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◆ キーワード　奄美／ユタ／成巫過程／祝詞群／創世神話

奄
美
・
沖
縄
の
民
間
説
話
研
究
の
回
顧
と
展
望

―
私
的
回
想
な
ど
を
中
心
に
―

山 

下　

欣 

一

（
一
）
は
じ
め
に

　

奄
美
・
沖
縄
の
民
間
説
話
研
究
の
現
状
は
、
わ
が
国
南
方
海
上
に
散
在

す
る
島
々
の
全
地
域
か
ら
の
資
料
化
が
ま
だ
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ

カ
バ
ー
で
き
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
進
展
に

伴
い
、
多
く
の
比
較
研
究
も
活
発
に
発
表
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
勘
案
し
な
が
ら
、
本
地
域
に
お
け
る
研
究
の
回
顧
と

展
望
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
若
干
の
私
的
な
体
験
と
そ
れ

ら
の
回
顧
を
主
と
し
て
交
え
な
が
ら
、奄
美
の
ユ
タ
の
呪
詞
と
の
遭
遇
か
ら
、

民
間
説
話
群
と
の
比
較
研
究
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）
出
発

　

私
た
ち
の
世
代
は
、
戦
中
派
と
呼
ば
れ
、
長
く
日
本
社
会
に
お
け
る
主

流
派
を
占
め
て
い
た
が
、
二
〇
一
〇
年
の
現
在
、
全
く
の
少
数
派
に
な
っ

て
い
る
現
状
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
思
春
期
を
徹
底
し
た
軍
国
主
義
的
教

育
を
受
け
、
連
日
、
軍
事
教
練
、
奉
仕
作
業
な
ど
に
明
け
暮
れ
、
教
室
で

の
学
習
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
突
然
の

終
戦
と
な
り
、
周
辺
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
で
、
焼
け
野
原
に
な
り
、
日
々

の
食
糧
の
調
達
に
も
事
欠
く
状
態
で
、
さ
ら
に
は
、
今
ま
で
の
指
導
を
転

換
し
て
教
壇
の
教
師
た
ち
は
、
平
然
と
し
て
軍
国
主
義
を
非
難
し
、
民
主

主
義
、
人
権
尊
重
を
説
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
混
乱
は
極
ま
れ
り
と
い

う
の
が
、
私
た
ち
を
取
り
ま
く
情
勢
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
状
況
で
、
自
分
を
失
し
な
い
で
い
る
た
め
に
は
、
確
固
た
る

自
己
確
認
の
作
業
を
始
め
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
代
の
若
者
た
ち
の
課

題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
、
私
自
身
の
生
地
で
あ
る
奄
美
へ

の
回
想
、
回
帰
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
三
）
偏
見

　

考
え
て
み
る
と
、
奄
美
大
島
で
生
を
受
け
た
私
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
、

育
っ
た
奄
美
の
山
野
、
そ
し
て
奄
美
の
人
々
、
生
活
、
そ
し
て
、
そ
こ
で

展
開
す
る
歳
時
習
俗
、
な
つ
か
し
い
方
言
な
ど
を
想
起
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
、
や
は
り
、
私
の
母
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
民
間
の
巫
者
ユ
タ
が
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想
起
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ユ
タ
は
、現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
人
々

の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
続
け
て
い
る
点
を
確
認

し
、
果
し
て
、
ユ
タ
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
か
ら
始

め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
奄
美
の
研
究
を
し
て
い
る
先
学
の
人
々
に
聞

い
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
識
者
は
、
あ
の
よ
う
な
迷
信
は
、
奄
美
の
恥

辱
で
あ
る
と
非
難
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
に
は
驚
い
た
記
憶
が
鮮
明
で

あ
る
。
反
面
、
考
え
て
み
る
と
、
奄
美
の
人
々
は
、
正
月
に
は
、
そ
の
一

年
の
運
勢
を
判
断
し
て
も
ら
う
た
め
に
ユ
タ
の
家
を
訪
ね
、
体
調
不
良
の

時
な
ど
病
院
へ
行
く
が
、
ま
た
ユ
タ
の
家
を
訪
ね
て
い
る
の
が
日
常
生
活

に
織
り
こ
ま
れ
て
い
た
現
実
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
私
の
母
も
病
弱
の
た

め
ユ
タ
に
な
り
、
奄
美
大
島
の
首
邑
で
も
っ
と
も
高
名
の
ユ
タ
の
信
者
の

一
人
で
あ
り
、
本
人
も
神
拝
み
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

日
常
的
に
ユ
タ
の
家
を
母
親
と
と
も
に
訪
ね
る
こ
と
が
習
慣
に
な
っ
て
い

た
の
で
、
奄
美
の
人
々
に
と
っ
て
ユ
タ
が
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か

を
知
っ
て
い
た
。
奄
美
の
有
識
者
た
ち
の
ユ
タ
排
撃
の
態
度
と
蔑
視
に
は
、

奄
美
の
人
々
の
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
目
を
そ
ら
し
、
偏
見
か
ら
の
み
の

視
点
で
、
こ
れ
を
排
撃
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
、
反
発
を
、
強
く
覚
え
た

の
で
あ
る
。
私
の
奄
美
を
知
る
こ
と
へ
の
歩
み
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
、「
ユ

タ
」
と
は
、
な
に
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
ユ
タ
の
実
態

　
「
ユ
タ
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
、
学
問
的
動
機
と
か
、
崇

高
な
立
場
か
ら
で
も
な
く
、
私
的
な
関
心
と
い
う
立
場
か
ら
で
あ
っ
た
。

私
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
動
機
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
ユ
タ
の
実
態
を
知
り
た
い
と
い
う
調
査
を
、
ま

ず
は
奄
美
の
名
瀬
（
現
奄
美
市
）
に
お
い
て
着
手
し
た
が
、
多
く
の
困
難

に
逢
着
し
た
。

　

二
、三
の
知
人
の
紹
介
で
ユ
タ
の
家
を
訪
ね
て
も
不
在
、
病
気
な
ど
の

理
由
で
婉
曲
に
断
わ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
戦
前
に
お

け
る
官
憲
の
弾
圧
の
記
憶
が
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た

共
通
語
を
自
由
に
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

困
難
を
少
し
ず
つ
消
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
、
奄
美
大
島
の
ユ
タ
の
実
態
を

把
握
し
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
ユ
タ
の
呪
詞

　

今
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
調
査
行
に
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
私
に
、
奄
美
の
ユ
タ
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ

る
動
機
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
年
の
盛
夏
、
名
瀬
に
お
い
て
、
高
名
な
男
ユ

タ
を
紹
介
さ
れ
、
訪
ね
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
急
な
階
段
を
登
り
つ
め
た
狭

い
空
間
に
、
早
朝
か
ら
多
く
の
客
が
、
文
字
通
り
、
膝
つ
き
あ
わ
せ
て
座
っ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
な
に
も
な
く
、
次
か
ら
次
へ
と
ユ

タ
は
、
客
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
判
断
を
下
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
場
所
で
、
そ
の
ユ
タ
は
、
私
の
質
問
に
答
え
る
の
が
面
倒
く
さ
く
な
っ

た
の
か
、
あ
な
た
へ
の
回
答
は
、
こ
の
呪
詞
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
、

神
棚
に
向
っ
て
、
音
吐
朗
々
と
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」（
思
松
金
）
と
い
う

呪
詞
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
奄
美
の
民
謡
で
あ
る
「
シ
マ
ウ
タ
」
と
節
も
リ
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ズ
ム
も
相
違
し
、
対
語
・
対
句
を
重
ね
つ
つ
叙
事
を
重
ね
て
い
く
、
古
琉
球

の
古
い
歌
謡
に
共
通
す
る
要
素
を
持
つ
叙
事
歌
謡
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
男
ユ
タ
の
出
自
は
、
名
瀬
近
郊
で
あ
り
、
こ
の
呪
詞
は
、
夢
に
出

て
き
た
白
髪
の
老
翁
が
教
示
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
初
め

は
、
先
輩
の
ユ
タ
の
呪
詞
を
聞
い
た
り
、
親
ユ
タ
（
ユ
タ
に
成
巫
す
る
の

を
指
導
す
る
ユ
タ
）
の
教
示
な
ど
で
自
然
に
修
得
し
た
ら
し
い
の
で
あ
っ

た
。
狭
い
空
間
に
、
神
殿
に
供
え
て
あ
る
も
う
も
う
た
る
線
香
の
煙
、
き

ら
め
く
ろ
う
そ
く
の
灯
、
鉢
巻
き
を
し
て
、
手
に
は
ス
ス
キ
を
振
り
回
し

な
が
ら
、
呪
詞
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」
を
唱
え
る
奄
美
の
男
ユ
タ
の
姿
に
、

深
い
感
動
を
覚
え
た
の
で
あ
っ
た
。こ
の
男
ユ
タ
に
よ
る
と
、こ
の
呪
詞「
オ

モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」
の
内
容
に
、
奄
美
の
ユ
タ
の
問
題
は
、
す
べ
て
が
内
包

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
ユ
タ
が
話
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
六
）
呪
詞
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」

　
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」
は
「
思
松
金
」
と
も
書
く
、
絶
世
の
美
女
で
あ

る
と
さ
れ
、
毎
日
部
屋
に
こ
も
っ
て
機
織
り
を
し
て
い
た
。
す
る
と
、
あ

る
日
の
朝
、
東
の
川
で
小
用
を
し
て
い
る
と
、
体
全
体
が
日
の
光
に
照
ら

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
な
ら
ず
し
て
お
腹
が
大
き
く
な
り

だ
し
た
の
で
あ
る
。
思
松
金
の
両
親
は
、
思
松
金
に
き
び
し
く
相
手
を
告

白
す
る
よ
う
に
強
要
す
る
が
、
覚
え
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
、
ユ
タ
を

頼
ん
で
占
い
を
さ
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
。

　
「
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
が
九
ヶ
月
で
生
ま
れ
る
と
鬼
の
子
。

　
　

十
ヶ
月
で
生
ま
れ
る
と
人
の
子
。

　
　

十
二
ヶ
月
で
生
ま
れ
る
と
神
の
子
」
と
い
う
。

　

月
満
ち
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、
十
二
ヶ
月
で
生
ま
れ
た
神
の
子
で

あ
っ
た
。
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ
と
名
づ
け
た
。
こ
の
神
の
子
は
、
生
ま
れ
て
、

す
ぐ
に
木
戸
遊
び
（
家
か
ら
外
に
出
て
遊
ぶ
こ
と
）
を
し
た
。
そ
う
し
て

い
る
と
、こ
こ
を
支
配
し
て
い
る
「
按
司
ガ
ナ
シ
」（
殿
様
）
の
子
ど
も
が
、

い
ろ
い
ろ
な
競
争
を
挑
ん
で
き
た
。
ま
ず
は
、
弓
競
べ
で
あ
っ
た
が
、
按

司
ガ
ナ
シ
の
子
ど
も
は
立
派
な
弓
と
矢
を
持
っ
て
い
る
が
、
カ
ネ
ノ
マ
タ

ラ
ベ
は
な
い
の
で
、
家
に
帰
り
、
母
親
の
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
に
訴
え
る
と
、

機
織
と
そ
の
部
品
か
ら
、
弓
と
矢
を
造
っ
て
与
え
る
。
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ

の
矢
は
天
高
く
飛
ん
で
い
き
、
按
司
ガ
ナ
シ
の
子
ど
も
を
打
ち
負
か
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
按
司
ガ
ナ
シ
の
子
ど
も
の
い
ろ
い
ろ
な
挑
戦
に
オ
モ
イ

マ
ツ
ガ
ネ
の
援
助
で
勝
つ
が
、
一
番
最
後
に
、
父
親
競
べ
を
し
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ
は
、
ま
た
、
母
親
に
「
自
分
の
父
親

は
誰
だ
」と
た
ず
ね
る
。
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
は
、天
に
輝
く
太
陽
を
指
さ
し
、

父
親
に
会
っ
て
き
な
さ
い
と
話
し
、
門
に
線
香
を
立
て
、
線
香
の
煙
を
た

ど
っ
て
、
天
に
の
ぼ
る
。
天
の
入
口
の
番
人
や
竜
の
牧
、
暴
れ
馬
の
牧
な

ど
の
数
々
の
試
練
を
通
り
抜
け
て
、
最
後
に
、
父
親
で
あ
る
太
陽
に
会
う

こ
と
が
で
き
る
。
父
で
あ
る
太
陽
は
、
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ
の
爪
と
自
分
の

爪
を
比
較
し
て
、
自
分
の
子
で
あ
る
と
認
め
る
。

　

そ
し
て
、
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ
に
お
前
は
半
分
神
の
血
、
半
分
は
人
の
血

を
受
け
て
生
ま
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
暮
し
て
は
い
け
な
い
。
地
上
に
も
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ど
り
、
母
と
と
も
に
人
助
け
す
る
よ
う
に
と
話
す
。
カ
ネ
ノ
マ
タ
ラ
ベ
は
、

天
か
ら
馬
に
乗
り
、
ス
ス
キ
を
手
に
下
っ
て
き
て
、
ユ
タ
の
祖
に
な
っ
た

と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
高
膳
に
米
を
盛
り
、
祭
り
、
人
助
け
を

し
な
さ
い
と
話
し
、
高
膳
の
四
隅
を
切
り
取
り
、
箸
に
し
御
飯
を
食
べ
る

よ
う
に
し
な
さ
い
と
い
う
教
え
を
授
け
て
、
地
上
に
帰
し
た
と
い
う
。

（
七
）
奄
美
の
ユ
タ
と
成
巫

　

ユ
タ
は
、
こ
の
呪
詞
を
神
拝
み
の
時
に
一
種
の
節
を
つ
け
て
声
高
ら
か

に
唱
え
る
と
い
う
か
、
歌
い
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
叙
事
詩
は
、
古
琉

球
の
呪
詞
群
と
共
通
し
、
対
語
、
対
句
を
重
ね
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
叙

事
を
展
開
す
る
形
式
で
、
最
初
に
聞
い
た
時
は
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
奄
美
の
研
究
者
の
手
持
ち
の
資
料
を
集
大

成
し
た
田
畑
英
勝
、亀
井
勝
信
、外
間
守
善
編
『
南
島
歌
謡
大
成　

奄
美
編
』

（
一
九
七
九
）
に
は
、こ
こ
に
提
示
し
た
呪
詞
群
と
類
型
を
示
す
呪
詞
群
が
、

形
式
、
内
容
は
不
同
で
あ
る
が
集
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ユ

タ
の
唱
え
る
呪
詞
群
を
検
討
す
る
必
要
性
を
痛
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（
1
） 

ユ
タ
の
成
巫
過
程
は
、
定
型
的
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
儀
礼
の
過
程
に
お
い
て
、
ユ
タ
は
自
分
の
拝
む
べ
き
守
護

神
を
決
定
す
る
。

（
3
） 「
神
が
か
り
」
す
る
経
過
で
指
導
す
る
親
ユ
タ
が
本
人
の
拝
む
べ

き
神
を
決
定
す
る
。

（
4
） 

神
が
か
り
の
時
に
一
種
の
憑
依
状
態
に
入
り
、
ま
た
回
復
す
る

と
い
う
経
過
を
自
得
す
る
。

（
5
） 

ユ
タ
の
唱
え
る
叙
事
的
呪
詞
を
う
た
い
あ
げ
て
い
く
こ
と
を
す

る
。

（
6
） 

た
と
え
ば
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」
の
叙
事
詞
を
指
導
し
て
く
れ

る
親
ユ
タ
に
な
ら
い
、
う
た
う
こ
と
を
す
る
。

（
7
） 

こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
経
験
を
持
ち
、
予
知
的
能
力
（
幻
視
、
幻

聴
な
ど
）
を
も
漸
次
自
得
し
て
い
く
こ
と
を
す
る
。

　

そ
の
他
の
多
く
の
付
随
す
る
儀
礼
に
つ
い
て
も
神
拝
み
を
通
じ
て
自
得

し
て
い
き
、
能
力
の
あ
る
新
巫
（
ミ
ー
ユ
タ
）
に
な
り
、
卜
占
な
ど
を
通

じ
て
、
職
業
的
に
自
立
す
る
。
し
か
し
、
大
部
分
の
人
た
ち
は
、
自
分
の

病
苦
か
ら
の
本
復
に
よ
り
儀
礼
を
終
り
、
後
は
、
親
ユ
タ
の
も
と
へ
通
う

こ
と
を
す
る
。
い
う
な
ら
ば
個
人
的
な
病
苦
か
ら
回
復
す
る
段
階
で
、
後

は
神
拝
み
を
す
る
の
に
親
ユ
タ
の
も
と
へ
と
通
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ユ
タ
は
、
個
人
的
原
因
（
動
機
）
か
ら
の
出

発
で
、
そ
の
理
由
の
多
く
は
病
苦
な
ど
が
原
因
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
医

療
な
ど
の
効
果
が
な
く
回
復
し
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

病
苦
か
ら
の
解
放
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ユ
タ
へ
の
信
仰
が
深
ま
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
八
）
ユ
タ
の
存
在
と
排
撃

　

奄
美
大
島
に
お
け
る
ユ
タ
へ
の
面
接
調
査
に
よ
っ
て
、
以
上
あ
げ
た
よ
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う
な
検
討
に
よ
り
、
ほ
ぼ
、
こ
の
調
査
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。

　

奄
美
の
島
々
に
は
、
多
く
の
村
落
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
居
住
し
、
活
躍
し

て
い
る
ユ
タ
の
調
査
を
継
続
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
民
俗
学
会
な
ど

に
加
入
し
て
、
奄
美
の
ユ
タ
の
実
態
を
機
会
を
得
て
発
表
し
て
い
く
よ
う
に

し
た
。
し
か
し
、
奄
美
諸
島
と
い
っ
て
も
、
五
島
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

特
長
を
備
え
た
島
々
で
あ
り
、
方
言
を
各
島
々
で
話
す
が
、
こ
れ
ら
も
悉
皆

調
査
を
志
ざ
す
者
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
ユ
タ
な
ど
と
い

う
近
代
ま
で
、
迷
信
邪
教
と
し
て
排
除
す
る
警
察
か
ら
の
指
導
、
方
言
使
用

禁
止
な
ど
に
よ
り
、
大
和
化
（
日
本
本
土
化
）
を
目
指
す
教
育
当
局
者
に
よ

る
指
示
な
ど
に
よ
っ
て
、ユ
タ
な
ど
は
全
く
の
迷
信
邪
教
と
し
て
弾
圧
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
奄
美
の
民
俗
社
会
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
歴
史
が
あ
り
、
こ
れ
ら

を
秘
匿
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
長
い
間
、

ユ
タ
に
は
照
明
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
迷
信
邪
教
と
し
て
排
撃

さ
れ
、
官
憲
の
弾
圧
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
九
）
呪
詞
の
解
明

　

こ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
ユ
タ
の
実
態
を
、
奄
美
大
島
、
か
け
ろ
ま
島
、

与
路
島
の
調
査
を
終
了
し
、
そ
の
報
告
を
『
民
俗
研
究
』
一
号
（
鹿
児
島

民
俗
学
会
・
季
刊
）
に
発
表
し
、
喜
界
島
の
ユ
タ
に
つ
い
て
は
、
成
城
大

学
で
開
催
さ
れ
た
第
十
九
回
日
本
民
俗
学
会
年
会
（
一
九
六
七
年
）
な
ど

に
お
い
て
逐
次
、発
表
し
て
い
っ
た
。
そ
の
間
、関
敬
吾
氏
、谷
川
健
一
氏
、

大
林
太
良
氏
、
馬
渕
東
一
氏
な
ど
の
知
己
を
得
て
、
指
導
・
助
言
を
得
た

こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
特
に
、
私
の
関
心
は
ユ

タ
が
吟
唱
す
る
叙
事
的
な
歌
謡
な
ど
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
線
香

が
煙
り
、
ろ
う
そ
く
の
灯
が
ゆ
ら
め
く
狭
い
部
屋
の
神
殿
を
前
に
、
声
高

ら
か
に
唄
い
あ
げ
る
呪
詞
「
オ
モ
イ
マ
ツ
ガ
ネ
」
の
解
明
に
集
中
し
た
。

そ
れ
は
「
物
語
」
で
あ
り
、
節
と
リ
ズ
ム
を
保
持
す
る
歌
謡
で
も
あ
っ
た
。

口
頭
伝
承
で
あ
る
た
め
、
対
語
、
対
句
も
、
乱
調
に
な
っ
て
い
る
が
、
沖

縄
の
「
オ
モ
ロ
」
及
び
沖
縄
の
離
島
な
ど
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
祭
式
歌
謡

な
ど
の
資
料
化
が
進
み
、
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
を
参
照

し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
琉
球
大
学
で
も
「
お

も
ろ
さ
う
し
」
を
中
心
に
し
た
研
究
も
池
宮
正
治
氏
、
関
根
賢
司
氏
な
ど

の
研
究
者
を
中
心
に
若
い
研
究
者
が
輩
出
し
て
い
く
状
況
に
あ
っ
た
の
は

幸
い
で
あ
っ
た
。

（
十
）
古
歌
謡
の
研
究

　

こ
の
よ
う
な
研
究
態
勢
の
深
化
と
と
も
に
、
島
尾
敏
雄
氏
の
研
究
者
で

も
あ
っ
た
関
根
賢
司
夫
妻
の
紹
介
で
、
奄
美
の
詩
人
藤
井
令
一
氏
の
『
シ

ル
エ
ッ
ト
の
島
』（
思
潮
社
、一
九
七
六
）
な
ど
を
介
し
て
、藤
井
貞
和
氏
、

古
橋
信
孝
氏
な
ど
新
進
気
鋭
の
国
文
学
者
の
南
島
の
古
歌
謡
、
沖
縄
に
お

け
る
祭
式
歌
謡
へ
の
注
目
と
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
視
野
は
、

逐
次
、
奄
美
へ
と
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
戦
前
か
ら
沖
縄
の

オ
モ
ロ
を
主
題
に
し
た
研
究
論
文
を
発
表
し
て
い
た
小
野
重
朗
氏
（
当
時

鹿
児
島
市
在
住
）
も
研
究
活
動
を
再
開
し
て
い
た
。
当
然
、
奄
美
の
古
歌

謡
群
も
視
野
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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（
十
一
）
民
間
調
査
の
開
始
―
研
究
の
黎
明

　

一
九
四
六
年
盛
夏
、
福
田
晃
氏
（
立
命
館
大
学
）・
岩
瀬
博
氏
（
大
谷
女

子
大
学
）
の
指
導
す
る
民
間
説
話
の
調
査
が
開
始
さ
れ
た
。
不
便
な
宿
泊
、

交
通
関
係
、
ま
た
琉
球
方
言
の
世
界
へ
の
探
訪
の
困
難
性
を
克
服
し
、
多
く

の
業
績
と
昔
話
集
を
刊
行
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
会

の
基
盤
を
作
り
、
現
在
も
活
発
に
活
躍
し
て
い
る
。
真
下
厚
氏
（
立
命
館

大
学
）、
松
本
孝
三
氏
、
原
田
信
之
氏
（
新
見
短
大
）
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の

中
心
で
あ
り
、
多
く
の
業
績
を
あ
げ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
期
を

一
に
し
て
遠
藤
庄
治
氏
（
沖
縄
国
際
大
学
）
の
指
導
す
る
学
生
諸
君
の
調

査
も
始
ま
り
、
主
と
し
て
、
沖
縄
の
市
町
村
の
昔
話
集
の
編
纂
作
業
を
行

な
い
、
ほ
ぼ
沖
縄
各
地
の
市
町
村
の
昔
話
集
の
刊
行
を
み
て
い
る
。
ま
た
、

特
記
す
べ
き
は
、
福
田
晃
氏
（
立
命
館
大
学
）、
岩
瀬
博
氏
（
大
谷
女
子
大

学
）
は
、調
査
と
平
行
し
て
研
究
会
を
開
催
し
研
究
会
報
を
刊
行
し
て
き
た
。

二
〇
〇
一
年
に
本
研
究
会
は
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
会
と
し
て
発
足
す
る
こ

と
に
な
り
、
現
在
で
は
、
事
務
局
を
沖
縄
国
際
大
学
に
お
い
て
、
毎
年
学

会
を
開
催
し
、『
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
』
を
刊
行
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

戦
前
で
は
、
沖
縄
に
お
い
て
は
佐
喜
眞
興
英
『
南
島
説
話
』（
一
九
二
二
年
）

が
あ
る
の
み
で
、
奄
美
で
は
、
岩
倉
市
郎
『
沖
永
良
部
島
昔
話
』（
一
九
四
〇

年
）、『
喜
界
島
昔
話
』（
一
九
四
三
年
）
な
ど
が
あ
る
程
度
で
あ
っ
た
し
、

戦
後
に
は
田
畑
英
勝
『
奄
美
大
島
昔
話
集
』（
一
九
五
四
年
）
が
刊
行
さ
れ

て
い
た
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
調
査
は
、
画
期
的
で
あ
り
、
か
つ

継
続
的
で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
、
福
田
晃
氏
、
岩
瀬
博
氏
な
ど
の
継
続
的
か

つ
不
屈
の
意
志
に
よ
る
成
果
は
驚
嘆
に
値
す
る
と
い
っ
て
い
い
。

（
十
二
）
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
に
て

　

ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
ス
テ
ィ
ー
ス
・
ト
ン
プ
ス
ン
教
授

の
「
民
俗
研
究
の
歩
み
」
に
つ
い
て
の
論
文
を
た
ま
た
ま
鹿
児
島
県
立
図

書
館
に
併
置
さ
れ
て
い
た
「
ア
メ
リ
カ
読
書
室
」
で
目
に
し
た
『
今
日
の

人
類
学
Ⅹ
Ⅴ
・
シ
カ
ゴ　

一
九
五
二
』
で
読
ん
だ
の
で
『
鹿
児
島
民
俗
』

10
号
・
11
号
（
一
九
五
六
年
）
に
抄
訳
で
紹
介
し
、
ビ
・
エ
イ
・
ボ
ト
キ

ン
の
著
書
も
ま
た
『
鹿
児
島
民
俗
』
23
号
（
一
九
六
二
年
）
な
ど
で
も

言
及
し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
頃
に
、
こ
の
ア
メ
リ

カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
で
ス
テ
ィ
ー
ス
・
ト
ン
プ
ス
ン
教
授
の
も
と
に

留
学
し
て
い
た
荒
木
博
之
氏
が
鹿
児
島
大
学
に
転
勤
し
て
き
た
の
に
偶
然

鹿
児
島
民
俗
学
会
の
席
上
で
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
私
の
後

半
生
に
お
い
て
誠
に
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
で
あ
り
、
こ
の
出
会

い
は
、
私
の
後
半
生
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
荒
木
氏

は
、
英
語
に
つ
い
て
の
天
才
的
な
能
力
を
持
つ
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
る
の
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
人
で
も
あ
っ

た
。
一
九
六
六
年
六
月
に
第
一
回
ア
ジ
ア
民
俗
学
会
が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
で
開
催
さ
れ
、
私
も
荒
木
博
之
氏
の
紹
介
で
参
加
を
許
さ

れ
「
奄
美
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
フ
ィ
ル
ム
映
写
を
中
心
に
研
究
発
表
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
荒
木
博
之
氏
は
「
薩
摩
盲
僧
」
の
発
表
で
あ
っ
た
。
学
会

は
一
週
間
に
及
び
、
学
会
後
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
民
俗
学
研
究
所
主

催
の
夏
季
セ
ミ
ス
タ
ー
を
受
講
し
た
。
こ
の
時
に
デ
ー
グ
女
史
の
民
俗
学
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方
法
論
を
取
っ
た
が
、
最
初
に
読
ま
さ
れ
た
の
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
西

太
平
洋
の
航
海
者
た
ち
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
は
、
若
干
の
違
和
感

が
あ
っ
た
が
、
現
在
時
点
で
考
え
て
み
る
と
、
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
の

交
換
論
な
ど
の
出
発
点
に
な
る
「
ク
ラ
」
に
つ
い
て
の
記
述
な
ど
の
理
解

の
基
盤
に
な
る
文
献
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ

大
学
の
図
書
館
に
は
、
主
任
教
授
で
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
ム
・
ド
ー
ソ

ン
氏
が
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
交
換
教
授
で
東
京
大
学
に
留
学
中
に
東
京
で
入
手

さ
れ
た
日
本
民
俗
学
関
係
の
文
献
が
、
ほ
と
ん
ど
網
羅
的
に
整
備
さ
れ
て

お
り
、『
旅
と
伝
説
』
な
ど
全
巻
に
初
め
て
目
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

こ
の
図
書
館
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
奄
美
・
喜
界
島
出
身
の
岩
倉
市
郎
氏

の
業
績
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
こ
の
図
書
館
で
あ
っ
た
。

　

齢
不
惑
を
過
ぎ
た
頃
で
あ
っ
た
の
も
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
図
書
館
で
の
文
献
調
査
に
つ
い
て
は
、
後
年
、
大
日
本

絵
画
巧
芸
美
術
株
式
会
社
か
ら
『
ア
ジ
ア
の
民
話
』（
全
十
二
巻
）
を
関

敬
吾
・
荒
木
博
之
・
山
下
欣
一
共
編
で
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、

こ
の
図
書
館
を
基
盤
に
し
た
の
で
思
い
出
多
い
図
書
館
と
な
っ
て
い
る
。

　

忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
に
、
私
ど
も
の
滞
在
の
年
一
九
六
六
年
は
、

レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
の
著
作
が
英
訳
で
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行

さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。『
悲
し
き
熱
帯
』
は
残
念
な
が
ら
抄
訳
で
あ
っ

た
が
、『
野
生
の
思
考
』
は
全
訳
で
あ
っ
た
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
、
民
間
説
話
研
究
の
メ
ッ
カ
で
あ
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
大
学
で
は
、
ス
テ
ィ
ー
ス
・
ト
ン
プ
ス
ン
の
『
民
間
説
話
』・『
民
間
説

話
の
タ
イ
プ
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』・『
民
間
説
話
の
モ
チ
ー
フ
・
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
』
六
巻
本
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
研
究
の
三
種
の
神
器
と
呼
ん
で
い
た
。

こ
の
中
『
民
間
説
話
』
に
つ
い
て
は
、『
民
間
説
話
―
理
論
と
展
開
』（
荒

木
博
之
・
石
原
綏
代
訳
）
で
社
会
思
想
社
か
ら
現
代
教
養
文
庫
と
し
て
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
的
背
景
は
北
欧
を
中
心
に
し
た
民
間
説
話
の

比
較
研
究
と
そ
の
分
布
と
発
生
し
た
地
点
を
想
定
す
る
研
究
と
に
集
中
さ

れ
、
主
流
に
な
っ
て
い
た
。

　

ス
テ
ィ
ー
ス
・
ト
ン
プ
ス
ン
や
ド
ー
ソ
ン
の
指
導
を
受
け
た
ア
ラ
ン
・

ダ
ン
デ
ス
は
、
ロ
シ
ヤ
の
プ
ロ
ッ
プ
の
『
昔
話
の
形
態
学
』
な
ど
を
参
考

に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
話
の
構
造
論
的
研
究
を
博
士
論
文
と

し
て
提
出
し
、
弱
冠
二
四
歳
で
博
士
号
を
得
た
俊
秀
で
あ
っ
た
。
私
な
ど

が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
を
訪
ね
た
時
は
、
そ
の
余
波
は
、
ま

だ
つ
づ
い
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
六
六
年
に
は
、
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー

ス
の
著
作
『
野
生
の
思
考
』
や
『
悲
し
き
熱
帯
』
が
英
訳
刊
行
さ
れ
た

年
で
も
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
『
悲
し
き
熱
帯
』
は
部
分
英
訳
で
あ
り
、

二
〇
一
〇
年
刊
に
全
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
『
野
生

の
思
考
』
は
全
英
訳
で
、
シ
カ
ゴ
大
学
出
版
局
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
本
の
表
紙
に
は
赤
い
円
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
、
秘
か
に
日
の
丸
本

と
呼
び
、
持
ち
歩
く
の
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

本
を
読
ん
で
い
く
と
、
五
頁
に
沖
縄
の
石
垣
島
の
川
平
の
こ
と
が
引
用
さ

れ
て
い
る
の
に
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
を
占
領
す
る
と

同
時
に
奄
美
、
沖
縄
本
島
、
八
重
山
な
ど
の
文
化
人
類
学
的
調
査
を
実
施

し
、
Ａ
・
Ｈ
・
ス
ミ
ス
は
八
重
山
・
石
垣
島
の
川
平
を
調
査
し
て
、
そ
の

報
告
に
、
こ
の
川
平
の
人
々
は
子
ど
も
た
ち
で
さ
え
、
木
の
種
類
や
断
片
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か
ら
こ
れ
ら
を
男
性
、
女
性
と
に
分
け
て
、
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

魚
類
・
貝
類
も
同
じ
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。（
日
本
語
訳
は
「
琉
球
列
島
」

と
訳
し
て
い
る
が
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
新
版
で
も
「T

yukyu

」
と
誤
訳
の

ま
ま
で
あ
る
。）
こ
の
こ
と
は
、
若
く
し
て
、
奄
美
大
島
・
か
け
ろ
ま
島

で
非
業
の
事
故
の
た
め
前
途
あ
る
生
涯
を
閉
じ
た
玉
置
和
夫
氏
（
東
大
大

学
院
生
）
の
八
重
山
の
新
城
島
の
人
々
が
、
島
の
植
物
二
〇
一
種
の
う
ち

九
七
種
の
利
用
可
能
な
植
物
を
認
知
し
て
い
る
と
い
う
報
告
を
想
起
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
認
識
人
類
学
の
業
績
を
想
起
さ
せ
、
伊
波
普
猷

の
初
期
の
論
考「
小
さ
き
蟹
の
歌
」な
ど
に
示
さ
れ
た
八
重
山
地
方
の
人
々

の
認
識
、
そ
し
て
、
文
化
人
類
学
者
松
井
健
氏
な
ど
の
研
究
と
連
な
る
こ

と
を
感
じ
た
。
い
う
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
南
の
島
の
人
々
の
民
俗
知
識
へ

の
探
求
と
認
識
の
必
要
性
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
仲
原
善
忠
氏
は
久
米

島
出
身
の
研
究
者
で
あ
っ
た
が
、
仲
原
氏
は
成
城
学
園
に
勤
務
し
て
い
た

関
係
か
ら
も
柳
田
國
男
邸
へ
参
上
し
、
散
歩
に
も
同
道
し
て
い
た
と
い
う

が
、
そ
の
途
上
、
柳
田
國
男
氏
か
ら
野
草
を
ス
テ
ッ
キ
で
指
さ
し
て
、
こ

の
野
草
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
か
と
質
問
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
答
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
負
け
ん
気
の
仲
原
氏
は
、
野
草
の
名
前

は
知
ら
な
い
が
、
こ
の
草
は
山
羊
に
食
べ
さ
せ
て
い
い
か
ど
う
か
は
分
る

と
、
敢
然
と
し
て
答
え
ら
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
し
て
い
た
。

比
較
研
究
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
南
の
島
の
人
々
の
生
活
に
即

し
た
「
民
俗
知
識
」
へ
の
関
心
も
重
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
奄
美
の
島
々
の
再
訪
を
試
み
、
ユ
タ
と
の
面
接
調
査

を
丹
念
に
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
十
三
）
民
間
神
話
と
の
遭
遇

　

沖
永
良
部
島
は
、
す
で
に
岩
倉
市
郎
氏
が
戦
前
の
一
九
三
六
年
五
月
に

昔
話
調
査
の
た
め
に
来
島
し
、
速
記
を
応
用
し
て
採
話
し
、『
沖
永
良
部

島
昔
話
』（
民
間
伝
承
の
会
）
を
一
九
四
〇
年
に
刊
行
し
て
い
る
。
岩
倉

市
郎
氏
の
沖
永
良
部
島
の
昔
話
調
査
は
一
九
三
六
年
五
月
十
六
日
沖
永
良

部
島
和
泊
に
到
着
、
調
査
は
、
ま
ず
方
言
を
聞
く
こ
と
か
ら
着
手
し
て
い

る
。
実
際
に
話
者
に
会
い
採
話
し
た
の
は
五
月
十
九
日
午
後
で
あ
っ
た
。

沖
永
良
部
島
は
梅
雨
期
で
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
の
島
の
路
は
ぬ
か
る
み
、
整
備

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
悪
道
路
を
杖
を
頼
り
に
沖
永
良
部
島
北
西

部
の
出
花
（
で
ぎ
）
か
ら
半
日
か
け
て
歩
い
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う

ど
八
十
歳
に
な
ら
れ
た
出
花
池
栄
（
で
ぎ
ち
え
い
）
翁
で
あ
っ
た
。
悪
い

こ
と
に
中
風
を
発
症
さ
れ
て
い
て
歩
行
が
困
難
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

沖
永
良
部
島
の
首
邑
和
泊
の
小
学
校
家
庭
科
室
で
、
一
息
つ
か
れ
た
後
、

岩
倉
市
郎
氏
の
求
め
に
応
じ
て
第
一
番
に
話
さ
れ
た
の
は
、
沖
永
良
部

島
の
創
世
神
話
「
島
建
国
建
」
の
話
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、「
大
歳
の
客
」

な
ど
を
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
採
話
記
録
「
八
九
話
」
の
中
、

「
八
十
話
」
と
い
う
末
尾
に
記
録
し
て
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
た

末
尾
に
「
右
の
二
話
は
昔
話
の
類
型
に
入
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
話

法
に
特
徴
が
あ
る
の
で
採
録
し
た
」
と
こ
れ
ま
た
つ
つ
ま
し
や
か
に
記
録

し
て
あ
る
。
岩
倉
市
郎
氏
は
、
柳
田
國
男
氏
の
教
示
す
る
『
昔
話
採
集
者

の
為
に
』
に
忠
実
に
拠
っ
て
い
る
の
で
、
神
話
・
伝
説
の
類
に
は
言
及
し
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な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
言
葉
に
つ

い
て
鋭
敏
な
耳
を
持
っ
て
い
た
岩
倉
市
郎
氏
は
、
不
定
形
で
は
あ
る
が
類

語
を
重
ね
な
が
ら
叙
事
を
展
開
し
て
い
く
神
話
を
、『
沖
永
良
部
島
昔
話
』

の
末
尾
に
で
は
あ
る
が
、
記
録
し
た
の
に
は
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

そ
し
て
、
戦
後
、
沖
永
良
部
島
知
名
町
屋
子
母
の
高
田
カ
ネ
さ
ん
が
伝
承

し
て
き
た
ユ
タ
の
呪
詞
群
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ま
た
、
貴
重
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
機
会
を
得
て
、
私
も
沖
永
良
部
島

に
「
創
世
神
話
」
の
痕
跡
は
な
い
か
と
の
探
索
を
継
続
し
て
い
た
。
高
田

カ
ネ
さ
ん
は
、
沖
永
良
部
島
・
東
南
部
、
太
平
洋
岸
の
知
名
町
屋
子
母
（
や

こ
も
）
の
方
で
、
姉
上
が
ユ
タ
で
、
病
床
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
看
護
を

す
る
た
め
に
付
添
っ
て
い
た
。
そ
の
折
に
呪
詞
群
を
姉
上
の
口
誦
さ
れ
る

の
を
ノ
ー
ト
に
記
録
し
て
お
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン

ゴ
」
と
い
う
創
世
神
話
な
ど
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
て
、
先
田
光
演
氏

に
よ
っ
て
整
理
発
表
さ
れ
て
い
る
。

（
十
四
）「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
」
の
採
話

　

私
も
、
沖
永
良
部
島
南
部
の
屋
子
母
付
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ユ
タ
の

伝
承
は
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
を
継
続
し
て
調
査
を
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
、
屋
子
母
周
辺
を
丹
念
に
聞
い
て
廻
っ
た
。
そ
の
時
、
た
ま
た

ま
、
屋
子
母
の
近
く
の
大
津
勘
（
お
ー
つ
か
ん
）
で
建
設
業
を
営
む
武
村

西
安
翁
を
紹
介
さ
れ
て
、
武
村
さ
ん
宅
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
ち
ょ
う

ど
、
夕
食
時
で
、
武
村
さ
ん
は
、
う
す
暗
い
電
燈
の
も
と
で
晩
酌
中
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
は
、
知
人
の
紹
介
も
あ
っ
た
の
で
多
く
の
話
を
し
て
下
さ
っ

た
。
そ
の
多
く
は
艶
笑
譚
で
あ
っ
た
。
話
も
酒
も
佳
境
に
進
ん
だ
の
で
ユ

タ
の
「
か
ま
ど
祭
り
」
の
「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
」
に
つ
い
て
の
話
を
出
し

て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
よ
く
聞
い
て
い
た
の
で
、
覚
え
て
い
る
と
、
す
ぐ

に
節
を
つ
け
て
唱
え
始
め
た
の
が
「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
」
で
あ
っ
た
の
に

は
驚
嘆
し
た
が
、そ
れ
を
テ
ー
プ
に
記
録
し
た
。
こ
の「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
」

は
百
二
十
一
連
か
ら
な
る
叙
事
的
呪
詞
で
あ
っ
た
。

　

当
時
八
十
歳
で
あ
っ
た
武
村
西
安
翁
は
、
ま
だ
ご
壮
健
で
、
大
工
の
棟
梁

を
務
め
て
お
ら
れ
、
近
隣
で
は
大
工
さ
ん
の
仕
事
と
同
時
に
、
仕
事
の
後
の

「
話
の
会
」で
も
人
気
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
武
村
さ
ん
に
は
、「
ト

ク
ノ
シ
マ
ヌ
ユ
ン
ト
ゥ
」
と
い
う
太
陽
の
出
て
く
る
神
話
も
聞
く
こ
と
が
で

き
た
の
で
、
こ
れ
も
記
録
し
て
お
い
た
。
武
村
西
安
翁
に
聞
く
と
、
ま
だ
小

学
校
に
未
就
学
の
幼
い
時
に
、
近
く
の
小
学
校
に
遊
び
に
行
き
、
授
業
を
の

ぞ
い
て
い
る
う
ち
に
、
先
生
の
教
え
る
こ
と
を
全
部
記
憶
し
て
い
て
、
家
に

帰
っ
て
兄
や
姉
に
教
え
る
と
い
う
能
力
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
、
自
宅

で
「
カ
マ
ド
直
し
」
の
祭
儀
の
時
に
、ユ
タ
の
唱
え
る
「
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
」

と
い
う
創
世
神
話
を
聞
い
て
い
て
、
全
部
覚
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
時
は
ま
た
の
日
を
約
し
て
、
お
別
れ
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
、

こ
の
約
束
は
果
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。

（
十
五
）
民
間
神
話
の
伝
承
事
例

　

武
村
西
安
翁
の
話
を
聞
く
と
、
す
ぐ
に
ア
ラ
ン
・
ダ
ン
デ
ス
が
推
奨
し

て
い
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
民
俗
学
者
カ
ー
ル
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ホ
ン
・

シ
ド
ー
（
一
八
七
八
―
一
九
五
二
）
の
い
う
民
間
説
話
の
伝
播
に
つ
い
て
、
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池
に
石
を
投
げ
入
れ
て
、
波
紋
を
え
が
く
よ
う
に
伝
播
す
る
の
で
な
く

A
ctive Bearer

とPassive Bearer

と
が
い
て
、
こ
の
前
者
に
よ
っ
て

受
容
さ
れ
て
伝
播
す
る
の
だ
と
い
う
指
摘
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
岩
倉

市
郎
氏
が
戦
前
に
聞
い
た
、
沖
永
良
部
島
の
和
泊
小
学
校
で
、
沖
永
良
部

島
の
北
西
部
の
出
花
（
で
ぎ
）
の
出
花
池
栄
翁
が
か
ま
ど
の
建
て
直
し
の

時
に
ユ
タ
が
唱
え
た
「
島
建
国
建
」（
し
ま
だ
て
く
に
だ
て
）
の
神
話
を

ま
ず
、
開
口
一
番
に
岩
倉
市
郎
氏
に
話
し
た
の
は
、
出
花
翁
に
と
っ
て
は
、

も
っ
と
も
神
聖
で
、
価
値
あ
る
説
話
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
か
ら
三
六
年
後
に
沖
永
良
部
島
南
部
で
、
神
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
の
は
感
激
で
あ
っ
た
。
現
在
、
沖
永
良
部
島
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
創
世
神
話
は
、
四
例
ほ
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
前
記
し
た
が
、
沖

永
良
部
島
知
名
町
屋
子
母
の
高
田
カ
ネ
さ
ん
の
ノ
ー
ト
と
そ
れ
ら
を
整
理

し
、発
表
さ
れ
た
先
田
光
演
氏
の
業
績
『
沖
永
良
部
島
の
ユ
タ
』（
海
風
社
、

一
九
八
九
年
）
は
貴
重
だ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
十
六
）
結
び
と
し
て

　

私
の
関
心
と
方
法
を
回
顧
す
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
民
間
説
話
の
比

較
研
究
と
は
別
に
、
以
上
の
よ
う
な
関
心
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
践
と
不
十

分
で
あ
る
が
、
そ
の
分
析
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
も
の
を

箇
条
的
に
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
喜
界
島
―
動
物
供
犠
―
シ
マ
共
同
体
と
ユ
タ
の
祈
願
と
し
て
の
儀
礼

○
奄
美
大
島
・
か
け
ろ
ま
島
・
与
路
島
―
歳
時
習
俗
・
シ
マ
共
同
体
と
し

て
の
動
物
供
儀

○
説
話
伝
承
と
し
て
の
祭
儀
―
ユ
タ
の
関
与
・
宇
検
村
阿
室
と
か
け
ろ
ま

島
（
瀬
戸
内
町
）
実
久
の
伝
承

○
徳
之
島
・
伊
仙
町
台
地
に
お
け
る
伝
承
群

○
沖
永
良
部
島
・
世
之
主
伝
承
群

○
与
論
島
・
英
雄
伝
承
群
「
按
司
ニ
ッ
チ
ェ
ー
・
ウ
プ
ド
ナ
タ
ー
・
サ
ー
ビ
・

マ
ー
ト
ゥ
イ
」
伝
承
群

○
沖
縄
本
島
・
北
中
城
村
・
喜
舎
場
・
喜
舎
場
公
伝
承
と
そ
の
分
布
・
交

換
儀
礼
・
異
伝
と
し
て
の
那
覇
市
識
名
花
城
門
中
の
伝
承
と
儀
礼

○
民
間
神
学
と
し
て
の
『
通
俗
北
山
由
来
記
』
と
「
喜
舎
場
子
」
説
話
群

の
関
連
と
儀
礼

○
久
高
島
と
津
堅
島
の
交
換
儀
礼

○
久
高
島
と
中
村
渠
（
旧
知
念
村
・
現
南
城
市
）
と
の
交
換
儀
礼

○
宮
古
・
八
重
山
諸
島
の
御
嶽
起
源
説
話
群

○
宮
古
諸
島
に
お
け
る
御
嶽
を
め
ぐ
る
信
仰
と
関
連
す
る
説
話
群

　

以
上
の
よ
う
に
、
奄
美
・
沖
縄
の
島
々
に
通
底
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

を
基
盤
と
す
る
説
話
群
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
さ
さ
や
か
な
検
討
、
考
察

を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
民
俗
学
の
正
統
的
な
説
話
群
の
分
類
と
分

布
・
そ
れ
ら
の
様
態
の
研
究
、
国
文
学
的
視
点
な
ど
と
は
、
若
干
相
違
し

て
い
る
が
、
わ
が
国
の
南
の
島
々
の
実
態
に
つ
い
て
、
課
題
と
し
て
の

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
関
連
す
る
民
間
説
話
群
が
、
わ
が
国
の
南
の
島
々
の

深
層
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

 

（
や
ま
し
た
・
き
ん
い
ち
）


