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◆ キーワード　哭
な

きうた／シマウタ（民謡）／死生観／葬儀の外部化／死者供養

哭な

き
か
ら
ウ
タ
へ

─
琉
球
と
日
本
本
土
の
葬
送
歌
を
め
ぐ
っ
て
─

酒 

井　

正 

子

一
、
哭
き
う
た
（
葬
送
歌
）
と
の
出
会
い

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
弧
（
奄
美
沖
縄
）
の
島
々
で
は

独
自
の
芸
能
が
大
変
盛
ん
だ
。
私
は
三
十
年
来
、
こ
の
地
域
の
歌
文
化
に

関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
い
る
が
、
生
命
力
あ
ふ
れ
る
歌
や

踊
り
の
現
場
に
立
ち
会
う
と
い
つ
も
感
動
す
る
。
と
り
わ
け
、
は
じ
め
て

「
哭
き
う
た
」
に
接
し
た
時
の
驚
き
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
二
十
年
ほ
ど
前

奄
美
・
徳
之
島
で
、〈
八
月
踊
り
〉
の
リ
ー
ダ
ー
の
お
宅
を
訪
ね
た
時
だ
。

突
然
、
九
十
歳
に
な
る
お
母
さ
ん
の
「
大
切
な
歌
」
を
録
音
し
て
く
れ
な

い
か
、
と
頼
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
ウ
ヤ
ム
イ
」、
つ
ま
り
「
親
は
亡
く
な
ら
れ
た
」
と
う
た
う

弔
い
の
歌
だ
っ
た
。
集
落
の
葬
式
に
は
必
ず
出
向
き
、
声
を
長
く
引
き
延

ば
し
て
一
晩
中
懸
命
に
う
た
い
続
け
た
と
い
う
。
朗
々
と
し
た
そ
の
響
き

は
つ
や
消
し
の
美
し
さ
に
満
ち
て
お
り
、
私
は
一
瞬
、
真
夏
の
太
陽
が
暗

転
す
る
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
。
人
に
聞
か
せ
る
よ
う
な
普
通
の
歌
と

は
次
元
の
違
う
、「
も
う
一
つ
の
歌
文
化
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
直
感
し

た
の
で
あ
る
。

徳
之
島
で
は
集
落
ご
と
に
違
う
フ
シ
で
、
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い

る
。
亡
く
な
っ
た
人
の
年
齢
に
応
じ
、
呼
称
を
か
え
て
う
た
い
掛
け
る
の

が
特
徴
的
で
あ
る
。（
以
下
〈　

〉
は
ジ
ャ
ン
ル
名
、《　

》
は
曲
名
、
数

字
は
収
録
年
、
○
は
歌
詞
の
大
意
を
表
す
。）

《
徳
之
島
町
母ぼ

ま間　

ウ
ヤ
ム
イ
、
一
九
八
九
》

♪�

ヘ
イ
か
な
し
イ
　
親う
や

む
い
ノ
～

　
ヘ
ェ
如い
き
や何

が
　
親
や
～
　
ア
～
親
む
い
ノ
～

（
い
と
し
い
親
は
亡
く
な
ら
れ
た
、
今
ご
ろ
如
何
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

ね
…
…
）

♪�
ヘ
イ
か
な
し
子ぐ
ゎ

ノ
　
ヘ
ェ
如い
き
や何

し
過
ぎ
ゆ
ん
が
ヤ
～

　
（
い
と
し
い
子
よ
、
ど
ん
な
に
過
ご
し
て
い
る
か
ね
）

《
徳
之
島
町
山さ
ん　

オ
モ
イ
、
一
九
九
一
》
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♪�

あ
た
ら
し
　
む
い
ぬ
　
ア
～
親
　
オ
～
イ
～
ノ
～

　
（
惜
し
い
、
亡
く
な
っ
た
、
親
）

オ
モ
イ
と
は
「
思
い
」
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
人
に
「
思
い
を
か
け
る
」

の
だ
と
い
う
。
大
人
の
男
性
に
は
「
い
ー
り
（
兄
弟
）」、
女
性
に
は
「
う

と
ぅ
じ
ゃ
」、
子
供
に
は
「
く
す
い
」
と
、
呼
称
を
変
え
て
う
た
い
掛
け
る
。

か
つ
て
日
本
人
は
よ
く
泣
い
た
、
し
か
し
明
治
近
代
化
に
よ
り
「
泣

く
文
化
」
は
抑
制
さ
れ
た
、
と
柳
田
國
男
は
述
べ
て
い
る
［
柳
田　

一
九
四
一
］。
確
か
に
日
本
本
土
の
葬
式
は
一
般
に
大
層
し
め
や
か
で
、

人
び
と
は
泣
き
た
く
と
も
懸
命
に
嗚
咽
を
こ
ら
え
る
。
し
か
し
奄
美
沖
縄

の
島
々
で
は
、
死
者
を
送
る
た
め
に
、
声
を
あ
げ
て
泣
き
か
け
る
こ
と
は

不
可
欠
の
行
為
と
さ
れ
、
沢
山
の
葬
送
の
歌
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

た
だ
し
死
の
ケ
ガ
レ
と
直
結
す
る
た
め
に
タ
ブ
ー
性
が
強
く
、
普
段
な

か
な
か
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
自
身
、
思
い
を
託
さ
れ
る
よ
う
に
た

ま
た
ま
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
歌
が
い
つ
し
か
積
み
重
な
り
、
あ
る
全
体
像

を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
哭
き
う
た
」
と
は
葬
送
歌
の
こ
と
で
、「
死
の
直
後
か
ら
四
十
九
日
頃

ま
で
、
死
者
の
葬
送
に
直
接
関
わ
っ
て
無
伴
奏
で
う
た
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
」

を
さ
す
。

葬
送
歌
は
大
き
く
〈
供
養
の
歌
〉
と
〈
哀あ
い
せ
き惜

の
歌
〉
に
分
け
ら
れ
る
。

〈
供
養
の
歌
〉
は
葬
儀
の
場
で
の
、
遺
体
を
前
に
し
た
儀
礼
的
な
弔
い
泣
き

で
、
も
っ
ぱ
ら
長
老
の
女
性
達
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
遺
体
へ
の
直

接
の
声
か
け
で
あ
り
「
こ
の
歌
が
な
い
と
あ
の
世
に
い
か
れ
な
い
」
と
い

わ
れ
て
い
る
。
一
方
〈
哀
惜
の
歌
〉
は
死
後
四
十
九
日
こ
ろ
ま
で
、「
葬
式

が
す
ん
で
寂
し
～
く
な
っ
た
そ
の
時
う
た
う
」
と
い
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た

家
族
や
近
親
の
男
女
が
、
寂
し
さ
を
紛
ら
す
た
め
に
口
ず
さ
む
個
人
的
な

歌
で
あ
る
。
と
く
に
不
慮
の
死
、
若
い
人
の
死
な
ど
に
際
し
て
〈
哀
惜
の

歌
〉
が
噴
出
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
奄
美
と
沖
縄
の
例
を
み
て
ゆ
こ
う
。

二
、
奄
美
の
「
哭
き
う
た
」

奄
美
・
徳
之
島
に
は
豊
富
な
伝
承
が
あ
る
。〈
供
養
の
歌
〉
は
、
不
定

型
な
泣
き
叫
び
と
、
一
定
の
フ
シ
（
メ
ロ
デ
ィ
）
で
斉
唱
す
る
定
型
的
な

《
ク
ヤ
》
に
大
別
さ
れ
、
ク
ヤ
（
ク
エ
）
と
は
「
悔
や
み
」
の
意
味
か
と

い
わ
れ
る
。

井之川

母間

亀津

喜念
佐弁

面縄
伊仙

阿権

亀徳

三京

天城

浅間
岡前

金見手々

花徳

畦

山

犬田布

阿木名

伊仙町

天城町

辺土野

与名間

目手久

徳和瀬

下久志

徳
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島
町

●●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◉

◉

◉

徳之島の集落



15

二
・
一
、〈
供
養
の
歌
〉

（
１
）
不
定
型
な
泣
き
叫
び

故
人
の
名
を
呼
び
、「
あ
あ
！
こ
ん
な
に
早
く
い
っ
て
し
ま
わ
れ
る
と

は
」「
こ
ん
な
に
良
い
人
で
あ
っ
た
の
に
」
な
ど
、
人
柄
や
業
績
、
自
分

と
の
つ
き
あ
い
等
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
島
こ
と
ば
で
話
し
か
け
る
。
沖

縄
で
「
ム
ヌ
イ
ー
ナ
チ
（
も
の

0

0

言
い
泣
き
）」
と
呼
ぶ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

泣
き
な
が
ら
も
の

0

0

を
言
う
と
、
あ
る
種
の
旋
律
性
を
帯
び
、
そ
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
は
人
に
よ
り
異
な
る
。
弔
問
の
女
性
た
ち
は
泣
き
な
が
ら
外
か
ら

戸
口
に
駆
け
込
み
、
枕
元
で
も
続
け
た
と
い
う
。
そ
れ
は
近
隣
に
不
幸
を

知
ら
せ
、
泣
き
が
盛
ん
な
ほ
ど
良
い
人
だ
と
思
わ
れ
た
。

沖
永
良
部
島
で
も
大
層
盛
ん
で
、
郷
土
誌
家
の
坂
井
友
直
は
「
死
ん
で

即
座
よ
り
埋
葬
ま
で
泣
き
続
け
で
あ
る
か
ら
、
家
族
や
近
親
の
女
共
は
声

を
泣
き
涸
ら
し
て
い
る
」（
一
九
三
三
『
沖
永
良
部
島
史
』）、
ま
た
柏
常

秋
は
「
遺
体
に
接
す
る
女
は
す
べ
て
泣
き
女
に
な
る
。
当
座
の
思
い
つ
き

を
述
べ
な
が
ら
、
今
に
も
悶
絶
す
る
か
と
思
わ
れ
る
程
に
、
声
を
上
げ
て

絶
え
ず
哀
哭
す
る
」（
一
九
五
四
『
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
』）
と
述
べ
て
い

る
。
四
十
九
日
ま
で
は
毎
日
墓
参
を
欠
か
さ
ず
、
朝
夕
墓
か
ら
わ
い
わ
い

と
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
。

♪�

ア
マ
よ
～
～
～
。
ふ
ん
世ゆ

ぬ
中
に
て
や
ー
、
一
番
は
な
し
あ
っ
た
ぬ

ア
マ
よ
、
ア
マ
よ
～
～
。

　�

な
ま
何ぬ
う

し
ゅ
い
よ
、
誰た
る

と
物
む
ん
が
た
い

語
し
ゅ
い
よ
、
誰
と
遊あ
し

ど
ぅ
よ
、

　
親
う
や
く
ゎ
ー

子
ぬ
中
ぬ
よ
…
…
。

（
こ
の
世
の
中
で
、
一
番
い
と
し
か
っ
た
母
さ
ん
よ
／
あ
の
世
で
今
何
し
て

ま
す
か
、
誰
と
物
語
し
て
ま
す
か
、
誰
と
遊
ん
で
ま
す
か
、
親
子
の
中
の

誰
と
…
…
）

あ
る
男
性
（
和
泊
町
国
頭
、
一
九
一
〇
年
生
）
は
、
亡
き
母
を
こ
の

よ
う
に
涙
な
が
ら
に
呼
び
出
し
、「
母
さ
ん
、
本
当
に
苦
労
し
ま
し
た
ね
。

食
べ
る
物
も
な
く
、
川
の
水
を
飲
ん
で
お
腹
を
満
た
し
、
着
る
物
も
破
れ

着
物
ば
か
り
だ
っ
た
の
に
、
今
日
は
そ
ん
な
晴
れ
着
（
死
に
装
束
）
に

身
を
包
ん
で
、
ど
こ
へ
行
く
の
、
私
も
連
れ
て
行
っ
て
！
」
な
ど
と
、
葬

儀
の
情
景
を
想
起
し
つ
つ
切
々
と
う
た
い
か
け
る
（
テ
キ
ス
ト
の
全
体
は

［
酒
井
二
〇
〇
〇
］
参
照
）。

ま
た
あ
る
女
性
（
知
名
町
正
名
、
一
九
三
九
年
生
）
は
、
母
の
出
棺
前
、

タ
オ
ル
を
傍
ら
に
置
き
朝
か
ら
六
時
間
以
上
も
泣
き
続
け
た
。

♪�

ア
マ
～
、
う
ら
行
き
ゅ
ん
に
ゃ
で
ア
マ
～
～
、
行
き
ゅ
ん
に
ゃ
～

　
（
母
さ
ん
、
あ
な
た
は
も
う
行
く
の
？
）

♪�

う
ら
今ひ

ゆ

う日
、
別
れ
て
い
き
ゅ
ん
に
ゃ
で
や
ー
、
は
な
し
子ぐ

ゎ

、
わ
な
暮

ら
さ
ら
ん
ど
や
ー

（
あ
な
た
は
今
日
、
別
れ
て
行
く
ん
だ
ね
、
い
と
し
い
人 

、
私
は
暮
ら
し

て
い
け
な
い
よ
）

な
ど
、「
す
る
だ
け
す
る
と
満
足
感
が
あ
り
」
い
ざ
出
棺
の
と
き
は
さ
っ
ぱ

り
と
し
て
「
さ
あ
、
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
だ
と
い
う
。

こ
う
し
た
不
定
型
な
「
も
の

0

0

言
い
泣
き
」
は
、
韓
国
や
中
国
に
も
よ
く

み
ら
れ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
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（
２
）
定
型
的
な
ク
ヤ
・
オ
モ
イ
・
ウ
ヤ
ム
イ

ク
ヤ
は
葬
式
の
間
中
ご
う
ご
う
と
鳴
り
響
き
、
そ
の
哀
切
さ
は
島
び
と

の
骨
の
髄
ま
で
染
み
込
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。
先
に
言
及
し
た
ウ
ヤ
ム
イ

や
オ
モ
イ
も
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
と
、
胸
の
奥
が

し
め
つ
け
ら
れ
、
出
尽
く
し
た
は
ず
の
涙
が
さ
ら
に
絞
り
出
さ
れ
て
く
る
。

非
日
常
的
な
音
空
間
を
遺
体
の
周
囲
に
作
り
死
の
ケ
ガ
レ
を
払
う
、
呪
術
的

な
意
味
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
死
ん
で
す
ぐ
の
遺
体
の
そ
ば
に
は
、
な
お

霊
魂
が
と
ど
ま
り
危
険
な
状
態
で
あ
る
し
、
様
々
な
悪
霊
も
寄
り
つ
き
や

す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
盛
ん
だ
っ

た
が
、「
坊
さ
ん
が
く
る
」
と
遠
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

一
九
九
七
年
の
徳
之
島
町
井
之
川
の
葬
儀
で
は
、
裏
の
間
で
遺
体
を
前

に
ク
ヤ
を
う
た
い
掛
け
た
後
、
棺
を
表
の
間
に
移
し
、
神
主
に
よ
り
神
式

の
葬
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

映
像　
《
ク
ヤ
》　　

♪
　
オ
～
～
　
親
が
な
し
　
イ
～
ノ
～

「
親
が
な
し
」
と
は
親
様
、
と
い
う
敬
っ
た
呼
び
か
け
で
、
成
人
男
女

に
は
「
思う

め
（
思
い
の
）
い
ー
り
（
兄
弟
）、
思う

め
（
思
い
の
）
う
な
り
（
姉

妹
）」、
子
供
に
は
「
か
な
し
（
愛
し
子
）」
と
う
た
い
掛
け
る
。

二
・
二
、〈
哀
惜
の
歌
〉

葬
式
の
後
、
死
後
四
十
九
日
こ
ろ
ま
で
、
家
の
中
や
墓
で
う
た
わ
れ
る

短
詞
型
の
歌
謡
で
あ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
未
だ
身
辺
に
留
ま
る
と
考
え
ら

れ
る
死
者
の
霊
と
対
話
す
る
よ
う
な
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

故
通
常
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
死
や
冥
界
、
死
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
う

た
い
こ
ま
れ
る
（
以
下
の
《
や
が
ま
節
》《
二
上
が
り
節
》
の
第
二
節
が
該

当
）。
飢
饉
、
海
難
事
故
な
ど
の
異
常
死
も
う
た
わ
れ
、
呪
言
的
で
意
味
不

明
の
歌
詞
も
少
な
く
な
い
。
代
表
的
な
《
や
が
ま
節
》
を
聞
い
て
み
よ
う
。

（
１
）《
徳
之
島
町 

手て
て々　

や
が
ま
節
、
一
九
九
〇
》

♪�

ハ
レ
　
み
ち
ぐ
ゎ
振
い
捨
て
ヨ
、
ハ
レ
あ
ぶ
し
道
迷
て

　
／
ハ
レ
　
夫
う
と
ぅ
く
ゎ
振
い
捨
て
ヨ
、
ハ
レ
浮
き
世
迷
て

（
子
供
を
亡
く
し
、
畦
道
を
踏
み
は
ず
す
ほ
ど
の
悲
し
み
／
夫
を
亡
く
し
た

ら
、
死
ぬ
ほ
ど
の
悲
し
み
）

♪
ハ
レ
愛か
な

し
兄
や
く
み

ぐ
ゎ
ヨ
、
何だ

ん

べ

処
辺
が
い
ず
ら

　
／
イ
ク
サ
キ
の
浜
（
墓
場
所
の
地
名
）
の
、
砂
の
真
ん
中な

♪�

ハ
レ
北に
し

ん
戸じ
よ

も
恋
し
、
ハ
レ
南は
い

ん
戸じ
よ

も
恋
し

　
／
ハ
レ
恋
し
玉た
ま
く
が
に

黄
金
ぐ
ゎ
、
ハ
レ
声く
い

ど
ぅ
待
ち
ゅ
り

（
北
の
戸
口
も
恋
し
い
、
南
の
戸
口
も
恋
し
い
／
恋
し
い
大
切
な
子
供
が
、

た
だ
い
ま
、
と
帰
っ
て
く
る
声
を
待
つ
）

伝
承
者
の
女
性
（
一
九
〇
七
年
生
）
は
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
、
一
週

間
ほ
ど
毎
晩
、
母
と
そ
の
姉
（
オ
バ
）
が
家
の
中
で
う
た
っ
て
い
た
の
で
憶

え
た
。
自
分
の
夫
や
姉
を
亡
く
し
た
と
き
は
二
週
間
、
あ
る
い
は
四
十
九

日
ま
で
、
墓
で
う
た
っ
た
り
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
聞
か
せ
た
り
し
て
、
テ
ー

プ
は
す
り
へ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
一
生
の
あ
い
だ
で
も
耳
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に
す
る
機
会
は
稀
で
、
そ
の
た
め
か
旋
律
や
歌
詞
は
人
に
よ
り
異
な
る
「
個

人
様
式
」
の
曲
で
あ
る
。「
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
よ
」
と
、
わ

き
出
る
よ
う
に
よ
ど
み
な
く
う
た
わ
れ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
不
吉
な
曲

で
、
こ
の
ウ
タ
を
う
た
う
と
人
が
死
ぬ
と
い
わ
れ
、
日
柄
を
み
て
う
た
う
。

（
２
）《
二に

あ上
が
り
節ぶ
し

》

徳
之
島
が
生
ん
だ
シ
マ
ウ
タ
（
民
謡
）
の
名
曲
だ
が
、
元
来
〈
哀
惜

の
歌
〉
と
し
て
無
伴
奏
で
う
た
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。〈
哀
惜
の
歌
〉

と
し
て
は
、

○ 

地
獄
極
楽
は
、
如
何
に
遠
い
シ
マ
で
あ
る
こ
と
か
／
行
く
と
き
は
声
が
あ
っ
て

も
、
戻
っ
て
く
る
声
は
無
い

○
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
後
に
影
が
残
る
／
居
よ
う
と
し
て
も
、
居
ら
れ
な
い

○ 

黒
潮
の
海
を
隔
て
て
、
鳥
さ
え
も
飛
ん
で
ゆ
け
な
い
／
せ
め
て
夢
は
自
由
に
、

み
さ
せ
て
く
だ
さ
い

な
ど
永
遠
の
別
れ
を
う
た
う
。
二
節
目
の
歌
詞
は
、
死
に
ゆ
く
人
の
後

ろ
髪
ひ
か
れ
る
気
持
ち
を
う
た
っ
て
い
る
。《
二
上
が
り
節
》
は
裏
声
を

高
く
あ
げ
る
哀
切
な
響
き
が
好
ま
れ
、
三
味
線
に
つ
け
て
ス
テ
ー
ジ
で
も

よ
く
う
た
わ
れ
る
。
奄
美
大
島
で
は
《
徳
之
島
節ぶ
し

》
と
も
呼
ば
れ
る
。

映
像　
《
徳
之
島
節
、
二
〇
〇
四　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
沖
縄
》

♪�

ハ
レ
～
イ
～
　
仇
ぬ
世
ぬ
中
や
、
長
生
き
し
ぃ
り
ば

　
／
朝
夕
血
の
涙な

だ

ヤ
ー
レ
イ
、　
袖
ど
絞
り
ゅ
る

（
仇
の
世
の
中
に
、
長
生
き
し
て
お
れ
ば
／
朝
夕
血
の
涙
の
、
袖
を
ぞ
絞
る
）

♪�

ハ
レ
～
イ
～
　
か
ん
し
ゅ
て
働
ち
ぃ
ま
、
誰た

が
為
な
り
ゅ
る

　
／
大や
ま
と和

ち
ゅ
ん
ま
げ
衆
し
ゅ
う

ぬ
ヤ
ー
レ
イ
、　
為
ど
な
り
ゅ
る

（
こ
ん
な
に
働
い
て
も
、
誰
の
為
に
な
る
か
／
薩
摩
の
ち
ょ
ん
ま
げ
侍
の
、

為
に
な
る
だ
け
だ
）

　
仕
方
や
無ね

ん
ど
無
ん
ど
、
為
ど
な
り
ゅ
る

近
世
薩
摩
の
直
轄
地
と
し
て
植
民
地
的
支
配
を
受
け
た
苦
し
み
、
自
力

で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
運
命
へ
の
「
悲
憤
」「
苦
渋
」
が
う
た
わ
れ
る
。

若
い
人
が
ス
テ
ー
ジ
で
う
た
う
場
合
も
そ
う
し
た
歌
詞
が
選
ば
れ
て
お

り
、〈
哀
惜
の
歌
〉
と
し
て
の
性
格
を
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
沖
縄
・
与
那
国
島
の
「
哭
き
う
た
」

与
那
国
は
台
湾
と
向
き
合
う
国
境
の
島
で
、
哭
き
う
た
が
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
て
き
た
。

三
・
一
、〈
供
養
の
歌
〉
ク
イ
カ
ギ
と
カ
デ
ィ
ナ
テ
ィ

不
定
型
な
泣
き
叫
び
を
ク
イ
カ
ギ
（
声
か
け
）
と
い
い
、「
ア
ハ
リ
ド0

ォ

お
父
さ
ん
！
」
な
ど
と
語
り
つ
つ
近
親
の
男
女
が
泣
き
か
け
る
。
ア
ハ
リ

ド
ォ
と
は
哀
れ
な
り
と
い
う
こ
と
で
、
男
は
叱
り
つ
け
る
よ
う
に
強
い
口

調
子
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
文
句
を
定
型
的
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
、
カ
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デ
ィ
ナ
テ
ィ
（
風
泣
き
）
と
し
て
女
性
に
よ
り
う
た
わ
れ
る
。
カ
デ
ィ
は

風
、
ナ
テ
ィ
は
泣
き
で
、「
風
の
よ
う
に
思
う
さ
ま
泣
き
な
さ
い
、
そ
の

高
い
声
こ
そ
あ
の
世
に
届
く
」「
こ
の
歌
を
う
た
わ
な
い
と
あ
の
世
の
扉

が
開
か
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

死
の
直
後
か
ら
、
遺
体
の
周
囲
は
カ
デ
ィ
ナ
テ
ィ
の
慟
哭
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
包
ま
れ
る
。
畳
に
頭
を
こ
す
り
つ
け
、
じ
だ
ん
だ
踏
み
、
戸
を

ド
ン
ド
ン
打
ち
鳴
ら
し
て
激
し
く
泣
く
姿
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。

島
に
は
葬
儀
屋
や
僧
侶
な
ど
専
門
家
は
居
ら
ず
、
火
葬
場
も
な
い
。
葬

儀
は
す
べ
て
手
作
り
で
、
親
族
近
隣
の
相
互
扶
助
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
る
。

人
々
は
せ
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
死
者
と
の
別
れ
を
惜
し
む
。
と
く
に

納
棺
前
の
「
別
れ
の
盃
さ
が
し
き」

で
は
、
親
族
が
一
人
一
人
思
い
の
た
け
を
言

つ
て
泣
き
か
け
る
。
ク
イ
カ
ギ
と
カ
デ
ィ
ナ
テ
ィ
、
そ
し
て
〈
哀
惜
の
歌
〉

が
交
錯
す
る
、
ま
こ
と
に
悲
痛
な
別
れ
の
場
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
お

こ
な
わ
れ
た
葬
儀
で
の
「
別
れ
の
盃
」
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

映
像　

与
那
国
島
の
葬
儀

故
人
の
妻
は
「
あ
り
が
と
う
お
父
さ
ん
、
二
十
五
年
間
も
よ
く
が
ん

ば
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
病
気
さ
え
な
け
れ
ば
長
生
き
で
き
た
の
に
、

ア
ハ
リ
ド
ー
お
父
さ
ん
～
～
～
」
と
声
高
く
泣
く
。
娘
や
息
子
は
「
今
日

ま
で
が
お
父
さ
ん
と
い
え
る
。
明
日
か
ら
は
言
わ
れ
な
い
か
ら
、
別
れ
を

い
い
な
さ
い
」
と
司
式
役
の
女
性
に
う
な
が
さ
れ
る
。「
こ
ん
な
に
早
く

い
く
と
は
残
念
だ
よ
」「
元
気
に
な
っ
て
も
ら
お
う
と
一
生
懸
命
や
っ
て

は
き
た
ん
だ
け
ど
、
後ぐ

す生
（
あ
の
世
）
へ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
い
く
ん
で
す

よ
。
子
や
孫
た
ち
を
全
部
、
見
守
っ
て
下
さ
い
」
な
ど
と
親
族
か
ら
こ
と

ば
が
掛
け
ら
れ
、
先
に
逝
っ
た
親
兄
弟
た
ち
に
伝
言
や
土
産
が
託
さ
れ
る
。

そ
の
間
も
、
年
老
い
た
母
は
「
別
れ
た
い
と
は
夢
に
も
思
わ
な
い
が
、
義

理
の
道
だ
か
ら
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
う
た
い
続
け
る
。
最
後
は

司
式
役
が
、

♪�

う
ぶ
と
ぅ
走は

る
船
や
、
島
行
き
ど
ぅ
戻
る
／
野
原
発た

と
ぅ
船
や
、
ま

た
ん
帰
し
ぬ
な
ら
ぬ

（
大
海
原
を
走
る
船
は
、
島
に
行
き
ま
た
戻
る
／
野
原
に
発
つ
船
は
、
帰
す

こ
と
は
で
き
な
い
）

と
出
棺
に
際
し
て
の
歌
を
う
た
う
（
後
出
《
み
ら
ぬ
歌
》）。
野
原
は
墓
場

所
、
船
は
棺
箱
の
比
喩
で
あ
る
。

出
棺
後
は
全
員
歩
い
て
墓
ま
で
見
送
る
（
写
真
3
）。
そ
の
間
も
近
親

の
女
性
た
ち
が
棺
（
ひ
つ
ぎ
）
に
付
き
添
い
、
カ
デ
ィ
ナ
テ
ィ
を
絶
や
す

こ
と
は
な
い
。「
棺
が
墓
に
納
め
ら
れ
る
と
、
怒
濤
の
ご
と
く
カ
デ
ィ
ナ

テ
ィ
、
ク
イ
カ
ギ
が
行
わ
れ
、
最
後
の
別
れ
の
感
情
が
頂
点
に
達
す
る
」

と
回
想
す
る
人
も
い
る
。

三
・
二
、〈
哀
惜
の
歌
〉

《
み
ら
ぬ
歌
》
は
、
元
来
通
夜
で
、「
死
者
を
寂
し
く
さ
せ
な
い
」
と
し

て
故
人
の
思
い
出
な
ど
を
即
興
で
掛
け
合
っ
て
う
た
っ
て
い
た
。
前
出
の

出
棺
に
際
し
て
の
歌
詞
の
他
、
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○ 

見
な
い
う
ち
は
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
に
／
見
れ
ば
抱
き
た
く
な
る
、

そ
の
思
い
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い

○ 
前
の
山
を
み
れ
ば
変
わ
り
な
い
の
に
／
い
と
し
い
わ
が
親
は
、
変
わ
り

果
て
ま
し
た

な
ど
と
う
た
わ
れ
る
。

《
み
ら
ぬ
歌
》
は
、
今
日
う
た
え
る
人
は
少
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
《
す
ん

か
に
》
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。《
す
ん
か
に
》
は
《
与
那
国
シ
ョ
ン

ガ
ネ
ー
》
と
も
い
い
、
広
く
知
ら
れ
た
シ
マ
ウ
タ
の
名
曲
だ
が
、
原
曲

は
《
み
ら
ぬ
歌
》
だ
と
古
老
は
言
い
伝
え
て
い
る
。
口
承
の
時
代
に
は
両

曲
の
区
別
は
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
葬
送
・
仕
事
・
あ
そ
び
、
と

様
々
な
歌
の
場
を
循
環
し
な
が
ら
《
す
ん
か
に
》
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
。

で
は
《
み
ら
ぬ
歌
》
と
《
す
ん
か
に
》
を
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）

生
ま
れ
の
名
手
、
松
竹
オ
ナ
リ
さ
ん
の
一
九
六
〇
年
頃
の
録
音
で
聴
い
て

み
よ
う
。
よ
く
似
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
頂
け
る
だ

ろ
う
。

《
み
ら
ぬ
歌
》

♪�

別
れ
て
ど
い
ち
ゅ
る
、　
何ぬ

ぬ
情な
さ

ぎ
く
い
る
が

　
／
う
た
に
声く
い

か
け
て
　
う
り
ど
ぅ
情
け

　

 （
別
れ
て
い
く
の
に
、
何
の
情
け
を
呉
れ
よ
う
か
／
歌
で
声
を
か
け
て
、
そ

れ
こ
そ
が
情
け
）

《
す
ん
か
に
》

♪�

与
那
国
ぬ
情な
さ

ぎ
、
云い
く
と
ぅ
ば

言
葉
ど
ぅ
情
ぎ

　
／
命ぬ
て

ぬ
あ
る
え
ま
や
、
問と

ぅ

や合
い
し
ゃ
び
ら

　

 （
与
那
国
の
情
け
、
云
う
こ
と
ば
こ
そ
情
け
／
命
の
あ
る
限
り
、
た
よ
り
を

交
わ
し
ま
し
ょ
う
）

ど
ち
ら
も
別
離
の
歌
で
あ
り
、
上
下
句
を
同
じ
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
繰
り
返

す
。
さ
ら
に
類
似
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
「
ン
ゾ
ナ
リ
ム
ヌ
ヨ
ー
ハ
イ
ヤ
ヨ
ー　

ナ
グ
リ
サ
ヨ
ー
」
な
ど
と
後あ

と

バ
ヤ
シ
句
を
付
加
す
る
。
そ
う
し
た
三
楽
句

構
成
も
同
一
で
あ
る
。

ナ
サ
ケ
と
は
別
れ
の
し
る
し
、
形
見
の
こ
と
だ
と
い
う
。
声
を
か
け
る

こ
と
は
「
情
け
」
を
掛
け
る
こ
と
で
あ
り
、
声
に
出
さ
な
い
と
死
者
に
は

届
か
な
い
。
ナ
サ
ケ
は
ま
さ
に
葬
送
歌
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
え
よ
う
。
沖

永
良
部
島
で
も
同
様
の
歌
詞
が
死
者
と
の
別
れ
に
う
た
わ
れ
て
い
た
。

与
那
国
島
の
あ
る
女
性
は
、
義
母
の
通
夜
で
こ
の
ナ
サ
ケ
の
歌
詞
を
う

た
っ
た
と
こ
ろ
、
七
日
目
に
死
者
の
霊
を
降
ろ
す
カ
ミ
招
キ
の
時
、「
こ

の
ウ
タ
を
聞
い
て
、
ホ
ー
、
い
い
な
と
思
っ
た
よ
。
う
れ
し
か
っ
た
よ
、

あ
り
が
と
う
ね
」
と
死
者
か
ら
こ
と
ば
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
ん
な
ウ
タ

を
う
た
う
と
亡
く
な
っ
た
人
も
す
っ
き
り
し
、
安
心
し
て
別
れ
て
い
く
。

し
か
し
声
か
け
を
十
分
に
し
な
い
と
、
死
者
は
い
つ
ま
で
も
生
活
を
共
に

し
て
い
た
人
と
気
持
ち
を
分
け
ず
、
そ
の
人
に
の
り
こ
ん
で
き
て
、
体
を

だ
る
く
さ
せ
た
り
、
夢
を
見
さ
せ
た
り
す
る
と
い
わ
れ
る
。
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四
、「
哭
き
う
た
」
の
意
義
と
死
生
観

以
上
、
琉
球
弧
で
は
死
者
の
霊
を
リ
ア
ル
に
感
じ
、
生
き
て
い
る
人
に

対
す
る
如
く
対
話
す
る
世
界
が
あ
る
。
葬
送
歌
は
「
情
の
か
た
ま
り
を
ほ

ど
き
」「
死
者
と
つ
な
が
る
糸
」（
沖
永
良
部
）
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
者
と

の
再
会
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
な
の
だ
。
与
論
の
栄
喜
久
元
に
よ
れ
ば
、
あ
の
世

で
死
者
は
「
生
前
と
同
じ
年
格
好
で
家
族
と
と
も
に
生
活
を
営
み
、
話
を

す
る
と
身
近
に
き
て
聞
く
が
、
自
分
か
ら
話
す
こ
と
は
で
き
ず
、
シ
ャ
ー

マ
ン
の
口
を
と
お
し
て
思
い
を
語
る
。
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
へ
は
、
同
じ

平
面
上
を
往
来
す
る
よ
う
に
滑
ら
か
だ
が
、
生
者
が
あ
ち
ら
に
ゆ
く
こ
と

は
通
常
で
き
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
世
と
こ
の
世
の
敷
居
は

低
い
が
、
声
に
出
さ
な
け
れ
ば
あ
ち
ら
側
に
は
聞
こ
え
な
い
。

ま
た
、
四
十
九
日
を
一
つ
の
区
切
り
と
す
る
葬
送
歌
の
枠
組
み
は
、
葬

送
の
過
程
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
風
葬
や
洗
骨
改
葬
（
遺
体
を
再
び
取

り
出
し
、
骨
を
洗
い
清
め
て
安
置
す
る
儀
礼
）
を
お
こ
な
っ
て
き
た
琉
球

弧
の
人
び
と
は
、
遺
体
の
変
化
を
よ
く
見
て
知
っ
て
い
た
。
四
十
九
日
と

は
遺
体
が
腐
敗
し
、
首
が
落
ち
、
白
骨
化
す
る
時
期
な
の
で
あ
る
。
こ
の

間
死
者
は
苦
し
む
の
で
、
継
続
的
な
墓
参
や
声
か
け
、
哀
惜
の
歌
に
よ
り

慰
め
励
ま
す
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

与
那
国
島
で
は
き
わ
め
て
具
体
的
に
、
死
後
二
十
一
日
ま
で
に
「
あ
の

世
の
戸
籍
」
に
入
り
、
四
十
九
日
に
は
長
旅
を
経
て
後
生
＝
あ
の
世
に
た

ど
り
つ
き
「
後グ

ス生
の
人ト
オ

」
と
な
る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
間
、
亡
く
な
っ

た
人
の
気
分
を
現
世
の
生
活
世
界
か
ら
切
り
離
す
儀
礼
を
幾
度
か
お
こ
な

い
、
ナ
サ
ケ
を
掛
け
、
鎮
魂
の
歌
が
う
た
わ
れ
る
。

そ
し
て
哀
惜
の
歌
か
ら
有
力
な
シ
マ
ウ
タ
（
土
着
の
う
た
）
が
生
み
出

さ
れ
て
き
た
。
葬
送
歌
は
そ
の
地
域
の
音
楽
文
化
の
基
本
的
な
特
徴
を
共

有
し
、「
思
い
」
を
う
た
う
歌
と
し
て
、
伝
承
歌
謡
の
ジ
ャ
ン
ル
形
成
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
伊
豆
大
島
─「
哭
き
う
た
」
か
ら
民
謡
へ

日
本
本
土
に
眼
を
転
じ
る
と
、「
泣
き
女
」
の
習
俗
は
離
島
や
沿
岸
部

に
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）。
中
で
も
伊
豆
大
島
に
は
詳
細
な
現

地
調
査
の
報
告
が
あ
る
。
野
口
啓
吉
［
一
九
九
九
］
に
よ
れ
ば
、
明
治
・

大
正
期
ま
で
大
島
全
域
に
、
葬
式
で
近
親
の
女
た
ち
が
盛
大
に
泣
く
習
慣

が
あ
っ
た
。
そ
の
♪
ヨ
ー
オ
イ
オ
イ
と
い
う
号
泣
を
含
む
フ
シ
は
《
泣
き

節
》《
そ
う
れ
い
節
》《
ヤ
ー
レ
節
》
と
も
い
わ
れ
、
色
ん
な
思
い
も
口
説

き
風
に
の
せ
て
う
た
っ
た
。

♪
ヤ
ー
レ
　
だ
ん
な
っ
こ
は
行
く
だ
な
ヨ
～
～
　
ヨ
ー
イ
ヨ
ー
イ 

ａ

　

ヤ
レ
　
　
お
ど
が
置
い
て
行
く
だ
が
ヨ
ー
ヨ
ー 

ｂ

　

ヤ
ー
レ
　
だ
ん
な
さ
ま
　
エ
～
～
　
ヨ
ー
イ
ヨ
ー
イ
ヨ
ー
イ�

ａ’

 

（
泉
津
《
泣
き
節
》、
一
九
八
一　

本
田
安
次
調
査
）

《
泣
き
節
》
に
は
葬
儀
で
の
「
別
れ
泣
き
」
と
、
後
に
山
仕
事
（
草
刈
り
、

薪
取
り
な
ど
）
を
し
な
が
ら
思
い
出
し
て
泣
く
「
山
泣
き
」
が
あ
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
ま
で
奄
美
で
み
て
き
た
〈
葬
送
の
歌
〉
と
〈
哀
惜
の
歌
〉
に
相
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当
す
る
状
況
で
あ
ろ
う
か
。

「
山
泣
き
」
は
《
想
い
節
》

と
も
い
い
、
か
つ
て
の
北
前
船

な
ど
長
期
の
航
海
に
出
た
男
た

ち
を
し
の
ん
で
、
女
た
ち
が

山
で
う
た
っ
た
。
昭
和
一
〇

（
一
九
三
五
）
年
こ
ろ
ま
で
聞

か
れ
た
と
い
う
。
一
方
こ
の

《
泣
き
節
》
に
、
波
浮
港
村
に

入
植
し
た
野の
ま
し増

出
身
者
た
ち
が

流
行
の
《
サ
イ
ノ
サ
イ
節
》
の

モ
ダ
ン
な
リ
ズ
ム
を
ミ
ッ
ク
ス

し
て
《
野の
ま
し増

節
》
を
生
む
。
さ

ら
に
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）

年
頃
、
波
浮
港
の
芸
者
た
ち
に

三
味
線
伴
奏
を
つ
け
て
も
ら

い
、
近
代
的
な
民
謡
《
大
島

節
》
が
誕
生
。
大
正
期
に
は
近

隣
の
島
々
に
も
広
ま
り
、
昭
和

二
年
（
一
九
二
七
）
以
降）

1
（

ラ

ジ
オ
・
レ
コ
ー
ド
を
と
お
し

て
全
国
に
流
布
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

12
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16

徳之島

与那国島

伊
豆
大
島

［井之口 1979：105］に加筆

図 1　泣女の分布
  1. 岩手県九戸郡宇部村久喜
  2. 秋田県鹿角郡尾去沢村元山
  3. 新潟県佐渡海府地方
  4. 新潟県魚沼地方
  5. 新潟県西頸城郡青海・市振ほか
  6. 東京都大島
  7. 東京都新島
  8. 東京都八丈島
  9. 石川県珠洲郡宝立村
 10. 石川県輪島市海女部落
 11. 石川県七尾市附近
 12. 福井県丹生郡越廼村
 13. 福井県南条郡河野村
 14. 京都府与謝郡
 15. 和歌山県和歌山市附近
 16. 兵庫県揖保郡家島坊勢
 17. 兵庫県三原郡沼島
 18. 岡山県久米郡大井西村坪井
 19. 広島県府中市附近
 20. 高知県長岡郡地方
 21. 高知県幡多郡奥内村橘浦
 22. 大分県北海部郡海辺村津留
 23. 宮崎県延岡市の在方
 24. 長崎県上県郡仁田村女連
 25. 長崎県壱岐郡渡良村小崎
 26. 長崎県北松浦郡神浦村寺島
 27. 長崎県南松浦郡奈留島村
 28. 長崎県南松浦郡福江島
 29. 鹿児島県出水郡中甑島
 30. 鹿児島県大島郡喜界島
 31. 鹿児島県大島郡西村管純ほか
 32. 鹿児島県大島郡徳之島伊仙村・亀津町
 33. 沖縄本島
 34. 沖縄八重山列島石垣島
 35. 沖縄八重山列島与那国島
　以上のほか、安房、信濃、尾張、熊野にも
おこなわれていたことが、古書に見える。地
名は調査報告の当時のままを記した。

な き め
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こ
の
間
の
経
緯
を
音
楽
的
に
後
付
け
て
み
よ
う
。『
日
本
民
謡
大
観
』

所
収
の
《
野
増
節
》
と
《
大
島
節
（
無
伴
奏
）》
の
譜
面
を
比
較
す
る
と

（
楽
譜
）、
ど
ち
ら
も
全
体
の
構
成
は
前
句
と
後
句
の
二
楽
句
か
ら
な
り
、

前
句
の
出
だ
し
は
高
音
域
か
ら
、
後
句
の
出
だ
し
は
低
音
域
か
ら
と
い
う

点
も
共
通
す
る
。
旋
律
の
骨
格
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
野
増
節
が
順
次
進

行
に
終
始
す
る
の
に
対
し
、
大
島
節
は
音
域
が
や
や
広
く
装
飾
的
な
音
の

運
び
を
み
せ
る
。
と

く
に
冒
頭
の
「
♪

わ
た
し
ゃ
お
お
し

ま
」（
前
句
前
半
）

は
、
上
下
降
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
が

印
象
的
で
あ
る
。
音

階
（
ド
レ
フ
ァ
ソ

ラ
ド
／
ラ
ド
レ
フ
ァ

ソ
）・
楽
句
構
成
・

旋
律
の
展
開
か
ら
み

て
、《
野
増
節
》
は

《
大
島
節
》
の
原
曲

と
い
っ
て
さ
し
つ

か
え
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
よ
り
素
朴

な
《
泣
き
節
》
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
よ
う
。
前
述
の
《
泣
き
節
》
は
号
泣
を
含
ん
だ
う
た
い

ぶ
り
で
、
口
説
き
風
で
あ
り
短
詞
型
歌
謡
と
し
て
の
定
型
性
は
み
ら
れ
な

い
。
し
か
し
そ
の
旋
律
は
ａ
ｂ
２
フ
レ
ー
ズ
か
ら
な
り
（
ａ’
は
ａ
の
前

半
の
旋
律
を
な
ぞ
る
）、
ａ
は
高
く
、
ｂ
は
低
く
始
ま
る
の
が
《
野
増
節
》

《
大
島
節
》
を
想
起
さ
せ
る
。

「
岡
田
で
は
大
正
一
〇
年
ご
ろ
ま
で
、《
そ
う
れ
い
節
（
号
泣
・
泣
き

節
）》
の
流
れ
を
汲
む
《
大
島
節
》
を
、
祝
い
の
席
で
は
決
し
て
う
た
わ

な
か
っ
た
」
と
い
う
［
野
口
一
九
九
九
：
四
四
三
］。
両
曲
の
関
連
性
は

地
元
で
は
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
、「
号
泣
～
～
《
泣
き
節
・
そ
う
れ
い
節
》
～
～
《
野
増
節
》
～

～
《
大
島
節
（
三
味
線
歌
・
座
敷
歌
）》」
の
変
遷
の
過
程
は
、「
も
の
言

い
泣
き
～
～
《
や
が
ま
節
》
～
～
《
二
上
が
り
節
》
～
～ 

《
徳
之
島
節

（
三
味
線
歌
・
シ
マ
ウ
タ
）》」
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
〈
葬
送
の
歌
〉
か
ら

〈
哀
惜
の
歌
〉、
さ
ら
に
は
一
般
的
な
あ
そ
び
歌
（
短
詞
型
歌
謡
の
民
謡
）

へ
と
い
う
変
遷
と
、
質
的
に
呼
応
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、「
哭
き
う
た
」
の
現
在

近
年
、
琉
球
弧
で
も
昔
ほ
ど
哭
か
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
理

由
を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
本
土
文
化
の
影
響
が
あ
る
。
奄
美
は
一
九
五
三
年
、
沖
縄
は

一
九
七
二
年
に
日
本
復
帰
し
、
本
土
と
の
交
通
や
経
済
、
婚
姻
関
係
が
密

に
な
り
、
物
や
情
報
が
押
し
寄
せ
て
き
た
。
先
ほ
ど
の
与
那
国
の
葬
儀
で
、
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娘
が
母
親
に
「
喪
主
が
歌
な
ん
か
う
た
っ
て
、
は
し
ゃ
い
で
い
る
よ
う
で

お
か
し
い
」
と
注
意
し
た
が
、
母
親
は
「
与
那
国
の
し
き
た
り
だ
か
ら
歌

で
送
る
」
と
答
え
た
と
い
う
。
娘
は
あ
き
ら
か
に
、
本
土
か
ら
の
親
戚
等

外
部
の
目
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
火
葬
の
普
及
が
葬
制
を
大
き
く
変
え
た
。
従
来
「
生
き
て
い
る
よ

う
に
」
遺
体
に
接
し
、
洗
骨
改
葬
し
時
間
を
か
け
て
て
い
ね
い
に
葬
っ
て

き
た
。
し
か
し
葬
式
当
日
、
す
ぐ
に
火
葬
さ
れ
て
、
き
れ
い
な
骨
に
な
っ

て
出
て
く
る
の
を
み
る
と
、
名
残
り
が
な
く
な
る
と
い
う
。
沖
永
良
部
島

で
は
一
九
七
〇
年
代
に
火
葬
場
が
で
き
て
か
ら
、「
心
が
さ
っ
ぱ
り
と
し

て
泣
か
な
く
な
っ
た
」
と
聞
い
た
。

そ
し
て
葬
儀
の
「
外
部
化
」
が
進
行
し
て
い
る
。
外
部
化
と
は
医
師
や

葬
儀
屋
、
僧
侶
な
ど
外
部
の
専
門
家
・
プ
ロ
に
任
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
い

う
。
本
土
に
お
い
て
も
、
遺
族
は
葬
儀
屋
の
指
示
に
従
っ
て
動
く
だ
け
で
、

儀
礼
の
意
味
さ
え
も
葬
儀
屋
に
説
明
し
て
も
ら
う
と
い
う
状
態
が
み
ら
れ

る
。
終
わ
っ
て
我
に
か
え
っ
た
時
、
ぽ
っ
か
り
と
心
に
穴
が
あ
い
た
よ
う
な

喪
失
感
に
悩
む
人
も
少
な
く
な
い
と
聞
く
。
死
者
を
悼
む
喪
の
行
為
が
、
充

分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
泣
く
だ
け
泣
い
た
ら
さ
っ

ぱ
り
す
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
う
存
分
声
を
あ
げ
て
泣
き
、
別
れ
を

惜
し
む
よ
う
な
心
と
時
間
の
余
裕
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
坊
さ
ん

の
お
経
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
と
、
ク
ヤ
で
弔
う
こ
と
も
し
な
く
な
る
。
組

織
宗
教
が
入
っ
て
き
た
こ
と
も
、
泣
か
な
く
な
っ
た
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

元
々
琉
球
弧
に
は
「
自
葬
」、
つ
ま
り
専
門
家
を
頼
む
こ
と
な
く
自
分

た
ち
の
手
で
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
を
弔
う
、
確
固
た
る
伝
統
が
あ
っ
た
。

集
落
内
の
葬
式
に
立
ち
会
う
と
、
自
分
も
い
つ
か
こ
の
よ
う
に
送
ら
れ
る

だ
ろ
う
、
と
い
う
安
堵
感
の
よ
う
な
も
の
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。「
霊
的
な

共
同
体
」
と
し
て
の
集
落
共
同
体
の
堅
い
き
ず
な
が
、
相
互
扶
助
の
葬
儀

を
支
え
て
き
た
。

そ
う
し
た
強
い
き
ず
な
を
、
現
代
社
会
は
急
速
に
失
い
つ
つ
あ
る
よ
う

だ
。「
無
縁
社
会
」「
孤
独
死
」、
単
な
る
遺
体
処
理
し
か
お
こ
な
わ
な
い

「
直じ
き
そ
う葬

」（
２
）

と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
聞
か
れ
、
い
よ
い
よ
自
分
の
足
下
ま
で

浸
し
始
め
た
感
が
あ
る
。
時
代
状
況
の
急
激
な
進
展
に
は
驚
く
ば
か
り
だ
。

以
上
の
よ
う
な
葬
儀
の
近
代
化
の
過
程
は
、
東
京
で
は
大
正
期
に
す
で

に
み
ら
れ
た
、と
い
う
興
味
深
い
報
告
も
あ
る
。
村
上
興こ
う

匡き
よ
う［

一
九
九
〇
］

に
よ
る
と
、
大
正
期
を
と
お
し
て
、
従
来
の
自
宅
か
ら
葬
儀
会
場
へ
の
賑

や
か
な
葬
列
が
廃
さ
れ
、
か
わ
り
に
自
宅
や
会
場
で
の
告
別
式
が
一
般
化

し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
共
同
体
の
外
へ
段
階
的
に
死
者
を
移
行
さ
せ
る
プ

ロ
セ
ス
か
ら
、
日
時
・
場
所
を
設
定
し
た
一
時
的
な
集
合
へ
と
、
喪
を
表

明
す
る
中
心
儀
礼
が
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
都
市
化
現

象
に
よ
る
も
の
で
、
東
京
の
大
幅
な
人
口
増
、
交
通
の
発
達
と
生
活
圏
の

広
域
化
な
ど
に
よ
り
、
長
距
離
を
歩
く
大
規
模
な
葬
列
が
不
可
能
に
な
っ

た
。
ま
た
近
隣
の
繋
が
り
が
薄
れ
、
地
域
共
同
体
（
町
内
会
等
）
が
葬
儀

主
体
と
な
る
こ
と
は
難
し
く
、
従
来
は
遺
族
が
お
こ
な
う
べ
き
と
さ
れ
た

遺
体
処
理
も
含
め
、
葬
儀
屋
に
頼
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
加
え
て
生
活

改
善
・
合
理
化
運
動
の
進
展
、
忌
の
観
念
の
希
薄
化
な
ど
の
意
識
的
変
化

も
あ
っ
て
、
常
軌
を
逸
し
た
葬
儀
の
祝
祭
性
は
影
を
ひ
そ
め
、
厳
粛
で
し

め
や
か
な
祭
儀
性
が
前
面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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旗
・
供
花
・
放
鳥（

３
）や

豪
華
な
喪
輿
を
と
も
な
う
華
美
な
葬
列
（
図
２
、
写

真
１
）
は
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
り
、
井
上
章
一
に
よ
れ
ば
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
こ
ろ
が
ピ
ー
ク
か
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
江
戸
期
の
規
制（

４
）

に
対
す
る
反
動
も
あ
り
、
明
治
に
な
っ
て
都
市
の
葬
列
は
肥
大
化
し
た
。

失
業
し
た
大
名
行
列
の
奴
た
ち
も
葬
儀
社
に
雇
用
さ
れ
て
、
演
出
に
一
役

買
っ
た
と
い
う
。

開
国
期
に
来
日
し
た
外
国
人
た
ち
も
「
日
本
の
葬
列
の
陽
気
さ
」
に

は
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る（

５
）。

村
上
に
よ
れ
ば
棺
の
両
脇
に
は
親
族
が
付

き
添
っ
た
と
い
う
が
、
先
の
与
那
国
島
の
よ
う
に
果
た
し
て
哭
泣
の
声
が

あ
が
っ
た
か
ど
う
か
。
写
真
１
で
は
、
お
そ
ら
く
「
哭
き
」
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
写
真
2
の
壱

岐
島
も
、
一
九
三
四
年
刊
行
の
民
俗
誌
に
は
報
告
が
あ
る
も
の
の
、
撮
影

図 2　明治期の放鳥車と花車［井上 2013：102］

写真 1　日本橋の葬列（明治 44 年）多数の蓮花を人足が持つ
（国立歴史民俗博物館所蔵）

写真 2　壱岐島の葬式（1972 年、瀬戸浦にて波平恵美子撮影）
女性の数は多いほど「よい葬式」とされる。
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時
は
泣
き
の
声
は
な
か
っ
た
（
波
平
談
）。

と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
泣
く
こ
と
を
や
め
る

と
、
そ
の
身
体
感
覚
を
と
り
戻
す
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。
近
代
化
に
よ
り
捨
て
去
っ
た
か
に

み
え
る
「
声
を
あ
げ
て
泣
く
文
化
」
の
価
値

を
、
私
た
ち
は
今
一
度
考
え
直
し
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
の
東
北
大
震
災
で
は
、
近
し
い
人
を
眼

前
で
無
残
に
も
奪
わ
れ
た
大
勢
の
方
々
の
号
泣

は
、
未
だ
鎮
ま
る
こ
と
は
な
い
と
聞
く
。
宗
教

人
類
学
者
の
山
形
孝
夫
は
、
被
災
地
に
あ
っ

て
、
死
者
の
無
念
の
叫
び
・
悔
い
を
、「
哭
き

う
た
」
を
と
お
し
て
聞
け
、
と
説
い
て
い
る
。

哭
き
の
中
に
「
死
者
の
思
い
」
を
知
り
、「
死

者
と
の
絆
」
を
時
を
越
え
て
記
憶
に
留
め
自
ら

の
生
き
方
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
既
存
の
宗
教
、
と
り
わ
け
仏
教
は
哭

き
（
怨
嗟
の
声
）
を
封
じ
、
沈
静
し
「
成
仏
」

さ
せ
る
こ
と
を
第
一
の
使
命
と
し
て
き
た
。
哭

く
こ
と
の
な
い
、
死
者
も
語
る
こ
と
の
な
い
葬

祭
に
救
い
は
な
い
。
東
北
で
は
新
し
い
形
の
宗

教
活
動
が
模
索
さ
れ
て
い
る（

６
）の

だ
と
報
告
し
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
「
哭
き
う
た
」
は
死

者
と
生
者
を
つ
な
ぐ
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
、

今
日
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
私
は
考
え

て
い
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
二
〇
一
三
年
六
月
一
日
の

第
37
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
（
於
深
川
江

戸
資
料
館
）
で
の
講
演
に
も
と
づ
く
。
当

日
は
音
声
・
映
像
資
料
を
視
聴
し
つ
つ
話

を
す
す
め
た
。

注（
１
）
昭
和
二
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
放
送
、
昭

和
五
年
頃
ビ
ク
タ
ー
、
東
京
オ
デ
オ
ン
蓄

音
機
に
て
録
音
。
一
九
五
一
年
、
元
町
芸

者
の
大
島
里
喜
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
「
民
謡
を

訪
ね
て
」
に
て
藤
本
秀
丈
の
三
味
線
伴
奏

で
う
た
っ
て
決
定
版
に
な
っ
た
［
野
口　

一
九
九
九
］。

（
２
）
東
京
で
は
三
割
を
占
め
る
と
い
う
（
山

折
哲
雄　

二
〇
一
一
「
土
葬
を
復
活
し
て

新
た
な
死
生
観
築
け
」『
朝
日
新
聞
』
一
月

一
三
日
）。

（
３
）
放
鳥
し
て
も
「
鳩
は
戻
っ
て
き
た
が
、

写真 3　与那国の葬列、1985 年。墓地の入口で慟哭をくり返す（与那国町史編纂事務局提供）
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雀
は
そ
の
都
度
捕
ま
え
る
」［
村
上　

一
九
九
〇
：
五
八
］。

（
４
） 

江
戸
期
に
は
、
遺
体
を
納
め
た
棺
を
日
光
に
晒
す
こ
と
を
忌
み
畏

れ
、
葬
送
は
も
っ
ぱ
ら
夕
暮
れ
時
に
ひ
っ
そ
り
と
お
こ
な
わ
れ
た
。

ま
た
「
葬
送
の
手
続
き
が
う
る
さ
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
は
、

都
市
の
葬
送
に
干
渉
を
加
え
、
華
美
に
か
た
む
か
ぬ
よ
う
腐
心
し

て
い
た
」
と
い
う
［
井
上　

二
〇
一
三
：
一
〇
二
］。

（
５
） 

長
崎
付
近
で
は
「
棺
は
我
々
の
考
え
で
は
、
非
常
に
い
や
な
方

法
で
担
が
れ
、
あ
た
か
も
お
祭
り
騒
ぎ
の
よ
う
に
戯
れ
て
い
た
。」

（
カ
ッ
テ
ィ
ン
デ
ィ
ー
ケ
、
一
八
五
七
年
よ
り
二
年
間
滞
在
）。
ま

た
参
列
者
は
「
快
活
に
軽
口
を
飛
ば
し
、
笑
い
声
を
た
て
て
い
た
」

（
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
一
八
六
一
年
当
時
）。
東
京
近
辺
に
滞
在
し
た
ベ
ー

コ
ン
（
一
八
八
八
～
一
九
〇
二
年
に
計
三
年
余
滞
在
）
は
「
葬
式

の
行
列
は
…
…
知
識
の
な
い
外
国
人
の
目
に
は
陽
気
な
光
景
で
あ

る
。
…
…
白
い
衣
や
明
る
い
色
の
着
物
、
僧
侶
の
衣
、
白
衣
と
金

で
飾
ら
れ
た
棺
、
高
く
抱
え
ら
れ
た
赤
や
白
の
旗
、
陽
気
な
色
の

沢
山
の
花
束
に
は
、
陰
気
な
も
の
は
何
も
な
い
か
ら
だ
。
…
…
そ

れ
は
葬
列
よ
り
む
し
ろ
婚
礼
の
行
列
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
述
べ

て
い
る
［
渡
辺　

一
九
九
八
：
四
五
八
他
］。

（
６
） 

例
え
ば
若
い
僧
侶
等
に
よ
る
「
カ
フ
ェ
・
ド
・
モ
ン
ク
」
と
い
う

「
移
動
傾
聴
喫
茶
」
の
活
動
が
あ
る
。
東
北
沿
岸
部
の
仮
設
住
宅
を

軽
ト
ラ
ッ
ク
で
ま
わ
り
、
時
に
は
ギ
タ
ー
片
手
に
う
た
い
つ
つ
、

人
々
の
想
い
に
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
、
語
ら
う
の
で
あ
る
。
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