②　

女
が
男
を
守
る
ク
ニ　

―

久
高
島
の
年
中
行
事

〔
Ⅱ
〕』
ニ
ラ
イ
社
、
�
九
九
〇
年
、『
神
々
の
原
郷　

久
高
島
』
下
巻　

第
�
部
・
第

�
章
・
七
「
ア
ミ
ド
ゥ
シ　

―

漁
撈
の
ま
つ
り―

」（
第
�
書
房
、
�
九
九
�
年
）。

⑰　
『
国
頭
村
史
』
別
冊
、
�
六
ペ
ー
ジ
（
国
頭
村
役
場
、
�
九
六
七
年
）。

⑱　

島
袋
源
七
著
『
山
原
の
土
俗
』
�
九
�
九
年
（『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
第
�
巻
、
角

川
書
店
、
�
九
七
�
年
）。

⑲　

鳥
越
前
掲
書
、
註
⑫
参
照
、
�
〇
�
頁
。

（
参
考
文
献
）

当
間
�
郎
「
久
高
島
の
ア
ミ
ド
シ
祭
り
」、
田
中
義
広
「
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
」（『
ま

つ
り
』
�
六
号
、
�
九
七
〇
年
、
ま
つ
り
同
好
会
）。

古
典
と
民
俗
学
の
会
編
『
沖
縄
県
久
高
島
の
祭
り
』
古
典
と
民
俗
学
の
会
、
�
九
八
�
年
。

当
間
�
郎
（
文
）・
友
利
安
徳
（
写
真
）『
神
々
の
ふ
る
さ
と
久
高
嶋
』
�
九
八
�
年
、
沖

縄
公
論
社
。

古
典
と
民
俗
学
の
会
編
『
沖
縄
県
久
高
島
の
祭
り
』
古
典
と
民
俗
学
の
会
、
�
九
八
�
年
。

平
良
市
教
育
委
員
会
編
『
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
記
録
作
成　

島
尻
の
パ
ー
ン
ト
ゥ
調

査
報
告
書
』
�
九
八
五
年
。

伊
是
名
村
史
編
集
委
員
会
『
伊
是
名
村
史
』
下
巻
（
島
の
民
俗
と
生
活
）、
伊
是
名
村
、

�
九
八
九
年
。

桜
井
満
編
『
久
高
島
の
祭
り
と
伝
承
』
桜
楓
社
、
�
九
九
�
年
。

名
護
市
史
編
さ
ん
室
『
や
ん
ば
る
の
祭
り
と
神
歌
』
名
護
市
教
育
委
員
会
、
�
九
九
七
年
。

赤
嶺
政
信
「
ア
ミ
ド
ゥ
シ　

久
高
島
」（『
沖
縄
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
�
�
七
号　

沖

縄
県
の
祭
り
・
行
事　

―

沖
縄
県
祭
り
・
行
事
調
査
報
告―

』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、

�
九
九
七
年
）。

（
追
記
）

　

本
稿
の
祭
り
の
現
地
調
査
は
、
備
瀬
の
サ
グ
ン
ジ
ャ
ミ
と
奥
の
シ
ヌ
グ
が
�
〇
〇
�
年

八
月
、
野
原
の
サ
テ
ィ
パ
ロ
ウ
は
�
〇
〇
五
年
�
月
、
安
田
の
シ
ヌ
グ
と
伊
平
屋
島
田
名

の
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
、
伊
是
名
島
の
シ
ヌ
グ
は
�
〇
〇
五
年
八
月
、
久
高
島
の
ア
ミ
ド
ゥ
シ
は

�
〇
〇
五
年
十
�
月
に
行
っ
た
。


