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◆ キーワード　名乗り表現／タービ／祓い声／宮古島狩俣／まゆんがなし

琉
球
弧
の
神
歌
の
人
称
表
現

―
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
か
ら
―

島 

村　

幸 

一

一　

は
じ
め
に

　

宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
は
、
稲
村
賢
敷
の
『
宮
古
島
旧
記
並
史
歌
集
解
』

琉
球
文
教
図
書
、
一
九
六
二
年
刊
（
一
九
七
七
年
に
至
言
社
か
ら
覆
刻
さ

れ
る
）
に
、「
狩
俣
う
や
が
む
の
に
ー
り
」
が
入
っ
て
注
目
さ
れ
た
（
１
）。

そ

の
後
、
狩
俣
の
神
歌
は
外
間
守
善
、
新
里
幸
昭
等
に
よ
り
採
集
が
始
ま
り
、

『
宮
古
諸
島
学
術
調
査
研
究
報
告
（
言
語
・
文
学
編
）』
琉
球
大
学
沖
縄
文

化
研
究
所
、
一
九
六
七
年
刊
が
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
採
集
が
進
ん
で
谷
川

健
一
編『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

南
島
古
謡
』第
十
九
巻
、三
一
書
房
、

一
九
七
一
年
刊
、
外
間
守
善
、
新
里
幸
昭
『
宮
古
島
の
神
歌
』
三
一
書
房
、

一
九
七
二
年
刊
に
結
実
し
て
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
く
。
そ
れ
を
受

け
て
、
小
野
重
朗
は
『
南
島
歌
謡
』
日
本
放
送
協
会
、
一
九
七
七
年
刊
に

お
い
て
、
狩
俣
の
神
歌
の
ひ
と
つ
「
祓
い
声
」（
タ
ー
ビ
）
を
「
草
創
者

自
身
が
「
わ
ん
な
（
私
は
）」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
て
語
り
、
し
か
も

自
身
を
「
根
立
て
の
主す

」「
母
の
神ん
ま
」
さ
ら
に
「
恐
れ
多
き
神
」
と
呼
ん

で
い
る
。（
途
中
省
略
）
神
託
、
神
語
と
し
て
最
も
鮮
明
で
古
い
形
を
持
っ

て
い
る
」
と
注
目
し
た
。
ま
た
、
藤
井
貞
和
も
『
古
日
本
文
学
発
生
論
』

思
潮
社
、
一
九
七
八
年
初
版
で
「「
祓
い
声
」
と
い
う
た
ー
び
は
、
そ
の

主
要
な
部
分
が
一
人
称
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
て
、
神
が
良
井
を
も
と
め

て
さ
す
ら
い
歩
く
よ
う
す
を
自
伝
的
に
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
謡

が「
た
ー
び
」（
神
崇た
か

べ
）で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、巫
者
の
祈
願（
崇

べ
）
の
な
か
に
神
が
あ
ら
わ
れ
、
の
り
う
つ
っ
て
く
る
、
と
い
う
形
式
が

の
こ
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
想
わ
れ
る
」
と
記
し
た
。
そ
の
後
も
、
狩

俣
の
神
歌
は
琉
球
文
学
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
な

る
が
（
２
）、

小
野
や
藤
井
が
早
く
に
、
神
の
立
場
に
立
つ
一
人
称
表
現
が
あ
ら

わ
れ
る
「
祓
い
声
」
に
注
目
し
た
の
は
、
当
然
、
こ
れ
が
日
本
文
学
の
発

生
を
考
察
し
た
「
神
、
人
に
憑
つ
て
、
自
身
の
来
歴
を
述
べ
、
種
族
の
歴

史
・
土
地
の
由
来
な
ど
を
陳
べ
る
」「
一
人
称
式
に
発
想
す
る
叙
事
詩
」（
折

口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
一
稿（
３
））」）

に
及
ぶ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
は
、
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
一
人
称
表
現
「
わ
ん

な
」
を
め
ぐ
る
人
称
表
現
に
つ
い
て
、
主
に
外
間
守
善
・
新
里
幸
昭
『
南
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島
歌
謡
大
成　

Ⅲ
宮
古
篇（
４
）』

を
資
料
に
し
、
内
田
順
子
『
宮
古
島
狩
俣
の

神
歌
』
等
（
５
）の

優
れ
た
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
若
干
の
考
察
を
試
み
て
い
く
。

実
は
、「
わ
ん
な
」
は
ワ
ン
ワ
〔w

anw
a

〕（
私
は
）
の
変
化
型
で
あ
る
が
、

南
琉
球
語
（
方
言
）〈
宮
古
諸
島
・
八
重
山
諸
島
語
〉
の
ひ
と
つ
で
あ
る

宮
古
諸
島
語
で
は
通
常
、
北
琉
球
語
（
方
言
）〈
奄
美
諸
島
・
沖
縄
諸
島
語
〉

の
ワ
行
音
は
バ
行
音
に
対
応
し
て
お
り
、〈
私
〉
を
意
味
す
る
語
、ワ
ン
（
ワ

ヌ
）
は
バ
ン
（
バ
ヌ
）
に
な
る
（
６
）。

こ
れ
が
狩
俣
の
神
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
神

の
名
乗
り
を
い
う
一
人
称
表
現
に
限
っ
て
、「
わ
ん
な
」
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
表
現
は
音
韻
的
に
特
殊
化
し
た
語
で
あ
る
。
こ
れ
を
出
発
点

と
し
て
、狩
俣
の
タ
ー
ビ
に
あ
わ
れ
る
一
人
称
表
現「
わ
ん
な
」を
考
察
し
、

八
重
山
川
平
の
来
訪
神
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
神
口
の
名
乗
り
表
現
に
及
び

な
が
ら
、
琉
球
弧
の
文
学
に
お
け
る
人
称
を
含
む
名
乗
り
表
現
を
考
え
て

い
く
。

二　

�

狩
俣
の
神
歌
、
タ
ー
ビ
に
あ
ら
わ
れ
る
一
人
称
表
現
「
わ
ん
な
」

　

小
野
重
朗
や
藤
井
貞
和
が
言
及
し
た
「
祓
い
声
」
は
、
旧
暦
十
月
か
ら

十
二
月
に
か
け
て
五
回
行
わ
れ
る
祖
神
祭
で
大
城
元
の
司
祭
者
で
あ
り
、

狩
俣
の
最
高
神
女
ア
ブ
ン
マ
の
先
唱
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
神
歌
で
あ
る
。

そ
の
冒
頭
部
分
は
、
以
下
で
あ
る
（
７
）。

〈
例
1
〉
祓
い
声

1 

や
ふ
ぁ
だ
り
る　

む
む
か
ん 

穏
や
か
な
百
神　

 

は
ら
い　

は
ら
い
〈
以
下
、
省
略
〉 

〈
囃
子
。
祓
い
、
祓
い
の
意
〉

 

な
ゴ
だ
り
る　

ゆ
な
オ
さ 

和
や
か
な
世
直
さ

2 

て
ぃ
ん
だ
オ
ノ　

み
オ
ぷ
ぎ 

天
道
の
お
陰
で

 

や
ぐ
み
ゅ
ー
い
ノ　

み
オ
ぷ
ぎ 

恐
れ
多
い
お
陰
で

3 

あ
さ
て
ぃ
だ
ノ　

み
オ
ぷ
ぎ 

父
太
陽
の
お
陰
で

 

う
や
て
ぃ
だ
ノ　

み
オ
ぷ
ぎ 

親
太
陽
の
お
陰
で

4 

ゆ
ー
チ
キ　

み
う
ふ
ぎ 

夜
の
月
の
お
陰
で

 

ゆ
ー
て
ぃ
だ
ノ　

み
う
ふ
ぎ 

夜
の
太
陽
〈
月
〉
の
お
陰
で

5 

に
だ
り
ノ
シ　

わ
ん
な 

根
立
て
主
の
私
は

 

や
ぐ
み
か
ん　

わ
ん
な 

恐
れ
多
い
私
は

6 

ゆ
ー
む
と
ぅ
ぬ　

か
ん
み
ょ
ー 

四
元
の
神
よ

 

ゆ
ー
に
び
ぬ　

か
ん
み
ょ
ー 

四
威
部
の
神
よ

7 

か
ん
ま　

や
ふ
ぁ
た
り
る 

神
は
穏
や
か
に

 

ぬ
っ
さ　

ぷ
ゆ
た
り
る 

主
は
静
か
に

8 

ん
ま
ぬ
か
ん　

わ
ん
な 

母
の
神
の
私
は

 

や
ぐ
み  

ふ
う
か
ん
ま 

恐
れ
多
い
大
神
は

9 

い
チ
ゆ　

あ
ら
け
ん
な 

一
番
新
し
く
は

 

い
チ
ゆ　

ぱ
ず
み
ん
な
（
以
下
、
省
略
） 

一
番
始
め
に
は

　
「
祓
い
声
」
は
、
省
略
し
た
以
下
が
タ
バ
リ
地
に
降
り
た
母
の
神
が
定

住
す
る
に
相
応
し
い
良
質
の
泉
を
探
し
求
め
る
叙
事
が
、
母
神
の
一
人
称

「
わ
ん
な
」
の
か
た
ち
で
謡
わ
れ
る
。『
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
』
に
よ
れ
ば
、

大
城
元
の
司
祭
者
で
あ
る
ア
ブ
ン
マ
が
先
唱
し
て
謡
う
ピ
ャ
ー
シ
の
冒
頭
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部
、「
根
口
声
」
が
以
下
の
よ
う
に
謡
わ
れ
、そ
の
う
ち
の
2
節
と
4
節
が
、

ア
ブ
ン
マ
以
外
の
サ
ス
（
神
の
司
祭
）
が
謡
う
場
合
に
は
異
な
る
詞
章
と

な
る
と
い
う
（
８
）。

〈
例
2
〉
ア
ブ
ン
マ
の
ピ
ャ
ー
シ
「
根
口
声（
９
）」〔
夏
ま
つ
り
〕

1 

て
ぃ
ん
だ
お
ぬ　

や
ぐ
み
ょ
ー
い
ぬ　

み
よ
ぷ
ぎ

2 

あ
さ
て
ぃ
だ
ぬ　

う
や
て
ぃ
だ
ぬ　

み
よ
ぷ
ぎ

3 

よ
ぼ
ち
ぃ
き
ぃ
ぬ　

よ
ぼ
て
ぃ
だ
ぬ　

み
よ
ぷ
ぎ

4 

に
だ
り
ぬ
し
ぃ　

や
ぐ
み
か
ん　

わ
ん
な
よ

5 

よ
ぼ
む
と
ぅ
ぬ　

よ
ぼ
に
び
ぬ　

う
ぷ
か
ん

6 

か
ん
ま
や
ふ
ぁ　

ぬ
し
ぃ
さ　

ぷ
ゆ
た
り
る
よ
（
以
下
、
省
略
）

　　

ピ
ャ
ー
シ
の
「
根
口
声
」
は
一
節
内
に
お
け
る
対
句
の
作
り
方
が
「
祓

い
声
」
と
は
異
な
る
が
、「
祓
い
声
」
の
2
節
か
ら
7
節
と
重
な
る
詞
章

で
あ
る
。
内
田
は
、
ピ
ャ
ー
シ
の
2
節
と
4
節
が
ア
ブ
ン
マ
以
外
の
サ
ス

が
謡
う
場
合
は
、
2
節
は
謡
わ
ず
、
4
節
は
一
人
称
で
は
謡
わ
ず
に
「
に

だ
て
ぃ
ぬ
し
ぃ　

や
ぐ
み
か
ん　

と
ぅ
ゆ
み
ゃ
よ
」（
根
立
て
主
、
恐
れ

多
い
鳴
響
み
親
よ
）
と
三
人
称
で
謡
う
と
す
る
。
2
節
を
ア
ブ
ン
マ
の
先

唱
す
る
ピ
ャ
ー
シ
だ
け
が
謡
う
の
は
、
ア
サ
テ
ィ
ダ
は
ン
マ
ヌ
カ
ン
と
交

わ
っ
て
子
孫
を
成
し
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
神
で
あ
り
、
こ
れ
が
大
城
元

に
祀
ら
れ
て
い
る
と
記
し
、
4
節
の
一
人
称
は
、
ア
ブ
ン
マ
が
「
ン
マ
ヌ

カ
ン
自
身
に
な
っ
て
「
私
は
根
立
て
主
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
」
の
で

あ
り
、「
他
の
サ
ス
が
先
唱
す
る
ピ
ャ
ー
シ
に
お
い
て
は
、
名
を
よ
み
あ

げ
て
あ
が
め
る
神
の
ひ
と
り
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
詞
章
の
違
い

が
、
神
役
間
の
序
列
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
重
要
な

指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ャ
ー
シ
は
「
神
の
一
人
称
表
現
で
な

さ
れ
、
ひ
と
り
の
神
の
側
か
ら
祭
儀
を
描
い
て
い
く
と
い
う
よ
み
か
た
に

な
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の「
ひ
と
り
の
神
の
側
か
ら
祭
儀
を
描
い
て
い
く
と
い
う
よ
み
か
た
」、

「
神
役
間
の
序
列
を
示
す
」
表
現
は
、〈
例
2
〉
の
後
半
部
の
叙
事
が
「
311 

ア
ジ
ィ
ラ
ー　

ん
ま
ぬ
か
ん　

わ
ん
な　
（「
ア
ジ
ィ
ラ
ー
」
は
囃
子
、
以

下
略
す
。
母
の
神
の
私
は
） 

312 

や
ぐ
み　

う
ふ
か
ん
ま
（
恐
れ
多
い
大
神

は
）　

313 

ば
む
と
ぅ
が　

お
い
ん
（
私
の
元
の
上
で
）　

314 

う
ふ
む
と
ぅ

が　

お
い
ん
（
大
元
が
上
で
）」
と
謡
う
の
に
対
し
て
、下
位
に
あ
る
サ
ス
、

ヤ
マ
ト
ゥ
ン
マ
が
先
唱
し
て
謡
う
ピ
ャ
ー
シ
（
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
マ
の
ピ
ャ
ー

シ
〔
夏
ま
つ
り
〕）
で
は
、「
327 

ア
ジ
ィ
ラ
ー　

あ
ま
て
ら
す　

わ
ん
な　

（「
ア
ジ
ィ
ラ
ー
」
は
囃
子
、
以
下
略
す
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
私
は
）　

328 

あ

お
み
か
み　

わ
ん
な
（
大
御
神
の
私
は
）　

329 

ん
ま
ぬ
か
ん　

み
ょ
ー
ぷ

ぎ
（
母
の
神　

あ
り
が
と
う
）　

330 

や
ぐ
み
か
ん　

み
ょ
ー
ぷ
ぎ
（
恐
れ

多
い
神　

あ
り
が
と
う
）　

331 

ゆ
ら
さ
ま
い
ぃ　

み
ょ
ー
ぷ
ぎ
（
お
許
し

な
さ
れ
た
の
で
）　

332 

ぷ
が
さ
ま
い
ぃ　

み
ょ
ー
ぷ
ぎ　

333 

う
ふ
む
と
ぅ

が　

お
い
ん
（
大
元
〈
大
城
元
〉
の
上
で
）　

334 

に
む
と
ぅ
が　

お
い
ん

（
根
元
の
上
で
）」
と
謡
わ
れ
る
と
い
う
。
ア
ブ
ン
マ
と
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
マ
が

そ
れ
ぞ
れ
祭
る
神
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
ア
ブ
ン
マ
の
ピ
ャ
ー
シ
で
は

「
311
ん
ま
ぬ
か
ん　

わ
ん
な
／
312 

や
ぐ
み　

う
ふ
か
ん
ま
」、
ヤ
マ
ト
ゥ
ン

マ
の
ピ
ャ
ー
シ
で
は
「
327 

あ
ま
て
ら
す　

わ
ん
な
／
328 

あ
お
み
か
み　

わ
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ん
な
」
と
一
人
称
表
現
で
示
さ
れ
、「
神
役
間
の
序
列
を
示
す
」
表
現
は
、

ア
ブ
ン
マ
は
「
313 

ば
む
と
ぅ
」
と
叙
事
す
る
の
に
対
し
て
、
ヤ
マ
ト
ゥ
ン

マ
は
「
329 

ん
ま
ぬ
か
ん　

み
ょ
ー
ぷ
ぎ　

330 

や
ぐ
み
か
ん　

み
ょ
ー
ぷ

ぎ　

331 
ゆ
ら
さ
ま
い
ぃ　

み
ょ
ー
ぷ
ぎ　

332 

ぷ
が
さ
ま
い
ぃ　

み
ょ
ー

ぷ
ぎ
」
と
い
う
よ
う
に
ン
マ
ヌ
カ
ン
を
称
え
る
表
現
（
神
名
揚
げ
）
の
後
、

「
333 

う
ふ
む
と
ぅ
／
334 

に
む
と
ぅ
」
と
い
う
外
部
的
な
視
点
の
描
写
で
謡

わ
れ
る
。
そ
こ
に
「
ゆ
ら
さ
ま
い
ぃ
／
ぷ
が
さ
ま
い
ぃ
」
と
い
う
敬
語
表

現
（
傍
線
部
）
が
、あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
敬
語
表
現
は
、

ン
マ
ヌ
カ
ン
に
対
し
て
働
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
マ
の
立

つ
位
置
は
ア
ブ
ン
マ
の
よ
う
に
大
城
元
と
一
体
的
で
は
な
く
、
そ
れ
を
外

部
か
ら
称
え
る
位
置
に
あ
る
。
こ
こ
に
「
神
役
間
の
序
列
」
が
表
出
さ
れ

て
い
る
。

　

神
の
一
人
称
表
現
「
わ
ん
な
」
は
、狩
俣
の
神
歌
で
は
タ
ー
ビ
、ピ
ャ
ー

シ
、
フ
サ
の
一
部
に
あ
ら
わ
れ
る）

（（
（

。
ウ
タ
の
形
式
が
比
較
的
は
っ
き
り
し

て
い
る
タ
ー
ビ
を
例
に
と
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
出
る
。
新
里
幸
昭
「〔
資

料
紹
介
〕
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
補
遺
―
仲
間
元
の
タ
ー
ビ
と
祖
神
祭
の
フ

サ
」
に
収
録
さ
れ
た
仲
間
元
の
司
祭
者
、
ウ
ヤ
パ
ー
が
謡
う
タ
ー
ビ
「
磯

の
主
神
」
で
示
す）

（（
（

。

〈
例
3
〉
磯
の
主
神

1 

い
シ
ぬ
ぬ
シ　

わ
ん
な 

磯
の
主
の
私
は

 

お
ー
き
が
や
ー 

〈
囃
子
―
26
節
ま
で
―
。
以
下
略
す
〉

2 

ん
ま
り
か
ん　

わ
ん
な 

生
ま
れ
神
の
私
は

3 

ふ
ら
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば 

子
供
の
神
こ
そ
で
あ
る
の
で

4 

ま
た
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば  

 

股
の
神
〈
子
孫
の
神
〉
こ
そ
で
あ
る

の
で

5 

ん
ま
ぬ
か
ん　

お
み
ョ
ー
ぷ
ぎ 

母
の
神
の
お
陰
で

6 

や
ぐ
み
か
ん　

お
み
ョ
ー
ぷ
ぎ 

恐
れ
多
い
神
の
お
陰
で

7 

ゆ
ら
さ
ま
イ　

オ
み
ョ
ー
ぷ
ぎ 

（
願
い
を
）
お
許
し
な
さ
る
お
陰
で

8 

ぷ
が
さ
ま
イ　

お
み
ョ
ぷ
ぎ 

（
願
い
を
）
満
た
し
な
さ
る
お
陰
で

9 

ば
が
に
ふ
チ　

オ
コ
い
よ 

私
の
根
口
の
お
声
よ

10 

か
ん
む
だ
ま　

ま
く
い
よ 

神
の
真
玉
の
真
声
よ

11 

た
か
び
ふ
チ　

オ
コ
い
よ
ー  

崇
べ
口
の
お
声
よ

12 

び
ゅ
ー
ぎ
ふ
チ　

ま
く
い
よ
ー 

神
座
の
真
声
よ

13 

オ
ト
も
よ
ん　

と
う
ゆ
ま
い 

お
供
の
よ
み
を
鳴
響
も
う

14 

う
シ
き
ゆ
ん　

み
や
ー
が
ら
い 

お
付
き
の
よ
み
を
揚
げ
よ
う

15 

ば
ん
あ
た
ら　

み
ゆ
に 

私
が
担
当
す
る
御
船

16 

か
ん
あ
た
ら　

い
チ
ぐ 

 

神
が
担
当
す
る
板
子
〈
船
の
美
称

語
〉

17 

う
キ
な
ー
ま
ー
り　

み
ゆ
に 

沖
縄
廻
り
の
御
船

18 

し
ゅ
ゆ
い
ま
ー
り　

い
チ
ぐ 

首
里
廻
り
の
板
子

19 
チ
か
さ
が
ん　

わ
ん
な  

司
神
の
私
は

20 
ま
っ
ち
ゃ
が
ん　

わ
ん
な 

祭
り
神
の
私
は

 

（
以
下
、
途
中
省
略
）

125 

う
さ
み
か
ぎ　

と
ぅ
た
ん 

 

納
め
美
し
さ
を
取
っ
た
〈
立
派
に
納

め
た
〉
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126 

み
ゃ
ー
シ
か
ぎ　

と
ぅ
た
ん 

納
め
美
し
さ
を
取
っ
た

127 
い
シ
ぬ
か
ん　

わ
ん
な 

磯
の
神
の
私
は

128 
ん
ま
り
か
ん　

わ
ん
な 

生
ま
れ
神
の
私
は

129 

ん
ま
ぬ
か
ん　

み
ゅ
ー
ぷ
ぎ 

母
の
神
の
お
陰
で

130 

や
ぐ
み
か
ん　

み
ゅ
ー
ぷ
ぎ 

恐
れ
多
い
神
の
お
陰
で

131 

ゆ
ら
さ
ま
イ　

み
ゅ
ー
ぷ
ぎ 

（
願
い
を
）
お
許
し
な
さ
る
お
陰
で

132 

ぷ
が
さ
ま
イ　

み
ゅ
ー
ぷ
ぎ 

（
願
い
を
）
満
た
し
な
さ
る
お
陰
で

133 

ば
が
に
ふ
チ　

お
こ
い
ゆ 

私
の
根
口
の
お
声
よ

134 

か
ん
む
だ
ま　

ま
こ
い
ゆ 
神
の
真
玉
の
真
声
よ

135 

た
ー
び
ふ
チ　

オ
コ
い
ゆ 
崇
べ
口
の
お
声
よ

136 

び
ゅ
ー
ぎ
ふ
チ　

ま
こ
い
ゆ 

神
座
の
真
声
よ

137 

う
と
ぅ
む
ゆ
ん　

と
ぅ
た
ん 

お
供
の
よ
み
を
と
っ
た

138 

う
シ
き
ゆ
ん　

ゆ
た
ん 

お
付
き
の
よ
み
を
よ
ん
だ

139 

ん
き
ゃ
ぬ
た
や　

と
ぅ
た
ん 

昔
の
霊
力
を
と
っ
た

140 

に
だ
り
ま
ま　

ゆ
た
ん 

根
立
て
ま
ま
に
よ
ん
だ

　

狩
俣
で
は
、
タ
ー
ビ
を
謡
う
こ
と
を
〈
よ
む
〉
と
い
う）

（（
（

。
タ
ー
ビ
の
表

現
形
式
は
、
冒
頭
部
の
定
形
的
表
現
（
1
～
14
節
）
と
末
尾
部
の
定
形
的

表
現
（
127
～
140
節
）
と
の
間
に
、
タ
ー
ビ
の
主
人
公
で
あ
る
神
の
事
蹟
の

叙
事
が
展
開
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。〈
よ
む
〉
と
い
う
語
は
、
そ
の
冒

頭
部
と
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
の
末
尾
部
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
あ
ら

わ
れ
る
。
冒
頭
部
の
定
形
的
表
現
で
は
「
13 

オ
ト
も
よ
ん　

と
う
ゆ
ま
い

／
14 

う
シ
き
ゆ
ん　

み
や
ー
が
ら
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
末
尾
部
の
定

形
的
表
現
で
は
「
137 

う
と
ぅ
む
ゆ
ん　

と
ぅ
た
ん
／
138 

う
シ
き
ゆ
ん　

ゆ
た
ん
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
よ
む
〉
と
い

う
語
に
注
目
す
る
と
、
タ
ー
ビ
は
二
つ
の
定
型
的
表
現
の
末
尾
部
に
〈
よ

む
〉
が
出
て
、神
の
事
蹟
を
よ
み
鳴
響
も
う
、「
に
だ
り
ま
ま
（
根
立
て
〈
始

原
〉
の
ま
ま
）」
よ
ん
だ
と
謡
い
お
さ
め
る
表
現
形
式
の
ウ
タ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
タ
ー
ビ
の
も
う
ひ
と
つ
の
表
現
形
式
の
特
徴
は
、
冒
頭
部
と

末
尾
部
の
定
形
的
表
現
の
そ
れ
ぞ
れ
の
始
め
の
部
分
（
1
節
・
2
節
と
127

節
・
128
節
）
に
、
タ
ー
ビ
の
主
人
公
で
あ
る
神
の
名
乗
り
「
い
シ
ぬ
ぬ
シ

　

わ
ん
な
／
ん
ま
り
か
ん　

わ
ん
な
」
を
謡
い
、
二
つ
の
定
形
的
表
現
の

間
に
挟
ま
れ
た
神
の
事
蹟
の
叙
事
を
謡
い
始
め
る
部
分
に
も
う
ひ
と
つ
の

神
の
名
乗
り
「
19 

チ
か
さ
が
ん　

わ
ん
な
／
20 

ま
っ
ち
ゃ
が
ん　

わ
ん

な
」
を
謡
っ
て
、
神
の
事
蹟
の
叙
事
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ス

が
、
称
え
る
神
自
身
の
立
場
に
な
っ
て
謡
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
「
わ
ん
な

（
私
は
）」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
形
式
を
持
っ
た
ウ
タ
に
位

置
す
る
神
の
名
乗
り
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が
、
宮
古
諸
島
語
と
は
異

な
る
音
韻
の
語
で
あ
る
こ
と
は
、前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。〈
例
3
〉
で
は
、

9
節
に
「
ば
が
に
ふ
チ
」、
対
句
が
「
か
ん
む
だ
ま
」、
15
節
に
「
ば
ん
あ

た
ら
」、
対
句
が
「
か
ん
あ
た
ら
」
と
い
う
よ
う
に
「
ば
」「
ば
ん
」（
我
）

が
出
で
、
し
か
も
そ
れ
が
対
語
「
か
ん
」（
神
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
神
の

立
場
に
立
つ
〈
我
〉
で
あ
っ
て
も
、
名
乗
り
表
現
で
は
な
い
た
め
に
「
わ

ん
な
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

実
は
こ
の
「
わ
ん
な
」
は
、
数
は
少
な
い
が
名
乗
り
表
現
で
は
な
い
場
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合
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
例
え
ば
、〈
例
3
〉
の
15
節
と
関
連
す
る
表
現
で
、

「
22 
舟ふ
に

ん
だ
ぎ
司
つ
か
さの

タ
ー
ビ
」（
志
立
元
）
の
129
、
141
節
、「
24 

舟ふ
に

ん
だ
ぎ

司つ
か
さの

タ
ー
ビ
」（
仲
嶺
元
）
の
145
、
157
節
、「
28 

マ
ギ
チ
ミ
ガ
」（
仲
嶺
元
）

の
33
、
34
節
に
「
あ
た
ら
し
ゅ
ー　

わ
ん
な
（
担
当
し
て
い
る
私
は
）
／

み
チ
き
し
ゅ
ー　

わ
ん
な
（
守
っ
て
い
る
私
は
）」、
フ
サ
の
例
で
「
14 

家や
ー

の
主ぬ
し
う
や
ん
ま

親
阿
母
の
フ
サ
」
の
14
、
20
、
30
節
「
や
ー
ぬ
ぬ
し　

う
や
ん
ま　

わ
ん
な（
家
の
主
親
阿
母
の
私
は
）／
キ
む
か
に　

う
や
ん
ま　

わ
ん
な（
肝

が
適
っ
た
親
阿
母
の
私
は
）」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
主
人
公
の
立
場
、
役

割
を
強
調
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
わ
ん
な
」
で
は
な
く
「
わ

ん
ど
」（
私
ぞ
）
と
い
う
表
現
も
、「
13 
根に
ー

の
世ゆ
ま
さ勝

り
の
タ
ー
ビ
」（
大
城
元
）

の
26
、32
、39
、45
節
「
か
い
し
ょ
イ　

わ
ん
ど
ー
（〈
海
腐
り
・
潮
腐
り
を
〉

返
し
て
い
る
私
ぞ
）／
む
ど
ぅ
し
ょ
イ　

わ
ん
ど
ー（
戻
し
て
い
る
私
ぞ
）」、

「
52 

た
シ
き
う
イ　

わ
ん
ど
（〈
狩
俣
を
〉
助
け
て
い
る
私
ぞ
）
／
む
ど
ぅ

し
ょ
ー
イ　

わ
ん
ど
（〈
海
腐
り
・
潮
腐
り
を
〉
戻
し
て
い
る
私
ぞ
）」
と

あ
り
、
こ
れ
も
神
の
働
き
を
強
調
す
る
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
音
韻

を
異
に
す
る
「
わ
ん
な
」
は
、
名
乗
り
表
現
も
含
め
て
主
語
を
詞
章
の
末

尾
に
置
く
倒
置
的
な
表
現
で
、
神
の
立
場
、
役
割
を
強
調
す
る
表
現
で
あ

り
、
そ
れ
故
、
特
殊
化
し
た
語
と
し
て
定
形
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
わ

ん
な
」
は
、
狩
俣
の
神
歌
が
採
録
さ
れ
て
い
る
主
な
テ
ク
ス
ト
『
南
島
歌
謡

大
成　

Ⅲ
宮
古
篇
』、〈
例
3
〉
の
「〔
資
料
紹
介
〕
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
補

遺
」、
内
田
『
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
』、『
平
良
市
史　
（
民
俗
・
歌
謡
）』
第

七
巻
、
平
良
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
刊
、『
日
本
民
謡
大
観
（
沖
縄

奄
美
）
宮
古
諸
島
篇
』
日
本
放
送
協
会
、
一
九
九
○
年
刊
を
み
て
も
、
音

韻
的
に
ぶ
れ
た
表
記
は
見
つ
か
ら
な
い
。
ま
さ
に
、
狩
俣
の
神
歌
の
な
か

の
定
形
表
現
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
の
一
人
称
表
現
「
わ
ん
な
」
を
持
た
な
い
タ
ー
ビ
も
存

在
す
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
狩
俣
の
最
高
位
に
あ
る
元
、
大
城
元
の
ア

ブ
ン
マ
が
〈
よ
む
〉、「
5 

山
の
フ
シ
ラ
ズ
」
は
、
以
下
で
あ
る
。

〈
例
4
〉
山
の
フ
シ
ラ
ズ

1 

や
ま
ぬ　

ふ
し
ら
イ
ざ　

き
ョ
ー 

山
の
フ
シ
ラ
イ〈
神
名
〉は〈
囃
子
〉

 

ふ
ら
ー
ぬ　

う
ぱ
ら
ジ
ざ 

子
の
ウ
パ
ラ
ジ
は

2 

ふ
ら
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば 

子
供
の
神
こ
そ
で
あ
る
か
ら

 

ま
た
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば 

 

股
の
神
〈
子
孫
の
神
〉
こ
そ
で
あ

る
か
ら

3 

ん
ま
ぬ
か
ん　

み
ゆ
ふ
ぎ　

き
ょ
ー 

母
の
神
の
お
陰
で〈
囃
子
、以
下
略
〉

 

や
ぐ
み
か
ん　

み
ゆ
ふ
ぎ　

き
ょ
ー 

恐
れ
多
い
神
の
お
陰
で

4 

ゆ
ら
さ
ま
イ　

み
ゆ
ふ
ぎ　

き
ょ
ー （
願
い
を
）
お
許
し
な
さ
る
お
陰
で

 

ぷ
か
さ
ま
イ　

み
ゆ
ふ
ぎ　

き
ょ
ー （
願
い
を
）
満
た
し
な
さ
る
お
陰
で

5 

ば
が
に
ふ
チ　

オ
コ
い　

き
ょ
ー 

私
の
根
口
の
お
声

 

か
ん
む
だ
ま　

ま
く
い 

神
真
玉
の
真
声

6 
う
ト
も
ゆ
ん　

と
よ
ま 

お
供
の
よ
み
を
鳴
響
も
う

 
う
チ
き
ゆ
ん　

み
や
が
ら 

お
付
き
の
よ
み
を
揚
げ
よ
う

 

〈
こ
こ
か
ら
歌
う
調
子
が
変
わ
る
〉

7 

や
ま
ぬ　

ふ
し
ら
っ
ざ　

き
ょ
ー 

山
の
フ
シ
ラ
イ
は
〈
囃
子
〉

 

ふ
ら
ぬ　

う
ふ
ぁ
ら
イ
ざ 

子
の
ウ
パ
ラ
ジ
は
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8 

い
っ
ち
ゅ　

あ
ら
け
ん
な 

一
番
新
し
く
は

 
い
っ
ち
ゅ　

ぱ
ず
み
ん
な 

一
番
始
め
に
は

 
（
以
下
、
途
中
省
略
）

39 

シ
ま
や　

む
チ
な
オ
シ 

シ
マ
〈
村
落
〉
を
持
ち
直
し

 

ふ
ん
ま　

だ
キ
な
オ
シ 

ク
ニ
を
抱
き
直
し

40 

や
ま
ぬ　

ふ
し
ら
イ
ざ 

山
の
フ
シ
ラ
イ
は

 

ふ
ら
ぬ　

う
ふ
ぁ
ら
イ
ざ 

子
の
ウ
パ
ラ
ジ
は

41 

ん
ま
ぬ
か
ん　

み
ゆ
ぷ
ぎ 

母
の
神
の
お
陰
で

 

や
ぐ
み
か
ん　

み
ゆ
ふ
ぎ 

恐
れ
多
い
神
の
お
陰
で

42 

ゆ
ら
さ
ま
イ　

み
ゆ
ふ
ぎ  
（
願
い
を
）
お
許
し
な
さ
る
お
陰
で

 

ぷ
が
さ
ま
イ　

み
ゆ
ふ
ぎ 
（
願
い
を
）
満
た
し
な
さ
る
お
陰
で

43 

ば
が
に
ふ
チ　

く
い
や 

私
の
根
口
の
お
声
は

 

か
ん
む
だ
ま　

ま
く
い
や 

神
真
玉
の
真
声
は

44 

う
と
ぅ
も
ヨ
ん　

と
ぅ
た
ん 

お
供
の
よ
み
を
と
っ
た

 

う
チ
き
ヨ
ん　

と
ぅ
た
ん 

お
付
き
の
よ
み
を
と
っ
た

45 

ん
き
ゃ
ぬ
た
や　

と
ぅ
た
ん 

昔
の
霊
力
を
と
っ
た

 

に
だ
り
ま
ま　

ヨ
た
ん 

根
立
て
ま
ま
に
よ
ん
だ

　
〈
例
4
〉
は
、
冒
頭
部
の
定
形
的
表
現
（
1
～
6
節
。
本
例
は
、
対
句

が
一
節
の
中
に
あ
る
）と
末
尾
部
の
定
形
的
表
現（
40
～
45
節
）と
の
間
に
、

本
歌
の
主
人
公
、
山
の
フ
シ
ラ
イ
の
事
蹟
の
叙
事
（
7
～
39
節
）
が
展
開

す
る
タ
ー
ビ
で
あ
り
、
二
つ
の
定
形
的
表
現
の
末
尾
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に

「
6 

ゆ
ん　

と
よ
ま
／
ゆ
ん　

み
や
が
ら
」、「
44 

ヨ
ん　

と
ぅ
た
ん
／
ヨ

ん　

と
ぅ
た
ん
」
と
い
う
表
現
が
出
て
、〈
よ
も
う
〉〈
よ
ん
だ
〉
と
い
う

表
現
の
間
の
部
分
に
神
の
事
蹟
が
謡
わ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、本
歌
は
〈
例
3
〉
と
は
異
な
り
、〈
例
3
〉
に
あ
ら
わ
れ
る
「
わ
ん
な
」

の
位
置
に
「
や
ま
ぬ　

ふ
し
ら
っ
ざ
／
ふ
ら
ぬ　

う
ふ
ぁ
ら
イ
ざ
」（
1
・

7
・
40
節
）
と
い
う
よ
う
に
、
神
の
名
が
三
人
称
で
あ
ら
わ
れ
る
。

　

こ
の
神
の
名
乗
り
の
人
称
の
違
い
は
、な
に
に
よ
る
か
。
そ
れ
は
、タ
ー

ビ
を
〈
よ
む
〉
主
体
が
タ
ー
ビ
の
主
人
公
で
あ
る
神
の
立
場
に
立
っ
て
い

る
か
否
か
、
神
の
立
場
に
立
ち
得
る
か
否
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
城
元

の
ウ
ヤ
パ
ー
で
あ
る
ア
ブ
ン
マ
が
〈
よ
む
〉
タ
ー
ビ
は
、『
南
島
歌
謡
大

成　

Ⅲ
宮
古
篇
』
に
は
「
1 

タ
ー
ビ
の
根
口
声
」
以
下
、
十
七
首
が
入
っ

て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
一
人
称
「
わ
ん
な
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、「
声
」

と
呼
ば
れ
る
「
1 

タ
ー
ビ
の
根
口
声
」「
2 

祓
い
声
」「
3 

ヤ
ー
キ
ャ
ー

声
（
夏
祭
り
）」「
4 

ヤ
ー
キ
ャ
ー
声
（
冬
祭
り
）」
だ
け
で
あ
る）

（（
（

。
後
の

「
5 

山
の
フ
シ
ラ
ズ
」
か
ら
「
17 

ザ
ウ
ン
ガ
ニ
の
タ
ー
ビ
」
は
、〈
例
4
〉

で
示
し
た
よ
う
に
神
の
名
乗
り
の
表
現
は
三
人
称
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
田

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
タ
ー
ビ
の
主
人
公
「
山
の
フ
シ
ラ
ズ
」
が
歌
唱
主

体
の
ア
ブ
ン
マ
が
祀
る
ン
マ
ヌ
カ
ン
（
母
の
神
）
に
と
っ
て
は
「
2 

ふ
ら

が
ん
／
ま
た
が
ん
」
と
〈
よ
む
〉
子
の
神
で
あ
り
、「
15 

上う
い
の
屋や

の
マ
ト
ゥ

ル
ギ
の
タ
ー
ビ
」で
は
、「
2 

い
び
ま
か
ん
／
ピ
キ
ま
か
ん
」と〈
よ
む
〉「
い

び
ま
」（
威
部
間
）
の
神
で
あ
っ
て
、
ン
マ
ヌ
カ
ン
（
母
の
神
）
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
同
様
に
〈
例
3
〉
に
「
3 

ふ
ら
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば　

4 

ま
た
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば
」
が
謡
わ
れ
な
が
ら
一
人
称
表
現
「
わ
ん
な
」

が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
タ
ー
ビ
を
〈
よ
む
〉
ウ
ヤ
パ
ー
が
大
城
元
の
下
位
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に
あ
る
仲
間
元
の
ウ
ヤ
パ
ー
（
す
な
わ
ち
、
磯
の
主
神
は
ン
マ
ヌ
カ
ン
の

下
位
の
神
で
ン
マ
ヌ
カ
ン
の
「
ふ
ら
が
ん
／
ま
た
が
ん
」
に
あ
た
る
）
で

あ
り
、磯
の
主
神
を
祀
り
そ
の
神
の
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
ピ
ャ
ー
シ
同
様
、
タ
ー
ビ
に
お
い
て
も
、〈
例
3
〉
の
3
・
4
に
続

く
5
～
8
、〈
例
4
〉
の
2
か
ら
続
く
3
・
4
の
詞
章
は
、ア
ブ
ン
マ
の
〈
よ

む
〉「
声
」
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

タ
ー
ビ
に
お
い
て
一
人
称
の
名
乗
り
「
わ
ん
な
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、

他
に
〈
例
3
〉
が
入
る
資
料
に
採
録
さ
れ
た
「
天
照
ら
す
」（
仲
間
元
）、『
南

島
歌
謡
大
成　

Ⅲ
宮
古
篇
』
に
入
る
「
20 

バ
シ
ク
イ
の
バ
ソ
」（
カ
ニ
ャ
ー

元
）、「
21 

サ
ジ
ナ
ン
ガ
パ
イ
」（
カ
ニ
ャ
ー
元
）、「
24 

舟ふ
に
ん
だ
き
司
つ
か
さの
タ
ー

ビ
」（
仲
嶺
元
）、「
28 

マ
ギ
チ
ミ
ガ
（
仲
嶺
元
）」
で
あ
る
。
こ
の
内
、〈
例

3
〉
の
よ
う
な
形
式
が
整
っ
て
い
る
の
は
「
天
照
ら
す
」
で
、「
20 

バ
シ

ク
イ
の
バ
ソ
」
と
「
21 

サ
ジ
ナ
ン
ガ
パ
イ
」
は
、
と
も
に
冒
頭
部
と
末
尾

部
の
定
形
的
表
現
に
一
人
称
の
名
乗
り
「
わ
ん
な
」
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、

神
の
事
蹟
の
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
名
乗
り
は
三
人
称
が
出
る
。「
24 

舟ふ
に

ん

だ
き
司
つ
か
さの

タ
ー
ビ
」
は
、
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
が
な
く
、
冒
頭
部
の
定

形
的
表
現
に
一
人
称
の
名
乗
り
「
わ
ん
な
」
が
出
る
が
そ
の
定
形
部
は
変

則
的
な
詞
章
で
あ
り
、
神
の
事
蹟
の
冒
頭
の
名
乗
り
は
三
人
称
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
ふ
ら
が
ん
ど
ぅ　

や
り
ば
」の
詞
章
は
出
な
い（
但

し
、『
平
良
市
史　
（
民
俗
・
歌
謡
）』
収
録
の
「
14 

フ
ナ
ン
ダ
キ　

ツ
カ
サ
」

は
、
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
も
謡
わ
れ
て
い
る
）。「
28
マ
ギ
チ
ミ
ガ
」（
仲

嶺
元
）
は
、
冒
頭
部
の
定
形
的
表
現
と
神
の
事
蹟
の
冒
頭
に
一
人
称
表
現

が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
末
尾
の
定
形
的
表
現
そ
の
も
の
が
な
く
、「
ふ
ら
が

ん
ど
ぅ　

や
り
ば
」
の
詞
章
が
出
な
い
（
但
し
、『
平
良
市
史　
（
民
俗
・

歌
謡
）』
収
録
の
「
16 

マ
ギ
つ
ミ
ガ
」
に
は
、
末
尾
の
定
形
的
表
現
も
謡

わ
れ
る
形
式
の
整
っ
た
ウ
タ
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ブ
ン
マ
が
〈
よ

む
〉
タ
ー
ビ
以
外
の
ウ
タ
に
は
、
冒
頭
部
と
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
に
一

人
称
の
名
乗
り
が
あ
ら
わ
れ
て
も
、
神
の
事
蹟
の
冒
頭
に
三
人
称
の
名
乗

り
が
出
る
タ
イ
プ
の
ウ
タ
が
あ
り
、
興
味
深
い）

（（
（

。

　

人
称
が
一
人
称
か
、
三
人
称
か
の
問
題
は
、
そ
れ
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
表
現
と
も
か
ら
ん
で
い
る
。
内
田
は

冒
頭
部
と
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
が
ア
ブ
ン
マ
の
〈
よ
む
〉「
ヤ
ー
キ
ャ
ー

声
」
と
、
他
の
サ
ス
の
〈
よ
む
〉
タ
ー
ビ
と
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。「
ヤ
ー
キ
ャ
ー
声
」
は
、
冒
頭
部
の
定
形
的
表
現
の
末
尾
が
「
ゆ

み
が
り　

と
ぅ
ゆ
ま
（
よ
み
上
げ
鳴
響
も
う
）
／
い
じ
み
が
り　

み
ゃ
ー

が
ら
（
い
い
上
げ
上
げ
よ
う
）」、
末
尾
部
の
定
形
的
表
現
の
末
尾
が
「
ゆ

み
が
り　

と
ぅ
た
ん
（
よ
み
上
げ
を
と
っ
た
）
／
い
じ
み
が
り　

ゆ
た
ん

（
い
い
上
げ
を
よ
ん
だ
）」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
サ
ス
の
タ
ー
ビ
は

冒
頭
部
が
「
お
と
ぅ
も
ゆ
ん　

と
ぅ
ゆ
ま
（
お
供
の
よ
み
を
鳴
響
も
う
）

／
お
ち
ぃ
き
ゆ
ん　

み
ゃ
ー
が
ら
（
お
付
き
の
よ
み
を
あ
げ
よ
う
）」、
末

尾
部
が
「
お
と
ぅ
も
ゆ
ん　

ゆ
た
ん
（
お
供
の
よ
み
を
よ
ん
だ
）
／
お
ち
ぃ

き
ゆ
ん　

ゆ
た
ん
（
お
付
き
の
よ
み
を
よ
ん
だ
）」
と
な
る
。
他
の
サ
ス

の
詞
章
に
出
る
「
お
と
ぅ
も
／
お
ち
ぃ
き
」
と
は
、
ア
ブ
ン
マ
の
祀
る
神
、

ン
マ
ヌ
カ
ン
の
お
供
、お
付
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、狩
俣
の
神
歌
の
表
現
は
、

狩
俣
集
落
の
神
々
の
体
系
と
そ
れ
に
呼
応
し
た
「
神
役
間
の
序
列
」
の
な

か
に
あ
る
）
（（
（

。
そ
れ
は
、例
え
ば
ア
ブ
ン
マ
の
ウ
タ
が〈
よ
む
〉と〈
い
ず
〉（
言
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う
）
の
対
語
な
の
に
対
し
て
、他
の
サ
ス
は
〈
よ
む
〉
と
〈
よ
む
〉
の
対
語
、

あ
る
い
は
傍
点
を
付
け
た
ア
ブ
ン
マ
の
ウ
タ
に
出
る
一
人
称
の
名
乗
り
表

現
「
に
だ
り
ぬ
シ　

わ
ん
な

4

4

4

（
根
立
て
主
の
私
は
）
／
や
ぐ
み　

ふ
う
か

4

4

4

ん
ま
4

4

（
恐
れ
多
い
大
神
は
）」
の
対
句
と
、
サ
ス
た
ち
の
ウ
タ
に
出
る
「
チ

か
さ
か
ん　

わ
ん
な

4

4

4

（
司
神
の
私
は
）
／
ま
っ
ち
ゃ
か
ん　

わ
ん
な

4

4

4

（
祭

り
神
の
私
は
）」）
の
対
句
の
細
部
の
違
い
に
も
存
在
し
よ
う
。
詳
細
は
、

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

一
人
称
表
現
「
わ
ん
な
」
は
、
サ
ス
が
そ
れ
を
祀
る
神
の
立
場
に
立
つ
表

現
で
あ
る
。狩
俣
の
神
歌
の
表
現
が
狩
俣
の
神
々
の
体
系
と
そ
れ
を
祀
る「
神

役
間
の
序
列
」
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
特
殊
な
音
韻
で
あ
る
一

人
称
「
わ
ん
な
」
は
、
三
人
称
の
名
乗
り
と
対
峙
す
る
表
現
、
サ
ス
が
そ
れ

を
祀
る
神
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
示
す
名
乗
り
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

特
殊
化
し
た
定
形
の
言
語
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

三　

ま
と
め
に
か
え
て

　

折
口
が
「
国
文
学
の
発
生
（
第
三
稿
）」（『
民
族
』
第
四
巻
二
号
、

一
九
二
九
年
）
で
、
と
り
あ
げ
た
八
重
山
川
平
の
節
祭
り
に
登
場
す
る
来

訪
神
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
「
神
詞
」
に
も
、
各
章
段
の
末
尾
に
定
形
の
名

乗
り
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
。「
上
の
村
」（
久
場
川
村
）
の
「
神
詞
」
の
冒

頭
の
詞
章
は
「
う
ー
と
お
ー
ど
、
き
ゆ
ぬ
ぴ
い
、
ゆ
か
る
ぴ
い
に
、
う
ー

と
し
い
、
み
ー
と
し
い
、
ん
か
い
、
く
だ
り
、
ち
や
ー
び
る
、
ま
ー
ゆ
ん

が
な
し
い
で
、
か
ん
、
か
ざ
る
、
び
ん
と
ぉ
ー
ど
う
」（
あ
あ
尊
、
今
日
の

日
、
良
き
日
に
、
大
歳
、
新
年
を
迎
え
て
、
下
っ
て
来
て
い
ま
す
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
と
こ
う
唱
え
ま
す
、
尊
）、「
下
の
村
」（
内
原
村
）
の
「
神
詞
」
の

冒
頭
の
詞
章
は
「
う
ー
と
ー
ど
、う
い
ぬ
し
ぃ
ま
、か
ん
ぬ
し
ぃ
ま
、は
ら
、

ふ
ぅ
ー
ゆ
ぅ
、
ま
ー
ゆ
ぅ
ば
、
き
た
ん
ま
で
ぃ
、
ん
に
ま
で
ぃ
ん
、
ん
て
ぃ

ち
ぃ
き
ぃ
、
ち
ぃ
ん
ん
て
ぃ
お
ー
る
、
ま
ー
ゆ
ん
が
な
し
ぃ
で
、
し
ぃ
さ

り
ー
、
と
ー
ど
、
し
ぃ
さ
ー
り
」（
あ
あ
尊
、
上
の
島
、
神
の
島
か
ら
大
世
、

真
世
を
桁
ま
で
棟
ま
で
満
た
し
付
け
、
積
み
満
た
し
な
さ
る
マ
ユ
ン
ガ
ナ

シ
と
、
申
し
ま
す
。
尊
、
申
し
ま
す
）
で
あ
る）

（（
（

。
傍
線
部
を
引
い
た
箇
所

が
定
形
の
名
乗
り
表
現
で
あ
る
が
、
章
段
の
末
尾
に
「
神
詞
」
を
唱
え
る

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
自
ら
を
三
人
称
で
名
乗
っ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

後
述
す
る
竹
富
島
の
播
種
儀
礼
、種
子
取
祭
に
登
場
す
る
ホ
ン
ジ
ャ
ー（
翁
）

の
口
上
と
と
も
に
狩
俣
恵
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
上
の
村
」
の
「
神
詞
」

に
は
「
ち
や
ー
び
る
」「（
か
ざ
る
、）
び
ん
」
と
い
う
首
里
言
葉
が
使
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、「
上
の
村
」
の
「
神
詞
」
で
は

〈
唱
え
る
〉
意
を
「
か
ざ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
一
般
の
八
重
山
方
言

「
カ
ザ
ル
ン
」
は
、
①
飾
る
、
②
神
仏
へ
の
供
物
と
し
て
供
え
て
長
時
間
飾

り
と
し
て
お
く
と
い
う
意
で
あ
り）

（（
（

、
こ
の
「
神
詞
」
の
用
法
は
独
特
で
あ

る
。
一
方
、「
下
の
村
」
の
「
神
詞
」
は
「
ち
ぃ
ん
ん
て
ぃ
お
ー
る
」
が
い

わ
ゆ
る
自
称
敬
語
（「
お
ー
る
」
が
八
重
山
方
言
の
尊
敬
を
あ
ら
わ
す
補
助

動
詞
、
オ
ー
ル
ン
）
（（
（

）
に
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
特
殊
な
表
現
で
あ
る
。「
上

の
村
」
の
「
神
詞
」
の
名
乗
り
表
現
に
出
る
首
里
言
葉
に
対
応
す
る
の
が

「
下
の
村
」
の
「
神
詞
」
で
は
自
称
敬
語
に
当
た
る
が
、
い
ず
れ
も
来
訪
神

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
行
為
を
示
す
特
殊
な
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
の
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村
」
は
首
里
言
葉
と
「
か
ざ
る
」
を
特
殊
化
し
た
表
現
で
、「
下
の
村
」
は

自
称
敬
語
に
よ
っ
て
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
名
乗
り
表
現
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

神
の
名
乗
り
に
首
里
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
、
狩
俣
恵
一
が
指
摘

し
た
ホ
ン
ジ
ャ
ー
（
玻
座
間
ホ
ン
ジ
ャ
ー
と
仲
筋
ホ
ン
ジ
ャ
ー
と
が
あ
る
）

の
口
上
の
冒
頭
の
表
現
に
も
出
る
。
特
に
、玻
座
間
ホ
ン
ジ
ャ
ー
の
口
上
は
、

ま
ず
「
幕
内
の
詞
」
と
し
て
「
風か
じ

ぬ
声く
い

ん　

止と
う

ま
り　

波な
み

ぬ
声く
い

ん　

止と
う

ま

り　

首し
ゅ
い
み
が
な
し

里
御
加
那
志
ぬ　

御み
く
と
う
ば

言
葉　

で
ー
び
る
」（
風
の
音
も
止
ま
れ
、
波

の
音
も
止
ま
れ
、
国
王
様
の
お
言
葉
で
す
）
（（
（

）
が
あ
っ
て
ホ
ン
ジ
ャ
ー
が
登

場
し
、「
う
ー　

尊
と
ー
と
う

　

み
ゆ
ん
ぬ
き
ゃ
ー
び
ら　

我わ

ん
ど
ぅ　

竹
た
き
ど
ぅ
ん

富　

仲な
か
だ
き嵩

ぬ　

元
む
と
うぬ　

ほ
ん
じ
ゃ
ー
や　

我わ

ん
で
ー
び
る
」（
あ
あ
尊
、
申
し
上
げ
ま

す
。
私
こ
そ
、
竹
富
・
仲
嵩
の
元
の
ホ
ン
ジ
ャ
ー
で
、（
そ
れ
は
）
私
で
す
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
傍
線
を
引
い
た
箇
所
が
首
里
言
葉
で
、
狩
俣
恵
一

は
竹
富
の
ホ
ン
ジ
ャ
ー
が
沖
縄
本
島
か
ら
伝
播
し
た
「
長
者
の
大
主
」
系

の
芸
能
で
あ
り
、
川
平
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
も
そ
の
「
可
能
性
が
き
わ
め
て

高
い
と
考
え
ら
れ
る
）
（（
（

」
と
し
て
い
る
。
伝
播
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
そ
の

通
り
だ
が
、
神
の
名
乗
り
表
現
に
か
か
わ
る
問
題
で
い
え
ば
、
首
里
言
葉

が
神
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
さ
ら
に
、
玻
座
間

ホ
ン
ジ
ャ
ー
の
名
乗
り
の
「
我わ

ん
」
は
、
狩
俣
の
神
歌
の
一
人
称
の
名
乗

り
「
わ
ん
な
」
と
同
質
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
乗
り

表
現
は
、
人
称
の
問
題
も
含
め
て
特
殊
表
現
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
表
現
に
も
広
が
る
。
三
人

称
の
名
乗
り
の
問
題
は
第
十
二

－

七
三
二
等
の
詞
書
き
が
あ
る
オ
モ
ロ
に

繋
が
る
。
一
人
称
の
問
題
は
、オ
モ
ロ
に
み
え
る「
我
」を
い
う「
あ
ん
」（
吾
）

「
あ
か
」（
吾
が
）
と
「
わ
ん
」（
我
）「
わ
か
」（
我
が
）
の
用
例
に
重
な
り

が
な
く
、
こ
れ
が
特
殊
な
一
人
称
表
現
に
か
か
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。「
神

役
間
の
序
列
」
に
つ
い
て
も
、
聞
得
大
君
と
他
の
君
君
の
オ
モ
ロ
と
の
間

に
そ
れ
が
あ
る
。し
か
し
、紙
面
に
余
裕
が
な
い
。別
の
機
会
を
待
ち
た
い
。  

〈
注
〉

（
1
） 

但
し
、鎌
倉
芳
太
郎
は
一
九
二
二
年
二
月
の
宮
古
島
調
査
の
際
、「
狩

俣
祖
神
の
ニ
ー
リ
」を
記
し
た
ノ
ー
ト
を
入
手
し
て
い
た
。
そ
れ
を
、

池
宮
正
治
が
「
宮
古
狩
俣
の
ニ
ー
リ
―
五
○
年
前
の
ノ
ー
ト
―
」（
福

田
晃
編
『
沖
縄
地
方
の
民
間
文
芸
』
三
弥
井
書
店
、一
九
七
九
年
刊
）

で
、
翻
刻
し
て
い
る
。

（
2
） 

古
橋
信
孝
『
古
代
歌
謡
論
』
冬
樹
社
、一
九
八
二
年
刊
、福
田
晃
『
南

島
説
話
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
、
一
九
九
二
年
刊
、
真
下
厚
『
声

の
神
話
』
瑞
木
書
房
、
二
○
○
三
年
刊
、
居
駒
永
幸
『
古
代
の
歌

と
叙
事
文
芸
』
笠
間
書
院
、
二
○
○
三
年
刊
等
。

（
3
） 

折
口
信
夫
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五

年
刊
。

（
4
） 

外
間
守
善
・
新
里
幸
昭
『
南
島
歌
謡
大
成　

Ⅲ
宮
古
篇
』
角
川
書
店
、

一
九
七
八
年
刊
。

（
5
） 
内
田
順
子
『
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
』
思
文
閣
出
版
、二
○
○
○
年
刊
。

（
6
） 
中
本
正
智
『
図
説
琉
球
語
辞
典
』
力
富
書
房
金
鶏
社
、
一
九
八
一

年
刊
の
「
私
」
の
項
に
詳
し
く
琉
球
語
（
方
言
）
の
「
私
」
の
地

理
的
な
変
化
形
が
一
覧
さ
れ
て
い
る
。
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（
7
） 

引
用
は
注
（
4
）
か
ら
引
く
が
、
私
意
に
よ
り
語
句
の
句
切
り
方
、

口
語
訳
の
一
部
を
か
え
て
い
る
。
以
下
、
注
（
4
）
か
ら
の
引
用

は
同
じ
。

（
8
） 
引
用
は
、
注
（
5
）
か
ら
引
く
。
引
用
に
つ
い
て
は
、
注
（
7
）

に
同
じ
。

（
9
） 

内
田
は
、
引
用
し
た
ピ
ャ
ー
シ
の
冒
頭
部
が
「
根
口
声
」
と
よ
ば

れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
（
5
）
の
同
書
）。

（
10
） 

実
は
注
（
4
）
に
も
数
箇
所
、「
注
」
の
記
載
の
な
か
に
内
田
が
指

摘
し
た
の
と
同
様
の
問
題
を
断
片
的
な
記
述
な
が
ら
記
し
て
い
る
。

そ
の
一
例
は
、
ピ
ャ
ー
シ
の
注
35
（
四
五
四
頁
）
に
あ
る
。

（
11
） 

内
田
は
、
カ
ミ
フ
ツ
（
カ
ン
フ
ツ
、
神
口
）
に
「
わ
ん
な
」
が
出
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
（
5
）
の
同
書
）。
ニ
ー
リ
や
ト
ゥ

ク
ル
フ
ン
、
ニ
ガ
リ
に
も
「
わ
ん
な
」
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
特
に
、

託
宣
と
さ
れ
る
カ
ミ
フ
ツ
に
こ
れ
が
で
な
い
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。

（
12
） 『
沖
縄
文
化
』
第
二
十
四
巻
二
号
、
沖
縄
文
化
協
会
、
一
九
八
八
年

刊
（
新
里
幸
昭
『
宮
古
歌
謡
の
研
究
』
自
家
版
、
二
○
○
五
年
刊

所
収
）。
引
用
に
つ
い
て
は
、
注
（
7
）
に
同
じ
。

（
13
） 

狩
俣
に
お
い
て
、
神
女
が
謡
う
カ
ミ
フ
ツ
、
タ
ー
ビ
、
フ
サ
、

ピ
ー
シ
は
〈
よ
む
〉
と
い
わ
れ
る
（
内
田
順
子
、
古
代
文
学
会
夏

季
セ
ミ
ナ
ー
発
表
レ
ジ
メ
「
ア
ブ
ン
マ
は
「
歌
の
実
践
者
」
か
」

一
九
九
六
年
）。
こ
の
こ
と
を
初
め
て
注
目
し
狩
俣
の
神
歌
の
始
原

性
を
論
じ
た
の
は
、
古
橋
信
孝
「
方
法
と
し
て
の
場
―
フ
ィ
ー
ル
ド

と
し
て
の
沖
縄
」『
日
本
文
学
』
第
四
十
二
巻
二
号
、
一
九
九
三
年

刊
で
あ
る
。
藤
井
も
『
古
日
本
文
学
発
生
論
』
の
「
寿
と
呪
未
分
論
」

（
上
下
）
に
お
い
て
古
典
文
学
の
用
例
を
お
さ
め
て
、
琉
球
文
学
の

「
ヨ
ム
」の
原
義
に
及
ぶ
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
ユ
ン
グ
ト
ゥ

の
末
尾
の
常
套
句
「
ゆ
ー
し
ぃ
さ
り
」
の
「
ゆ
ー
」
に
ま
で
及
ん

で
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
14
） 

タ
ー
ビ
、ピ
ャ
ー
シ
、フ
サ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
ば
」「
ば
ー
」「
ば
ん
」

（
私
）
の
対
語
は
、ほ
と
ん
ど
が
「
か
ん
」（
神
）
と
の
対
語
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、「
133 

ば
ん
が4　

や
ぐ
み
さ
ん
（
私
が
恐
れ
多
い
）

／
134 

か
ん
ぬ4　

や
ぐ
み
さ
ん
（
神
が
恐
れ
多
い
）」（
注
（
5
）
所

収
の
「
歌
詞
資
料
九　

ア
ブ
ン
マ
の
フ
サ
〈
ヤ
キ
ャ
ー
声
〉〔
冬
ま

つ
り
〕）」
等
と
い
う
用
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
般
的
に
琉
球

語
に
お
い
て
は
主
格
を
示
す
格
助
詞
は
、
主
語
が
人
で
あ
る
場
合

や
代
名
詞
の
場
合
は
「
ガ
」、
そ
れ
以
外
は
「
ヌ
」
が
付
く
が
、
対

句
表
現
は
そ
の
文
法
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
15
） 

注
（
4
）
で
は
四
首
の
「
声
」
を
夏
祭
り
に
謡
わ
れ
る
タ
ー
ビ
に
分

類
す
る
が
、フ
サ
が
謡
わ
れ
る
冬
祭
り
に
も
「
祓
い
声
」「
ナ
ー
ビ
声
」

「
ヤ
ー
ギ
ャ
ー
声
」は
謡
わ
れ
る
。
注（
9
）で
示
し
た
よ
う
に
ピ
ャ
ー

シ
の
冒
頭
部
が
「
根
口
声
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
狩
俣

の
神
歌
に
お
け
る
「
声
」
と
称
さ
れ
る
ウ
タ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分

類
を
含
め
て
考
え
直
す
余
地
が
大
き
い
。

（
16
） 

注
（
5
）
に
よ
る
。

（
17
） 

注
（
4
）
と
注
（
5
）
に
収
録
さ
れ
た
タ
ー
ビ
は
、
二
十
六
首
（
注
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（
4
）
の
「
声
」
四
首
を
除
く
）。
こ
の
内
、
冒
頭
部
と
末
尾
部
の

定
形
的
表
現
を
持
ち
そ
の
間
に
神
の
事
蹟
の
叙
事
が
あ
り
、
か
つ

三
箇
所
に
名
乗
り
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
形
式
が
整
っ
た
タ
ー
ビ
は

十
首
で
あ
る
。
他
は
、
二
つ
の
定
形
的
表
現
を
持
つ
が
神
の
事
蹟

の
叙
事
が
な
い
も
の
が
七
首
、
後
の
九
首
は
な
ん
ら
か
の
か
た
ち

で
表
現
を
欠
い
た
ウ
タ
に
な
っ
て
い
る
が
、「
マ
ギ
チ
メ
ガ
」「
上う
い

の
屋や

の
マ
ト
ゥ
ル
ギ
の
タ
ー
ビ
」
は
、『
平
良
市
史
』
に
入
る
タ
ー

ビ
が
形
式
的
に
整
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
採
集
時
の
謡
わ
れ
る
状

況
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
七
首
の
神
の
事
蹟
を

欠
く
タ
ー
ビ
が
あ
る
こ
と
は
、
タ
ー
ビ
が
神
の
名
を
よ
み
揚
げ
る

だ
け
で
終
わ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
18
） 

但
し
、
内
田
は
「
狩
俣
の
神
役
た
ち
は
、
折
々
の
祭
儀
の
状
況
に

応
じ
て
、
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
ふ
た
声
」
を
入
れ
、
抜
く

も
の
は
抜
き
、
よ
み
あ
げ
つ
つ
神
歌
を
構
成
し
直
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
多
分
に
能
動
的
な
作
業
で
あ
る
。
他
の
も
の

に
主
体
が
の
っ
と
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
憑
依
と
は
、
か
け
離

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
一
方
で
、
叙
事
が
途
中

で
切
れ
よ
う
に
し
て
終
わ
る
「
祓
い
声
」
の
あ
と
に
、
あ
る
年
の

そ
れ
に
二
節
だ
け
続
け
て
謡
わ
れ
た
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い

て
「
彼
女
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
「
ふ
た
声
」、
す
な
わ
ち
憑
依
の
表

現
」
が
「
神
歌
の
連
な
り
不
意
に
生
み
落
と
し
、
取
り
こ
ぼ
す
も

の
と
し
て
あ
る
」と
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る（「
神
歌
と
憑
依
」『
日

本
文
学
』
第
四
十
八
巻
五
号
、
日
本
文
学
協
会
、
一
九
九
九
年
刊
）。

狩
俣
の
神
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
表
現
は
、
こ
の
よ

う
な
瞬
間
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
19
） 

引
用
は
、
外
間
守
善
・
宮
良
安
彦
『
南
島
歌
謡
大
成　

Ⅳ
八
重
山

篇
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
刊
に
よ
る
。
引
用
に
つ
い
て
は
、

注
（
7
）
に
同
じ
。〈
下
の
村
〉
の
「
神
詞
」
は
、
第
二
段
か
ら

「
ふ
ち
ぃ
ぽ
ー
り
ぃ
ま
き
ぃ
ぽ
ー
り
ぃ
し
ー
お
ー
る
、
ま
ゆ
ん
が
な

し
で
ぃ
、
し
ぃ
さ
り
、
と
ー
ど
し
さ
り
ー
」（
打
ち
放
り
播
き
放
り

な
さ
る
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
と
申
し
上
げ
る
、
尊
）
と
な
り
、
章
段
冒

頭
の
「
う
ー
と
ー
ど
」
か
ら
始
ま
り
「
ふ
ち
ぃ
ぽ
ー
り
ぃ
～
」
で

唱
え
終
わ
る
定
形
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

（
20
） 

狩
俣
恵
一
『
南
島
歌
謡
の
研
究
』
瑞
木
書
房
、
一
九
九
九
年
刊
。

（
21
）、（
22
）
宮
城
信
勇
『
石
垣
方
言
辞
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
二
○

○
三
年
刊
。

（
23
） 

全
国
竹
富
島
文
化
協
会
『
芸
能
の
原
風
景
』
瑞
木
書
房
、
一
九
九
八

年
刊
。

（
24
）
注
（
20
）
に
よ
る
。

 

（
し
ま
む
ら
・
こ
う
い
ち
／
立
正
大
学
）

（
編
集
注
）

　

本
稿
は
、
第
三
四
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
う
た
・

語
り
に
お
け
る
人
称
―
だ
れ
が
語
り
歌
う
の
か
」（
二
〇
一
〇
年
六
月

六
日
）
に
お
け
る
発
表
内
容
を
、
一
般
論
文
と
し
て
ま
と
め
掲
載
し
た

も
の
で
あ
る
。


