
場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君
へ
、

「
【ｏ
Ｂ
』
ピ

もヽヽ

≧
Ｓ
Ｓ

一ｏ
ヽ
墨
Ｓ

，
洋
ざヽ
卜
や
ｏ
ヨ

あ
る
い
は
テ
ダ
シ
ロ
か
ら
ツ
キ
シ
ロ
ヘ

い
ぱ
ヽ
ゞ
い
い
い
べ
）
一
〇

一Ｎ
げ
ヽ
ヽ
」
げ
い
い
ミ
ン
〇
【

要
旨

¨

沖
縄
佐
敷
の
苗
代
の
殿
に

「月
白
」
と
い
う
霊
石

（イ
ベ
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
こ
の
霊
石
は
第

一
尚
氏
末
裔
た
ち
に
と
っ
て
、
聖
地
佐
敷
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
篤
く
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
第

一
尚
氏
の
信
仰
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
こ
の
霊
石
は

一
族
の
象
徴
的
存
在
で
も
あ
っ
た
が
、
で
は
こ
の
月
自
と
い
う
霊
石
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
。
い
か
な
る
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
第

一
尚
氏
か
ら
第
二
尚
氏
へ
と
政
権
が
変
わ
る
中
で
、祭
祀
権
は
場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君
へ
と
大
き
く
交
替
し
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
両
者
を
め
ぐ
っ
て
は
、

漂
流
し
た
聞
得
大
君
を
場
天
ノ
ロ
が
救
出
し
た
と
す
る
伝
承
や
、
場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君
へ
の
神
名
禅
譲
諄
な
ど
興
味
深
い
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。
二
人
の
祭
祀

権
交
替
を
め
ぐ
る
物
語
に
は
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
の
か
。
月
白
と
い
う
霊
石
は
こ
の
祭
祀
権
継
承
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
減
亡
し
た
第

一
尚
氏
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

¨
場
天
ノ
ロ
　
聞
得
大
君
　
テ
ダ
シ
ロ
　
ツ
キ
シ
ロ
　
第

一
尚
氏

は
じ
め
に

沖
縄
本
島
南
部
の
佐
敷
は
第

一
尚
氏
発
祥
の
地
で
あ
る
。
こ
の
佐
敷
の
苗
代

の
殿
に

「月
白
」
と
い
う
霊
石

（イ
ベ
）
が
あ
る
。
現
在
で
も
こ
の
霊
石
の
あ

る
苗
代
の
殿

一
帯
を

「月
代
宮
」
と
し
て
祀
り
、
末
裔
た
ち

一
族
の
ト
ポ
ス
と

し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
第

一
尚
氏
王
統
の
信
仰
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
こ
の

霊
石
に
つ
い
て
は
、
『琉
球
国
由
来
記
』
『お
も
ろ
さ
う
し
』
「佐
銘
川
大
ぬ
し

由
来
記
」
に
記
述
が
あ
り
、　
一
族
の
象
徴
的
存
在
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
こ
の
月
白
と

い
う
霊
石
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

い
か
な
る
信
仰
の
対

象
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
第

一
尚
氏
か
ら
第
二
尚
氏

へ
と
政
権
が
変
わ
る
中
で
、
祭
祀
は
場
天
ノ

ロ
か
ら
聞
得
大
君

へ
と
大
き
く
交
替
し
継
承
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
交
替
を
め
ぐ

る
物
語
に
は
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
あ

っ
た
の
か
。
月
白
と
い
う
霊
石
は
こ
の

祭
祀
継
承
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
く
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、

「
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
減
亡
し
た
第

一
尚
氏
に
焦
点

保

坂

達

雄
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を
当
て
て
考
察
す
る
。

一　

場
天
ノ
ロ
、
聞
得
大
君
大
和
漂
流
救
出
諄

場
天
ノ
ロ
は
第

一
尚
氏
の
元
祖
佐
銘
川
大
主
の
娘
で
、
後
の
琉
球
王
国
を
築

き
上
げ
た
第
二
尚
氏
王
統
の
聞
得
大
君
に
比
す
べ
き
最
高
位
の
巫
女
で
あ
る
。

「
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
に
よ
る
と
、
伊
平
屋
島
に
生
ま
れ
た
佐
銘
川
大
主

は
島
民
の
迫
害
を
受
け
、
難
を
逃
れ
て
沖
縄
島
に
渡
る
。
佐
敷
の
場
天
と
い
う

土
地
は
、
危
機
に
遭
う
た
び
に
大
主
の
前
に
現
れ
る
老
人
の
、
そ
の
指
示
に
従

っ

て
辿
り
着
い
た
最
後

の
地
で
あ
っ
た
。

佐
銘
川
は
こ
の
地
で
大
城
按
司
の
聟
と
な
り
、
「
男
子
苗
代
大
比
屋
、
女
子

ば
て
ん
大
の
ろ
雲
上
」
が
誕
生
す
る
。
「
苗
代
」
は
佐
敷
の
小
字
名
、
「
比
屋
」

は
人
名
に
つ
く
接
尾
敬
称
辞
で
あ
る
。
ま
た

「
ば
て
ん
」
も
佐
敷
の
中
の
地
名

で
あ
る
。
苗
代
大
比
屋
と
呼
ば
れ
た
こ
の
男
子
が
、
第

一
尚
氏
王
統
第

一
代
国

王
尚
巴
志
の
父
、
後
に
追
贈
さ
れ
た
尚
思
紹
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
姉
妹

と
し
て
誕
生
し
た
の
が
場
天
大
ノ
ロ
雲
上
で
あ

っ
た
。

折
口
信
夫
が

「
場
天
祝
は
、
佐
敷
尚
氏
の
女
系
で
あ
る
。
男
系
が
国
王
と
な

る
と
共
に
、
其
妹
か
ら
出
て
生
じ
た
職
で
あ
る
。
男
子
が
国
王
で
あ
り
、
女
子

が
国
巫
…
…
安
易
な
語
で
言

へ
ば
、
兄
君
た
り
、
妹
そ
の
神
に
仕

へ
て
、
神
意

を
兄
に
伝

へ
て
政
せ
し
め
る
と
言
ふ
信
仰
の
形
式
で
あ
る
」
と
説
く
よ
う
に
、

場
天
大
ノ
ロ
雲
上
は
苗
代
大
比
屋
を
姉
妹
と
し
て
守
護
す
る
、
ま
さ
し
く
お
な

り
神
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
天
ノ
ロ
に
関
す
る
伝
承
と
し
て
、
久
高
島
渡
海
の
折
、
逆
風
に
遭

っ

て
大
和
に
漂
流
漂
着
し
た
聞
得
大
君
を
女
た
ち
だ
け
の
船
で
救
出
し
た
と
す
る

伝
承
が
、
「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
２

七
二
五
年
頃
）
を
始
め

『琉
球
国
由

来
記
』
２

七

一
三
年
成
立
）
『遺
老
説
伝
』
２

七
四
五
年
成
立
）
『琉
球
国
旧
記
』

（
一
七
三

一
年
成
立
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
記
述
も
大
意
は
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
叙
述
が
よ
り
詳
細
で
物
語
性
豊
か
な

「佐
銘
川
大
ぬ

し
由
来
記
」
か
ら
引
用
す
る
。

其
時
察
土
王
君
の
御
世
、
聞
得
大
君
加
那
志
久
高
嶋
御
吉
顔
に
御
渡
海
被
遊

候
処
、
海
上
に
て
逢
逆
風
に
候
、
乗
舟
御
行
衛
不
相
知
。
御
当
国
中
三
年
早

打
続
、
上
下
万
民
困
窮
の
極
廻
体
に
候
処
、
神
の
み
す
ゞ
れ
に
、
聞
得
大

君
加
那
志
大
和
江
御
漂
着
被
遊
候
間
、
は
て
ん
の
ろ
く
も
い
御
船
は
げ
浮
て
、

味
御
迎
可
致
由
委
ク
御
告
仰
有
け
り
。
は
て
ん
大
の
ろ
く
も
ひ
、
さ
い
は

御
た
け
越
来
森
東
森
登
て
楷
伐
り
出
、
目
金
細
工
ゑ
ら
で
手
金
細
工
ゑ
ら

て
御
船
は
け
浮
て
、
は
て
ん
大
の
ろ
船
勢
頭
、
大
城
の
ろ
舟
筑
、
水
主
揖
取
、

女
計
乗
組
給
人
数
三
七
人
、
は
て
ん
潟
よ
り
御
出
船
、
我
君
家
主
の
御
漂
着

所
、
御
神
し
御
引
着
玉
ひ
と
祈
念
せ
て
、
綾
の
人
帆
張
上
て
走
ら
せ
給
ふ

に
、
き
の
国
与
申
所
参
着
。
早
速
尋
上
、
御
船
に
御
乗
り
被
遊
候
得
ハ
、
只

今
真
尻
風
吹
起
け
れ
は
あ
や
の
八
帆
上
て
、
糸
の
上
か
ら
や
は
ノ
ヽ
と
走

け
る
処
、
あ
ま
み
そ
や
し
の
り
そ
や
波
あ
ら
さ
風
あ
ら
さ
は
、
は
て
ん
の

ろ
聞
得
大
君
加
那
志
御
く
し
に
立
、
手
を
合
、
我
君
家
主
の
御
乗
美
船
賀

礼
吉
し
い
ち
よ
く
、
美
船
風
や
や
は
ノ
ヽ
と
波
や
お
し
そ
ひ
て
、
飛
越
羽
越
、

我
主
か
国
我
君
の
御
国
引
着
め
し
や
う
れ
引
合
召
や
う
れ
、
何
方
も
着
所

君
か
嶽
し
や
へ
ら
主
の
御
嶽
拝
み
や
へ
ら
と
奉
念
し
け
れ
ハ
、
波
風
し
づ

か
に
成
て
、
さ
い
は
御
嶽
の
下
く
も
く
湊
ま
ち
が
け
と
申
所
、
御
参
着
被
召
、

さ
い
は
御
嶽
の
御
水
御
撫
被
遊
、
是
よ
り
御
出
船
は
て
ん
浜
へ
御
廻
船
被

召
候
へ
は
、
佐
銘
川
大
ぬ
し
御
夫
婦
苗
代
大
比
屋
、
真
の
支
度
に
て
御
酒

迎
被
召
御
寿
相
済
候
ヘ
ハ
、
与
那
原
江
御
廻
船
被
召
、
御
殿
御
屋
敷
と
申
処

に
て
御
他
界
被
遊
、
み
つ
ん
た
け
と
云
所
御
葬
礼
為
被
召
由
候
。



祭
礼
祈
願
の
た
め
久
高
島
に
渡
ろ
う
と
し
た
聞
得
大
君
は
、
逆
風
に
遭

い
漂

流
し
て
船
は
行
方
不
明
と
な
り
、
国
内
で
は
早
魃
が
続

い
た
。
「
は
て
ん
大
の

ろ
く
も
ひ
」
に
大
和
に
漂
着
中
の
大
君
を
救
出
す
る
よ
う
、
神
の

「
み
す
ゞ
れ
」

が
下
る

（琉
球
国
由
来
記

。
遺
老
説
伝

・
琉
球
国
旧
記
で
は

「
キ
マ
モ
ノ
神
」

「
君
摩
物
神
」
と
す
る
）
。
は
て
ん
大
の
ろ
く
も
ひ
は
斎
場
御
嶽
の
森
の
木
を
伐

り
出
し
、
腕
の
良
い
船
大
工
に
命
じ
て
船
を
造
ら
せ
る
。
大
の
ろ
み
ず
か
ら

「船

勢
頭
」
と
な
り
、
母
方
の

「
大
城
の
ろ
」
を

「
船
筑
」
（船
の
筑
登
之
）
に
任

じ
て
女
ば
か
り
三
十
七
人
を
乗
り
組
ま
せ
、
場
天
潟
よ
り
船
出
す
る
。
大
和
の

紀
の
国
に
到
着
、
聞
得
大
君
を
探
し
出
し
無
事
救
出
。
帰
り
は
順
風
満
帆
の
航

海
で
、
斎
場
御
嶽
の
下

「く
も
く
湊
ま
ち
が
け
」
に
帰
港
す
る
。
そ
こ
か
ら
場

天
浜
に
回
り
、
佐
銘
川
大
主
夫
婦

・
苗
代
大
比
屋
の
盛
大
な
坂
迎
え
を
受
け
る
。

そ
の
の
ち
与
那
原
の
浜
の
御
殿
屋
敷
に
移
り
、
そ
こ
で
生
涯
を
送
り
、
「
み
つ

ん
た
け
」
「
ミ
ツ
ダ
ケ
」
ヨ
一津
嶽
し

に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
が
、
右
掲
の

「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」

に
は
、
造
船
か
ら
出
帆
、
大
和
の
国
ま
で
の
往
還
の
描
写
が
場
天
ノ
ロ
側
の
視

点
で
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
対
句

・
繰
り
返
し

・
雅
語
な
ど
が
多
く
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く
は
日
頭
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
き
た
伝
承
が
も
と
に

な

っ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
し
か
も
そ
の
語
り
は
、
第

一
尚
氏
側
の
語
り
と
し

て
場
天
ノ
ロ
の
功
績
を
称
揚
す
る
物
語
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
救

出
出
船
に
際
し
場
天
ノ
ロ
は
父
佐
銘
川
に
許
し
を
乞

い

（
『遺
老
説
伝
し
、
ま

た
大
君
帰
還
の
折
も

「佐
銘
川
大
ぬ
し
御
夫
婦
苗
代
大
比
屋
、
真
の
支
度
に
て

御
酒
迎
被
召
御
寿
相
済
候

ヘ
ハ
」
、
「
沙
明
嘉
、
海
辺
に
出
で
、
恭
し
く
酒
盃
を

献
じ
、
以
て
喜
迎
の
礼
を
為
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
佐
銘
川
大
主
親
子
上
げ
て

坂
迎
え
の
宴
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
大
和

へ
漂
流
し
た
聞
得
大
君
を
救
出
し
、

ひ
い
て
は
国
内
の
早
魃
を
終
息
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
佐
銘
川
大
主

一

族
の
大
な
る
功
績
な
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
物
語
が
大
主
側

に
と

っ
て

一
族
の
名
誉
を
語
る
重
要
な
伝
承
と
な

っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
物
語
に
は
あ
ま
り
に
矛
盾
が
多
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
に
は
ま

っ
た
く
意
に
介
し
て
い
な
い
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。
ま
ず

「佐
銘

川
大
ぬ
し
由
来
記
」
で
は
時
代
設
定
を

「
察
土
王
の
御
世
」
と
し
て
い
る
が
、

察
土
王
は

一
三
五
〇
～

一
三
九
五
年
に
在
位
し
た
三
山
統

一
以
前
の
中
山
王

で
、
ま
だ
場
天
ノ
ロ
も
聞
得
大
君
も
誕
生
し
て
い
な
い
。
そ
れ
以
上
に
問
題
な

の
は
、
い
ず
れ
の
記
述
で
も
場
天
大
の
ろ
雲
上
と
聞
得
大
君
の
両
者
が
同
じ
時

間
軸
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『琉
球
国
由
来
記
』
『遺
老
説
伝
』

な
ど
で
は
場
天
ノ
ロ
は
佐
銘
川
大
主
の
娘
と
は

っ
き
り
記
し
て
い
る
の
で
、
年

代
的
に
は
合
致
し
な
い
。
第
二
尚
氏
時
代
の
聞
得
大
君
と
関
わ
る
こ
と
な
ど
起

こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
天
ノ
ロ
が
聞
得
大
君
を
救

出
す
る
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い

何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
着
日
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
帰
還
後
の
間
得
大
君
に
つ
い
て

で
あ
る
。
斎
場
御
嶽
の
下

「
く
も
く
湊
ま
ち
が
け
」
に
帰
着
し
た
大
君
は
斎
場

御
嶽
で
水
撫
で
を
受
け
る
。
こ
の
水
撫
で
は
七
ヶ
月

（
『琉
球
国
由
来
記
し

あ

る
い
は
三
年

（「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
し

と
も
言
わ
れ
た
早
魃
の
間
、
本
国

を
離
れ
て
い
た
大
君
が
再
び
霊
性
を
取
り
戻
す
た
め
の
儀
式
で
あ

っ
た
ろ
う
。

佐
敷
で
佐
銘
川

一
族
か
ら
の
坂
迎
え
を
受
け
た
後
、
み
ず
か
ら
首
里
に
帰
る
こ

と
を
拒
否
し
て
、
与
那
原
の
浜
の
御
殿
屋
敷
に
居
を
構
え
晩
年
ま
で
過
ご
し
、

同
じ
与
那
原
の

「
み
つ
ん
た
け
」
に
葬
ら
れ
た
と
な

っ
て
い
る
。

聞
得
大
君
は
な
ぜ
首
里
に
戻
ら
ず
、
与
那
原
の
地
で
生
涯
を
終
え
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
に
は
与
那
原
と
い
う
土
地
が
も

つ
意
味
を
考
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

与
那
原
の
浜
の
御
殿
は

昔
、
此
浜
ノ
御
殿

へ
天
女
天
降
リ
シ
給
ヒ
タ
ル
ト
ナ
リ
。

聞
得
大
君
御
任
官
之
時
、
愛

二
御
下
り
、
オ
ヤ
ガ
ワ
ノ
水
ヲ
御
撫
被
召
也
。

与
那
原
ヘ
ア
ラ
オ
レ
被
召
卜
云

ハ
是
也
。

電
琉
球
国
由
来
記
』
１３
‐
５６
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
女
伝
説
が
伝
え
ら
れ
た
地
で
あ
り
、
聞
得
大
君
の
就
任
儀

礼
で
あ
る
オ
ア
ラ
オ
リ
の
際
に
は
、
こ
の
与
那
原
で
水
撫
で
が
行
わ
れ
た
。
二

日
間
に
わ
た
る
オ
ア
ラ
オ
リ
の
う
ち
の

一
日
目
の
与
那
原
ま
で
を
再
現
す
る

と
、
午
前
六
時
、
首
里
の
間
得
大
君
御
殿
を
出
発
し
た
聞
得
大
君
は
、
園
比
屋

武
御
嶽
で
拝
礼
、
歓
会
門
よ
り
首
里
城
に
入
り
、
国
王
に
謁
見
。
大
里
間
切
与

那
原
に
向
け
て
出
発
す
る
。
興
に
乗

っ
た
聞
得
大
君
は
知
念
間
切
の
ノ
ロ
両
名

を
先
導
に
し
て
、
司
雲
上
、
首
里
大
ア
ム
シ
ラ
レ
以
下
三
百
余
人
を
従
え
、
間

切
の
入
口
で
は
役
人

・
役
人
の
妻

・
ノ
ロ
た
ち
の
歓
迎
を
受
け
、
坂
迎
え
を
受

け
る
。
十
二
時
に
与
那
原
の
浜
の
御
殿
に
到
着
。
こ
こ
に
御
仮
屋

（ウ
カ
イ
ヤ
）

が
設
け
ら
れ
る
。
大
君
が
着
座
す
る
と
、
南
風
原

。
大
里
間
切
の
地
頭
か
ら
お

茶

。
た
ば
こ
盆
が
献
上
さ
れ
る
。
そ
の
後
が
、
親
川
で
の
水
撫
で

（ウ
ビ
ナ
デ
）

の
次
第
と
な
る
。

抑
瑚

・
リーー
、
御
輸

ヨ
リ
御
来
光
、
御
年
ナ
フ
リ
ノ
女
性

ニ
テ
、
御
天
ロ

ニ
御

水
汲
、
脇
付
ノ
阿
武
志
良
礼
、
御
取
次
献
上
、
御
水
御
撫
被
召
也
。
弯
琉

球
国
由
来
記
』
１３
‐
５６
）

親
川
で
は
天
目
茶
碗
に
汲
ん
だ
水
を
脇
付
き
の

「
阿
武
志
良
礼
」
が
取
り
次

い
で
大
君
に
献
上
し
、
水
撫
で
し
た
と
あ
る
。
「
聞
得
大
君
加
那
志
様
御
新
下

日
記
」
（道
光
二
十
年

（
一
人
四
〇
と

に
は
、
「首
里
大
あ
む
し
ら
れ
御
取
次

差
上
候
得
者
、
七
度
御
撫
被
遊
候
事
」
と
、
水
撫
で
は
七
度
だ

っ
た
と

い
う
。

親
川
は

「
此
井

ハ
、
浜
ノ
御
殿

へ
天
降
シ
給
フ
天
女
之
御
子
産
井
ノ
由
、
申
伝

卜
也
」
翁
琉
球
国
由
来
記
』
１３
‐
５８
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
女
の
生
ん
だ
子
が

産
湯
を
使

っ
た
井
と
い
う
伝
承
を
も
つ
。
こ
の
伝
承
に
基
づ
き
、
水
撫
で
に
よ
っ

て
天
女
の
子
と
し
て
誕
生
し
聞
得
大
君
と
し
て
の
資
格
を
得
る
重
要
な
儀
式
で

あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
与
那
原
と

い
う
土
地
は
聞
得
大
君

誕
生
に
と

っ
て
斎
場
御
嶽
と
並
ぶ
聖
地
だ

っ
た
と
言
え
る
。
何
故
に
首
里
に
戻

ら
な
か

っ
た
か
は
疑
間
で
あ
る
が
、
こ
の
地
を
選
ん
だ
理
由
は
お
の
れ
が
霊
性

を
授
か

っ
た
伝
説
の
聖
地
ゆ
え
だ

っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
死
後
も

首
里
の
陵
墓
に
入
ら
ず
こ
の
与
那
原
の
地
で
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
聞

得
大
君
に
と

っ
て
こ
の
与
那
原
の
地
が
非
常
に
深
い
意
味
を
も

っ
て
い
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

時
代
的
に
は
決
定
的
に
食

い
違

っ
て
い
る
場
天
ノ
ロ
と
問
得
大
君
を
、
同

一

の
時
空
間
の
中
で
架
空
と
は
い
え
物
語
と
し
て
創
り
上
げ
た
の
は
何
か
深
い
理

由
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
物
語
は
場
天
ノ
ロ
が
聞
得
大
君
を

助
け
出
し
に
ゆ
く
と
い
う
、
場
天
ノ
ロ
と
そ
の

一
族
に
功
績
を
与
え
る
物
語
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
銘
川
大
主
の
末
裔
た
ち
に
伝
え
ら
れ
た
伝
承
と
し

て
こ
の
物
語
構
成
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
の
物
語
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
尚
氏
王

府
官
撰
の

『琉
球
国
由
来
記
』
や
正
史

『球
陽
』
外
巻
の

『遺
老
説
伝
』
『琉

球
国
旧
記
』
に
ま
で
こ
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
第

一
尚
氏

側
ば
か
り
に
都
合
の
良

い
絵
空
事
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

一
一　
神
名
テ
ダ
シ
ロ
の
禅
譲

場
天
ノ
ロ
と
聞
得
大
君
の
関
係
を
語
る
も
う

一
つ
の
物
語
と
し
て
、
場
天
ノ



口
が
自
身
の
神
名
を
聞
得
大
君
に
禅
譲
し
た
と
す
る
記
録
が
、
王
府
編
纂

の
二

つ
の
地
誌

『琉
球
国
由
来
記
』
と

『琉
球
国
旧
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。

２９８
バ
テ
ン
巫
火
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
里
村

聞
得
大
君
嘉
那
志
ア
ラ
ヲ
レ
ノ
時
、
与
那
原

ニ
テ
、
バ
テ
ン
巫
、
大
君
之

御
前

二
出
、
神
御
名
、
テ
ダ
白
御
神
卜
、
女
御
唄
ノ
フ
シ
ニ
テ
付
上
ゲ
タ

ル
昔
ノ
例

ハ
、
為
有
之
卜
也
。
バ
テ
ン
ノ
ロ
神
名
、
往
古

ハ
テ
ダ
白
卜
云
フ
。

御
同
名
恐
多
ト
テ
、
中
古
、
改
名
之
儀
立
願
仕
ケ
レ
バ
、
神
託

二
、
ヨ
ナ

ワ
シ
大
神
卜
被
下
タ
ル
ト
ナ
リ
。

名
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
）

場
天
巫
火
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（在
佐
敷
郡
新
里
邑
）

往
昔
之
世
。
場
天
巫
女
。
神
名

・
日
「

一
自
。
蕨
後
聞
得
大
君
加
那
志
。
始

・
行

幸
於
与
那
原
時
。
場
天
巫
女
。
迎
接
鳳
輩
。
進
脆
大
君
前
。
遵
依
旧
例
。

恭
唱
神
歌
以
献
神
名
干
大
君
。
日
日
白
御
神
。
由
是
巫
女
。
要
避
大
君
神
名
。

遂
以
許
懸
乞
名
。
即
有
神
出
現
。
恩
賜
改
名
与
那
和
志
大
神
。

Ｑ
琉
球
国
旧
記
』
巻
六
）

場
天
ノ
ロ

翁
場
天
巫
」
「場
天
巫
女
し

の
神
名
は
も
と

フ
ア
ダ
白
」
翁
日
白
し

だ

っ
た
。
テ
ダ
白
と
は
テ
ダ
代
、
即
ち
太
陽
神
の
よ
り
し
ろ
を
意
味
す
る
。
そ

の
神
名
を
与
那
原
で
聞
得
大
君
に
付
与
し
た
と
す
る
内
容
で
あ
る
。
聞
得
大
君

が
初
め
て
の

「
ア
ラ
ブ
レ
」
（御
新
下
り
）
で
与
那
原
に
行
幸
し
た
と
き
、
大

君
の
車
の
前
に
脆

い
た
場
天
ノ
ロ
は
、
「御
唄
」
翁
神
歌
し

が
唱
え
ら
え
る
な

か

「
テ
ダ
白
御
神
」
と
い
う
自
身
の
神
名
を
大
君
に
お
付
け
し
た
。
同
名
は
畏

れ
多
い
の
で
、
そ
れ
以
後
、
場
天
ノ
ロ
の
方
は

「
ヨ
ナ
ワ
シ
大
神
」
寄
与
那
和

志
大
神
し

を
名
乗
る
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
。

与
那
原
で
水
撫
で
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
は
ま
た

神
名

の
付
与
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。
神
名
の

付
与
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
通
常
の
神
女
名
と
は
ど
う
異
な
る

の
か
。
高
梨

一
美
に
よ
れ
ば
、
神
名
は

一
般
に
神
女
や
御
嶽

・
聖
な
る
カ
ー
な

ど
に
付
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
が
、
神
女
の
神
名
は
基
本
的
に
秘
密
の
も
の
で

就
任
儀
礼
の
中
で
内
密
に
教
え
ら
れ
た
ら
し
い
。
伊
波
普
猷
は
神
名
を

「神
の

み
が
呼
び
う
る
名
前
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
神
霊
と
神
女
と
が
直
接
交
流
す
る

な
か
で
呼
び
交
わ
さ
れ
る
名
前
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
神
霊
と
の
交
流

を
第

一
と
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
、
神
霊
と
神
女
だ
け
の
間
で
呼
び
交
わ

さ
れ
る
秘
密
の
名
前
が
あ

っ
た
。
即
ち
、
神
女
の
神
名
は
神
女
の
シ
ャ
ー
マ
ニ

ズ
ム

（憑
霊
）
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ

の
神
名
は
い
つ
与
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は

一
人
の
巫
女
と
し
て
誕
生
す
る
就

任
儀
礼
を
お
い
て
他
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
就
任
儀
礼
は
巫
女
に
と

っ
て

最
初
の
神
霊
と
の
出
会

い
の
機
会
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
に
水
撫
で
に

よ

っ
て
セ
ジ
付
け
が
行
わ
れ
、
神
名
も
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
神
名
は

結
果
的
に
神
霊
の
名
前
と

一
致
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
神
霊
の
憑
依
に
よ

っ
て

神
の
声
を
聞
く
人
と
な
る
の
が
、
琉
球
沖
縄
の
神
女
な
の
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
神
名
は
神
霊
と
交
流
す
る
神
女
に
と

っ
て
何
よ

り
も
大
切
な
、
秘
匿
す
べ
き
も
の
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

場
天
ノ
ロ
は

一
体
な
ぜ
自
ら
の
尊
き
神
名
を
聞
得
大
君
に
渡
し
て
し
ま

っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
第

一
尚
氏
か
ら
第
二
尚
氏

へ
の
政
権
の
交
代
は
、
王
統
的
に
は
別

系
統
で
血
縁
的
な
連
続
性
は
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
同
じ
尚
姓
を
名
乗

っ
た
の

は
、
「
王
位
の
連
続
性
を
明
朝
向
け
に
主
張
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「支
那
に
対

し
て
は
、
す
べ
て
易
姓
革
命

の
行
は
れ
た
こ
と
を
告
げ
な

い
形
を
採

つ
て
居

た
」
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
国
内
に
お
い
て
は
、
凡
そ
尚
巴
志
系
統
の



史
的
痕
跡
を
絶
滅
さ
せ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
」
ら
し
い
。
古
老
の
言
い
伝
え
に
も
、

「
第

一
尚
氏
を
歴
史
上
か
ら
抹
殺
す
べ
く
家
譜
の
作
成
を
拒
み
、
命
か
ら
が
ら

地
方
に
逃
げ
隠
れ
た
第

一
尚
氏
の
首
狩
り
や
墓
荒
ら
し
が
横
行
し
て
い
た
」
と

あ
る
。
首
里
に
あ

っ
た
尚
巴
志
の
陵
墓
天
山
陵
の
焼
き
討
ち
に
よ
り
、
最
後
の

王
で
あ

っ
た
尚
徳
の
家
臣
が
尚
巴
志

。
尚
忠

。
尚
思
達
の
遺
骨
を
取
り
出
し
読

谷
村
伊
良
皆
に
運
び
、
現
在
も
通
称
佐
敷
森
に
墓
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
事
実
を
考
え
る
と
、
第

一
尚
氏
の

「史
的
痕
跡
」
の

「
絶
滅
」
が
い
か

に
徹
底
を
極
め
た
も
の
で
あ

っ
た
か
明
ら
か
だ
ろ
う
。

第

一
尚
氏
に
対
し
て
こ
こ
ま
で
徹
底
し
た
制
裁
を
加
え
て
お
き
な
が
ら
、
な

ぜ
祭
祀
権
に
関
し
て
血
縁
上
の
繋
が
り
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
場
天
ノ
ロ
の

神
名
を
結
果
的
に
は
奪

っ
て
し
ま

っ
た
の
か
。

折
口
信
夫
は
右
の

『琉
球
国
由
来
記
』

の
史
料
か
ら
、
「場
天
祝
が
、
「
て
だ

し
ろ

（日
代
と

と

い
う
神
号
を
、
聞
得
大
君
に
譲
る
こ
と
」
は
、
「
国
巫
を
通

じ
て
、
王
霊
を
次
の

「
尚
姓
」
に
手
交
し
た
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
こ
の
伝
承

は

「
場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君

へ
の
宗
教
的
禅
譲
を
語
る
伝
承
」
と
喝
破
し
、

次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

歴
代
の
聞
得
大
君
の
神
名
は
、
斎
場
嶽
に
お
け
る
新
降
の
際
に
、
久
手
堅

祝
に
よ
つ
て
、
呵
き
の
形
式
を
以
て
献
ら
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
こ
と

は
聞
い
て
ゐ
る
。
↑
じ

威
霊
を
初
め
て
感
得
す
る
の
が
、
新
降
の
儀
式

な
の
で
あ
つ
た
。
其
際
、
神
名
が
告
げ
ら
れ
る
事
は
、
神
と
し
て
の
自
覚

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
此
久
手
堅
祝

の
聖
職
は
、
元
よ
り
神
の
為
業
に
過

ぎ
な
い
の
だ
が
、
尚
考

へ
れ
ば
古

い
前
型
が
あ
る
。
即
こ
れ
と
殆
同
じ
こ

と
が
、
場
天
祝
に
よ
つ
て
行
は
れ
た
こ
と
が
伝

へ
ら
れ
た
。
斎
場
嶽
の
左

側
面
に
位
置
し
た
歴
史
的
な
邑
の
巫
女
の
儀
礼
が
、
右
側
の
斎
場
近
く
な

る
部
落
―
―
宮
廷
と
関
係
の
深
い
久
手
堅
祝
の
手
に
移

つ
た
の
は
、
自
然

な
変
化
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

右
の
引
用
の
中
で
折
回
は
、
聞
得
大
君
は
斎
場
御
嶽
で
久
手
堅
ノ
ロ
か
ら
囁

く
形
で
神
名
を
授
け
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
誰
か
ら
の
情

報
な
の
だ
ろ
う
か
。
神
名
が

「神
の
み
が
呼
び
う
る
名
前
」
だ
と
す
れ
ば
、
さ

さ
や
く
形
で
の
授
与
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
授
け
方
で
あ
る
。
同
治
十
四
年

（明
治
八
年
）
の

「
聞
得
大
君
御
殿
井
御
城
御
規
式
之
御
次
第
」
に
は

「
外
間

の
る
之
勤

二
而
」
と
あ
り
、
久
高
島
の
外
間
ノ
ロ
が
神
名
献
上
の
役
を
勤
め
る

と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
に
か
く

一
七

一
三
年
成
立
の

『琉
球
国
由
来
記
』
及
び

一
七
三

一
年
成
立
の

『琉
球
国
旧
記
』
に
は
、
与
那
原
で
神
名
付
与
の
儀
礼
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
確
実
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
倉
塚
嘩
子
も

「
聞
得
大

君
が
、
天
女
の
子
の
産
井
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
聖
泉
で
よ
み
が
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
意
味
深
甚
で
あ
る
」
と
し
、
「
聖
泉
に
お
け
る
ウ
ビ
ナ
デ
の

方
が
、
比
較
的
命
名
の
新
し
そ
う
な
サ
ヤ
ハ
御
嶽
の
水
に
お
け
る
ウ
ビ
ナ
デ
よ

り
も
古

い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
続
け
て
倉
塚
は
、

従

っ
て
こ
の
話
は
、
第

一
尚
王
統
時
代
の
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
聞
得
大
君

職
の
前
身
が
す
で
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
く
れ
て
い
る
。
舞

台
が
ほ
か
な
ら
ぬ
与
那
原
で
あ
る
こ
と
、
服
属
諄
が
女
か
ら
女

へ
の
祭
祀

権
移
譲
と
い
う
話
に
な

っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
折
日
の
言
う

「場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君

へ
の
宗
教
的
禅
譲
」

と
い
う
の
も
、
倉
塚
が

「女
か
ら
女

へ
の
祭
祀
権
移
譲
」
と
す
る
の
も
、
根
本

的
に
は
同

一
の
見
方
と
い
え
る
。
折
口
も
倉
塚
も
神
名
付
与
の
儀
礼
を
通
し
て

場
天
ノ
ロ
か
ら
聞
得
大
君

へ
と
祭
祀
権
が
委
譲
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の
祭
祀
権
は
禅
譲
や
移
譲
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
し

ま
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
な
に
ゆ
え
に
王
府
祭
祀
と
い
う
国
家
の

根
本
に
関
わ
る
事
柄
が
こ
の
よ
う
な
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
し
ま

つ
た
の
だ
ろ



う
。
し
か
も
こ
の
史
料
は
ど
ち
ら
も
第
二
尚
氏
側
、
即
ち
神
名
を
受
け
取
る
側

の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
与
え
た
側

・
奪
わ
れ
た
側
か
ら
の
史
料

に
は

一
切
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
場
天
ノ
ロ
が
な
に
ゆ
え
に
「
テ

ダ
自
」
と
い
う
神
名
を
譲
り
渡
し
て
し
ま

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
い
っ
た
い

何
だ

っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
折
口
も
倉
塚
も
何
も
触
れ
て
は
い
な
い
。

一
般
に
沖
縄
で
は
祭
祀
権
の
継
承
に
ま
ず
血
筋
が
求
め
ら
れ
る
。
父
系

の
系

統
が
条
件
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
就
任
儀
礼
で
は
神
名
の
付
与
が
行
わ
れ
、
神
霊

の
憑
依
が
認
め
ら
れ
る
。
神
名
に
は
し
ば
し
ば
御
嶽
の
神
名
が
授
け
ら
れ
た
と

い
う
。
第
二
尚
氏
の
間
得
大
君
の
場
合
も
、
水
撫
で
に
よ
リ
セ
ジ
付
け
が
な
さ

れ
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
問
題
は
血
筋
と
神
名
で
あ
ろ
う
。

第

一
尚
氏
と
は
血
筋
が
繋
が
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
明
国
に
対
す
る
配
慮
か
ら
同
じ
尚
姓
を
名
乗

っ
た
。
そ
こ
に
第
二
尚
氏
王

統
の
根
本
的
な
矛
盾
が
潜
ん
で
い
た
。
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
第

一

尚
氏
か
ら
の
宗
教
的
な
連
続
性
を
創
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
天
ノ
ロ
は
神
名
が
テ
ダ
シ
ロ
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

太
陽
神
の
威
霊
を
身
に
受
け
て
憑
霊
し
神

の
声
を
聴
く
神
女
で
あ

っ
た
。
即

ち
、
第

一
尚
氏
王
府
の
宗
教
は
テ
ダ
な
る
太
陽
神
を
信
仰
の
中
心
に
し
て
体
系

化
さ
れ
た
宗
教
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
四
十
年
に
し
て
滅
ん
で
し
ま

っ
た

第

一
尚
氏
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
琉
球
の
太
陽
神
信
仰
は
第

一
尚
氏
王
統

の
時
代
に
始
ま

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
三
山
時
代
の
中
山
王
第
四
代
の
英
祖
王

に
は
、
「
天
日
の
子
」
（
テ
ダ
ヌ
フ
ァ
）
と
す
る
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
る
。
『中

山
世
鑑
』
２

六
五
〇
年
成
立
）
、
茶
温
本

『中
山
世
譜
』

２

七
二
五
年
成
立
）

に
は
、
こ
の
英
祖
王
の
誕
生
諄
と
し
て
日
光
感
精
神
話
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
浦
添
の
伊
祖
を
拠
点
に
恵
祖
按
司
の
子
と
し
て
誕
生
し
た
英
祖
王
は
、

一
二
六
〇
年
か
ら

一
二
九
九
年
に
在
位
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
実
在
が

不
安
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
浦
添
よ
う
ど
れ
の
造
営
年
代
か
ら
王
の
実
在

は
実
証
で
き
る
と
考
古
学
者
の
安
里
進
は
指
摘
す
る
。
王
を
テ
ダ
ヌ
フ
ァ

（太

陽
神
の
子
）
と
す
る
思
想
は
、
遥
か
以
前
よ
り
古
琉
球
の
人
々
の
間
に
根
付

い

て
い
た
太
陽
神
信
仰
が
背
景
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
陽
神
を
祀
る
神
女

た
ち
の
祭
祀
の
中
か
ら
、
太
陽
神
の
子
を
手
む
日
光
感
精
の
幻
想
が
生
ま
れ
て

き
た
。
そ
う
し
た
信
仰
の
中
か
ら
英
祖
王
を

「
天
日
の
子
」
と
す
る
神
話
が
誕

生
し
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

第

一
尚
氏
王
統

の
テ
ダ
シ
ロ
の
信
仰
は
、
そ
う
し
た
古
琉
球
に
早
く
か
ら

あ

っ
た
太
陽
神
信
仰
の
伝
統
を
王
府
の
信
仰
と
し
て
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ

っ

た
。
第
二
尚
氏
も
ま
た
こ
の
信
仰
を
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
を
太

陽
の
子
と
し
な
け
れ
ば
琉
球
王
国
の
国
王
と
し
て
統
治
す
る
こ
と
が
で
き
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
場
天
ノ
ロ
か
ら
神
名
テ
ダ
シ
ロ
を
奪
取
し
、
場
天
ノ
ロ
か

ら
直
接
譲
渡
さ
れ
た
と

い
う
物
語
を
創
り
上
げ
、
伝
承
と
し
て
流
布
さ
せ
な
け

れ
ば
王
権
は
完
成
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
神
名
禅
譲
の
記
事
に
関
し
て
、
「
王
権
の
宗
教
的
権
威
の
移
行
に
関
わ

る
伝
承
と
し
て
は
、

い
か
に
も
扱
い
が
軽

い
印
象
が
あ
る
」
と
す
る
指
摘
が
あ

る
。
た
し
か
に

『琉
球
国
由
来
記
』
や

『琉
球
国
旧
記
』
で
は
、
新
里
村
の

「
バ

テ
ン
巫
火
神
」
の
伝
承
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
王
権
に
と

っ

て
は
影
の
部
分
を
語
る
伝
承
で
あ
る
が
ゆ
え
に
大
き
く
は
扱
え
な
か

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

与
那
原
で
聞
得
大
君
に
禅
譲
と
い
う
形
を
と
ら
さ
れ
て

一
族
の
尊
き
神
名
を

奪
わ
れ
て
し
ま

っ
た
場
天
ノ
ロ
は
、
そ
の
後
ど
う
な

っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

聞
得
大
君
の
神
名
と
同
名
は
長
れ
多

い
と
し
て
、
神
託
に
よ

っ
て
ヨ
ナ
ワ
シ
大

神
に
変
え
た
と
あ

っ
た
が
、
こ
の
ヨ
ナ
ワ
シ
は
ク
ロ
ス
す
る
よ
う
な
形
で
聞
得

大
君
の
オ
ア
ラ
オ
リ
儀
礼
の
中
に
復
活
す
る
。
そ
れ
は
与
那
原
親
川
で
の
水
撫

(7)



で
の
さ
い
の
呪
詞
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。

与
那
原
　
与
那
わ
し
の
あ
ま
お
れ
川
　
君
が
お
べ
い
　
ぬ
し
か
お
べ
い

川
御
す
じ
か
な
し

こ
れ
は
道
光
二
十
年

（
一
人
四
〇
）
八
月
に
行
わ
れ
た
尚
温
王
妃
の
オ
ア
ラ

オ
リ
の
諸
準
備
と
行
事
次
第
を
有
職
故
実
書
の
よ
う
に
詳
細
に
記
録
し
た

「
聞

得
大
君
加
那
志
様
御
新
下
日
記
」
の
な
か
に
記
し
留
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
与
那
わ
し
」
は
当
然
場
天
ノ
ロ
の
神
名

「
ヨ
ナ
ワ
シ
大
神
」
を
受
け
た
も
の

で
あ
ろ
う
し
、
「
あ
ま
お
れ
川
」
は
浜
の
御
殿
に
天
下

っ
た
天
女
の
子
が
産
湯

を
使

っ
た
親
川
を
指
す
。
「
べ
い
」
は
そ
の
水
の
こ
と
。
大
君
が
浴
び
る
水
が

尊
く
霊
力
あ
る
水
だ
と
、
親
川
の
水
を
讃
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
与
那
原
親
川

で
の
水
撫
で
の
さ
い
に
唱
え
ら
れ
る
呪
詞
な
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
場
天
ノ
ロ
の

神
名
は
、
相
手
方
の
聞
得
大
君
の
オ
ア
ラ
オ
リ
の
呪
詞
の
中
に
そ
の

一
部
を
留

め
て
い
た
の
で
あ
る
。

与
那
原
を
離
れ
、
さ
ら
に
ヨ
ナ
ワ
シ
に
類
似
の
言
葉
に
ま
で
広
げ
て
探
す

と
、
ヨ
ナ
フ
シ
と

い
う
言
葉
が
見
つ
か
る
。
高
嶺
間
切
中
城
村
の

「
ヨ
ナ
フ
シ

ハ
マ
ノ
嶽
」
、
南
風
原
間
切
大
城
村
大
城
之
嶽
の
神
名

の

「
ヨ
ナ
フ
シ
ノ
御
イ

ベ
」
の
よ
う
に
、
ヨ
ナ
フ
シ
は
御
嶽
や
イ
ベ
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

宮
古
島
狩
俣
の
ウ
ヤ
ガ
ン
の
別
名
は

「
ヨ
ナ
フ
シ
神
遊
」
で
あ

っ
た
。
豊
年
祭

な
ど
の
と
き
神
酒
を
盛
る
椀
を
ユ
ノ
ー
シ
と
い
う
。
ま
た
八
重
山
の
豊
年
祭
や

種
子
取
り
な
ど
で
は
、
「
世
バ
ナ
ウ
ル
」
の
唱
え
言
や
歌
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
。

高
梨

一
美
は

「
「
よ
直
る
」
「直
り
よ
」
は
他
界
か
ら
到
来
し
た

「
よ
」
が
あ
る

べ
き
所
に
納
ま

っ
て
豊
穣
が
実
現
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
状
態
を
言
う
ら
し
い
」

と
す
る
が
、
さ
れ
ば
こ
そ
御
嶽
名

・
イ
ベ
名
、
ま
た
祭
祀
名
に
こ
の
言
葉
が
好

ま
れ
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ま
た
豊
年
祭
な
ど
で
は

一
年
の
切
り
替
わ
り
の
時

期
に
豊
穣
と
し
て
の
世
が
将
来
さ
れ
る
適
切
な
言
葉
と
し
て
祭
祀
の
中
で
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
ヨ
ナ
ワ
シ
大
神
と
い
う
神
名
は
名
称
か
ら
も
ま
た

用
例
か
ら
も
、
ご
く
ご
く

一
般
的
な
よ
う
に
見
え
る
。
し
た
が

っ
て
ヨ
ナ
ワ
シ

大
神
と

い
う
神
名
は
間
得
大
君
に
神
名
を
譲

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
の

一
時
的
な

仮
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〓
一　
テ
ダ
シ
ロ
か
ら
ツ
キ
シ
ロ
ヘ

神
名
テ
ダ
シ
ロ
の
禅
譲
を
受
け
た
第
二
尚
氏
は
、
太
陽
神
信
仰
の
も
と
国
王

を
太
陽
の
子

（
テ
ダ
ヌ
フ
ァ
）
と
し
て
位
置
づ
け
る
思
想
を
継
承
し
た
。
そ
れ

で
は
テ
ダ
に
対
す
る
信
仰
を
喪
失
し
た
第

一
尚
氏
は
、
そ
れ
に
変
わ
る

一
族
の

信
仰
を
い
か
な
る
神
に
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
く
糸
口

と
し
て
、
『琉
球
国
由
来
記
』

の
記
事
と

『お
も
ろ
さ
う
し
』

の
神
謡
を
取
り

上
げ
た
い
。

２７７

苗

代

之

殿

　

此
殿
ノ
庭

二
月
白
上

ム
イ
ベ
ア
リ
。
祭
之
時

二
樽
敬
之
地佐

敷
村

麦
穂
祭
之
時
、
穂
上
ゲ
、
佐
敷
巫
御
崇
也
。
稲
二
祭
之
時
、
シ
ロ
マ
シ

・

神
酒
七
宛

百
姓
、
供
之
。
同
巫
祭
祀
也
。
自
米
五
升
宛
、
自
百
姓
巫

へ
遣
也
。

且
、
居
神
九
人

へ
、　
一
汁

一
菜
ニ
テ
、
自
百
姓
三
度
賄
仕
也
。

亀
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
）

第

一
尚
氏
発
祥
の
佐
敷
苗
代
の
殿
に
つ
い
て
の
記
事
に

「
此
殿
ノ
庭

二
月
白

卜
云
イ
ベ
ア
リ
。
祭
之
時

二
尊
敬
之
也
」
と
い
う
割
注
が
あ
る
。

ま
た

『お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
１９

。
一
二
九
二
に
も
、
「
月
代
」
を

「
苗
代
の

大
や
庭

二
御
座
有
霊
石
之
事
な
り
」
と
す
る
原
注
が
あ
る
。

苗

代

の
庭

に
　

月

代

は
　

苗
代
の
大
や
庭

二
御
座
有
霊
石
之
事
な
り
　

手

摩

て



月
代
す
　
成
さ
い
　
人
思
い
　
守
り
よ
わ
め
　
又
今
日
の
良
か
る
日
に

両
史
料
の

「
苗
代
之
殿
」
「
苗
代
の
庭
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
苗
代
は

佐
敷
の
小
字
名
で
、
南
城
市
佐
敷
支
所
か
ら
国
道
三
三

一
号
線
を
束
の
方
向
に

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行

っ
た
あ
た
り
の
地
域
を
指
す
。
こ
の
地
域
に
は
今
で

も
苗
代
と

い
う
苗
字

の
家
が
三
軒
残

っ
て
い
る
。
苗
代
の
殿
は
こ
の
国
道
か

ら
さ
ら
に
南
側
の
小
高

い
山
の
な
か
へ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
そ
の
辺
り

一
帯
は
苗
代
大
比
屋

（後

の
尚
思
紹
）
の
屋
敷
跡

（「
苗

代
の
大
や
庭
し

と
さ
れ
、
中
に
入
る
と

「
つ
き
し
ろ
」
の
岩
と
カ
ー
が
あ
る
。

こ
の
カ
ー
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
現
在
で
も
苗
代
の
水
源
地
と
な

っ
て
お
り
大
き

な
貯
水
タ
ン
ク
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
奥
の

一
番
高

い
所
に
苗
代
の
殿
が
祀
ら

れ
て
い
る
。

問
題
の

「月
自
」
３
月
代
し

と
い
う
イ
ベ

會
並
石
）
だ
が
、
現
在

「
つ
き
し
ろ
」

の
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
は
実
は
霊
石
で
は
な
く
、
当
時
の
月
白
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
年
四
月
に
調
査
し
た
鎌
倉
芳
太
郎
の

「佐
敷
新
里
神

座
考
」
に
は
「苗
代
殿
図
」
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
る
と
、

月
白
は
苗
代
の
殿
の
左
前
方
に
あ
る
小
判
型
の
石
で
、
三
つ
石
の
よ
う
に
置
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
‐
・
８
尺

×
１
・
５
尺
、

１
・
９
尺
×
１
・
７
尺
、

１
・
７
尺

×
１
・
６
尺
の
大
き
さ
で
、

い
ず
れ
も
高
さ

「
五
寸
位
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
現
在
の
つ
き
し
ろ

の
岩
と
は
異
な

っ
て
い
る
。

『お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
十
九
は
尚
豊
王
代
の
天
啓
三
年

（
王
全
≡
一年
）
成
立
、

『琉
球
国
由
来
記
』
は

一
七

一
三
年
で
あ
る
。
苗
代
の
殿
の
庭
に
あ

っ
た
月
白

と
い
う
イ
ベ
は
、
鎌
倉
が
書
き
留
め
た
時
点
で
は
三
つ
の
小
判
型
の
石
で
あ

っ

た
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
当
時
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
る
す
べ

が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

「月
白
」
と
い
う
イ
ベ
名
か
ら
月
神
の
威
霊
を
表
す

こ
と
だ
け
は
間
違

い
な

い
。
即
ち
苗
代
の
殿
に
祀
ら
れ
た
神
は
月
神
で
あ
り
、

第
二
尚
氏
に
太
陽
神
を
譲
り
渡
し
た
後
、
第

一
尚
氏
の
末
裔
た
ち
が
太
陽
神
に

変
わ
る
神
と
し
て
尊
崇
し
た
の
は
太
陰
神
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
太
陽
神
か
ら
太

陰
神

へ
、
テ
ダ
シ
ロ
か
ら
ツ
キ
シ
ロ
ヘ
。
こ
の
守
護
神
の
劇
的
転
換
に
は
王
権

の
交
代
と
い
う
歴
史
の
興
亡
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ツ
キ
シ
ロ
に
つ
い
て
、
伊
波
普
猷
は

「
こ
れ
が
佐
敷
小
按
司

一
族
の
産

土
神
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
し
、
そ
の
上
で
後
々
の
時

代

の
琉
歌
を
根
拠
に
、
「
佐
敷
の
小
按
司

の
産
土
神
な
る
こ
の
つ
き
し
ろ
は
、

佐
敷

の
小
按
司
が
東
四
間
切
を
併
せ
て
、
兵
を
挙
げ
た
頃
に
は
、
既
に
そ
の
軍

神
に
昇
格
し
て
、
軍
隊
を
掩
護
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
違

い
あ
り
ま

せ
ん
」
と
し
て
、
ツ
キ
シ
ロ
を
守
護
神
か
ら
軍
神
に
昇
格
さ
せ
る
論
ま
で
展
開

す
る
が
、
伊
波
は
ツ
キ
シ
ロ
を
十
四
、
五
世
紀
に
活
躍
し
た
佐
敷
小
按
司

（尚

巴
志
）
の
時
代
か
ら
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
尚
巴
志
の
時
代

は
神
名
テ
ダ
シ
ロ
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
伊
波
の
考
察
は
テ
ダ
シ
ロ
と

ツ
キ
シ
ロ
の
違
い
や
テ
ダ
シ
ロ
か
ら
ツ
キ
シ
ロ
ヘ
と
い
う
信
仰
の
時
代
的
変
遷

に
ま
で
、
十
分
に
及
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
先
の
例
を
含
め
四
首
に
ツ
キ
シ
ロ
の

用
例
が
あ
る
。

①
聞
得
大
君
ぎ
や
　
赤
の
鎧
　
召
し
よ
わ
ち

へ
　
刀
う
ち
い
　
大
国
　
鳴

響
み
よ
わ
れ
　
又
鳴
響
む
　
精
高
子
が
　
又
川
ｕ
引
は
　
さ
だ
け
て

又
物
知
り
は
　
さ
だ
け
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
１

‐
五
）

②
川
Ц
引
ｑ
刈
劇
　
き
く
や
な
き
嶽
か
ら
　
山
端
　
治
め
か
ち

へ
　
上
が

て
　
照
る
月
し
よ
　
五
口
が
　
成
さ
が
　
せ
ひ
き
　
や
ひ
き
　
ゑ
　
上
が

る
様
に
　
又
永
良
部
　
照
る
月
し
よ
　
　
　
　
　
　
（巻
１３

‐
八
五
〇
）

(9)



③
苗
代
の
庭
に
　
川
側
は
　
手
摩
て
　
月
代
す
　
成
さ
い
人
思
い
　
守
り

よ
わ
め
　
又
今
日
の
良
か
る
日
に
　
　
　
　
　
　
（巻
１９
‘
一
二
九
二
）

④
知
念
杜
ぐ
す
く
　
別
側
は
　
手
摩
て
　
成
さ
い
人
が
　
い
き
よ
い
ど

待
ち
居
る
　
又
大
国
杜
ぐ
　
す
く
　
　
　
　
　
　
（巻
１９
‐
一
三
〇
八
）

②
の

「月
し
ろ
の
大
ぬ
し
」
は
月
を
擬
人
化
し
た
も
の
で
、
間
違
い
な
く
月

そ
の
も
の
を
指
す
の
で
検
討
か
ら
除
く
。
問
題
な
の
は
①
③
④
で
あ
る
。
ま
ず

①
の

「月
し
ろ
」
に
つ
い
て
、
仲
原
善
忠

・
外
間
守
善
編

『お
も
ろ
さ
う
し
辞

典
』
や
日
本
思
想
大
系

『お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は

「物
知
り
」
の
対
語
と
な

っ

て
い
る
の
で
、
「時
知
り
」
の
誤
写
説
を
採
る
。
「さ
だ
け
て
」
は
先
立
て
て
の
意
。

③
④
は
ほ
ぼ
同
旨
の
神
謡
で
、
や
は
り

『お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
』
及
び
日
本
思

想
大
系

『お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は

「月
し
ろ
」
を
神
名
と
し
、
③
は
佐
敷
村
苗

代
の
守
護
神
、
④
は
知
念
杜
ぐ
す
く
に
鎮
座
す
る
神
、
知
念
の
守
護
神
と
説
明

す
る
。
だ
が
、
手
を
摩

っ
て
、
祈

っ
て
の
意
の

「手
摩
て
」

へ
と
続
く
表
現
か

ら
す
る
と
人
格
と
解
釈
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
玉
城
政
美

は
、
久
米
島
の
稲
大
祭
に
参
加
す
る
神
女
に

「
チ
チ
シ
ロ
ウ
」
と
い
う
名
前
の

神
女
が
い
る
こ
と
か
ら
、
③
は
佐
敷
の
神
女
名
、
④
も
知
念
の
神
女
名
な
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
ま
た
①
も
誤
写
で
は
な
く
首
里
の
神
女
ツ
キ
シ
ロ
で

は
な
い
か
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

オ
モ
ロ
に
お
け
る
ツ
キ
シ
ロ
を
聖
域
に
祀
ら
れ
た
霊
石
の
神
名
で
は
な

く
、
ま
た
月
そ
の
も
の
で
も
な
く
、
神
女
名
と
見
直
す
と
、　
一
九
の

一
二

は
神
女
を
手
摩
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
主
長
的
人
物

（ナ
サ
キ
オ
モ
イ
）

が
庇
護
さ
れ
る
こ
と
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

玉
城
は
ツ
キ
シ
ロ
を
神
女
名
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
玉
城
説
に
よ
る
な
ら

ば
、
③
の
神
謡
に
あ

っ
た

「苗
代
の
大
や
庭
に
御
座
有
る
霊
石
之
事
な
り
」
と
す

る
原
注
は
、
お
も
ろ
の
注
と
し
て
は
適
切
で
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く

「苗
代
の
庭
に
」
と
謡
い
出
さ
れ
る
の
で
、
『お
も
ろ
さ
う
し
』
の
編
者
は
苗
代
の

殿
に
伝
わ
る
霊
石
の
注
を
付
け
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
第

一
尚
氏
の

末
裔
た
ち
が

一
族
の
象
徴
と
し
て
い
る
守
護
神
を
想
起
し
て
、
誤

っ
て
書
き
入
れ

て
し
ま

っ
た
原
注
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ツ
キ
シ
ロ
に
は
佐
敷
苗
代
の
殿
に
あ
る
イ
ベ
名

と
し
て
の
ツ
キ
シ
ロ
と
、
神
女
名
を
表
す
ツ
キ
シ
ロ
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な

っ
た
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
御
嶽
や
殿
の
イ
ベ
名
と
神
女
名
が
重
な
る

こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
か
。
実
は
琉
球
沖
縄
で
は
、
御
嶽
の
イ
ベ
名
と
神
女
名

が
時
に
同

一
に
な
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
神
女
は
就
任
儀
礼
に
お
い
て
御
嶽
の
神

名
を
授
か
る
場
合
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ツ
キ
シ
ロ
と
い
う
名
の
イ
ベ
が

第

一
尚
氏
の
末
裔
で
あ
る
苗
代

一
族
の
守
護
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
霊
石
を

祭
祀
す
る
神
女
の
名
前
が
ツ
キ
シ
ロ
と
な
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
③
巻
１９

‐
一
二
九
二
の

「
月
代
」
は
ツ
キ
シ
ロ
と

い
う
イ
ベ
を
奉
祀
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
神
女
名
が
ツ
キ
シ
ロ
と
な

っ
た
と
い
う

例
な
の
で
あ
る
。

神
女
名
を
ツ
キ
シ
ロ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
第

一
尚
氏
か
ら
第
二
尚

氏

へ
の
王
権
の
交
替
と
い
う
政
権
の
変
革
劇
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
琉
球
に

お
い
て
は
日
光
感
精
説
話
に
よ

っ
て
誕
生
が
語
ら
れ
た
英
祖
王
以
来
、
国
王
は

太
陽
子
の
思
想
を
も

つ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
伝
統
を
具
現
化
し
て
引
き

継
い
で
き
た
の
が
第

一
尚
氏
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
太
陽
神
信
仰
を
基
調

に
し
て
祭
祀
を
継
承
す
る
こ
と
が
王
権
を
支
え
る
核
心
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

第

一
尚
氏
を
討
伐
し
た
第
二
尚
氏
は
、
同
じ
尚
姓
を
名
乗
る
こ
と
で
第

一
尚
氏

と
の
王
権
の
連
続
性
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
名
テ
ダ
シ
ロ

を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。



そ
う
な
る
と

一
族
の
神
を
奪
わ
れ
た
側
に
と

っ
て
は
、
新
た
な
神
を
創
出
し

な
け
れ
ば

一
族
の
存
続
が
危
う

い
も
の
と
な
り
、
滅
亡

へ
の
道
を
辿

っ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
。
第
二
尚
氏
側
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
こ
そ
望
む
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
ろ

う
。
そ
こ
で
第

一
尚
氏
の
末
裔
た
ち
は
太
陽
神
に
変
わ
る
も
の
と
し
て
太
陰
神

を
信
奉
し
、　
一
族
発
祥
の
佐
敷
苗
代
の
地
に
霊
石
ツ
キ
シ
ロ
を
尊
祀
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

琉
球
の
宗
教
世
界
に
は
太
陽
神
と
並
ん
で
太
陰
神
を
信
仰
す
る
伝
統
が
あ

る
。
例
え
ば
、
首
里
の
王
城
内
に
は
御
日

・
御
月
御
前
が
祀
ら
れ
、
国
王
が
毎

朝
東
方
に
向

い
て
焼
香
し
拝
礼
を
行

っ
た
と
あ
る
。
ま
た
毎
月
朔
日

・
十
五
日

に
は
、
成
の
時
に
御
庭

（ウ
ナ
ー
）
の
左
右
に
お
い
て
、
禁
中
警
護
の
官
員
が

御
日

・
御
月
御
前
に
対
し
て
、
百
浦
添
に
向
か
っ
て
三
十
三
拝
を
三
度
、
九
拝

を

一
度
行

っ
た
と

い
う
。
「
是
、
御
日

・
御
月
を
崇
敬
奉
る
儀
な
り
。
往
古
よ

り
、
此
の
儀
有
る
な
り
」
と

『琉
球
国
由
来
記
』
巻

一
は
記
し
て
い
る
。
聞
得

大
君
御
殿
で
も
同
じ
よ
う
に
御
日

・
御
月
の
御
前
が
祭
祀
さ
れ
る
が
、
こ
う
し

た
太
陽
神
と
太
陰
神
を
と
も
に
祀
る
伝
統
は
、
首
里
の
王
城
の
み
な
ら
ず
地
方

の
城
内
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
知
念
城
内
の
友
利
嶽
で
は
御
日

・
御
月
の
御
前

に
線
香
を
供
え
る
祭
祀
が
、
や
は
り

『琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
に
記
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
ど
う
か
、
王
妃
や
聞
得
大
君
の
号

に

「
月
」
を
名
乗
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
尚
氏
第

一
代
尚
円

王
の
妃
は
月
光
で
あ
る
。
聞
得
大
君
第

一
代
は
月
清
と

い
う
号
で
呼
ば
れ
、
尚

円
王
の
王
女
で
第
二
代
尚
真
王
の
妹
で
あ
る
。
第
四
代
は
尚
永
王
の
王
女
で
月

嶺

（
一
五
人
四
～

一
六
五
三
）。
第
六
代
は
月
心

（
一
六
四
五
～

一
七
〇
三
）

で
尚
貞
王
妃
で
あ
る
。
聞
得
大
君
に

一
六
七
七
年
に
就
任
し
た
。
ま
た
王
女
も

号
に

「
月
」
を
名
告
る
者
が
多

い
。
首
里
大
君
按
司
と
な

っ
た
第
四
代
尚
清
王

の
王
女
は
桂
月
と
号
し
た
。
与
那
領
按
司
と
な

っ
た
第
十
代
尚
質
王
の
王
女
は

梅
月
、
内
間
按
司
を
務
め
た
第
十

一
代
尚
貞
王
の
王
女
は
月
桂
、
識
名
按
司
と

な

っ
た
第
十
九
代
尚
瀬
王
の
王
女
は
心
月
と
、
月
の
文
字
を
用
い
て
号
名
と
し

て
い
る
。

琉
球
の
古

い
伝
統
に
は
、
明
ら
か
に
太
陰
神
を
信
仰
す
る
伝
統
が
あ

っ
た
。

滅
ぼ
さ
れ
た
第

一
尚
氏
の
末
裔
た
ち
は
信
奉
す
る
神
を
太
陽
神
か
ら
太
陰
神

ヘ

と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
、
聖
地
佐
敷
苗
代
に
ツ
キ
シ
ロ
を
祀
る
こ
と
で
、　
一
族
の
結

集
を
図

っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
た
し
か
に

一
族
の
守

護
神
で
あ
る
。
だ
が
、
霊
石
ツ
キ
シ
ロ
は
単
な
る
守
護
神
に
留
ま
ら
な
か

っ
た
。

お
そ
ら
く
は
ツ
キ
シ
ロ
を
め
ぐ
る
霊
験
諄
や

一
族
の
歴
史
を
語
る
物
語
な
ど
も

生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
う
し
た
物
語
が
語
り
継
が
れ

受
け
継
が
れ
る
中
か
ら
、
「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
の
よ
う
な
由
来
記
も
生

成
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注（１
）
折
口
信
夫

「琉
球
国
王
の
出
自
―
―
佐
敷
尚
氏
・伊
平
屋
尚
氏
の
関
係
の
推
測
―
―
」
（初

出
、
昭
和
十
二
年
。
折
口
信
夫
全
集
第
十
八
巻
　
一
九
九
七
年
十

一
月
　
中

央
公
論
社
と
二
四
頁

（２
）
保
坂
達
雄

「「
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
の
伝
承
世
界
」
「
日
本
回
承
文
芸
研
究
』
第

三
十
五
号
　
一
一〇

一
二
年
三
月
　
日
本
国
承
文
芸
学
会
）
参
照
。

（３
）
高
梨

一
美

「沖
縄
の
女
性
祭
司
と
神
名
伝
承
」
∩
沖
縄
の

「
か
み
ん
ち
ゅ
」
た
ち
―
女
性

祭
司
の
世
界
―
』
二
〇
〇
九
年
三
月
　
岩
田
書
院
）

（４
）
田
名
真
之

「古
琉
球
の
王
統
」
（安
里
進

・
高
良
倉
吉

。
田
名
真
之

・
豊
見
山
和
行

・
西

里
喜
行

・
真
栄
平
房
昭

『沖
縄
県
の
歴
史
』
二
〇
〇
四
年
八
月
　
山
川
出
版

社
）
九
〇
頁

（５
）
折
口
信
夫
　
一削
掲
論
文

（注
１
）
四

一
頁



（６
）
山
城
精
勝

『佐
久
真
門
中
誌
』
０
一〇
〇
三
年
五
月
　
佐
久
真
門
中
会
）
七
頁

（７
）
天
山
陵
に
つ
い
て
、
安
里
嗣
淳

・
盛
本
勲

「天
山
陵
跡
調
査
の
概
略
」
翁
紀
要
』
第

一
号

一
九
八
四
年
二
月
　
沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
）、
安
里
進

『琉
球
の
王

権
と
グ
ス
ク
』
（日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
４２
　
一
一〇
〇
六
年
十
二
月
　
山
川
出

版
社
）
八
〇
～
八
二
頁
参
照
。
ま
た
伊
良
皆
に
は
佐
敷
森
の
墓
を
管
理
す
る

ニ
ッ
チ
ュ
と
い
う
屋
号
の
家
が
あ
り
、
自
宅
敷
地
内
に
尚
巴
志
ら
の
霊
を
祀

る
ウ
ル
ン

（御
殿
）
が
建
造
さ
れ
、
末
裔
た
ち
は
い
つ
で
も
お
参
り
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

折
口
信
夫
　
前
掲
論
文

（注
１
）
三
二
～
三
四
頁

倉
塚
嘩
子

『巫
女
の
文
化
」
（平
凡
社
選
書
６〇
　
一
九
七
九
年

一
月
　
平
凡
社
）

一
二
九
頁

高
梨

一
美
　
前
掲
論
文

（注
３
）
四
二
頁

安
里
　
進
　
前
掲
書

（注
７
）
六
六
～
七
八
頁

保
坂
達
雄

「神
話
の
生
成
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
ー
自
光
感
精
型
神
婚
諄
を
例
に
し
て
止

「東
横
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
三
十
九
号
　
一
一〇
〇
五
年

一
月
）

一
七

～

一
九
頁

高
梨

一
美
　
前
掲
論
文

（注
３
）
四
九
～
五
〇
頁

「世
バ
ナ
ウ
ル
」
の
時
間
論
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
崇

『祭
祀
と
空
間
の
コ
ス
モ

ロ
ジ
ー
ー
ー
対
馬
と
沖
縄
―
―
」
含
一〇
〇
四
年
二
月
　
春
秋
社
）
五

一
六
～

五
二
三
頁
参
照
。

（‐５
）
高
梨

一
美

「天
女
と
巫
女
と
豊
穣
と
」
３
沖
縄
の

「
か
み
ん
ち
ゅ
」
た
ち
―
女
性
祭
司

の
世
界
―
」
二
〇
〇
九
年
三
月
　
岩
田
書
院
）

一
二
五
頁

（‐６
）
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研
究
所
編

『鎌
倉
芳
太
郎
資
料
集

（ノ
ー
ト
篇
）
第
二
巻

民
俗
・

宗
教
』
公
一〇
〇
六
年
二
月
）

（‐７
）
伊
波
普
猷

「
つ
き
し
ろ
考
」
（昭
和
十
三
年
初
出
。
「を
な
り
神
の
島
１
』
東
洋
文
庫
２
２
７

一
九
七
三
年
二
月

平
凡
社
）
二
四
人
頁

（‐８
）
仲
原
善
忠

・
外
間
守
善
編

『お
も
ろ
さ
う
し
辞
典

・
総
索
引
　
第
二
版
』
貧

九
八
八
年

十
月
　
角
川
書
店
）、
外
間
守
善

・
西
郷
信
網
編

『お
も
ろ
さ
う
し
」
（日
本

思
想
大
系
１８
　
一
九
七
二
年
十
二
月
　
岩
波
書
店
）

（‐９
）
玉
城
政
美

「
つ
き
し
ろ
再
考
」
（お
も
ろ
研
究
会
編

「お
も
ろ
精
華
抄
」

一
九
八
七
年

六
月
　
ひ
る
ぎ
社
）

一
三
五
頁

＊
　
本
文
中
に
引
用
し
た

「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
は
、
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
研

究
所
編

『鎌
倉
芳
太
郎
資
料
集

（ノ
ー
ト
篇
）
第
二
巻
　
民
俗

・
宗
教
』
公
一〇
〇
六

年
三
月
）
所
収
の

「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
日
記
」
、
「中
山
世
鑑
』
・
察
温
本

『中
山
世

譜
』
・
『琉
球
国
旧
記
』
は

『琉
球
史
料
叢
書
」
２

九
四
〇
～
四

一
年
。
全
五
巻

一
九
七
二
年
四
月
　
東
京
美
術
）、
「琉
球
国
由
来
記
』
は
外
間
守
善

・
波
照
間
永
吉

編

『定
本
　
琉
球
国
由
来
記
』
２

九
九
七
年
四
月
　
角
川
書
店
）
、
「遺
老
説
伝
』
は

『球
陽
外
巻
　
遺
老
説
伝
」
（沖
縄
文
化
史
料
集
成
６
　
一
九
八
八
年
九
月
　
角
川
書

店
）
、
「聞
得
大
君
加
那
志
様
御
新
下
日
記
」
「聞
得
大
君
御
殿
井
御
城
御
規
式
之
御
次

第
」
は

「神
道
大
系
』
神
社
編
五
十
二
　
沖
縄

（
一
九
八
二
年
九
月
　
神
道
大
系
編

纂
会
）
に
拠
っ
た
。

＊
＊
　
本
稿
は
、
二
〇

一
〇
年
十

一
月
十
三
日
、
明
治
大
学
大
学
院

「複
限
的
日
本
古
代
学

研
究
の
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
特
別
講
義
に
お
い
て
、
「琉
球
国
王
の
出
自
を
め
ぐ

る
歴
史
伝
承
と
信
仰
」
と
題
し
て
講
義
し
た
、
そ
の
後
半
部
分
を
、
当
日
の
レ
ジ
ュ

メ
に
基
づ
き
再
考
を
加
え
て
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
半
部
分
は
、
「琉

球
国
王
の
出
自
を
め
ぐ
る
歴
史
伝
承
―
第

一
尚
氏
王
統
の
発
祥
を
中
心
に
し
て
―
」

３
東
京
都
市
大
学
人
間
科
学
部
紀
要
」
第
二
号
　
一
一〇

一
一
年
二
月
）
と
し
て
発
表

し

た

。

＊
＊
＊
　
本
稿
に
関
連
す
る
論
文
と
し
て
、注

（２
）
及
び
付
記
＊
＊
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
に
、

天
型
〉
を
襲
う
物
語
―

「佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
」
の
説
話
生
成
＝
」
翁
古
代
文
字
」

第
五
十

一
号
　
一
一〇

一
二
年
二
月
　
古
代
文
字
会
）
が
あ
る
。
ご
併
読
を
乞
う
。
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