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聖
泉
と
潮
に
み
る
祈
り
の
空
間

―
沖
縄
の
御
新
下
り
と
豊
年
祭
を
中
心
に
―

毛
　
利
　
美
　
穂

は
じ
め
に

　

祭
儀
の
源
流
を
読
み
解
く
と
き
、
異
界
（
天
上
・
地
下
・
常
世
な
ど
）
と

こ
の
世
と
い
う
神
話
的
空
間
構
造
が
見
え
て
く
る
。
共
同
体
に
豊
穣
を
も
た

ら
し
、
時
に
は
災
い
を
与
え
る
存
在
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
「
ま
れ
び
と
」

（
＝
来
訪
神
）
の
概
念
を
用
い
て
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
神
は
常
世
の
国
か

ら
来
訪
す
る
存
在
で
あ
り
、
常
世
の
国
と
は
死
霊
の
住
む
国
で
あ
る
と
と
も

に
、
人
々
を
悪
霊
か
ら
護
っ
て
く
れ
る
祖
先
が
住
む
た
め
、
来
訪
神
は
い
わ

ば
祖
霊
神
で
も
あ
る
。
こ
の
神
が
、
毎
年
定
期
的
に
常
世
の
国
か
ら
や
っ
て

来
て
、
人
々
を
祝
福
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
「
ま
れ
び
と
」
信
仰
で
あ
る）

（
（

。

　

来
訪
神
に
よ
る
豊
穣
は
、
そ
れ
を
統
御
す
る
王
の
権
威
と
結
び
つ
く
。
例

え
ば
、
琉
球
王
国
の
最
高
神
女
・
聞
得
大
君
の
即
位
儀
礼
「
御ウ
ア
ラ
オ
リ

新
下
り
」
の

原
義
に
つ
い
て
、
倉
塚
瞱
子
は
「
農
耕
儀
礼
と
結
び
つ
い
た
復
活
儀
礼
」
と

解
し
た）

（
（

。
す
な
わ
ち
、
聞
得
大
君
と
は
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
と
結
婚
し
、

そ
の
霊
力
を
身
に
帯
び
る
存
在
で
あ
り
、
王
と
は
、
そ
の
聞
得
大
君
（
オ
ナ

リ
神
）
に
守
護
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
御
新
下
り
の
巡
行
の
一
部

は
、
現
在
、
東
ア
ガ
リ

御ウ
マ
ー
イ

廻
り
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
東
御
廻
り
は
、
理
想
郷
・

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
渡
来
し
た
創
造
神
・
ア
マ
ミ
キ
ヨ
の
足
跡
を
巡
拝
す
る

こ
と
で
、
王
国
の
繁
栄
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
行
事
を
指
す
。
沖
縄
本
島

出
身
の
ユ
タ
・
Ｓ
さ
ん
は
、
自
身
の
ル
ー
ツ
を
探
る
過
程
で
東
御
廻
り
を
行

い）
（
（

、
神
ダ
ー
リ
中
で
あ
っ
た
宮
古
島
の
Ｍ
さ
ん
は
、
現
在
の
苦
し
み
を
超
え

て
神
の
道
に
入
る
た
め
、
東
御
廻
り
を
す
る
よ
う
に
と
神
に
告
げ
ら
れ
た
と

い
う）

（
（

。
つ
ま
り
、
神
の
足
跡
を
巡
拝
す
る
こ
と
は
、
神
と
対
話
し
、
自
ら
の

中
に
神
を
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

神
を
受
け
入
れ
る
過
程
に
お
い
て
水
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
久
高
島

の
神
人
・
Ｍ
さ
ん
は
、
東
御
廻
り
に
お
け
る
祈
り
の
水
は
、「
水
と
潮
が
合
わ

さ
ら
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う）

（
（

。
従
来
、
禊
ぎ
・
沐
浴
な
ど
、
祭
儀
に
お

け
る
聖
な
る
水
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
な
ど
の
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
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っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
水
と
潮
が
合
わ
さ
る
必
然
性
や
意
味
づ
け
に
つ

い
て
の
論
は
管
見
な
が
ら
見
出
せ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
本
島
の
御

新
下
り
と
、
八
重
山
諸
島
の
豊
年
祭
を
例
に
、
聖
泉
と
潮
の
関
係
か
ら
祈
り

の
空
間
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

一　

水
の
力

　

水
に
呪
力
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柳
田
國
男
や
折
口
信
夫
な
ど
の

成
果
が
あ
る
。
柳
田
の
「
孝
子
泉
の
伝
説
」
は
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
水
が
神

に
捧
げ
る
酒
と
結
び
つ
い
た
養
老
伝
説
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

養
老
改
元
の
詔
の
文
に
よ
れ
ば
、
天
皇
不
破
の
行
宮
に
お
わ
し
ま
す
時
、

親
し
く
多
度
山
の
美
泉
を
掬
ま
せ
た
ま
い
、
そ
の
水
を
も
っ
て
盥
い
た

ま
う
に
御
肌
滑
ら
か
に
な
り
、
痛
む
処
を
洗
い
た
ま
え
ば
す
な
わ
ち
御

快
く
な
ら
せ
ら
る
。
当
時
こ
の
泉
を
飲
み
ま
た
は
浴
す
る
者
、
あ
る
い

は
白
髪
再
び
黒
く
頽
歯
さ
ら
に
生
ず
と
言
い
、
あ
る
い
は
眼
病
そ
の
他

の
痼
疾
こ
の
水
に
よ
っ
て
輙
く
平
癒
す
べ
し
と
の
説
も
あ
っ
た
。
符
瑞

書
に
曰
く
醴
泉
と
は
美
泉
な
り
、
も
っ
て
老
を
養
う
べ
し
蓋
し
水
の
精

な
り
と
。
こ
の
理
由
を
も
っ
て
新
た
に
年
号
を
定
め
ら
る
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
二
十
五
年
前
、
持
統
女
帝
の
七
年
に
も
、
近
江
益

須
郡
都
賀
山
に
醴
泉
涌
く
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
、
沙
門
法
真
等
を

し
て
往
い
て
試
み
し
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
も
益
須
寺
に

諸
方
よ
り
病
人
ど
も
集
ま
り
来
た
り
、
こ
の
水
を
飲
ん
で
差
え
た
者
が

衆
か
っ
た
と
あ
っ
て
、
し
か
も
後
年
は
た
と
そ
の
評
判
は
絶
え
て
し
ま

っ
た
。�

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
））

（
（

　

醴
泉
は
、
符
瑞
書
の
他
、
延
喜
治
部
省
式
祥
瑞
条
に
「
大
瑞
」
と
定
め
ら

れ
て
い
る）

（
（

。
醴
泉
が
祥
瑞
と
な
っ
た
要
因
は
、『
日
本
書
紀
』
持
統
紀
七
（
六

九
三
）
年
十
一
月
条
お
よ
び
八
（
六
九
四
）
年
三
月
条
に
近
江
国
益
須
郡
の

醴
泉
に
よ
っ
て
病
が
癒
え
た
と
い
う
記
事
か
ら
う
か
が
え
る）

（
（

。
す
な
わ
ち
、

病
を
癒
し
、
延
命
（
若
返
り
）
を
行
う
が
ゆ
え
に
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
水
と

認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
、
白
髪
が
再
び
黒
に
な
り
、
歯
が
生
え
る
と
い
っ
た
若
返
り
の
効
果

が
あ
る
水
に
つ
い
て
、
折
口
は
「
貴
種
誕
生
と
産
湯
の
信
仰
と
」
の
中
で
、

常
世
の
変
若
水
の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。

禊
祓
の
話
は
、
此
処
に
は
あ
づ
か
る
事
と
し
て
、
貴
人
誕
生
の
産
湯
は
、

誰
も
考
へ
る
や
う
に
禊
ぎ
に
過
ぎ
な
い
が
併
し
、
そ
の
水
は
単
な
る
禊

ぎ
の
為
の
水
で
は
な
く
、
或
時
期
を
限
り
、
あ
る
土
地
か
ら
、
此
土
に

よ
り
来
る
も
の
と
看
做
さ
れ
た
。
即
、
其
水
の
来
る
本
の
国
は
、
常
世

国
で
あ
り
、
時
は
初
春
、
及
び
臨
時
の
慶
事
の
直
前
で
あ
つ
た
。
海
岸
・

川
・
井
、
し
か
も
特
定
さ
れ
た
井
に
湧
く
の
で
あ
る
。
其
水
を
用
ゐ
て

沐
浴
す
る
と
、
人
は
す
べ
て
始
め
に
戻
る
の
で
あ
る
。
此
を
古
語
で
変ヲ

ツ若

と
云
ふ
。
其
水
を
又
変ヲ

チ
ミ
ヅ

若
水
と
称
す
る
。
貴
人
誕
生
に
壬
生
の
汲
ん
で

と
り
あ
げ
る
水
は
、
即
、
常
世
の
変ヲ
チ
ミ
ヅ

若
水
で
あ
つ
た
の
だ
。
中
世
以
後
、
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由
来
不
明
な
が
ら
、
年
中
行
事
に
若
水
の
式
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
は

古
代
に
は
、
特
定
の
井
に
常
世
の
水
が
湧
き
、
其
を
汲
ん
で
飲
み
、
禊

ぐ
と
若
返
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た
為
の
名
で
あ
る
。）

（
（

　

常
世
国
と
結
び
つ
い
た
特
定
の
海
岸
・
川
・
井
戸
に
湧
く
水
は
「
変
若
水
」

と
い
い
、
王
の
不
死
・
不
滅
を
か
な
え
る
。
そ
の
た
め
、
産
湯
や
沐
浴
に
使

う
こ
と
で
、
次
の
王
を
出
現
さ
せ
る
「
禊
ぎ
の
水
で
あ
り
、
産
湯
で
も
あ
り
、

同
時
に
甦
生
の
水
に
も
役
立
つ
た
」
と
い
う
。

　

井
戸
が
常
世
と
結
び
つ
き
、
そ
の
水
が
変
若
水
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、

井
戸
祭
り
の
願
口
に
も
見
ら
れ
る
。

掘
リ
当
テ
ア
レ
ー
ル
、
井カ

　
ア戸

ヌ
神
、
水
元
ヌ
神
、
ニ
ー
ラ
ス
ク
、
カ
ネ

ー
ラ
底
ガ
ラ
、
噴
キ
出
デ
ア
ー
ル
、
若
水
、
汲フ

ミ
飲
ミ
給
う
ラ
ル
バ
、

家ヤ
ー
イ
ン
ジ
ュ

人
衆
、
足タ
ラ

人ド

ウ

ハ

ダ

衆
身
肌
健
康
ア
ラ
シ
メ
給
リ
、
働
キ
勝
イ
シ
ミ
、
願
イ

ツ
ク
バ
、
神
ヌ
前
、
口フ
チ
ア
イ合

ア
ラ
シ
メ
給
リ
。）

（1
（

　

八
重
山
諸
島
で
は
、
井
戸
の
底
に
、
神
が
い
る
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
（
八
重
山

で
は
「
ニ
ー
ラ
・
カ
ネ
ー
ラ
」）
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
波
照
間
島
で

は
「
海
の
神
、
底
の
神
、
ネ
ー
ラ
、
ケ
ー
ラ
の
地
に
ま
し
ま
す
親
神
」
と
あ

り
、
ネ
ー
ラ
、
ケ
ー
ラ
は
海
の
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
谷
川
健
一

は
、
井
戸
の
底
で
あ
れ
海
の
底
で
あ
れ
、
そ
こ
に
同
一
の
観
念
が
存
在
す
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が）

（（
（

、
波
照
間
島
で
、
井
戸
の
底
＝
海
の
底
と
い
う
認

識
が
あ
っ
た
こ
と
は
示
唆
に
富
む
だ
ろ
う
。

　

変
若
水
は
ま
た
、「
孵す

で
水
」
と
も
い
う
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
く
ろ
さ
よ

こ
た
り
が
節
」
に
は
、
孵
で
水
と
変
若
水
が
同
義
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。一　

こ
は
り
肝
寄
り
や

　
　

吾
の
肝
寄
り
や

　
　

天
の
て
だ

　
　

按
司
添
い　

守
ら

又　

今
日
の
良
か
る
日
に

　
　

今
日
の
き
や
か
る
日
に

又　

首
里　

降
る　

雨
や

　
　

孵
で
水
ど　

降
り
居
る

又　

ぐ
す
く　

降
る　

雨
や

　
　

若
水
ど　

降
り
居
る�

（
巻
七
・
三
八
六
））

（1
（

　

天
の
太
陽
（
神
）
は
王
を
守
り
、
霊
力
の
あ
る
水
が
雨
と
な
っ
て
首
里
や

王
城
に
降
る
。
つ
ま
り
、
孵
で
水
・
若
水
の
力
が
王
に
降
り
注
ぎ
、
王
は
そ

の
水
を
浴
び
る
と
い
う
形
で
身
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
生
命
力
や
霊
力
を
得

る
（
更
新
す
る
）
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
水
は
、

「
天
の
て
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
の
水
と
解
釈
で
き
る
。「
聞
得
大
君
ぎ
や　

お
ぼ
つ
嶽　

在
つ
る　

孵
で
る
上
水
よ
」（
巻
七
・
三
四
八
）
で
も
、
再
生
の



一
〇
〇

力
を
持
つ
水
は
、
元
々
、
天
上
世
界
（「
お
ぼ
つ
嶽
」）
に
あ
る
も
の
だ
と
い

う
考
え
が
う
か
が
え
る
。
折
口
は
「
若
水
の
話
」
に
、
孵
で
水
＝
変
若
水
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
で
る
と
言
ふ
語
に
は
、
前
提
と
し
て
あ
る
期
間
の
休
息
を
伴
う
て
ゐ

る
。
植
物
で
言
ふ
と
枯
死
の
冬
の
後
、
春
の
枝
葉
が
さ
し
、
花
が
咲
い

て
、
皆
去
年
よ
り
太
く
、
大
き
く
、
豊
か
に
さ
へ
な
つ
て
来
る
。
此
週

期
的
の
死
は
、
更
に
大
き
な
生
の
為
に
あ
つ
た
。（
略
）
畢
竟
卵
や
殻

は
、
他
界
に
転
生
し
、
前
身
と
は
異イ

ギ
ヤ
ウ形

の
転
身
を
得
る
為
の
安
息
所
で

あ
つ
た
。
蛇
は
卵
を
出
て
後
も
、
幾
度
か
皮
を
蛻
ぐ
。
茲
に
、
這
ふ
虫

の
畏
敬
せ
ら
れ
た
訣
が
あ
る
。）

（1
（

　

孵
で
水
＝
変
若
水
は
、
周
期
的
な
死
を
経
て
、
新
た
に
転
生
す
る
た
め
の

装
置
で
あ
る
。
天
上
の
領
域
に
属
し
て
い
た
水
が
、
他
界
の
概
念
の
広
が
り

に
し
た
が
っ
て
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
や
常
世
、
海
の
底
と
結
び
つ
い
た
と
推
察

さ
れ
る
。

　

祭
儀
に
用
い
ら
れ
る
水
は
、
異
界
か
ら
の
神
の
力
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
聖
な
る
水
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
の
理
で
は
な
し
え
な

い
延
命
や
若
返
り
、
そ
し
て
王
と
し
て
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
遂
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二　

御
新
下
り
の
水

　

産
湯
に
よ
る
生
ま
れ
変
わ
り
が
即
位
儀
礼
に
反
映
さ
れ
る
例
と
し
て
、
聞

得
大
君
の
御
新
下
り
の
「
御ウ
ビ
ナ
デ
ィ

水
撫
で
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

御
新
下
り
祭
儀
に
つ
い
て
は
、
首
里
・
与
那
原
・
サ
ヤ
ハ
嶽
（
斎
場
御
嶽
）

を
結
ぶ
重
層
的
構
造
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
倉
塚
は
さ
ら
に
、
与
那
原
に
お

け
る
御
新
入
り
の
古
態
性
を
示
す
と
と
も
に
、
与
那
原
・
久
高
島
・
サ
ヤ
ハ

嶽
を
結
ぶ
祭
儀
空
間
の
聖
化
と
そ
の
拡
大
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

与
那
原
に
お
け
る
古
態
性
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

第
十
五
代
聞
得
大
君
（
尚
灝
王
女
）
の
御
新
下
り
祭
儀
を
記
録
し
た
『
聞

得
大
君
御
殿
並
御
城
御
規
式
之
御
次
第
』（
以
下
『
式
次
第
』））

（1
（

を
中
心
に
、

第
十
四
代
聞
得
大
君
（
尚
温
王
妃
）
の
御
新
下
り
祭
儀
を
記
録
し
た
『
聞
得

大
君
加
奈
志
様
御
新
下
日
記
』（
以
下
『
日
記
』））

（1
（

を
み
る
と
、
聞
得
大
君
は
、

首
里
に
お
い
て
、
王
国
の
最
高
神
女
と
し
て
守
護
す
べ
き
対
象
が
王
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
し
た
後
、
次
の
与
那
原
浜
に
向
か
う
。

　

与
那
原
の
浜
の
御
殿
に
つ
い
て
、『
琉
球
国
由
来
紀
』
巻
十
三
は
次
の
よ
う

に
記
す
。

浜
ノ
御
殿　

神
名
、
ア
マ
オ
レ
ツ
カ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
那
原
村

昔
、
比
浜
ノ
御
殿
ヘ
天
女
天
降
リ
シ
給
ヒ
タ
ル
ト
ナ
リ
。

聞
得
大
君
御
任
官
之
時
、
爰
ニ
御
新
下
リ
、
オ
ヤ
ガ
ワ
ノ
水
ヲ
御
撫



聖
泉
と
潮
に
み
る
祈
り
の
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一
〇
一

被
レ
召
也
。
与
那
原
ヘ
ア
ラ
オ
レ
被
レ
召
ト
云
ハ
是
也
。
右
御
儀
式
、
左

ニ
記
。�

（
以
下
略
））

（1
（

　

浜
の
御
殿
は
、
天
女
が
降
り
立
っ
た
地
で
あ
る
。
天
女
に
付
さ
れ
た
神
の

属
性
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、『
球
陽
外
巻
』「
遺
老
説
伝
」
に
は

豊
穣
の
神
と
し
て
の
属
性
を
付
さ
れ
た
聞
得
大
君
と
浜
の
御
殿
と
の
関
係
が

記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
大
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
聞
得
大
君
が
侍
女
を
五
、
六
十
人
ひ
き

つ
れ
て
船
を
出
し
て
、
久
高
島
に
行
っ
て
祭
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、

海
洋
を
渡
っ
て
い
く
途
中
で
、
風
の
向
き
が
変
っ
て
、
久
高
島
か
ら
遠

く
過
ぎ
て
北
の
方
向
へ
船
は
流
さ
れ
て
行
っ
た
。
ど
ん
ど
ん
風
の
押
す

ま
ま
に
流
さ
れ
た
船
は
や
っ
と
大
き
な
島
に
着
い
た
。
そ
こ
は
日
本
で

あ
っ
た
。（
略
）
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
分
に
、
琉
球
で
は
雨
が
何
ヶ
月
も
降

ら
な
い
で
、
長
い
ひ
で
り
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
に
穀
物
は
全
部
枯
れ

て
し
ま
っ
て
、
食
べ
物
は
何
も
な
い
も
の
だ
か
ら
、
人
々
は
ど
う
し
て

生
き
て
い
く
か
と
そ
れ
だ
け
が
心
配
だ
っ
た
。
そ
こ
で
国
王
は
沖
縄
の

島
中
の
祭
祀
を
司
っ
て
い
る
祝
女
を
集
め
て
「
こ
ん
な
に
み
ん
な
が
苦

し
ん
で
い
て
、
雨
も
降
ら
な
い
し
、
作
物
も
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

何
か
よ
い
考
え
は
な
い
か
」
と
お
た
ず
ね
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
と
い
う

い
い
考
え
も
浮
か
ば
な
い
の
で
、
祝
女
た
ち
は
た
だ
だ
ま
っ
て
い
た
。

（
略
）
そ
の
と
き
一
人
の
祝
女
が
前
に
出
て
き
て
「
お
そ
れ
な
が
ら
申
し

上
げ
ま
す
。
こ
ん
な
に
国
中
の
人
が
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
の
は
、
よ
く

考
え
て
み
ま
す
と
、
聞
得
大
君
の
船
が
流
さ
れ
て
、
今
日
ま
で
国
と
し

て
の
祭
り
が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
と
存
じ
ま
す
」

と
言
っ
た
ら
、
全
部
の
祝
女
が
口
を
揃
え
て
「
そ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
の
時
、
急
に
君き
ん
ま
む
ん
ぬ
か
み

摩
物
神
が
み
ん
な
の
前
に

現
わ
れ
た
。
君
摩
物
神
は
聞
得
大
君
が
か
し
ず
く
守
護
神
で
あ
る
。「
聞

得
大
君
は
今
日
本
に
い
る
。
お
前
ら
は
早
く
船
を
廻
し
て
日
本
に
行
っ

て
、
迎
え
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
国
王
は
「
場
天
祝

女
は
船
頭
に
な
れ
、
そ
し
て
、
大
城
祝
女
は
船
の
水
夫
の
頭
と
し
て
、

女
五
、
六
十
人
を
乗
せ
て
日
本
に
向
か
っ
て
船
を
走
ら
せ
よ
」
と
命
じ

ら
れ
た
。
集
ま
っ
た
祝
女
は
場
天
祝
女
の
言
う
と
お
り
に
動
い
て
、
船

を
日
本
に
向
け
て
出
し
た
。
幸
い
途
中
逆
風
に
も
あ
わ
な
い
で
日
本
の

島
々
に
着
き
、
や
っ
と
聞
得
大
君
を
探
し
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
。（
略
）

聞
得
大
君
は
「
で
は
み
な
と
と
も
に
国
に
帰
ろ
う
」
と
お
お
せ
ら
れ
て
、

一
同
船
に
乗
っ
て
順
風
を
受
け
て
場
天
の
浜
に
着
い
た
。（
略
）
聞
得
大

君
は
首
里
王
城
に
お
帰
り
に
は
な
ら
な
い
で
与
那
原
に
家
を
建
て
ら
れ

お
住
ま
い
に
な
っ
た
。
聞
得
大
君
が
琉
球
に
お
帰
り
に
な
っ
て
か
ら
は
、

作
物
も
豊
か
に
み
の
り
、
か
ん
ば
つ
や
長
雨
も
な
く
、
お
だ
や
か
な
世

の
中
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
得
大
君
は
と
う
と
う
首
里
に

お
帰
り
に
な
ら
な
い
で
、
こ
こ
で
お
な
く
な
り
に
な
ら
れ
た
の
で
、
三

津
嶽
に
葬
っ
た
。
村
の
人
々
は
神
様
と
し
て
あ
つ
く
信
じ
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。）

（1
（



一
〇
二

　

船
で
久
高
島
に
向
か
う
途
中
に
逆
風
に
遭
っ
て
日
本
国
に
漂
着
し
た
聞
得

大
君
が
、
そ
の
後
、
琉
球
に
戻
り
居
を
構
え
、
骨
を
埋
め
た
の
が
与
那
原
の

浜
の
御
殿
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
聞
得
大
君
に
豊
穣
の
神
を
重

ね
合
わ
せ
た
説
話
と
み
て
よ
い
。

　

現
在
、
久
高
島
に
渡
る
た
め
に
は
、
南
城
市
知
念
に
あ
る
安
座
真
港
か
ら

船
に
乗
る
が
、
遺
老
説
伝
か
ら
わ
か
る
の
は
、
当
時
は
与
那
原
浜
か
ら
船
で

久
高
島
に
向
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年

の
地
図
で
も
、
与
那
原
浜
が
か
つ
て
海
に
面
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

（
図
（
）。

　

天
女
が
降
り
立
っ
た
浜
の
御
殿
で
聞
得
大
君
が
行
う
の
は
、
親
川
の
水
を

汲
み
、
そ
の
水
で
額
を
撫
で
る
「
御
水
撫
で
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
水
の
力

を
直
接
身
に
取
り
込
む
方
法
で
あ
る
。
親
川
の
水
を
使
う
理
由
に
つ
い
て
『
由

来
紀
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

此
井
ハ
、
浜
ノ
御
殿
ヘ
、
天
降
シ
給
フ
、
天
女
之
御
子
、
産ウ

ブ

井
ノ
由
、

申
伝
ト
也
。

　

親
川
の
水
は
、
浜
の
御
殿
に
降
り
立
っ
た
天
女
が
、
そ
の
子
の
産
湯
に
使

っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
も
、
清
廉
な
水
が
滔
々
と
流
れ
て
い
る
（
図
1
）。

　
『
日
記
』
に
は
親
川
の
水
で
聞
得
大
君
は
「
七
度
の
御
水
撫
で
」
を
行
う
と

記
し
て
お
り
、
産
湯
で
あ
る
水
を
つ
け
る
こ
と
で
、
聞
得
大
君
は
王
国
の
最

高
神
女
に
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
倉
塚
は
さ
ら
に
、
親
川
を
「
五
穀
豊
穣

図 ₁
左：₁₉₁₉年の与那原浜　　　　　　　　　　　　右：₂₀₁₇年の与那原浜跡

○＝親川
この地図は、国土地理院作成地図を元にした時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」

（（C）谷　謙二）により作成したものです。
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の
た
め
に
天
女
が
天

降
っ
て
く
る
泉
の
水

神
様
」
と
解
釈
し
、

「
天
女
の
子
の
産
井

も
し
く
は
天
女
自
身

が
浴
び
た
水
で
聞
得

大
君
が
ウ
ビ
ナ
デ
を

し
、
か
つ
そ
の
儀
礼

が
豊
穣
に
か
か
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
琉
球
の

天
人
女
房
は
豊
穣
祭

を
掌
る
神
女
の
説
話

的
形
象
で
あ
り
、
か

つ
聞
得
大
君
は
そ
の
末
裔
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
御
水
撫
で
を
受
け
た
聞
得

大
君
に
豊
穣
の
神
と
し
て
の
属
性
を
付
し
て
い
る
。

三　

王
と
水
の
神
話

　

神
話
に
お
い
て
、
王
と
水
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
確

認
し
て
お
こ
う
。

　
『
古
事
記
』
上
巻
に
お
け
る
海
神
の
国
訪
問
は
、
天
つ
神
の
子
で
あ
る
火
遠

理
命
（
山
幸
彦
）
と
海
神
の
娘
・
豊
玉
毘
売
の
結
婚
を
描
く
こ
と
で
、
天
皇

図 ₂　親川（与那原町）
（撮影者）毛利美穂、（撮影年）201₆年

の
血
統
が
、
天
つ
神
と
山
の
神
、
そ
し
て
海
神
の
血
統
を
加
え
た
、
地
上
世

界
の
支
配
者
た
る
呪
能
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

是こ
こ

に
、
其そ

の
弟お
と

、
泣な

き
患う
れ

へ
て
海う
み
へ辺

に
居を

り
し
時と
き

に
、
塩し
ほ
つ
ち
の
か
み

椎
神
、
来
て
、

問
ひ
て
曰い

ひ
し
く
、「
何な
に

ぞ
、
虚そ

ら

つ

ひ

空
津
日
高た
か

の
泣
き
患う
れ

ふ
る
所ゆ

ゑ由
は
」
と

い
ひ
き
。
答
へ
て
言
ひ
し
く
、「
我あ
れ

、
兄え

と
鉤ち

を
易か

へ
て
、
其
の
鉤ち

を
失

ひ
き
。
是こ
こ

に
、
其
の
鉤ち

を
乞こ

ふ
が
故ゆ
ゑ

に
、
多あ
ま

た
の
鉤ち

を
償つ
く
のへ

ど
も
、
受

け
ず
し
て
、
云い

ひ
つ
ら
く
、『
猶な
ほ

其
の
本も
と

の
鉤ち

を
得
む
と
欲お
も

ふ
』
と
い
ひ

つ
。
故か
れ

、
泣
き
患う
れ

ふ
る
ぞ
」
と
い
ひ
き
。
爾し
か

く
し
て
、
塩
椎
神
の
云
は

く
、「
我あ
れ

、
汝な
が

命み
こ
との
為た
め

に
善よ

き
議
は
か
り
こ
とを
作な

さ
む
」
と
い
ひ
て
、
即す
な
は
ち

無ま
な
し
か
つ
ま

間
勝
間
の
小を
ぶ
ね船

を
造
り
、
其
の
船
に
載
せ
て
、
教を
し

へ
て
曰い

ひ
し
く
、

「
我あ
れ

其
の
船
を
押
し
流
さ
ば
、
差や
や
し
ま暫

ら
く
往ゆ

け
。
味う
ま

し
御み

ち路
有あ

ら
む
。
乃
す
な
は

ち
其
の
道
に
乗
り
て
往ゆ

か
ば
、
魚い
ろ
こ鱗
の
如
く
造
れ
る
宮み

や室
、
其そ
れ

綿わ
た
つ
み
の
か
み

津
見
神

の
宮み
や

ぞ
。
其
の
神
の
御み
か
ど門
に
到い
た

ら
ば
、
傍
か
た
は
らの
井ゐ

の

上へ

に
湯ゆ
つ
か
つ
ら

津
香
木
有
ら
む
。

故か
れ

、
其
の
木
の
上う
へ

に
坐い
ま

さ
ば
、
其
の
海う
み

の
神か
み

の
女む
す
め、

見
て
相あ
ひ
は
か議

ら
む
ぞ
」

と
い
ひ
き
。

故か
れ

、
教を
し
への
隨ま
に
まに
少
し
行ゆ

く
に
、
備つ
ぶ

さ
に
其
の
言こ
と

の
如ご
と

し
。
即す
な
はち
、
其
の

香か
つ
ら木
に
登
り
て
坐い
ま

し
き
。
爾し
か

く
し
て
、
海う
み

の
神か
み

の
女
む
す
め

豊と
よ
た
ま
び
め

玉
毘
売
の
従つ
か
ひ
め婢
、

玉た
ま
も
ひ器

を
持
ち
て
水み

づ

を
酌く

ま
む
と
す
る
時と

き

に
、
井ゐ

に
光ひ

か
り有あ

り
。
仰あ
ふ

ぎ
見
れ

ば
、
麗う
る
はし

き
壮を
と
こ夫

有
り
。
甚い
と

異あ

や奇
し
と
以お

も為
ひ
き
。
爾し
か

く
し
て
、
火ほ

遠を
り
の理

命み
こ
と、

其
の
婢
つ
か
ひ
めを

見
て
、「
水
を
得
む
と
欲お
も

ふ
」
と
乞こ

ひ
き
。
婢
つ
か
ひ
め、

乃す
な
はち

水み
づ

を
酌く

み
、
玉た
ま
も
ひ器
に
入い

れ
て
貢た
て
ま
つ進
り
き
。
爾し
か

く
し
て
、
水
を
飲の

ま
ず
し
て
、



一
〇
四

御み
く
び頚

の
璵た

ま

を
解
き
、
口
に
含ふ

ふ

み
て
其そ

の
玉た

ま
も
ひ器

に
唾は

き
入
れ
き
。
是こ
こ

に
、

其
の
璵た
ま

、
器も
ひ

に
著つ

き
て
、
婢
つ
か
ひ
め、

璵た
ま

を
離は
な

つ
こ
と
得え

ず
。
故か
れ

、
璵た
ま

を
著つ

け

任な
が

ら
、
豊と
よ
た
ま
び
め
の

玉
毘
売
命み
こ
とに
進
た
て
ま
つり
き
。

爾し
か

く
し
て
、
其
の
璵た
ま

を
見
て
、
婢
つ
か
ひ
めに

問
ひ
て
曰い

ひ
し
く
、「
若も

し
、
人
、

門か
ど

の
外と

に
有あ

り
や
」
と
い
ひ
き
。
答
へ
て
曰い

ひ
し
く
、「
人
有
り
て
、
我わ

が
井ゐ
の

上へ

の
香か
つ
ら木
の
上
に
坐い
ま

す
。
甚い
と

麗う
る
はし
き
壮を
と
こ夫
ぞ
。
我わ

が
王き
み

に
益ま

し
て

甚い
と

貴た
ふ
とし
。
故か
れ

、
其そ

の
人ひ
と

水み
づ

を
乞こ

ひ
つ
る
が
故ゆ
ゑ

に
、
水
を
奉ま
つ

れ
ば
、
水
を

飲の

ま
ず
し
て
、
此こ

の
璵た
ま

を
唾は

き
入い

れ
つ
。
是こ
れ

、
離は
な

つ
こ
と
得え

ず
。
故か
れ

、

入い

れ
任な
が

ら
、
将も

ち
来き

て
献
た
て
ま
つり

つ
」
と
い
ひ
き
。
爾し
か

く
し
て
、
豊
玉
毘
売

命
、
奇あ
や

し
と
思
ひ
、
出い

で
見
て
、
乃す
な
はち
見み

め感
で
て
、
目め
く
は
せ合
し
て
、
其
の

父
に
白ま
を

し
て
曰い

ひ
し
く
、「
吾わ

が
門か
ど

に
麗う
る
はし
き
人
有
り
」
と
い
ひ
き
。
爾し
か

く
し
て
、
海う
み

の
神
、
自み
づ
から

出
で
見
て
、「
此
の
人
は
、
天あ
ま
つ津

日ひ
た
か高

の
御み

こ子
、

虚そ

ら

つ

ひ

空
津
日
高た
か

ぞ
」
と
い
ひ
て
、
即す
な
はち

内う
ち

に
率ゐ

て
入い

り
て
、
み
ち
の
皮か
は

の

畳た
た
みを

八や

へ重
に
敷し

き
、
亦ま
た

、
絁き
ぬ

畳た
た
みを

八や

へ重
に
其
の
上う
へ

に
敷
き
、
其
の
上
に

坐い
ま

せ
て
、
百も
も
と
り取
の
机つ
く
え
し
ろ代
の
物
を
具そ
な

へ
、
御み
あ
へ饗
を
為し

て
、
即
ち
其
の
女
む
す
め

豊と
よ
た
ま
び
め

玉
毘
売
に
婚あ

は
し
め
き
。
故か
れ

、
参み
と
せ年
に
至
る
ま
で
其
の
国
に
住す

み
き
。

�

（『
古
事
記
』
上
巻
・
海
神
の
国
訪
問
））

（1
（

　

兄
・
火
照
命
の
鉤
を
探
す
火
遠
理
命
に
、
塩
椎
神
（
潮
流
を
司
る
神
）
が

解
決
の
手
立
て
を
教
え
る
。
す
な
わ
ち
、
海
神
の
宮
に
行
き
、
そ
の
宮
の
入

口
そ
ば
に
あ
る
井
戸
の
ほ
と
り
の
神
聖
な
桂
の
木
の
上
に
い
る
と
、
海
神
の

娘
・
豊
玉
毘
売
が
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

井
戸
の
そ
ば
で
の
火
遠
理
命
と
豊
玉
毘
売
の
出
会
い
は
、『
古
事
記
』
上

巻
・
天
の
安
の
河
の
誓
約
に
み
る
、
天
真
名
井
を
は
さ
ん
で
向
き
合
う
天
照

大
御
神
と
須
佐
之
男
命
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
天
・
山
の
属
性
を
持

つ
火
遠
理
命
と
海
の
属
性
を
持
つ
豊
玉
毘
売
の
間
に
は
鵜
葺
草
葺
不
合
命

（
神
武
天
皇
の
父
）
が
誕
生
し
、
そ
し
て
天
の
属
性
を
持
つ
天
照
大
御
神
と
海

の
属
性
を
持
つ
須
佐
之
男
命
の
間
に
は
、
三
女
神
五
男
神
が
生
ま
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
天
真
名
井
神
話
を
は
じ
め
と
す
る
井
戸
の
発
想
に
、
聖
地
や
異
界

を
結
び
つ
け
る
地
下
の
水
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
が）

11
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、
海
神
の

国
訪
問
で
も
、
火
遠
理
命
と
豊
玉
毘
売
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
井
戸
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

王
が
海
神
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
例
は
、
古
代
朝
鮮
神
話
に
も
見
ら
れ
る
。

新
羅
の
解
脱
王
は
、
竜
の
血
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。

私
は
も
と
竜
城
国
の
も
の
で
（
略
）、
私
の
国
に
は
二
十
八
の
竜
王
が
お

り
ま
す
。
み
な
人
の
胎
内
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、
五
、
六
歳
ご

ろ
に
王
位
を
継
ぎ
、
万
民
を
教
え
、
性
命
を
正
し
く
し
ま
す
。
八
品
の

姓
骨
が
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
、
例
外
な
く
み
な
大
位
に
の
ぼ
る
の
で

す
。
と
き
に
父
王
の
含ハ
ム
タ
ル
バ

達
婆
が
、
積
女
国
の
王
女
を
迎
え
て
妃
に
し
ま

し
た
が
、
長
い
こ
と
子
だ
ね
が
な
か
っ
た
の
で
、
お
祈
り
を
し
て
子
を

願
っ
た
と
こ
ろ
、
七
年
後
に
大
き
い
卵
を
一
個
産
み
ま
し
た
。
そ
こ
で

大
王
が
群
臣
た
ち
を
集
め
て
「
人
が
卵
を
生
む
と
い
う
こ
と
は
、
古
今

に
そ
の
例
が
な
い
。
こ
れ
は
不
吉
の
兆
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
そ
れ
か



聖
泉
と
潮
に
み
る
祈
り
の
空
間

一
〇
五

ら
箱
を
作
っ
て
中
に
入
れ
、
そ
れ
に
七
宝
と
奴
婢
を
船
い
っ
ぱ
い
に
積

ん
で
海
に
浮
か
べ
て
か
ら
、「
勝
手
に
因
縁
の
あ
る
地
に
い
っ
て
、
国
を

立
て
家
を
お
こ
し
な
さ
い
」
と
お
祈
り
し
ま
し
た
。
す
る
と
に
わ
か
に

赤
い
竜
が
現
わ
れ
て
船
を
護
衛
し
、
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

�

（『
三
国
遺
事
』
巻
第
一
紀
異
第
一
））

1（
（

　

王
が
竜
神
と
結
び
つ
く
背
景
に
は
、
農
耕
に
不
可
欠
な
水
を
掌
握
す
る
こ

と
が
王
位
存
続
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
論
理
が
あ
る
。
水
を
支
配
で

き
る
か
ら
こ
そ
、
安
定
的
な
収
穫
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
本
土
（『
古
事
記
』）
や
朝
鮮
半
島
（『
三
国
遺
事
』）
の
神
話
と
異
な

り
、
琉
球
の
王
に
は
、
海
神
（
竜
神
）
の
血
統
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
第
二
尚
王
統
・
初
代
尚
円
王
は
、
水
を
掌
握
し
た
王
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。

尚
円
公
は
、
幼
少
の
時
か
ら
百
姓
に
交
わ
り
、
耕
農
を
生
業
と
し
て
い

た
。
あ
る
時
、
旱
魃
が
あ
っ
て
、
田
ん
ぼ
の
水
は
干
上
が
っ
て
し
ま
っ

た
。
村
人
は
日
夜
水
の
心
配
を
し
て
、
そ
の
手
当
に
奔
走
し
て
い
た
が
、

尚
円
公
は
自
分
の
田
ん
ぼ
に
何
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
雨
天
の
よ

う
に
水
が
満
ち
て
い
た
。
村
人
は
こ
れ
が
聖
な
る
き
ざ
し
で
あ
る
の
も

知
ら
ず
、
尚
円
公
が
他
人
の
田
ん
ぼ
か
ら
水
を
盗
ん
で
い
る
と
騒
ぎ
立

て
た
。�

（『
中
山
世
鑑
』
巻
四
））

11
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旱
魃
に
も
関
わ
ら
ず
、
尚
円
の
田
の
水
だ
け
は
枯
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

尚
円
に
王
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
水
を

支
配
す
る
尚
王
が
、
伊
是
名
島
を
追
わ
れ
て
本
島
に
渡
り
、
王
と
な
る
と
い

う
、
共
同
体
の
外
か
ら
聖
者
が
や
っ
て
く
る
来
訪
神
の
系
譜
も
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。

四　

八
重
山
諸
島
の
豊
年
祭
と
水

　

来
訪
神
と
い
う
観
点
か
ら
、
八
重
山
諸
島
の
豊
年
祭
を
確
認
し
て
い
く
。

　

波
照
間
島
は
、
八
重
山
諸
島
の
中
で
も
神
行
事
が
多
く
、
現
在
で
も
年
間

四
十
回
以
上
に
の
ぼ
る
。
豊
年
祭
は
、
五
月
か
ら
六
月
の
辺
り
に
行
わ
れ
る
。

島
に
は
、
五
つ
の
集
落
が
あ
り
、
島
の
西
に
あ
る
フ
カ
が
、
中
央
に
あ
る
ナ

イ
シ
と
マ
エ
、
東
に
あ
る
ミ
ナ
ミ
と
キ
タ
の
四
集
落
よ
り
宗
教
的
に
優
位
に

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ナ
リ
神
信
仰
に
お
い
て）

11
（

、
西
が
ブ
ナ
リ

（
姉
妹
）、
東
が
ビ
ギ
リ
（
兄
弟
）
で
あ
り
、
西
が
宗
教
的
に
優
位
に
あ
る
と

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が）

11
（

、
西
の
ミ
シ
ク
ゲ
ー
（
図
1
）
か
ら
波

照
間
島
の
兄
妹
始
祖
創
世
神
話
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

昔
こ
の
島
に
大
勢
の
人
が
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
毎
日
の
ど
か
な
暮
し

を
し
て
い
た
。（
略
）
今
ま
で
雲
一
つ
も
な
か
っ
た
空
の
一
角
か
ら
急
に

黒
い
雲
が
起
き
た
ち
ま
ち
島
の
空
を
包
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
パ
ラ

パ
ラ
と
雨
が
降
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
雨
は
黒
い
色
で
し
か
も
ね

ば
っ
こ
く
て
ね
ち
ね
ち
し
て
い
る
油あ
ん
ら
あ雨
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
油
雨



一
〇
六

に
ぬ
れ
る
と
、
人
間
も

牛
も
生
き
も
の
と
い
う

生
き
も
の
は
、
ば
た
ば

た
と
死
ん
で
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
島
の
生
き

も
の
は
死
に
絶
え
て
い

な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
幸
い
な
こ
と
に
は
、

二
人
の
兄
妹
が
い
た
。

こ
の
二
人
は
雨
模
様
の

天
気
に
な
っ
て
き
た
の

で
、
ち
ょ
う
ど
近
く
の

ミ
シ
ク
ヌ
洞が

ま窟
に
か
く

れ
た
。（
略
）
雨
が
す
っ

か
り
止
ん
で
、
陽
も
き
ら
き
ら
照
っ
て
き
た
の
で
、
お
そ
る
お
そ
る
そ

と
に
出
て
み
た
。
す
る
と
人
家
も
一
つ
も
見
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
ま

た
木
や
草
や
、
生
き
も
の
と
て
何
一
つ
残
っ
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

（
略
）
が
っ
か
り
し
た
二
人
は
、
先
に
か
く
れ
て
い
た
ミ
シ
ク
ヌ
洞
窟
に

も
ど
っ
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
に
し
た
。（
略
）
そ
こ
で
二
人

は
夫
婦
と
な
っ
た
。
そ
し
て
子
供
が
生
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
初
め
て
で

き
た
子
供
は
ポ
ー
ズ
と
い
う
魚
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。（
略
）「
ど
う

も
こ
ん
な
子
供
が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
土
地
が
わ
れ
わ
れ
に
合
わ
な

い
せ
い
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
」（
略
）
ほ
ら
あ
な
を
出
て
上
の

方
に
家
を
建
て
て
住
ん
だ
。
し
ば
ら
く
し
て
ま
た
子
供
が
で
き
た
が
、

こ
ん
ど
は
ハ
ブ
の
よ
う
な
子
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
も
よ
く
な

い
と
い
う
の
で
、
ヤ
グ
と
い
う
と
こ
ろ
に
小
屋
を
建
て
て
移
っ
た
。（
略
）

ど
う
も
風
水
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
外
部
落
に
移
動
し
た
ら
こ

こ
は
風
水
も
よ
く
子
供
も
人
間
ら
し
い
立
派
な
の
が
生
ま
れ
て
き
た
。

は
じ
め
て
の
こ
の
子
の
こ
と
を
ア
ラ
マ
リ
ヌ
パ
ー
と
呼
ん
で
今
日
も
こ

の
人
の
墓
を
祭
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
波
照
間
島

は
再
生
し
た
と
い
わ
れ
る
。）

11
（

　

兄
妹
は
、
海
岸
の
洞
窟
か
ら
現
わ
れ
る
。
洞
窟
は
、
地
下
の
通
路
の
入
口

と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
西
表
島
の
南
風
見
・
仲
間
・
古
見
に
通
じ
て
い
る

と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
下
・
洞
窟
・
海
の
向
こ
う
の
国
か
ら
兄

妹
は
再
生
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
来
訪
神
で
あ
る
。

　

兄
妹
は
洞
窟
か
ら
出
た
後
、
三
回
、
場
所
を
移
動
し
て
い
る
。
最
初
、
湧

き
水
が
あ
る
海
岸
（
ニ
シ
浜
）
の
端
の
岩
の
下
（
ミ
シ
ク
）
に
居
を
構
え
た

が
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
魚
だ
っ
た
（
Ａ
）。
次
に
、
畑
の
そ
ば
に
石
を
積
ん

で
片
屋
根
の
家
を
作
っ
た
が
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
ハ
ブ
の
よ
う
な
子
だ
っ

た
（
Ｂ
）。
最
後
に
、
四
つ
の
角
の
家
で
、
茅
で
屋
根
を
四
つ
の
形
に
し
て
作

っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
、
は
じ
め
て
人
間
ら
し
い
子
で
あ
っ
た
と
い
う

（
Ｃ
）。
豊
年
祭
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
順
に
巡
行
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
神
井
戸
が
存
在
す
る
。
Ａ
の
井
戸
が
ミ
シ
ク
ゲ
ー
で
あ
り
、
Ｃ
は
、

図 3　波照間島・ミシクゲー
（撮影者）毛利美穂、（撮影年）2012年



聖
泉
と
潮
に
み
る
祈
り
の
空
間

一
〇
七

フ
カ
集
落
の
ア
ー
ス
ク
ワ
ー
（
御
嶽
）
の
前
に
あ
る
井
戸
で
あ
る
。

　

Ａ
で
生
ま
れ
た
子
が
魚
で
あ
っ
た
理
由
と
し
て
、
海
と
の
距
離
が
関
係
す

る
だ
ろ
う
。
島
は
、
水
を
通
さ
な
い
泥
岩
の
地
層
の
上
に
、
透
水
性
の
琉
球

石
灰
岩
の
地
層
が
重
な
る
土
地
の
性
質
か
ら
、
降
っ
た
雨
は
、
石
灰
岩
層
を

通
り
抜
け
、
泥
岩
層
の
境
目
ま
で
降
り
、
泥
岩
層
の
地
形
に
沿
っ
て
地
下
水

と
し
て
流
れ
て
海
底
に
注
ぎ
込
む
。
そ
の
た
め
、
水
を
得
る
に
は
、
こ
の
泥

岩
層
ま
で
井
戸
を
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。
海
に
近
い
場
所
は
、
潮
位
の

影
響
を
受
け
や
す
く
、
海
水
が
混
じ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
真
水
を

得
る
た
め
に
は
海
か
ら
離
れ
て
お
り
、
か
つ
、
泥
岩
層
ま
で
掘
り
進
め
ら
れ

る
場
所
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
Ｃ
の
フ
カ
集
落
は
、
泥
岩
層
が
一
番
浅
く
、

井
戸
に
よ
り
容
易
に
水
が
得
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
た
め
、
他
の
集
落
に
先
駆

け
て
、
こ
の
よ
う
な
始
祖
創
世
神
話
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
え
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、

Ａ
は
海
の
領
域
に
あ
り
、
Ｃ
は
人
間
（
こ
の
世
）
の
領
域
に
あ
っ
た
と
考
え

る
と
、
Ａ
で
生
ま
れ
た
子
が
魚
で
あ
っ
た
理
由
も
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

豊
年
祭
は
ミ
シ
ク
ゲ
ー
か
ら
出
発
し
、
各
集
落
で
は
集
落
の
神
井
戸
の
水

を
汲
ん
で
神
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
、
豊
年
祭
が
、
海
か
ら
や
っ
て
き
た
来
訪

神
は
、
各
集
落
の
水
に
迎
え
ら
れ
て
島
を
巡
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、

豊
年
祭
と
い
う
祈
り
の
場
に
お
け
る
、
海
と
こ
の
世
と
い
う
空
間
構
造
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

波
照
間
島
の
豊
年
祭
に
お
け
る
海
と
の
距
離
感
と
水
の
扱
い
は
、
石
垣
島

白
保
の
豊
年
祭
で
も
確
認
で
き
る
。

　

明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
四
月
に
発
生
し
た
大
津
波
で
壊
滅
的
な
被
害
に

あ
っ
た
白
保
は
、
比
較
的
被
害
の
少
な
か
っ
た
波
照
間
島
か
ら
の
強
制
移
住

に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
波
照
間
御
嶽
を
は
じ
め
、
波
照
間
島

と
の
つ
な
が
り
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

　

白
保
・
嘉
手
苅
御
嶽
の
豊
年
祭
の
世
話
役
の
ひ
と
り
で
あ
る
Ａ
さ
ん
は
、

幼
い
こ
ろ
、
豊
年
祭
の
準
備
で
、
海
の
水
を
汲
み
、
山
か
ら
水
を
汲
ん
で
供

え
た
と
語
っ
て
く
れ
た）
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。
海
の
水
を
い
つ
汲
み
に
行
く
の
か
と
質
問
す
る
と
、

満
潮
の
時
だ
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
「（
満
潮
時
で
な
け
れ
ば
）
神
様
が
来
な

い
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
先
祖
が
波
照
間
島
か
ら
の
移
住
者
で
、
白
保
・
波
照

間
御
嶽
の
豊
年
祭
に
向
か
う
と
い
う
Ｎ
さ
ん
は
、
潮
が
満
ち
た
海
を
見
て
「
神

様
が
来
た
」
と
語
っ
た）

11
（

。

　

海
か
ら
の
来
訪
神
は
満
潮
に
の
っ
て
や
っ
て
来
る
た
め
、
御
嶽
で
は
、
海

の
水
と
山
の
水
を
用
意
し
て
神
を
迎
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
久
高
島
の
神
人
・

Ｍ
さ
ん
の
、
東
御
廻
り
の
祈
り
の
水
は
「
水
と
潮
が
合
わ
さ
ら
な
い
と
い
け

な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
一
度
、
御
新
下
り
の
祭
儀
を
確
認
し
て
み
る
。

　

親
川
で
御
水
撫
で
を
終
え
る
と
、
聞
得
大
君
は
再
び
「
与
那
古
浜
」
に
移

る
。「
与
那
古
浜
」
は
、『
式
次
第
』
で
は
「
与
那
久
浜
」、『
由
来
記
』
で
は

「
与
那
原
浜
」、『
日
記
』
に
は
「
与
那
古
浜
・
神
之
庭
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

『
日
記
』
は
、
こ
の
「
与
那
古
浜
神
之
庭
」
の
神
名
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。



一
〇
八

与
那
古
ば
ま
、
な
で
か
わ
の
御
す
じ
よ
き
の
は
ま
、
潮
で
る
わ
の
お
す

じ
し
ぢ
れ
は
ま
、
潮
は
な
づ
か
さ
御
筋
か
な
し

　

小
山
和
行
は
「
し
ぢ
れ
は
ま
（
し
ぢ
れ
浜
）」
を
「
す
で
る
浜
」
と
解
す）
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（

。

こ
の
説
は
、
与
那
古
浜
に
、
再
生
を
意
味
す
る
「
孵
で
る
」
の
語
義
を
内
包

さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
浜
を
神
女
の
復
活
儀
礼
と
密
接
な
聖
域
と
し
て
、
聞

得
大
君
の
御
新
下
り
祭
儀
と
の
不
可
分
な
関
係
を
見
出
し
て
お
り
、
示
唆
に

富
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
新
下
り
祭
儀
は
、
潮
と
と
も
に
や
っ
て

き
た
来
訪
神
の
力
を
、
親
川
の
聖
な
る
水
と
与
那
原
浜
の
潮
に
よ
っ
て
、
聞

得
大
君
の
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
祈
り
の
空
間
に
は
、
聖
泉
と
潮

が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
本
島
の
例
と
し
て
御
新
下
り
を
取
り
上
げ
た
た
め
、
検
討
範

囲
が
狭
く
な
っ
た
が
、
久
高
島
の
神
人
・
Ｍ
さ
ん
が
、
東
御
廻
り
の
祈
り
の

水
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

東
御
廻
り
は
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
渡
来
し
た
ア
マ
ミ
キ
ヨ
の
霊
地
を
巡

拝
す
る
行
事
、
つ
ま
り
来
訪
神
へ
の
祈
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
例
に
挙
げ
た

八
重
山
諸
島
の
豊
年
祭
も
ま
た
、
海
か
ら
や
っ
て
き
た
来
訪
神
を
迎
え
る
祭

儀
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
海
の
向
こ
う
か
ら
豊
穣
を
も
た

ら
す
神
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
り
、
豊
穣
を
祈
念
す
る
た
め
の
祈
り
の
空
間
に

は
、
神
を
と
り
ま
く
潮
と
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
水
（
聖
泉
）
を
共
に
用
意
す

る
必
要
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
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A study of the fountain well and seawater  
in a “place of prayer”

MOHRI Miho

� When� reading� the� origin� of� the� rituals,� the�mythical� spatial� structure� of�
the�next�world�and�this�one�start�to�make�sense.�Regarding�the�existence�that�
brings� abundance� to� the� community� as�well� as� the� occasional� disaster,�Nobuo�
Orikuchi� explained� using� the� concept� of� “marebito”�（=� visiting� God）．Abun-
dance�brought�by�visiting�gods� is� linked�to�the�authority�of�the�king� in�power�
and�the�“uaraori”�enthronement�ceremony�ritual�of�the�highest�goddess�of�the�
Ryukyu�Kingdom,�“Kikoe-no-oogimi”� is�understood�as�a�ceremonial�resurrection�
associated�with�agricultural�ceremonies.�Part�of� this�uaraori�pilgrimage� is�now�
established�as�“Agari�Umai”,� featuring�the�footprints�of�the�creative�God�Ama-
mikiyo�who�came�from�utopia,� the�Nirai-Kanai.
� Water�plays� a�key� role� in� accepting�God.�Mrs.�M,� the�Sherman�of�Kuda-
kajima,� holds� that� the� water� in� the� eastward� prayer� must� have� “water� and�
seawater� combined”.� Conventionally,� apotheosis� toward� water� or� the� sea� has�
been� pointed� out.� Even� during� the� harvest� festivals� of� the� Yaeyama� Island�
archipelago,�“water�and�seawater”�are�combined.�However,� from�a�conventional�
perspective,� the� inevitability� of� combining� “water� and� seawater”� cannot� be�
found.
� In� this� article,� I� cite� examples� including�Uaraori� of� the�Main� Island� and�
the�Harvest�Festival�of�the�Yaeyama�Islands�and�discuss�aspects�ranging�from�
the� relationship� between� Seisen� and� seawater� to� a� place� of� prayer� from� the�
perspective� of� the� existence� of� visiting� gods,� as� a� common� point� of� both�
rituals.

キーワード：�聖泉（holy�fountain）、潮（seawater）、沖縄の儀礼（ritual�of�
Okinawa）、祈りの場（place�of�prayer）


