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は
じ
め
に

鹿
児
島
県
大
島
郡
に
あ
る
沖
永
良
部
島
は
多
く
の
琉
球
系
芸
能
が
残
る
地
域
で
あ
る
。
そ
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は「
上
平
川
大
蛇
踊
り
」

で
、
鹿
児
島
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
芸
能
は
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
ご
ろ
か
ら
上
平
川
に
伝
わ
っ
た
と
さ

れ
る
も
の
で
、
上
平
川
の
役
人
、
政
孝
衆
が
薩
摩
藩
へ
貢
物
を
納
め
た
帰
り
に
嵐
に
遭
い
、
中
国
へ
漂
着
し
、
帰
島
す
る
前
に
中
国
で
踊
り

を
覚
え
、
帰
島
の
際
に
琉
球
へ
立
ち
寄
り
、
琉
球
の
歌
と
踊
り
を
取
り
入
れ
て
完
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
説
に
は
元
禄
十
三
年
頃

か
ら
上
演
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
先
行
研
究
で
は
島
を
代
表
す
る
民
俗
芸
能
の
「
ヤ
ッ
コ
踊
り
」
に
も
、
音
楽
や
歌

詞
の
面
で
琉
球
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る1。

本
研
究
で
は
、
沖
永
良
部
島
に
多
く
の
琉
球
系
芸
能
（
沖
永
良
部
島
に
は
多
く
の
琉
球
芸
能
が
伝
わ
っ
て
い
る2が
、
琉
球
系
芸
能
に
は

前
述
の
上
平
川
の
蛇
踊
り
や
ヤ
ッ
コ
踊
り
も
含
ん
で
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
琉
球
の
影
響
を
受
け
て
い
る
芸
能
も
含
め
た
広
義
の
呼
称
と
し

て
用
い
る
）
が
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
近
世
お
よ
び
近
代
（
明
治
か
ら
昭
和
初
期
）
に
お
け
る
琉
球
と
沖
永
良
部
島

の
文
化
交
流
を
資
料
な
ど
か
ら
示
し
、
現
在
、
畦
布
で
継
承
さ
れ
て
い
る
組
踊
や
、
沖
永
良
部
島
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
琉
球
系
芸
能
が
ど

の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
て
定
着
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
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一
　
薩
摩
侵
攻
と
「
道
の
島
」
お
よ
び
「
琉
球
」

琉
球
は
一
六
〇
九
年
、
薩
摩
藩
島
津
氏
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
る
。
紙
屋
敦
之
に
よ
る
と
、
薩
摩
に
よ
る
琉
球
支
配
へ
の
動
き
は
一
五
七
五

年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る3。
薩
摩
は
慢
性
的
な
財
政
悪
化
か
ら
、
領
土
拡
大
の
計
画
を
立
て
、
一
六
〇
六
年
に
、
ま
ず

は
琉
球
領
で
あ
っ
た
奄
美
大
島
を
侵
略
す
る
計
画
を
立
て
、
徳
川
家
康
に
琉
球
侵
略
の
許
可
を
も
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
年
に
琉
球
出
兵
は

叶
わ
ず4、
薩
摩
藩
は
一
六
〇
九
年
に
三
〇
〇
〇
名
余
の
軍
勢
を
引
き
連
れ
、
大
島
以
南
を
責
め
、
結
果
的
に
武
力
に
よ
っ
て
道
の
島
（
奄

美
大
島
・
喜
界
島
・
徳
之
島
・
沖
永
良
部
島
・
与
論
島
。
以
下
、
道
の
島
は
こ
の
五
島
を
差
す
呼
称
と
し
て
用
い
る
。）
を
領
土
と
し
、
徳

川
幕
府
か
ら
は
琉
球
の
貢
税
を
給
わ
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

道
の
島
と
琉
球
は
薩
摩
侵
攻
以
前
（
古
琉
球
期
）
か
ら
当
然
な
が
ら
交
流
が
あ
っ
た
。
道
の
島
に
は
多
く
の
ノ
ロ
や
役
人
な
ど
の
辞
令

書
5が

残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
十
三
「
船
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
が
あ
る
。

一　

勝か
つ

連れ
ん

が　

船ふ
な
や遣

れ 

勝
連
の
人
の
航
海
だ

請う
け　

与よ

路ろ

は　

橋は
し　

し
や
り 
請
島
・
与
路
島
を
架
け
橋
に
し
て

徳と
く　

永ゑ

ら

ぶ
良
部 
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
を

頼た
よ

り
成な

ち
へ　

み
お
や
せ 

縁
者
と
し
て
国
王
様
に
奉
れ

又　

ま
し
ふ
り
が　

船ふ
な
や遣

れ 

ま
し
ふ
り
（
人
名
）
の
航
海
だ

（『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
十
三
―
一
九
四
、
通
し
番
号
九
三
九
番
）6

こ
の
オ
モ
ロ
で
は
勝
連
人
の
ま
し
ふ
り
が
請
島
、
与
路
島
を
架
け
橋
と
し
て
徳
之
島
や
沖
永
良
部
島
の
貢
物
を
琉
球
国
王
に
差
し
上
げ
る

様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
オ
モ
ロ
以
外
に
「
永
良
部
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
は
九
首
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
沖
永
良
部
の
「
田

皆
嶽
」
や
沖
永
良
部
の
船
頭
ら
し
き
人
物
「
あ
か
か
に
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
モ
ロ
に
は
沖
永
良
部
以
外
に

奄
美
大
島
・
喜
界
島
・
徳
之
島
・
与
論
島
を
う
た
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
古
琉
球
時
代
の
道
の
島
と
琉
球
と
の
交
流
が
う
か
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が
え
よ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
薩
摩
侵
攻
後
の
道
の
島
は
、
薩
摩
藩
領
と
な
っ
た
。

薩
摩
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
道
の
島
で
は
、
一
六
二
一
年
に
「
置
目
之
条
々
」
が
布
達
さ
れ
、
薩
摩
藩
に
よ
る
本
格
的
な
道
の
島
支
配
が

行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
当
初
の
道
の
島
支
配
の
施
策
は
「
日
本
化
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
、
島
人
の
風
俗
に
薩
摩

の
人
間
同
様
の
月
代
や
成
人
後
の
剃
髪
が
見
ら
れ
た
た
め
、
薩
摩
侵
攻
の
後
年
、
そ
れ
を
薩
摩
藩
が
禁
止
し
、
名
前
に
も
日
本
風
の
「
何
十

郎
」「
何
兵
衛
」
な
ど
と
名
付
け
な
い
よ
う
に
命
じ
て
い
る7こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
布
令
が
出
さ
れ
た
の
は
「
卯
年
」
と
あ
る
た
め
、

紙
屋
は
「
一
六
九
九
（
元
禄
一
二
）
年
か
あ
る
い
は
一
七
一
一
（
正
徳
一
）
年
」
と
し
て
お
り
、
上
原
兼
善
は
元
禄
十
二
年

8と
し
て
い
る
。

こ
の
資
料
か
ら
は
、
道
の
島
が
薩
摩
支
配
に
よ
っ
て
日
本
化
し
た
こ
と
と
、
こ
の
時
期
（
一
六
九
九
〜
一
七
一
一
年
ご
ろ
）
か
ら
日
本
の
風

俗
を
改
め
、
元
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
古
琉
球
期
の
琉
球
の
よ
う
な
風
俗
へ
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
上
原
は
薩
摩
藩
に
よ
る
道
の
島
支
配
に
つ
い
て
、
当
初
は
道
の
島
の
役
人
が
琉
球
か
ら
ハ
チ
マ
チ
と
簪
を
受
け
な
が
ら
薩
摩
の

支
配
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
、
一
七
一
四
年
の
資
料
に
よ
っ
て
指
摘

9し
て
い
る
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、
薩
摩
藩
の
道
の
島
支
配
が
進
む
中

で
も
、
は
じ
め
の
頃
は
琉
球
と
交
流
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
道
の
島
は
薩
摩
藩
の
支
配
が
及
ぶ
に
つ
れ
、

古
琉
球
期
の
よ
う
に
貢
納
や
位
階
授
与
な
ど
の
定
期
的
な
交
流
は
少
な
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
薩
摩
の
道
の
島
支
配
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
は
「
冊
封
」
で
あ
っ
た
。
一
六
二
六
年
、
琉
球
は
薩
摩
に
対
し
て
、〝
道
の
島

は
中
国
に
対
し
て
は
琉
球
の
内
で
あ
る
〟
と
主
張
し
、
勅
使
（
冊
封
使
）
が
航
海
途
中
、
道
の
島
に
漂
着
し
た
時
は
飯
米
・
野
菜
・
薪
・
肴

な
ど
を
馳
走
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
勅
使
が
那
覇
へ
来
着
の
際
に
は
道
の
島
の
役
人
は
那
覇
へ
出
向
い
て
役
儀
を
務
め
て
き
た
こ
と
を
主
張

し
、
冊
封
使
が
琉
球
へ
や
っ
て
く
る
期
間
だ
け
で
も
道
の
島
を
琉
球
に
召
し
加
え
て
欲
し
い
、
と
嘆
願

10し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
嘆
願
が

な
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
薩
摩
側
は
冠
船
渡
来
時
に
飯
米
と
野
菜
の
馳
走
を
道
の
島
に
認
め
、
一
時
期
に
限
っ
て
も
道
の
島
の
琉
球
帰
属

は
認
め
な
か
っ
た
。

ま
と
め
る
と
、
古
琉
球
時
代
、
道
の
島
は
琉
球
の
領
土
で
あ
り
、
ノ
ロ
の
辞
令
書
や
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
も
そ
の
時
代
に
お
け
る
双
方

の
交
流
が
裏
付
け
ら
れ
る
が
、
薩
摩
侵
攻
後
に
も
当
初
は
道
の
島
と
琉
球
が
交
流
し
て
い
る
様
子
は
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
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毎
に
薩
摩
藩
の
支
配
が
及
び
、
道
の
島
と
琉
球
と
の
定
期
的
な
交
流
の
機
会
は
得
ら
れ
ず
、
琉
球
は
冊
封
の
期
間
だ
け
で
も
道
の
島
を
領
地

と
し
て
認
め
て
欲
し
い
、
と
薩
摩
へ
嘆
願
す
る
が
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
ず
、
中
国
に
対
し
て
「
表
向
き
」
の
琉
球
領
と
見
え
る
よ
う
に
、
冊

封
の
と
き
に
道
の
島
か
ら
琉
球
へ
御
祝
い
の
品
を
納
め
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
薩
摩
進
入
後
の
冊
封
を
め
ぐ
る
「
道
の
島
」
と
「
琉
球
」
の
交
流

上
に
述
べ
た
琉
球
史
の
研
究
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
薩
摩
進
入
後
、
道
の
島
は
薩
摩
の
領
地
と
し
て
歩
ん
で
き
た
が
、
冠
船
渡
来
時
に
お

い
て
の
み
、
道
の
島
か
ら
琉
球
へ
の
飯
米
・
野
菜
の
馳
走
が
行
わ
れ
た
。『
和
泊
町
誌
』
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
な
形
で
馳
走
が
納
め
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
表
１
】
冠
船
に
お
け
る
沖
永
良
部
か
ら
の
見
次
物
使
節
一
覧

冊
封
年

国
王

調
物

宰
領
人
物

一
七
一
九

尚
敬

諸
入
目
・
調
物

与
人
平
安
山
取
払
役
一
人

一
七
五
六

尚
穆

調
物

与
人
寄
富
久
政
掟
具
志
政

一
八
〇
〇

尚
温

調
物

与
人
真
玉
橋
掟
平
安
端

一
八
〇
八

尚
灝

調
物

与
人
西
正
取
払
役
平
安
雄

一
八
三
八

尚
育

調
物

与
人
寄
饒
覇
取
払
役
饒
丕

一
八
六
六

尚
泰

調
物

与
人
蘇
延
良
取
払
役
蘇
延
譲
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【
表
１
】
は
「
道
之
島
代
官
記
集
成
」
よ
り
作
成
さ
れ
た
、
沖
永
良
部
よ
り
琉
球
へ
遣
わ
さ
れ
た
「
見
次
物
」
使
節
の
一
覧

11で
あ
る
。
こ

の
記
録
か
ら
は
、
薩
摩
入
り
直
後
の
尚
豊
・
尚
質
・
尚
貞
ま
で
の
三
代
の
王
に
対
し
て
行
わ
れ
た
冊
封
に
は
沖
永
良
部
よ
り
「
見
次
物
」
が

寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
な
か
で
一
八
三
八
年
の
記
録
が
、
饒
覇
の
弟
で
あ
る
丿へ

つ

葉よ
う

（
操
坦
晋
）
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
渡
琉
日
記
』
と
い
う

資
料
で
、当
時
与
人
格
で
あ
っ
た
丿
葉
が
兄
の
饒
覇
に
同
行
し
て
、そ
の
表
紙
に
「
後
年
冠
船
之
節
／
御
見
合
可
然
候

12」
と
あ
る
よ
う
に
後
年
、

冠
船
の
際
に
琉
球
へ
行
く
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
は
、
資
料
と
し
て
活
用
す
る
た
め
に
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
。

こ
の
日
記
に
よ
る
と
丿
葉
は
、
一
八
三
八
年
閏
四
月
五
日
に
和
泊
か
ら
伊
延
に
移
り
、
十
二
日
に
出
帆
し
て
い
る
。
途
中
、
風
や
波
に
悩

ま
さ
れ
な
が
ら
伊
平
屋
島
に
寄
り
、
順
風
を
待
っ
て
二
一
日
に
那
覇
に
着
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
那
覇
を
出
る
六
月
二
九
日
ま
で
に
、
見
次

物
を
納
め
た
り
、「
兼
而
同
心
」
で
あ
っ
た
「
御
典
薬
首
里
之
盛
元
親
雲
上
」
を
訪
ね
、
盛
元
や
豊
見
城
按
司
、
板
良
敷
里
之
子
ら
と
「
和

漢
之
御
物
語
」
を
し
た
り
、
冊
封
使
と
供
に
来
琉
し
て
い
た
林
増
高
に
漢
詩
の
添
削
を
頼
み
つ
つ
漢
詩
の
や
り
と
り
を
し
た
り
、
普
天
間
親

雲
上
助
蔵
と
和
歌
を
読
み
あ
っ
た
り
な
ど
、
琉
球
で
唐
人
や
士
族
た
ち
と
交
流
し
つ
つ
、
漢
詩
・
和
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
い
る
。
そ
し
て

帰
帆
の
前
日
で
あ
る
六
月
二
八
日
に
は
豊
見
城
按
司
の
邸
宅
に
お
い
て
盛
元
親
雲
上
と
板
良
敷
里
之
子
が
餞
別
の
宴
が
開
か
れ
、
豊
見
城
按

司
は
以
下
の
二
首
の
琉
歌
を
丿
葉
に
贈
っ
て
い
る
。

明
日
は
真
帆
か
け
て
故
郷
ゆ
さ
し
て

　
　

  

な
み
路
や
す
や
す
と
糸
の
上
か
ら

あ
ち
や
わ
か
り
の
出
舟
と
い
ち
ゆ
て

　
　

  

哥
や
三
味
線
に
お
も
ひ
の
せ
て

一
首
目
の
「
明
日
は･･･

」
の
琉
歌
は
特
に
読
み
な
ど
に
問
題
は
な
い
が
、
二
首
目
の
上
句
「
あ
ち
や
わ
か
り
の
出
舟
と
い
ち
ゆ
て
」
の

読
み
は
、
表
記
通
り
に
そ
の
ま
ま
読
む
と
「
ア
チ
ャ
ワ
カ
リ
ヌ　

ン
ジ
フ
ニ
ト
ゥ
イ
チ
ュ
テ
ィ
」
と
六
・
八
音
と
な
る
の
で
琉
歌
と
し
て
宜

し
く
な
い
。
伊
波
普
猷
は
「
琉
球
古
今
記
」
で
こ
の
歌
を
「
あ
ち
や
や
わ
が
里さ

と

の
出
舟
と
言
ち
よ
て
、
歌
や
三
味
線
に
思
ひ
の
せ
て
」
と
し
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て
い
る
。
琉
球
大
学
付
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
所
蔵
の
『
渡
琉
日
記
』
で
は
、
当
該
の
部
分

13は
変
体
仮
名
で
「
𛀂
𛁦
𛃞
𛄌
𛀙
𛃶
」
と
な
っ

て
お
り
、「
𛃶
」
は
漢
字
の
「
里
」
と
読
め
な
く
も
な
い
が
、
伊
波
の
解
釈
の
よ
う
に
「
わ
が
里さ

と

」
と
す
る
と
、
一
般
的
に
琉
歌
で
は
「
里
」

は
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
例
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
女
性
が
男
性
を
呼
ぶ
際
に
用
い
る
言
葉
の
意
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
地
方
、

ま
た
は
村
を
意
味
す
る
「
里
」
も
琉
歌
に
用
い
ら
れ
る
が
、『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
こ
の
意
味
（
あ
る
地
方
ま
た
は
村
）
で
用

い
ら
れ
た
例
は
比
較
的
少
な
い
」
と
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
琉
歌
大
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
五
一
〇
〇
首
の
琉
歌
の
う
ち
、「
里
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
例
が
一
八
八
首
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
代
名
詞
で
あ
る
「
思
里
」
や
「
里
前
」
の
例
は
除
く
）。
そ
の
う
ち
代
名
詞
以
外
の
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
二
月
が
な
れ
ば
花
も
咲
き
揃
て
錦
色
見
ち
ゆ
さ
山
も
里
も14」
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
一
八
八

例
中
「
わ
が
里
」
の
例
は
二
例

15で
あ
り
、
代
名
詞
の
例
や
「
わ
が
里
」
の
例
は
す
べ
て
女
性
か
ら
男
性
を
言
う
際
や
呼
び
か
け
に
用
い
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
豊
見
城
按
司
は
男
性
で
あ
る
の
で
、
伊
波
の
解
釈
の
「
わ
が
里さ

と

」
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ

う
と
筆
者
は
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
𛃶
」
は
「
里
」
で
は
な
く
変
体
仮
名
の
「
り
」
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
丿
葉
の
返
歌
に
も
「
𛃶
」
の

変
体
仮
名
の
用
法
で
「
り
」
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
以
外
に
、
こ
の
琉
歌
を
伊
波
普
猷
は
「
い
ち
ゆ
て
」
を
「
言
ち
よ
て
」
や
「
お
も

ひ
」
を
「
思
ひ
」
と
翻
刻
し
て
お
り
、
正
確
に
資
料
を
翻
刻
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
筆
者
は
こ
の
琉
歌
の
上
句
は
お
そ
ら

く
「
ア
チ
ャ
ヤ
ウ
ワ
カ
リ
ヌ　

ン
ジ
フ
ニ
ト
ゥ
イ
チ
ュ
テ
ィ
（
あ
ち
や
や・

お・

わ
か
り
の　

出
舟
と
い
ち
ゆ
て
）」
で
、「
明
日
は
お
別
れ
の
出

船
と
言
っ
て
い
て
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
丿
葉
は
こ
の
歌
を
記
す
際
に
傍
点
部
分
で
あ
る
助
詞
の
「
や
」
と
、
接
頭
語
の

「
お
」
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
琉
歌
に
対
し
て
丿
葉
は

け
ふ
の
わ
か
れ
座
に
た
べ
る
盃
の

　
　

  

め
ぐ
り
き
て
又
も
拝
で
す
で
ら

と
い
う
琉
歌
を
即
興
で
返
し
て
い
る
。
意
訳
を
す
る
と
「
今
日
の
別
れ
の
宴
に
て
、
い
た
だ
い
た
別
れ
の
盃
が
、
皆
さ
ん
の
も
と
を
廻
る

よ
う
に
、
ま
た
琉
球
へ
や
っ
て
き
て
皆
さ
ん
に
拝
謁
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
で
あ
ろ
う
。
丿
葉
の
琉
歌
は
別
れ
の
盃
を
廻
ら
せ
る
こ
と
と
、
丿

葉
自
身
が
琉
球
に
「
め
ぐ
る
」
こ
と
が
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
本
帆
矢
帆
も
た
ち　

祝
ひ
の
盃
の　

め
ぐ
る
間
に
つ
き
や
さ
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山
川
港

16」
や
「
忘
る
な
や
う
互
ひ
に　

別
れ
や
り
を
て
も　

め
ぐ
り
来
て
ま
た
も　

御
縁
結
ば17」
の
よ
う
に
縁
を
結
ん
だ
り
、
航
海
が

平
穏
無
事
に
な
る
よ
う
に
と
願
う
琉
歌
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
り
と
、
和
歌
・
漢
詩
の
才
能
だ
け
で
な
く
、
琉
歌
の
才
能
の
高
さ
を
物

語
っ
て
い
る
。

こ
の
日
に
行
わ
れ
た
餞
別
の
宴
に
は
「
琴
・
三
味
線
ニ
而
数
々
の
御
馳
走
ニ
逢
上
候
」
と
あ
る
の
で
、
琉
球
（
古
典
）
音
楽
が
供
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

丿
葉
に
よ
る
『
渡
琉
日
記
』
に
は
い
く
つ
か
興
味
深
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、
①
「
御
典
薬
首
里
之
盛
元
親
雲
上
」
と

「
兼
而
同
心
」
で
あ
る
。
②
和
歌
、
漢
詩
だ
け
で
な
く
、
琉
歌
に
対
し
て
も
即
興
で
詠
め
る
教
養
が
あ
る
。
③
宴
に
お
い
て
「
琴
・
三
味
線
」

が
奏
さ
れ
て
い
る
。
の
三
点
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
の
盛
元
親
雲
上
は
『
渡
琉
日
記
』
中
に
唐
名
が
「
栄
成
善
」
と
あ
る
。
栄
姓
は
『
氏
集
』
に
三
件
あ
り
、「
榮
國
柱
上
間
筑
登
之
常
昌
」

を
祖
と
す
る
「
新
参
榮
氏
又
吉
筑
登
之
親
雲
上
」（
四
六
〇
。
番
号
は
家
譜
番
号
。
以
下
同
じ
）、「
榮
肇
業
宮
平
筑
登
之
親
雲
上
童
蕃
」
を

祖
と
す
る
「
新
参
榮
氏
佐
久
川
筑
登
之
親
雲
上
」（
一
九
七
四
）、「
榮
維
新
知
念
筑
登
之
親
雲
上
喜
許
」
を
祖
と
す
る
「
榮
氏
知
念
筑
登
之

親
雲
上
」（
一
九
七
五
）
が
い
る
。
い
ず
れ
も
家
譜
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
盛
元
親
雲
上
に
つ
い
て
の
来
歴
が
つ
か
め
な
い
が
、『
渡

琉
日
記
』
に
は
「
御
典
薬
首
里
之
盛
元
親
雲
上
此
節
唐
人
掛
被
仰
付
那
覇
詰
之
由
」
と
丿
葉
が
記
し
て
お
り
、
首
里
士
族
で
あ
り
な
が
ら
、

一
八
三
八
年
の
冠
船
で
は
「
唐
人
掛
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
御
典
薬
で
あ
っ
た
の
で
、
中
国
な
ど
に
遊
学
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

丿
葉
は
自
身
の
編
集
し
た
と
さ
れ
る
『
操
家
履
歴
』
に
よ
る
と
、
一
八
〇
〇
年
生
ま
れ
で
一
八
一
九
年
に
琉
球
に
渡
り
、
久
米
村
の
具
志

堅
里
之
子
に
師
事
し
て
中
国
語
を
学
ん
で
い
る
。
一
八
二
一
年
に
鹿
児
島
で
医
術
の
修
行
を
し
、
一
八
二
三
年
に
再
度
琉
球
へ
渡
り
、
そ
の

時
に
薬
種
を
も
ら
い
、
沖
永
良
部
島
に
戻
っ
て
島
民
の
治
療
を
し
て
い
る
。
一
八
二
五
年
に
は
琉
球
の
貢
船
が
徳
之
島
に
漂
着
し
た
の
で
、

彼
ら
を
琉
球
に
送
り
届
け
て
い
る
。
丿
葉
は
記
録
か
ら
一
八
三
八
年
以
前
に
三
回
渡
琉
し
て
い
る
事
と
な
る
。
こ
の
間
で
盛
元
親
雲
上
と
知

り
合
い
、『
渡
琉
日
記
』の
頃
に
は
旧
知
の
仲
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。先
田
光
演
は
、一
八
一
九
年
に
琉
球
へ
遊
学
し
た
時
の
こ
と
を
挙
げ
、

「
こ
の
時
の
学
友
が
盛
元
親
雲
上
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
が18

、
丿
葉
自
身
も
医
術
を
鹿
児
島
で
習
い
、
薬
種
を
求
め
て
琉
球
に
来
て
い
る
。
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『
渡
琉
日
記
』に「
御
典
薬
首
里
之
盛
元
親
雲
上
」と
あ
る
の
で
、薬
種
を
求
め
た
際
に
知
り
合
い
に
な
っ
た
可
能
性
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
丿
葉
は
『
渡
琉
日
記
』
の
前
、
三
度
の
来
琉
に
お
い
て
盛
元
親
雲
上
と
親
睦
を
深
め
、
一
八
三
八
年
の
来
琉
で
は
『
渡
琉
日

記
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
旧
交
を
温
め
た
の
で
あ
っ
た
。

②
だ
が
、
丿
葉
が
琉
球
で
中
国
語
を
学
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
詩
の
才
覚
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
琉

歌
を
読
め
る
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
理
由
に
な
ら
な
い
。
丿
葉
の
子
で
あ
る
坦
栽
が
著
し
た
「
為
勤
学
展
素
志
」
に
は
丿
葉
を
「
和
琉
漢
ノ

貴
哲
及
ビ
他
島
ノ
人
士
ト
モ
広
ク
交
ハ
リ
テ
胸
塵
ヲ
払
ヒ
、
月
ノ
夕
花
ノ
朝
ヲ
送
給
ヘ
リ
」
と
紹
介
し
、「
慈
孫
坦
春
教
訓
書
」
に
は
「
詩

歌
ニ
長
ゼ
シ
ヲ
以
テ
、
島
詰
代
々
ノ
官
員
ト
親
友
ニ
ナ
リ
、
鹿
児
島
及
ビ
沖
縄
ニ
航
ス
レ
バ
高
官
貴
位
ノ
大
人
ト
交
際
シ
、
詩
歌
文
章
ヲ
以

テ
世
ニ
名
ア
リ
キ
」
と
紹
介
し
て
い
る
。『
渡
琉
日
記
』
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
の
従
客
に
は
漢
詩
の
添
削
依
頼
を
頼
ん
で
い
る
。

琉
球
で
は
琉
歌
も
学
び
、
ま
た
、
添
削
な
ど
も
琉
球
人
に
依
頼
す
る
よ
う
な
こ
と
が
以
前
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
丿
葉
は
そ
の
琉

歌
の
教
養
か
ら
も
、
和
歌
・
漢
詩
だ
け
で
な
く
琉
歌
に
つ
い
て
も
学
ん
で
い
た
こ
と
が
言
え
よ
う
。
こ
の
事
を
翻
す
と
、
沖
永
良
部
島
の
与

人
格
に
出
世
す
る
役
人
た
ち
の
中
に
は
、同
じ
よ
う
に
琉
球
文
化
を
享
受
し
て
い
た
者
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
う
こ
と
ま
で
想
像
で
き
る
。

③
は
、
沖
永
良
部
の
人
々
を
琉
球
側
で
饗
応
す
る
際
に
琉
球
音
楽
が
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
和
歌
や
漢
詩
を
や

り
と
り
し
つ
つ
、
琉
球
音
楽
が
供
さ
れ
る
場
所
で
琉
歌
の
や
り
と
り
も
行
っ
て
い
る
。
饗
応
し
て
い
る
の
は
琉
球
士
族
で
あ
る
の
で
、
音
楽

だ
け
で
な
く
、
芸
能
（
舞
踊
や
組
踊
の
一
節
）
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
舞
踊
な
ど
の
踊
り
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
丿
葉
が
舞
踊
を
見
た
確
証
に
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
丿
葉
が
こ
の
よ
う
な
場
で
芸
能
を
（
知
識
と
し
て
だ

け
で
も
）学
ん
だ
と
い
う
可
能
性
は
高
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
丿
葉
が
後
年
ま
と
め
た
別
の
日
記『
上
国
日
記
』に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
　

  

同
四
日　

雨
天
西
風

一
、
徳
之
島
奥
奥
山
衆
被
参
、
大
島
與
人
福
直
静
志
衆
所
へ
同
道
に
て
可
差
越
旨
申
に
任
せ
、
七
つ
過
よ
り
差
越
候
処
、
河
野
喜
兵
衛

様
と
申
人
に
も
御
出
有
之
、
段
々
馳
走
に
預
り
、
暮
時
分
引
取
候
処
、
途
中
に
て
久
田
利
兵
衛
殿
、
奥
森
衆
へ
取
会
に
付
、
右
両

人
を
も
列
帰
り
、
平
四
郎
殿
招
寄
せ
五
六
人
に
て
賀
竹
へ
三
味
線
弾
か
せ
候
て
一
興
を
尽
し
候
事19
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こ
れ
は
一
八
五
八
年
に
丿
葉
が
島
津
斉
彬
の
従
三
位
叙
任
御
祝
儀
の
た
め
上
国
し
た
日
記
の
中
に
あ
る
、
個
人
的
な
宴
の
記
録
で
あ
る
。

こ
の
項
目
に
は
、
こ
の
日
は
徳
之
島
与
人
奥
奥
山
が
や
っ
て
き
て
、
大
島
与
人
の
福
直
静
志
か
ら
来
る
よ
う
に
と
伝
言
が
あ
っ
た
の
で
、
連

れ
だ
っ
て
午
後
四
時
頃
か
ら
出
か
け
て
い
き
、
河
野
喜
兵
衛
も
そ
の
場
に
来
て
ご
馳
走
に
な
り
、
暮
れ
時
分
に
帰
っ
た
が
、
そ
の
途
中
に
久

田
利
兵
衛
と
奥
森
に
会
っ
た
の
で
連
れ
帰
っ
て
、
平
四
郎
も
呼
ん
で
五
、六
名
で
賀
竹
に
三
味
線
を
弾
か
せ
て
楽
し
ん
だ
、
と
あ
る
。

こ
こ
で
大
事
な
の
は
三
味
線
を
弾
い
た
賀
竹
と
い
う
人
物
は
丿
葉
の
次
男
で
、
こ
の
時
の
上
国
に
連
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
徳
之
島
や
奄
美
大
島
の
人
々
と
の
宴
な
の
で
、
演
奏
し
た
三
線
歌
は
、
道
の
島
の
歌
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
が
高
か

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
出
て
く
る
三
味
線
は
、
い
わ
ゆ
る
長
唄
な
ど
を
奏
す
る
も
の
で
は
な
く
、
沖
永
良
部
島
か
ら
持
っ
て
き
た

三サ
ン
シ
ル

味
線
で
、
琉
球
で
使
用
し
て
い
る
三
線
と
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
録
か
ら
は
、
異
な
る
土
地
（
こ
の
時
は
薩
摩
で
あ
る

が
）
で
シ
マ
の
芸
能
を
行
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
だ
け
で
な
く
、
芸
能
が
で
き
る
も
の
を
帯
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
国
の
期

間
に
そ
の
地
域
の
文
芸
を
学
ん
で
帰
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

上
述
し
た
の
は
『
渡
琉
日
記
』
か
ら
後
の
時
代
に
お
こ
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
丿
葉
は
琉
球
に
来
る
時
に
、
単

に
医
術
や
学
問
、
詩
歌
だ
け
で
な
く
、
芸
能
に
至
る
ま
で
学
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『
渡
琉
日
記
』
に
み
え
る
丿
葉
と
い
う
人
物
か
ら
、
道
の
島
と
琉
球
の
文
化
交
流
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
つ
ぎ
に
、
冊
封
に

お
け
る
琉
球
国
内
の
様
子
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。

琉
球
は
冠
船
渡
来
に
備
え
て
「
冠
船
渡
来
付
締
方
申
渡
候
覚
」
と
い
う
も
の
を
布
達
し
た
。
こ
れ
は
冠
船
渡
来
に
つ
き
、
琉
球
国
内
へ
禁

止
す
る
条
項
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
「
御
当
地
之
儀
カ
コ
シ
マ
御
手
内
ニ
罷
成
候
段
タ
ウ
人
江
噺
申
間
敷
候
」「
ヤ
マ
ト
年

号
、
ニ
ホ
ン
衆
之
氏
名
、
屋
マ
ト
書
物
・
器
物
等
至
リ
惣
而
タ
ウ
人
見
咎
物
、
深
可
取
隠
置
事
」
な
ど
、
上
述
し
た
薩
摩
支
配
の
隠
蔽
と
、

日
本
文
化
を
示
す
も
の
の
排
除
を
通
達
し
て
い
る20。
ま
た
、
そ
の
中
に
琉
球
へ
見
次
物
を
持
っ
て
く
る
道
の
島
人
に
対
し
て
「
道
之
嶋
人

江
仮
里
主
ヤ
マ
ト
横
目
ニ
而
申
渡
候
条
々
」
と
し
て
禁
制
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
禁
制
は
薩
摩
の
支
配
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は

し
な
い
こ
と
な
ど
、
同
じ
内
容
の
も
の
も
あ
る
が
「
大
嶋
・
喜
界
嶋
・
徳
之
嶋
・
沖
永
良
部
嶋
・
与
論
嶋
ハ
皆
當
地
属
島
之
由
可
申
候
」
と
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い
う
よ
う
な
道
の
島
が
琉
球
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
中
国
人
に
聞
か
れ
た
ら
答
え
る
よ
う
に
し
た
も
の
や
、「
ヤ
マ
ト
哥
・
ヤ
マ
ト
言
葉
仕

間
敷
候
、
若
タ
ウ
人
共
ヤ
マ
ト
言
葉
ニ
而
何
カ
申
聞
候
ハ
ゝ
、
不
通
躰
可
仕
候
」「
ヤ
マ
ト
メ
キ
候
風
俗
無
之
様
可
相
嗜
候
」21と
い
っ
た
和

歌
や
日
本
語
そ
の
も
の
、
そ
し
て
日
本
文
化
を
禁
止
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
麻
生
（
二
〇
一
一
）
に
よ
る
と
、
冠
船
渡
来
時
に
町
方
統

制
を
行
う
た
め
の
統
制
令
で
あ
る
「
冠
船
付
締
方
申
渡
条
々
」
が
同
治
四
（
一
八
六
五
）
年
に
琉
球
で
布
達
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は

「
た
う
人
滞
在
中
、
謡
又
者
や
ま
と
哥
う
た
ひ
候
儀
者
不
及
申
、
琉
歌
と
て
も
騒
動
ヶ
間
敷
儀
、
堅
禁
止
之
事
」
と
い
う
禁
令
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
謡
や
和
歌
を
う
た
う
こ
と
は
取
り
立
て
て
話
さ
ず
と
も
禁
止
で
あ
り
、
琉
歌
を
う
た
う
際
に
も
謹
ん
で
歌
会
を
行
い
な
さ
い
、
と
し

て
い
る
。
麻
生
が
ま
と
め
た
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
冊
封
で
の
処
罰
事
例
の
な
か
に
、
上
の
条
例
に
よ
る
違
反
者
は
み
ら
れ
な
い
。
麻
生
は
こ

の
条
例
な
ど
を
踏
ま
え
た
一
連
の
統
制
は
「『
守
礼
邦
』
た
れ
と
い
う
中
国
の
秩
序
概
念
に
立
脚
し
た
国
家
・
社
会
の
演
出
」
で
あ
っ
た
と

指
摘

22し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
条
例
を
王
府
側
が
出
す
と
い
う
こ
と
は
日
本
文
化
が
民
衆
に
ま
で
浸
透
し
て
い

る
こ
と
の
裏
付
け
で
あ
り
、
王
府
が
よ
り
一
層
、
日
本
文
化
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冊
封
の
期
間
は
琉
球
人
に
と
っ
て
も
、
道
の
島

人
に
と
っ
て
も
、
環
境
と
し
て
「
よ
り
琉
球
ら
し
く
」
あ
る
「
琉
球
国
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
普
段
か
ら
謡
や
能
を
嗜
ん
で
い
た
琉
球
人
士
族
た
ち
も
、
そ
の
期
間
だ
け
は
日
本
的
な
文
化
よ
り
、
禁
制

の
対
象
で
は
な
い
琉
歌
や
琉
球
古
典
音
楽
、
そ
し
て
琉
球
舞
踊
や
組
踊
と
い
っ
た
琉
球
文
化
を
家
や
宴
の
席
で
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
想

像
さ
れ
る
。『
渡
琉
日
記
』
に
は
和
歌
を
詠
う
よ
り
も
漢
詩
の
交
流
が
多
い
。
こ
の
こ
と
も
先
に
挙
げ
た
禁
制
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
冠
船
渡
来
時
の
琉
球
は
、
琉
球
文
化
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
そ
の

よ
う
な
時
期
に
渡
琉
し
た
丿
葉
は
多
く
の
芸
能
に
も
触
れ
た
と
考
え
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。丿
葉
だ
け
で
な
く
、【
表
１
】で
琉
球
に
や
っ

て
き
た
沖
永
良
部
（
や
道
の
島
）
の
人
々
は
、
多
く
の
琉
球
文
化
を
吸
収
し
、
島
に
持
ち
帰
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
近
代
に
お
け
る
沖
永
良
部
島
の
組
踊
上
演

薩
摩
侵
攻
後
の
沖
永
良
部
島
と
琉
球
は
、
資
料
で
う
か
が
う
限
り
は
頻
繁
で
は
な
い
も
の
の
冊
封
を
き
っ
か
け
と
し
て
定
期
的
な
交
流
を
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行
っ
て
い
た
。
今
度
は
一
八
七
九
年
以
降
、
琉
球
王
国
が
瓦
解
し
、
沖
縄
県
と
し
て
同
じ
「
日
本
」
に
組
み
込
ま
れ
た
あ
と
、
琉
球
芸
能
が

沖
永
良
部
で
ど
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

沖
永
良
部
島
に
お
け
る
琉
球
芸
能
上
演
は
、
池
宮
正
治
の
「
沖
縄
芝
居
参
上
―
明
治
26
年
京
阪
・
名
古
屋
公
演
―
」23に
沖
永
良
部
で
の
沖

縄
芝
居
興
行
の
資
料
で
あ
る
皆
吉
家
資
料
「
仲
毛
演
芸
場
役
者
中
給
金
定
」
に
よ
る
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
。
こ
の
資
料
は
後
に
「
皆
吉
家

所
蔵
文
書
」
と
し
て
紹
介

24さ
れ
、
そ
こ
に
は
板
良
敷
朝
郁
、
玉
城
盛
政
、
玉
城
盛
重
と
い
っ
た
役
者
を
含
む
三
〇
名
の
役
者
へ
の
給
金
と

劇
場
の
借
用
料
、
監
督
金
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
上
演
は
何
年
に
行
わ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
明
治
三
〇
年
代
の
沖
縄

の
新
聞
記
事
に
こ
の
巡
業
公
演
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
、
玉
城
盛
政
や
玉
城
盛
重
が
こ
こ
で
の
看
板
役
者
と
し
て
給
金
が
多

く
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
ご
ろ
で
あ
る
と
筆
者
は
仮
定
す
る25。
し
か
し
、
皆
吉
は
こ

の
資
料
を
基
に
「
明
治
十
八
年
仲
毛
演
芸
場
の
総
勢
三
十
一
名
を
招
い
て
、
島
の
主
だ
っ
た
集
落
で
興
行

26」
し
た
と
し
て
い
る
。
皆
吉
は

父
や
祖
父
か
ら
上
演
さ
れ
た
時
代
を
聞
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
仲
毛
演
芸
場
の
芝
居
の
起
こ
り
な
ど
も
含
め
、
こ
の
資
料
に
関
し

て
は
今
後
、
他
の
資
料
な
ど
と
付
け
合
わ
せ
る
ほ
か
、「
給
金
定
」
に
記
載
さ
れ
た
役
者
た
ち
の
来
歴
な
ど
と
参
照
し
て
い
つ
頃
上
演
し
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
機
を
見
て
稿
を
改
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
「
給
金
定
」
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
遅
く
と
も
明
治
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
は
、
沖
永
良
部
島
に
沖
縄
の
役
者
た
ち
が
渡
っ
て
芸
能
を

供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
演
目
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
沖
永
良
部
島
に
お
い
て
戦
前
に
組
踊
を
観
劇
し
た
記
録
を
み
て
み
よ
う
。
安
藤
佳
翠
は
そ
の
著
『
望
郷
』27で
「
わ
れ
等
が
幼
少

時
そ
の
真
似
事
に
夢
中
に
な
つ
た
こ
と
の
あ
る
組
踊
り
」
と
「
那
覇
芝
居
」
の
項
目
で
述
べ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
、
安
藤
の
幼
少
期
は
「
少

年
の
頃
観
た
も
の
に
は
、
上
に
あ
げ
た
（
筆
者
注
：
銘
苅
子
と
花
売
の
縁
）
外
に
、
天
願
の
按
司
や
、
矢
倉
の
比
屋
な
ど
の
軍
物
も
あ
り
、

手
水
の
縁
の
如
き
人
情
物
も
あ
つ
た
。
こ
れ
を
真
似
て
チ
ャ
ン
〳
〵
バ
ラ
〳
〵
も
し
た
。
ま
た
ユ
ン
グ
ト
（
台
詞
）
も
覚
え
た
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
い
る28。
安
藤
は
明
治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
の
生
ま
れ29で
、
安
藤
自
身
の
記
録
「
日
記
抄
録
」
に
よ
る
と
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）

年
に
鹿
児
島
の
師
範
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
。
こ
の
年
に
安
藤
は
四
年
の
師
範
本
科
を
終
え
、
年
齢
は
二
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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安
藤
は
明
治
中
期
の
学
校
制
度
を
受
け
て
い
る
た
め
、
逆
算
す
る
と
師
範
学
校
の
前
に
尋
常
中
学
を
五
年
、
尋
常
小
学
校
を
四
年
で
出
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
小
学
校
、
中
学
校
、
師
範
学
校
そ
れ
ぞ
れ
を
留
年
し
て
い
な
い
と
仮
定
す
る
と
、
小
学
校
を
卒
業
す
る
の
は
十
四
歳
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
入
学
は
十
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
望
郷
』
で
組
踊
を
観
た
「
幼
少
時
」
と
し
て
い
る
年
は
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
知
名
の
尋
常
小
学
校
に
通
う
以
前
か
ら
、
卒
業

ま
で
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
前
田
晶
子
は
「
明
治
中
期
，
知
名
尋
常
小
学
校
（
島
南
部
）
に
学
ん
だ30」
と
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
の
推
察
と

合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
明
治
二
〇
年
後
半
か
ら
明
治
三
五
年
頃
と
な
る
か
。
先
の
仲
毛
演
芸
場
の
公
演
を
観
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
先
の
「
皆
吉
家
所
蔵
文
書
」
の
持
ち
主
で
あ
る
皆
吉
庸凞
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
和
泊
生
ま
れ
で
、
明
治
十
年
に
漢
洋
医
を

開
業
、
明
治
十
二
年
に
は
沖
縄
県
庁
職
員
と
な
り
伊
平
屋
島
に
渡
る
。
明
治
十
四
年
に
県
庁
職
員
を
辞
職
し
て
同
年
に
沖
永
良
部
に
帰
島
。

十
八
年
か
ら
沖
永
良
部
で
内
外
科
医
院
を
開
業
し
て
い
る
人
物
で
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
五
六
歳
で
没
し
て
い
る
。
良
く
三
線
を

嗜
ん
だ
よ
う
で
、「
大フ

ー
ヤ
サ
ン
シ
ル

屋
三
味
線
」
と
い
う
名
器
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
子
、平
に
よ
る
と
、琉
球
古
典
舞
踊
が
好
き
で
「
父
は
宵
闇
迫
る
頃
、

戸
を
開
け
た
暗
い
座
敷
で
正
座
し
て
、子
供
心
に
は
待
ち
き
れ
な
い
ほ
ど
悠
長
な
古
典
を
弾
じ
て
い
た
こ
と
が
度
々
あ
っ
た31」
よ
う
で
あ
る
。

三
線
は
も
と
も
と
沖
永
良
部
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
沖
縄
に
渡
る
前
か
ら
三
線
を
弾
い
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
県
庁
在
職
に

よ
っ
て
三
線
の
腕
が
磨
か
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
平
は
明
治
二
三
年
生
ま
れ
な
の
で
、
そ
の
幼
少
期
に
（
明
治
中
期
）
に
琉
球
古

典
音
楽
を
沖
永
良
部
で
弾
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
安
藤
の
記
し
た
「
日
記
抄
録
」
を
み
る
と
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
六
月
十
三
日
に
「
百
合
景
気
を
見
込
ん
で
、
沖
縄
芝
居
、

曲
芸
団
も
乗
込
み
非
常
な
る
賑
ひ
な
り
」
と
記
さ
れ
、
大
正
は
じ
め
頃
に
も
沖
縄
芝
居
の
巡
業
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

時
代
は
昭
和
に
下
る
が
、
野
間
吉
夫
は
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に
沖
永
良
部
島
に
訪
れ
た
際
、
地
元
の
「
年
の
祝

32」
行
事
に
参

加
し
、「
川
平
訓
導
が
蛇サ

ン
シ
ル

皮
線
を
弾
き
、
中
原
と
い
ふ
女
の
先
生
が
踊
つ
た
。
彼
女
の
踊
つ
た
鳩
間
節
は
自
分
が
見
た
南
国
の
踊
り
の
最
初

の
も
の
で
あ
つ
た
ゞ
け
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た33」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
日
に
も
「（
中
原
）
訓
導
の
妹
で
十
三
四
の
娘
さ
ん
が

鳩
間
節
を
踊
る34」
と
あ
り
、
一
般
の
人
々
が
三
線
を
弾
き
、
雑
踊
を
踊
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
源
劇
場

35で
行
わ
れ
た
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沖
縄
県
人
会
主
催
の
「
素
人
芝
居
」
で
は
組
踊
を
観
て
い
る
。
野
間
は
こ
の
時
の
様
子
を
「
琉
球
古
劇
組
踊
『
護
佐
丸
敵
討
』
は
恰
度
、
琉

劇
の
忠
臣
蔵
の
や
う
な
も
の
だ
と
い
ふ
事
で
あ
つ
た
が
、
肝
心
の
台
詞
が
呑
み
こ
め
な
い
の
で
役
者
の
動
き
で
筋
を
想
像
し
」
た
と
し
て
、

詞
章
が
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
仇
討
物
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
組
踊
を
観
劇
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
に
「
四
ッ
竹
踊
り
、
上

臈
踊
、
天
川
お
ど
り
、
千
鳥
節

36」
も
見
た
よ
う
で
あ
る
。
驚
く
こ
と
に
こ
れ
ら
を
演
じ
た
の
は
「
料サ

カ
ナ
ヤ

理
屋
の
女
た
ち
」、
つ
ま
り
沖
縄
で
言

う
尾
類
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
素
人
な
が
ら
に
組
踊
と
古
典
女
踊
、
そ
し
て
雑
踊
を
舞
台
に
掛
け
ら
れ
る
ほ
ど
芸
能
に
長
け
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る37。
そ
し
て
、
沖
永
良
部
の
人
々
も
楽
し
ん
で
観
劇
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
月
七
日
に
も
源
劇
場
で
沖
縄
芝
居
を
見

に
行
っ
て
い
る
が
、
野
間
は
「
こ
の
芝
居
は
玄
人
た
ち
だ
け
に
前
の
や
う
な
熱
も
魅
力
も
感
じ
な
か
つ
た
」
と
評
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
に
お
い
て
組
踊
や
琉
球
舞
踊
と
い
っ
た
芸
能
が
沖
永
良
部
島
で
上
演
さ
れ
、
昭
和
期
に
な
る
と
、
地
元
の
十
三
、四

歳
の
娘
ま
で
舞
踊
を
踊
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
に
琉
球
芸
能
は
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
組

踊
な
ど
の
琉
球
芸
能
を
珍
し
い
も
の
と
し
て
楽
し
ん
だ
の
で
は
な
く
、
明
治
中
期
の
時
点
で
、
前
述
の
安
藤
の
よ
う
に
組
踊
を
「
幼
少
時
そ

の
真
似
事
に
夢
中
に
な
つ
た
」
と
し
、
さ
ら
に
は
詞
章
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
に
な
っ
た
時
点
で
沖
永
良
部
の
人
々
は
組
踊

を
鑑
賞
す
る
目
が
養
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
組
踊
は
近
代
の
沖
縄
芝
居
の
巡
業
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
沖
永
良
部
島
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

高
橋
孝
代
は
、
沖
永
良
部
島
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
前
半
頃
に
旧
暦
八
月
十
五
夜
と
旧
暦
九
月
の
ナ
ン
カ
ビ
行
事
で
薩
摩
藩
の
役
人
を
も

て
な
す
余
興
が
、
各
集
落
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
芸
能
を
「
グ
ム
チ
踊
り
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
芸
能
を
演
じ
る
際
に
は

「
沖
永
良
部
島
に
住
む
沖
縄
の
人
か
ら
踊
り
を
習
っ
た
り
、
沖
永
良
部
島
の
人
が
沖
縄
に
行
っ
た
時
に
習
っ
て
き
た
」
こ
と
を
指
摘
し
、
さ

ら
に
は
「
沖
縄
か
ら
『
踊
り
の
先
生
』
を
招
聘
し
」
て
踊
り
を
習
っ
た
と
し
て
い
る38。
高
橋
の
指
摘
は
近
世
末
期
に
沖
永
良
部
島
の
島
民

が
琉
球
に
行
っ
て
踊
り
を
習
う
、
と
い
う
本
稿
の
二
項
で
示
し
た
丿
葉
の
事
例
の
よ
う
な
沖
永
良
部
と
琉
球
と
の
交
流
が
指
摘
さ
れ
、
ま

た
、
逆
に
琉
球
か
ら
沖
永
良
部
に
渡
る
「
芸
能
者
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
高
橋
（
二
〇
〇
六
）
に
は
、
近
世

末
期
に
お
け
る
琉
球
の
「
芸
能
者
」
の
渡
沖
や
、
沖
永
良
部
人
の
渡
琉
を
裏
付
け
る
資
料

39が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
筆
者
は
こ
の
指
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摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
が
、
近
世
末
期
の
沖
永
良
部
と
琉
球
の
芸
能
文
化
交
流
の
指
摘
の
ひ
と
つ
と
し
て
記
し
て
お
く
に
と
ど
め

る
。

四
　
ま
と
め

古
琉
球
に
お
け
る
道
の
島
と
琉
球
は
、琉
球
に
お
け
る
道
の
島
の
支
配
と
い
う
構
造
だ
け
で
な
く
、琉
球
文
化
も
同
様
に
道
の
島
に
伝
わ
っ

た
可
能
性
が
ノ
ロ
・
役
人
の
辞
令
書
や
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
か
ら
裏
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
六
〇
九
年
の
薩
摩
侵
攻
は
琉
球
に
お
い
て

二
重
朝
貢
国
家
と
し
て
の
新
た
な
出
発
を
も
た
ら
し
た
が
、
文
化
面
と
し
て
は
日
本
文
化
の
受
容
を
促
進
さ
せ
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
「
琉
球

の
内
」
で
あ
っ
た
道
の
島
は
切
り
離
さ
れ
、
道
の
島
の
日
本
化
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
冊
封
を
通
し
て
、
琉
球
と
道
の
島
は
交
流
を
持
ち
、
丿
葉
の
『
渡
琉
日
記
』
か
ら
は
冊
封
以
外
で
の
沖
永
良
部
島
と
琉
球
と
の

交
流
が
う
か
が
え
た
。
さ
ら
に
、
沖
永
良
部
人
で
あ
る
丿
葉
の
和
漢
の
教
養
の
み
な
ら
ず
、
琉
球
文
化
へ
の
造
詣
の
深
さ
も
う
か
が
え
た
。

ま
た
、
琉
球
国
内
に
布
達
し
た
禁
令
な
ど
か
ら
見
る
に
、
冊
封
時
の
琉
球
国
内
は
「
ヤ
マ
ト
メ
キ
候
風
俗
」
と
い
う
謡
や
和
歌
を
禁
制
し

た
、
あ
る
意
味
「
琉
球
ら
し
い
風
俗
の
琉
球
国
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。

そ
の
よ
う
な
近
世
の
冊
封
時
に
お
け
る
道
の
島
と
琉
球
と
の
交
流
に
お
い
て
、
琉
球
の
芸
能
や
文
化
は
道
の
島
へ
受
容
さ
れ
て
い
き
、
特

に
沖
永
良
部
島
で
は
近
世
末
期
か
ら
課
せ
ら
れ
た
「
グ
ム
チ
踊
り
」
な
ど
に
も
琉
球
の
芸
能
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
供
さ
れ
て
い
く
。
ヤ
マ
ト

文
化
だ
け
で
な
く
琉
球
文
化
に
も
造
詣
が
深
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
沖
永
良
部
島
で
は
、
近
代
に
な
っ
て
沖
縄
芝
居
の
一
行
に
よ
る

組
踊
上
演
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
見
た
人
々
の
中
に
は
組
踊
の
真
似
事
を
す
る
こ
ど
も
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
が
昭
和
に
な
る

と
、
尾
類
に
よ
る
素
人
芝
居
の
組
踊
も
上
演
さ
れ
、
琉
球
舞
踊
と
と
も
に
、
シ
マ
の
人
々
は
そ
れ
を
楽
し
ん
だ
。
近
世
か
ら
続
く
琉
球
と
の

交
流
に
よ
っ
て
、
琉
球
文
化
や
芸
能
は
沖
永
良
部
島
に
も
伝
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
、
そ
の
文
化
は
、
近
代
・
現
代
の
沖
永
良
部
島
に
人
々

に
も
愛
さ
れ
、
各
集
落
で
伝
承
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

和
泊
町
畦
布
に
は
戦
前
、「
銘
苅
子
」「
高
平
良
」「
矢
蔵
の
比
屋
」
の
三
作
品
が
上
演
さ
れ
て
い
た40と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
組
踊
の
伝
承
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は
、
先
に
示
し
て
き
た
文
化
交
流
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
近
世
や
近
代
を
通
じ
て
、
シ
マ
の
人
々
は
沖
永
良
部
島
や
琉
球
で
組

踊
や
琉
球
芸
能
を
楽
し
む
状
況
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
に
も
組
踊
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

畦
布
以
外
に
も
多
く
の
琉
球
系
芸
能
が
沖
永
良
部
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
近
代
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
（
も
ち
ろ

ん
、
近
代
や
戦
後
に
伝
わ
っ
た
事
が
明
確
な
演
目
も
あ
る
が
）
の
で
は
な
く
、
近
世
に
お
け
る
琉
球
と
の
文
化
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

謝
辞本

論
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
和
泊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
先
田
光
演
館
長
、
伊
地
知
裕
仁
氏
に
は
沖
永
良
部
島
に
関
わ
る
多
く
の
ご

教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
道
の
島
と
琉
球
に
つ
い
て
の
歴
史
論
考
な
ど
は
麻
生
伸
一
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
る
。

参
考
文
献
・
参
考
資
料
（
注
で
挙
げ
た
も
の
以
外
を
記
す
）

伊
波
普
猷
「
琉
球
古
今
記
」『
伊
波
普
猷
全
集
第
七
巻
』
平
凡
社
一
九
九
三
年

沖
縄
古
語
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店　

一
九
九
五
年

鹿
児
島
市
史
編
さ
ん
委
員
会 

編
『
鹿
児
島
市
史
第
2
巻
』
鹿
児
島
市　

一
九
七
〇
年

柏
常
秋
『
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
』
私
家
版　

一
九
七
五
年

紙
屋
敦
之
『
幕
藩
制
国
家
の
琉
球
支
配
』
校
倉
書
房
一
九
九
〇
年

喜
舎
場
一
隆
『
近
世
薩
琉
関
係
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
一
九
九
三
年

先
田
光
演
「
沖
永
良
部
島
に
お
け
る
ヤ
ッ
コ
の
歌
詞
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
二

島
袋
盛
敏
・
翁
長
敏
郎
『
表
音
評
釈 

琉
歌
全
集
』
武
蔵
野
書
院　

一
九
六
八
年
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清
水
彰
『
琉
歌
大
成
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　

一
九
九
四
年

高
橋
孝
代
『
境
界
性
の
人
類
学—

重
層
す
る
沖
永
良
部
島
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ—

』
弘
文
堂
二
〇
〇
六

知
名
町
誌
編
纂
委
員
会
『
知
名
町
誌
』
知
名
町
一
九
八
二
年

野
間
吉
夫
『
シ
マ
の
生
活
誌
』
三
元
社　

一
九
四
二
年　

外
間
守
善
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
岩
波
書
店　

二
〇
〇
〇
年

操
坦
勁
『
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
』
私
家
版　

一
九
六
一
年

琉
球
中
国
関
係
国
際
学
術
会
議
『
琉
中
歴
史
関
係
論
文
集
』
南
西
印
刷
一
九
九
三
年

和
泊
町
誌
編
集
委
員
会
『
和
泊
町
誌
（
歴
史
編
）』
和
泊
町
一
九
八
八
年

和
泊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
坦
晋
の
日
記
三
部
作
』
沖
永
良
部
著
島
郷
土
資
料
集
第
二
集　

二
〇
〇
九
年

注1 

ヤ
ッ
コ
踊
り
の
歌
詞
に
つ
い
て
は
先
田
光
演
（
二
〇
〇
二
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
高
橋
孝
代
（
二
〇
〇
六
）
は
沖
永
良
部
島
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
論
じ
る
上
で

「『
や
っ
こ
』
は
本
土
系
の
や
っ
こ
お
ど
り
と
沖
縄
の
曲
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
地
元
の
人
に
よ
っ
て
さ
ら
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
、
ま
さ
に
融
合
の
形
態
を
持
つ
芸
能
と
い

え
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

2 

沖
永
良
部
島
の
国
頭
や
畦
布
に
は
多
く
の
琉
球
舞
踊
や
民
謡
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
芸
能
に
つ
い
て
は
『
国
頭
字
誌
』、『
玉
城
字

誌
』、『
国
頭
芸
能
の
あ
ゆ
み
』
や
『
畦
布
誌
ふ
る
さ
と
あ
ぜ
ふ
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
畦
布
の
組
踊
と
琉
球
芸
能
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
。

3 

紙
屋
（
一
九
九
〇
）
に
よ
る
と
、
薩
摩
は
当
時
の
藩
に
お
け
る
経
済
状
況
の
悪
化
か
ら
、
琉
球
を
包
括
し
た
貿
易
に
よ
る
利
益
を
も
と
め
た
。
薩
摩
の
琉
球
支
配
へ
の

き
っ
か
け
は
一
五
七
五
年
三
月
の
島
津
義
久
の
家
督
相
続
を
祝
う
琉
球
使
節
に
対
す
る
詰
問
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

4 

紙
屋
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
江
戸
幕
府
は
対
明
貿
易
を
画
策
し
、
対
馬
の
宗
氏
を
介
し
て
朝
鮮
と
の
国
交
正
常
化
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
琉
球
侵
攻
が
遅
れ
た
と
指
摘

し
て
い
る
。

5 

沖
縄
県
教
育
委
員
会
『
辞
令
書
等
古
文
書
調
査
報
告
書
』（
一
九
七
八
年
）
の
「
奄
美
諸
島
現
存
辞
令
書
目
録
」
に
は
十
一
通
、「
奄
美
諸
島
逸
存
辞
令
書
目
録
」
に
は

十
五
通
の
辞
令
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
辞
令
書
の
中
に
沖
永
良
部
の
も
の
は
確
認
で
き
な
い
が
、
和
泊
町
国
頭
・
畦
布
、
知
名
町
瀬
利
覚
・
住
吉
の
四
ヶ
字
に

ノ
ロ
の
簪
や
玉
飾
り
、
丸
櫃
な
ど
の
存
在
が
報
告
（『
沖
縄
の
ガ
ラ
ス
・
玉
等
製
品
関
係
資
料
調
査
報
告
書
』（
沖
縄
県
二
〇
一
一
年
））
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
辞

令
書
や
ノ
ロ
関
係
資
料
か
ら
、
近
世
以
前
か
ら
の
道
の
島
と
琉
球
の
交
流
（
お
よ
び
道
の
島
支
配
）
が
う
か
が
え
る
。

6 

お
も
ろ
に
つ
い
て
は
外
間
守
善
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
角
川
文
庫
（
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
し
た
。
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7 
紙
屋
（
一
九
九
〇
）
二
三
三
ペ
ー
ジ

8 
上
原
兼
善
「
中
国
に
関
す
る
留
日
関
係
の
隠
蔽
政
策
と
『
道
の
島
』」
五
〇
ペ
ー
ジ
。（『
列
島
史
の
南
と
北
』
所
収
。
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
六
年
）

9 
上
原
（
二
〇
〇
六
）
三
八
ペ
ー
ジ

10 

上
原
（
二
〇
〇
六
）
四
〇
ペ
ー
ジ

11 

『
和
泊
町
誌
』
三
六
〇
頁
よ
り
。

12 

『
渡
琉
日
記
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
南
西
諸
島
資
料
集
』
四
「
坦
晋
渡
琉
日
記
」
か
ら
で
あ
る
。

13 

琉
球
大
学
付
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
所
蔵
『
渡
琉
日
記
』
は
、
琉
球
大
学
付
属
図
書
館
コ
ン
テ
ン
ツ
サ
ー
ビ
スU

RL http://m
anw

e.lib.u-ryukyu.ac.jp/
d-archive/s/view

er?&
cd=00030270 

を
参
照
し
た
。
ア
ク
セ
ス
日
二
〇
一
九
年
九
月
一
日
。

14 

『
琉
歌
大
成
』
三
四
一
一
番
。
歌
意
は
「
二
月
に
な
れ
ば
様
々
な
花
も
咲
き
そ
ろ
っ
て
、錦
の
よ
う
な
煌
び
や
か
な
色
を
見
る
よ
う
だ
な
あ
、山
も
里
も
」
と
な
ろ
う
。「
里
」

の
用
例
に
つ
い
て
『
琉
歌
大
成　

解
説
・
総
索
引
』
で
は
「satu

」
が
一
七
六
例
あ
る
。『
琉
歌
大
成　

本
文
校
異
編
』
の
「
補
遺
」
の
一
六
三
首
は
「
総
索
引
」
に
含

ま
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
の
抽
出
で
は
補
遺
の
中
に
「
里
」
の
例
が
十
二
例
見
ら
れ
た
。
本
論
中
の
用
例
数
は
そ
れ
ら
の
総
数
で
あ
る
。

15 

『
琉
歌
大
成
』
二
四
〇
八
番
歌
と
二
四
四
五
番
歌
。
二
四
〇
八
番
は
「
そ
ば
や
ど
は
あ
け
て
加
那
待
ち
ゆ
る
夜
や
夜
嵐
や
し
げ
く
我
里
見
ら
ぬ
」
で
あ
り
、
正
確
に
は

「
我
里
」
は
「
ワ
サ
ト
ゥ
」
と
読
む
が
、「
わ
が
里
」
と
同
意
で
あ
る
の
で
用
例
と
し
た
。

16 

『
琉
歌
全
集
』
三
〇
番
歌

17 

『
琉
歌
大
成
』
四
八
三
七
番
歌

18 

『
担
晋
の
日
記
三
部
作
』
二
五
頁
。

19 

『
上
国
日
記
』
は
和
泊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
坦
晋
の
日
記
三
部
作
』
よ
り
引
用
し
た
。

20 

引
用
は
「
冠
船
付
締
方
申
渡
候
書
付
寫
」
麻
生
伸
一
「【
資
料
紹
介
】『
冠
船
付
日
帳
』『
冠
船
付
締
方
申
渡
候
書
付
寫
』」『
琉
球
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』
第
11
号　

二
〇
〇
八
年

21 

引
用
箇
所
、
前
掲
に
同
じ
。

22 

麻
生
伸
一
「
近
世
琉
球
に
お
け
る
冠
船
と
民
衆
―
尚
泰
王
冊
封
を
中
心
に
―
」『
日
本
歴
史
』
第
七
六
二
号　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
一
年

23 

池
宮
は
「
明
治
三
十
三
年
奄
美
大
島
公
演
の
時
の
メ
ン
バ
ー
が
記
さ
れ
た
」
資
料
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
皆
吉
家
資
料
は
沖
永
良
部
で
の
公
演
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
筆
者
は
後
者
の
立
場
を
取
る
。

24 

皆
吉
平
著
『
沖
永
良
部
・
島
唄
風
土
記
―
附
・
皆
吉
家
所
蔵
文
書　

古
文
書
資
料
―
』
琉
球
新
報
社　

二
〇
一
一
年
。
二
〇
五
頁
。

25 

給
金
定
の
役
者
三
〇
名
へ
の
支
払
金
額
は
支
払
額
が
高
い
順
（
し
か
し
一
部
、
三
拾
五
銭
と
三
拾
六
銭
、
三
拾
銭
が
い
く
つ
か
入
れ
違
っ
て
い
る
）
に
記
載
さ
れ
、
最

高
額
の
「
金
四
拾
銭
」
か
ら
板
良
敷
朝
郁
・
玉
城
盛
政
・
玉
城
盛
重
・
安
里
寛
垂
・
稲
嶺
恒
裕
・
国
場
朝
秀
の
順
で
六
名
、
そ
の
あ
と
「
三
拾
六
銭
」
が
長
嶺
樽
金
、

「
三
拾
五
銭
」
に
奥
原
樽
金
と
新
垣
松
含
、「
三
拾
銭
」
七
名
、「
弐
拾
八
銭
」
五
名
、「
弐
拾
四
銭
」
一
名
、「
弐
拾
銭
」
二
名
、「
拾
六
銭
」
四
名
、「
拾
銭
」
二
名
で
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あ
る
。
筆
者
は
盛
重
の
生
年
が
明
治
元
年
で
あ
る
こ
と
と
、
仲
毛
芝
居
の
初
期
は
役
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
を
盛
重
が
「
あ
の
頃
を
語
る
」（『
琉
球
新
報
』

一
九
三
二
年
三
月
三
一
日
）
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
演
は
明
治
二
〇
年
代
中
期
〜
三
〇
年
ご
ろ
と
仮
定
す
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
『
琉
球
浄
瑠
璃
』
に
記

さ
れ
て
い
る
「
仲
毛
」
の
明
治
二
〇
年
代
よ
り
は
時
代
が
後
で
あ
り
、
沖
縄
の
新
聞
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
明
治
三
一
年
か
ら
は
、
沖
永
良
部
公
演
の
記
事

が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

26 

前
掲
、
皆
吉
（
二
〇
一
一
）
二
三
四
頁
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
筆
者
が
空
白
部
分
を
詰
め
た
。

27 

安
藤
佳
翠
『
望
郷
』
私
家
版
。
一
九
五
一
年
。

28 

甲
東
哲
『
分
類 
沖
永
良
部
島
民
俗
語
彙
』（
南
方
新
社　

二
〇
一
一
年
）
の
「
第
八
章　

住
居
・
芸
能
編
」
に
は
「
ユ
ン
グ
ト
ゥ　

沖
縄
の
組
踊
の
台
詞
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
沖
永
良
部
島
の
方
言
に
「
ユ
ン
グ
ト
ゥ
」
と
い
う
組
踊
の
台
詞
を
表
す
専
用
の
単
語
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

29 

安
藤
佳
翠
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
和
泊
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
伊
地
知
裕
仁
氏
お
よ
び
、
先
田
光
演
館
長
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
安
藤
の
生
没
年
が
記
さ
れ
て
い
る

資
料
は
『
奄
美
人
名
選
』
と
い
う
資
料
で
あ
る
が
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。

30 

前
田
晶
子
「
離
島
に
お
け
る
地
域
の
人
間
形
成
と
学
校
―
沖
永
良
部
島
・
国
頭
小
学
校
の1970

年
代
―
」
奄
美
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
№
８　

鹿
児
島
大
学　

二
〇
〇
四
年

七
月
号

31 

皆
吉
（
二
〇
一
一
）
二
二
五
頁
。

32 

こ
の
日
は
旧
正
月
の
四
日
に
あ
た
っ
て
い
る
。「
年
の
祝
」
は
、
沖
永
良
部
島
の
生
年
祝
い
で
、『
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
』
に
は
「
男
女
と
も
十
三
年
ご
と
に
増
加
し
て

二
十
五
歳
、
三
十
七
歳
、
四
十
九
歳
、
六
十
一
歳
、
七
十
三
歳
、
八
十
五
歳
、
九
十
七
歳
に
な
る
と
、
そ
の
家
庭
は
巨
費
を
投
じ
、
親
戚
縁
者
を
招
い
て
、
盛
大
な
祝

宴
を
催
す
こ
と
を
慣
例
と
し
て
い
る
」
と
あ
り
、「
古
く
は
、
当
人
の
出
生
し
た
日
に
行
う
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
大
事
な
農
耕
を
遅
延
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と

て
、今
は
毎
年
一
月
六
日
に
行
う
」
と
あ
る
。
野
間
は
「（
ト
ゥ
シ
ビ
ノ
エ
マ
ハ
リ
ド
ゥ
ー
シ
イ
エ
）
三
日
か
ら
年
の
祝
が
は
じ
ま
る
」
と
『
シ
マ
の
生
活
誌
』
に
記
し
、

上
記
の
年
以
外
に
「
七
歳
」
が
加
え
ら
れ
、
九
十
七
歳
が
除
か
れ
て
い
る
。
年
の
祝
と
い
う
行
事
の
時
代
に
よ
る
変
化
が
み
ら
れ
る
。

33 

二
月
十
四
日
の
記
録
。
野
間
吉
夫
『
シ
マ
の
生
活
史 

沖
永
良
部
島
採
訪
日
誌
』
一
九
四
二
年　

三
元
社　

二
一
四
頁
。

34 

二
月
十
七
日
の
別
の
祝
い
で
の
こ
と
。（　

）
内
の
補
注
は
筆
者
に
よ
る
。
野
間
（
一
九
四
二
）
二
一
六
頁
。

35 

源
瑞
三
劇
場
の
こ
と
。
源
は
和
泊
集
落
と
手
々
知
名
集
落
に
掛
か
る
南
州
橋
の
周
辺
に
、
丸
太
や
板
な
ど
で
仮
設
小
屋
を
作
り
、
周
囲
は
藁
な
ど
で
囲
い
を
作
っ
て
芝

居
小
屋
を
建
て
た
（
高
橋
：
二
〇
〇
六
、二
六
六
頁
）。
野
間
が
来
島
時
の
源
劇
場
は
「
劇
場
と
は
名
ば
か
り
、
床
の
あ
る
の
は
舞
台
だ
け
」
と
劇
場
内
の
様
子
を
語
っ

て
い
る
。

36 

二
月
十
九
日
の
記
録
。
野
間
は
「
こ
れ
ら
の
芝
居
は
思
は
ぬ
収
穫
で
あ
つ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
野
間
（
一
九
四
二
）
二
一
九
頁

37 

同
じ
よ
う
に
尾
類
に
よ
る
組
踊
は
笹
森
儀
助
の
『
南
島
探
検
』
明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
九
月
五
日
の
項
目
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
笹
森
に
よ
っ
て
特
に
尾
類
が

組
踊
を
演
じ
た
と
断
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
笹
森
は
「
然
シ
テ
舞
妓
ノ
風
様
野
鄙
ナ
ラ
ス
温
柔
優
美
ニ
シ
テ
節
度
ア
リ
」
と
評
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
芸
妓
が
組

踊
等
を
演
じ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

− 18（　　）−181



38 
高
橋
（
二
〇
〇
六
）
二
五
五
頁
。

39 
『
沖
永
良
部
島
沿
革
誌
』
の
「
舞
踊
」
の
項
目
に
は
「
昔
時
（
筆
者
注
：
明
治
十
年
以
前
）
は
、（
略
）
沖
縄
人
又
は
本
島
の
師
匠
を
聘
し
て
稽
古
致
さ
せ
」
と
あ
り
、『
沖

永
良
部
島
民
俗
誌
』
に
は
「
村
踊
り
を
行
う
村
落
は
い
ず
れ
も
、
沖
縄
よ
り
舞
踊
師
を
招
聘
し
、
凡
そ
三
ヶ
月
の
練
習
に
よ
つ
て
習
得
し
た
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
近

世
末
期
〜
明
治
初
期
の
様
子
に
つ
い
て
の
口
碑
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
確
た
る
資
料
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
指
摘
に
留
め
て
お
く
。

40 

畦
布
に
お
け
る
組
踊
の
伝
承
等
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ま
と
め
る
予
定
で
あ
る
。
作
品
な
ど
に
つ
い
て
は
『
畦
布
誌
』
に
詳
し
い
。
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Okinoerabu Island and Kumiodori
— Discussion about Cultural Inheritance in Michinoshima Islands and Ryukyu —

Kota SUZUKI

Okinoerabu Island located at Oshima-gun, Kagoshima still has many Ryukyu 

performing arts. Advanced studies indicate that a folk performing art, 

“Yakko dance” is effected by Ryukyu on music and lyrics however there are less 

examples that demonstrated reasons why Ryukyu performing arts have been inherited.

This study indicates culture exchange between Ryukyu and Okinoerabu Island in 

early modern and modern (from Meiji to early Showa) with documents about reasons 

why many Ryukyu performing arts have been inherited to Okinoerabu Island until 

today to discuss about how and with which background Kumiodori inherited to Azefu-

aza and Ryukyu performing arts inherited to Okinoerabu Island have been penetrated 

until today.

As the conclusion, Michinoshima Islands and Ryukyu who used to have 

communication with old Ryukyu temporary had less communication due to an 

invasion of Satsuma however, on the occasion of the tributary from the end of the 

modern era, the communication with Ryukyu was permitted only at the time. At the 

rime of the tributary, Japanese customs were prohibited therefore it is considered that 

it was an opportunity to purely understand much Ryukyu culture at the time. At the end 

of the modern era, some people in Okinoerabu Island learned from Ryukyu therefore 

Ryukyu performing arts and its culture had been inherited and penetrated through 

such communication with Ryukyu. As the result, an environment where people could 

enjoy Ryukyu performing arts had been already established when they were frequently 

conveyed to Okinoerabu Island after the Meiji era therefore many Ryukyu performing 

arts are preserved as folk performing arts until now.
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