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第
一
節 

信 
 

仰 

  

信
仰
の
中
心
は
祖
霊
崇
拝
で
あ
る
が
、
人
間
と
の
か
か
わ
り
の 

あ
る
天
体
、
自
然
物
や
そ
の
現
象
の
持
っ
て
い
る
威
力
に
驚
嘆
し 

恐
怖
を
抱
き
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
も
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
し
て
、 

神
格
化
し
尊
崇
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
中
に
は
禁
忌
恐
怖
の
対
象 

と
な
っ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。 

 

天 

テ
ィ
ン
ト
ガ
ナ
シ
（
天
帝
） 

 

日 

テ
ィ
ダ
ガ
ナ
シ 

 

月 

チ
ッ
チ
ュ
ガ
ナ
シ
、
ト
ー
ト
ゥ
フ
ァ
イ 

 

火 

マ
チ
ガ
ナ
シ
、
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ 

 

水 

シ
ョ
ー
ジ
ヌ
ハ
ミ
、
水
神 

 

木 

ヒ
ー
ヌ
ム
ン
、
屋
敷
神 

 

金 

フ
ー
チ
ヌ
神
、
ハ
ニ
ヤ
マ 

 

土 

チ
（
ジ
）
―
ヌ
ハ
ミ
、
イ
ビ
ガ
ナ
シ 

 

石 

ハ
ミ
イ
シ
、
力
石
、
石
敢
当 

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

                           

し
か
し
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
国
家
神
の
信
仰
が
抑
制
さ 

れ
、
仲
社
の
例
祭
も
途
絶
え
、
世
代
の
交
替
、
科
学
万
能
の
時
代 

に
入
り
、
自
然
崇
拝
は
迷
信
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
継
承
さ
れ
る
こ 

と
な
く
、
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
一
部
に
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
に 

す
ぎ
な
い
。
㊟
ガ
ナ
シ
＝
加
那
志
は
奄
美
、
琉
球
に
お
け
る
尊
称 

一 

祖
霊
崇
拝
に
つ
い
て 

 

湧
上
元
雄
氏
、
山
下
欢
一
氏
著
の
「
沖
縄
奄
美
の
民
間
信
仰
」 

に
よ
る
と
、 

「 

古
代
人
が
島
の
中
で
の
生
活
は
集
落
（
シ
マ
、
サ
ト
ゥ
）
単 

 

位
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
小
世
界
の
中
で
の
信
仰
は
祖
霊
崇 

 

拝
と
自
然
崇
拝
で
あ
っ
た
。 

 
 

死
者
の
霊
魂
は
グ
シ
ョ
ウ
（
後
生
・
あ
の
世
）
に
鎮
ま
っ
て 

 

か
ら
後
、
一
定
の
時
期
に
シ
マ
に
帰
っ
て
く
る
も
の
で
、
シ
マ 

 

に
住
む
子
孫
の
供
養
（
祭
・
年
忌

ね
ん
き

）
を
受
け
る
の
で
あ
る
。 

 
 

神
と
人
と
自
然
は
一
体
化
し
、
死
後
に
対
す
る
期
待
が
持
て 

 

た
の
で
、
精
神
的
に
は
極
め
て
安
定
し
た
豊
か
な
生
活
が
送
り 

 

得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」 

と
述
べ
て
い
る
。 
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祖
霊
神
は
一
族
の
最
高
の
守
護
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
き
て
い 

る
。
そ
の
た
め
に
祖
霊
を
慰
め
る
供
養
の
「
マ
ツ
リ
」
が
あ
り
、 

十
数
回
に
わ
た
る
「
年
忌
」
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

毎
朝
、
神
棚
に
お
初
を
供
え
て
拝
み
、
今
日

き
よ
う

一
日
の
幸
運
を
願 

い
祈
る
の
で
あ
る
。
お
初
に
は
「
ハ
チ
」
と
言
い
、
茶
と
水
で
、 

そ
の
ほ
か
「
ウ
ブ
ク
（
御
仏
供
）」
と
言
っ
て
、
そ
の
日
の
朝
食 

を
お
供
え
す
る
。
唐か

ら

芋
の
と
き
は
「
ウ
ブ
ク
ウ
ム
」、
御
飯
の
と 

き
に
は
「
ウ
ブ
ク
メ
ー
」
と
言
っ
た
。 

 

ま
た
、
よ
そ
か
ら
の
い
た
だ
き
も
の
は
必
ず
神
棚
に
供
え
て
か 

ら
、
家
族
の
者
は
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

二 

天
体
に
つ
い
て 

 

民
謡
に 

ア
ガ
ル
テ
ィ
ダ 

ウ
ガ
デ
ィ 

 

昇
る
太
陽
拝
ん
で 

ト
ク
ヌ
シ
マ 

メ
ー
ナ
チ 

 
 

徳
之
島
を
前
に
し
て 

ウ
ナ
イ
ガ
ミ 

ウ
ガ
デ
ィ 

 
 

姉
妹
神
拝
ん
で 

ワ
ー
シ
マ 

ム
ド
ゥ
ラ 

 
 
 

我
が
島
へ
帰
ろ
う 

 

同
じ
く
民
謡
に 

チ
ッ
チ
ュ
ガ
ナ
シ
ニ 

ガ
ン
タ
テ
ィ
テ
ィ 

お
月
様
に
祈
願
し
て 

      

よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

九
月
の
十
五
夜
遊
び
は
相
撲
や
網
引
き
な
ど
が
あ
り
、
夜
は
月 

見
の
宴
が
あ
っ
て
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
で
中
断
し
て
い 

た
の
が
若
者
た
ち
の
手
で
復
活
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
十
五
夜
遊 

び
は
稲
作
儀
礼
の
意
義
深
い
日
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

ニ
十
三
夜
祭
は
海
に
近
い
家
庭
で
は
祭
壇
に
用
い
る
机
や
器
具 

を
海
水
で
洗
い
清
め
、
人
の
踏
ん
で
な
い
汀

な
ぎ
さ

の
白
砂
を
持
ち
帰 

り
、
そ
の
砂
で
家
の
周
囲
を
祓は

ら

い
清
め
、
残
り
は
線
香
立
て
に
使 

う
。
祭
壇
は
神
棚
の
前
か
、
床
の
間
の
前
に
し
つ
ら
え
、「
シ
ン 

コ
ダ
ー
グ
（
団
子

だ
ん
ご

）」
を
た
く
さ
ん
豆と

う

（
菓
子
器
）
に
盛
り
上
げ 

て
星
を
表
し
、
そ
の
上
に
月
を
か
た
ど
っ
た
平
た
い
餅も

ち

を
の
せ
、 

水
・
洗
い
米
・
花
・
神
酒

み

き

・
線
香
な
ど
を
お
供
え
す
る
。
お
供
え 

が
終
わ
る
と
主
人
が
礼
拝
し
、
次
々
と
皆
礼
拝
を
済
ま
す
。 

 

そ
の
夜
は
親
類
や
知
人
も
集
ま
っ
て
お
り
、
お
伽と

ぎ

話
や
談
笑
の 

間
に
月
の
出
を
待
ち
、
月
が
昇
る
と
礼
拝
を
し
て
、
だ
ん
ご
に
「
洗 

い
米
」
を
付
け
て
配
る
。「
洗
い
米
」
を
「
ア 

ト
ー
ト
ゥ 

ト
ー 

ト
ゥ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
肩
や
頭
に
載
せ
て
祈
り
、
だ
ん
ご
を
頂 

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
済
む
と
酒
宴
が
始
ま
る
。 

 

月
の
出
が
十
二
時
を
過
ぎ
た
夜
半
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、 

線
香
河
本
と
決
め
て
十
時
ご
ろ
終
わ
る
家
も
あ
っ
た
。 

フ
シ
ニ 

ニ
ゲ
ー
タ
テ
ィ
テ
ィ 

 

星
に
願
い
を
立
て
て 

二
親

た
い
う
や

ガ
ナ
シ 

ム
ム
ユ
ニ
ゴ
ラ 

 

両
親
様
が
百
世
ま
で
長
生
き 

す
る
こ
と
を
願
お
う 

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、天
体
も
信
仰
崇
拝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

(一) 

天
と
日
（
太
陽
） 

 

天
と
太
陽
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
向
き
も
考
え
ら
れ
天
地
万
物 

の
一
切
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
。 

 

毎
朝
、
東
天
を
拝
み
一
日
の
健
康
と
幸
福
を
祈
り
、
元
た
ん
に 

は
初
日
の
出
を
拝
み
、
一
年
間
の
幸
運
と
豊
作
を
祈
願
し
、
さ
ら 

に
元

朝

が
ん
ち
よ
う

の
天
気
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
天
候
を
予
測
し
て
い
た 

と
い
わ
れ
て
い
る
。「
テ
ィ
ン
ト
ガ
ナ
シ
ヌ 

ミ
チ
ュ
ン
ド
」
と 

言
っ
て
、わ
る
さ
を
し
て
い
る
子
供
を
た
し
な
め
た
り
し
て
い
た
。 

天
は
す
べ
て
を
お
見
通
し
で
悪
い
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味 

で
、
わ
る
さ
を
す
る
と
天
罰
が
当
た
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。 

 
(二) 

月 

 

十
三
夜
、
十
五
夜
、
十
七
夜
、
十
八
夜
、
二
十
三
夜
、
二
十
六 

夜
な
ど
の
月
待
ち
の
祭
り
が
あ
り
、
神
月
と
い
わ
れ
る
旧
正
月
、 

五
月
、
九
月
に
あ
る
。
こ
の
月
待
ち
の
祭
り
は
主
と
し
て
ユ
タ
に 

       

こ
の
祭
り
は
特
に
島
外
で
生
活
を
し
て
い
る
一
族
の
平
安
を 

祈
っ
て
い
る
。「
二
十
三
夜
神
は
軽
石
」
と
俚
諺

り
げ
ん

に
あ
る
と
お
り
、 

軽
石
は
水
に
沈
ま
な
い
と
こ
ろ
か
ら
例
え
た
言
葉
で
航
海
安
全
の 

神
と
さ
れ
、
船
旅
を
す
る
人
は
二
十
三
夜
に
供
え
た
団
子
に
つ
い 

て
い
た
米
粒
を
紙
に
包
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
伝 

え
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
農
耕
、
漁
猟
の
中
で
も
月
の
信
仰
は
高
い
も
の
と
さ
れ 

て
い
る
。 

 

(三) 

星 

 

星
祭
り
と
し
て
は
七
月
七
日
の
七
夕
祭
り
が
あ
る
が
、
牽け

ん

牛
・ 

織
女
の
感
覚
は
薄
れ
、
学
問
、
書
道
が
上
達
す
る
た
め
の
も
の
と 

意
識
さ
れ
、
男
の
子
が
喜
ぶ
行
事
で
あ
っ
た
。
七
夕
紙
と
称
す
る 

市
販
の
色
紙
で
細
い
テ
ー
プ
を
作
り
、
父
母
を
示
す
長
い
の
を
二 

本
、
後
は
短
い
の
を
五
～
六
本
、
ま
た
は
子
供
の
数
だ
け
作
る
。 

そ
の
日
の
早
朝
た
ん
ぼ
へ
行
き
、
田
芋
の
葉
に
た
ま
っ
て
い
る
露 

を
取
っ
て
き
て
墨
を
す
り
、
自
分
の
名
前
や
願
い
事
な
ど
を
書
い 

た
り
、
ま
た
、
七
夕
の
歌
と
い
わ
れ
る
和
歌
、「
七
夕
の
天
の
川 

遠
き
わ
た
り
に
あ
ら
ね
ど
も
君
が
船
出
は
年
を
こ
そ
ま
て
」
と
も 

書
き
、
竹
の
枝
に
結
び
、
門
か
庭
に
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日 
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の
う
ち
か
、
一
～
二
日
の
間
に
七
夕
飾
り
を
流
す
雤
が
降
り
、
そ 

の
雤
は
「
七
夕
流
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

世
之
主
の
家
来
四
天
王
の
一
人
屋
者
真
三
郎
に
つ
い
て
、「
屋 

者
真
三
郎
が
死
じ
ゃ
む
で
ぃ
む
ん
な
、
天
じ
星
な
と
ぅ
て
ぃ
照
ら 

ば
見
よ
り
」と
い
う
民
謡
が
あ
り
、人
が
死
ぬ
と
星
に
な
る
と
か
、 

こ
と
に
母
親
が
死
ぬ
と
星
に
な
っ
て
子
供
た
ち
を
見
守
っ
て
い
る 

と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。 

 

三 

自
然
物
、
そ
の
他
に
つ
い
て 

 

(一) 

火 

 

火
は
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
反
対
に
家 

財
を
失
い
人
命
に
も
か
か
わ
る
恐
ろ
し
い
も
の
で
も
あ
る
。 

 

火
を
尊
称
し
て
「
ヒ
ノ
カ
ン
ガ
ナ
シ
」「
マ
チ
ガ
ナ
シ
」
と
言
っ 

て
い
る
が
、
直
接
「
火
」
に
対
す
る
信
仰
祭
事
は
な
く
、「
ウ
ヮ
ー 

マ
ガ
ナ
シ
」
と
し
て
、「
か
ま
ど
の
神
」
に
包
含
さ
れ
た
形
で
信 

仰
さ
れ
祭
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
束
大
名 

誉
教
授
の
窪
徳
忠
氏
の
「
中
国
文
化
と
南
島
」
に
よ
る
と 

 

「
火
や
カ
マ
ド
の
神
仰
は
古
く
か
ら
世
界
の
各
地
で
行
わ
れ
て 

                    

土
間
に
大
中
小
の
か
ま
ど
が
壁
近
く
に
一
列
に
設
け
ら
れ
る
。 

 

壁
は
土
を
塗
り
、
カ
マ
ド
の
上
の
方
に
マ
ッ
テ
（
棚
）
が
あ
り
、 

種
物
や
ザ
ル
な
ど
を
載
せ
る
。 

 

外
と
の
出
人
り
口
は
引
き
戸
で
な
く
開
き
戸
で
、
ヒ
ラ
キ
ま
た 

は
モ
イ
ビ
ャ
ー
キ
（
回
転
開
き
）
と
称
し
、
こ
れ
は
こ
の
土
間
が 

神
聖
な
る
場
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い 

 

お
り
、
中
国
で
は
前
五
世
紀
ご
ろ
に
火
の
信
仰
に
付
随
し
て
、 

 

火
を
燃
や
す
場
所
と
し
て
の
カ
マ
ド
に
対
す
る
神
聖
視
か
ら
、 

 

カ
マ
ド
に
も
神
性
を
認
め
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
前
三
・
二
世 

 

紀
ご
ろ
に
両
者
が
結
び
つ
い
て
「
カ
マ
ド
神
」
と
し
て
今
日
に 

 

及
ん
で
い
る
。
ま
た
「
カ
マ
ド
神
」
は
古
く
は
人
々
を
庇
護

ひ

ご

す 

 

る
神
で
は
な
く
、
常
に
一
家
を
監
視
し
、
人
々
の
罪
過
を
天
帝 

 

に
告
げ
る
神
と
さ
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

唐
時
代
以
後
は
善
悪
双
方
の
行
為
を
報
告
に
行
く
も
の
と
考 

 

え
ら
れ
、
カ
マ
ド
神
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
次

ぜ
ん
じ

一
家
の
守
護 

 

神
と
変
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。」 

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

「
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
」
は
家
族
の
無
病
息
災
、
繁
栄
、
豊
作
な 

ど
一
家
の
守
護
神
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
、
祖
霊
神
と
と
も
に
民
間
信 

仰
の
中
心
と
な
っ
て
昔
か
ら
信
仰
さ
れ
祭
ら
れ
て
き
て
い
る
。 

 

与
論
島
で
は
「
ヤ
ー
ヌ
ヌ
シ
ガ
ナ
シ
（
家
の
主
ガ
ナ
シ
）」
と 

尊
ば
れ
、
災
厄
を
は
ら
い
、
火
災
か
ら
一
家
を
守
る
神
と
し
て
祭 

ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

1 
ト
ー
グ
ラ
（
台
所
） 

 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
の
鎮
座
し
て
い
る
の
は
台
所
で
あ
っ
た
。
一 

般
に
茶
の
間
と
三
畳
敷
き
ほ
ど
の
土
間
か
ら
で
き
て
お
り
、
こ
の 

      

る
。 

2 

ハ
マ
ド
ゥ
（
か
ま
ど
） 

 

か
ま
ど
は
普
通
三
～
四
基
あ
っ
て
湯
沸
か
し
用
の
小
カ
マ
ド
、 

副
食
用
の
中
か
ま
ど
、
主
食
用
（
芋
）
の
大
か
ま
ど
が
あ
っ
て
、 

か
ま
ど
は
二
つ
の
石
を
据
え
置
き
、
周
囲
を
粘
土
で
固
め
た
き
わ 

め
て
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
。 

 

か
ま
ど
石
は
卵
形
の
マ
ー
石
（
深
成
岩
）
で
大
か
ま
ど
の
石
は 

男
が
や
っ
と
持
ち
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
で
、
こ
れ 

は
出
人
り
口
に
近
い
所
に
設
け
ら
れ
る
。 

3 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ 

 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
の
祭
祀

さ
い
し

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ー 

ハ
マ
ド
ゥ
（
大
カ
マ
ド
）
で
あ
っ
て
、
他
の
か
ま
ど
は
信
仰
の
対  
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象
に
な
ら
な
い
。 

 
大
か
ま
ど
の
構
築
に
は
三
つ
石
の
下
に
米
三
粒
ず
つ
敷
い
て 

造
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ユ
タ
を
使
う
家
で
は
そ
の
指
示
に 

よ
り
主
婦
が
粘
土
で
三
つ
石
の
周
り
を
手て

杵ぎ
ね

で
満
遍
な
く
搗つ

き
固 

め
て
い
る
。
か
ま
ど
石
の
霊
力
は
大
地
と
の
接
着
が
緊
密
な
ほ
ど 

発
揮
さ
れ
る
も
の
、
と
の
信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

ユ
タ
は
花は

な

米ぐ
み（

膳ぜ
ん

に
米
を
山
の
よ
う
に
三
つ
盛
り
あ
げ
た
も
の
） 

を
見
て
、
根
締
め
の
緩
い
個
所
を
指
し
な
が
ら
指
導
し
、
最
後
に 

か
ま
ど
の
前
に
花
米
と
神
酒
と
香
を
供
え
、
唱
え
詞
を
奏
し
て
大 

か
ま
ど
造
り
の
神
事
を
終
え
る
。 

4 

ア
ム
ト
ゥ
ノ
ー
シ 

 

分
家
を
す
る
と
き
は
、
移
し
位
牌は

い

と
塩
一
升
と
こ
の
大
カ
マ
ド 

の
灰
を
分
け
て
持
た
せ
る
風
習
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
家
長
か
主
婦
が
死
去
し
た
場
合
に
は
忌い

み

明あ
け

供
養
を
待
っ 

て
、
大
か
ま
ど
を
更
新
さ
せ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
石
を
更 

新
さ
せ
る
こ
と
を｢

世
代

デ

ー

を
変
え
る
」｢

隠
居
さ
せ
る
」｢

ア
ム
ト
ゥ 

ノ
ー
シ
」
な
ど
と
言
っ
て
、
古
い
石
は
人
の
踏
ま
な
い
石
垣
の
上 

や
庭
の
隅
な
ど
に
捨
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
定
の
場 

所
に
捨
て
る
所
も
あ
っ
て
、
そ
こ
を
ア
ム
ト
ゥ
と
か
、
イ
ビ
と
称 

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

      

6 

ハ
マ
ド
ウ
ヌ
メ
ー
（
か
ま
ど
の
前
の
土
間
） 

 

し
た
が
っ
て
ハ
マ
ド
ゥ
ヌ
メ
ー
は
不
浄
を
嫌
い
、
い
っ
も
掃
き 

清
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
松
、
蘇
鉄

そ
て
つ

な
ど
の
枯
れ
葉
が
燃
料
で 

あ
っ
た
の
で
防
火
の
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

煮
炊
き
を
す
る
と
き
は
ハ
マ
ド
ゥ
ヌ
メ
ー
で
か
が
ん
で
、
枯
れ 

葉
を
さ
し
く
べ
、
ヒ
ャ
ン
タ
グ
シ
と
称
す
る
細
い
棒
で
絶
え
ず
灰 

を
か
き
出
し
、
煮
炊
き
の
す
む
ま
で
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。 

 

夜
、
寝
る
前
に
は
主
婦
は
必
ず
こ
の
土
間
を
片
付
け
、
明
日
の 

た
め
の
火
種
と
し
て
灰
の
中
に
埋
め
る
「
ウ
ッ
チ
」
と
称
す
る
生い

け 

火び

を
用
意
し
、
そ
の
前
に
刃
物
を
置
き
、
火
事
を
起
こ
す
魔
物
と 

い
わ
れ
て
い
る
「
ヒ
ジ
ャ
マ
」
に
火
を
盗
ま
れ
な
い
た
め
の
魔
よ 

け
と
し
、
水
お
け
を
据
え
た
上
で
な
け
れ
ば
寝
に
つ
く
こ
と
は
し 

な
か
っ
た
。
ま
た
、
畑
に
出
か
け
た
り
す
る
と
き
に
、
家
に
残
る 

者
に
対
し
「
マ
チ
ガ
ナ
シ
ヌ 

デ
ー
ム
ク 

ユ
ー 

シ
リ
ヨ
（
火 

の
始
末
を
よ
く
し
な
さ
い
）」
と
注
意
を
与
え
て
い
る
。 

7 

祭 

事 

 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
の
祭
り
は
各
家
庭
で
行
わ
れ
、
氏
族
的
、
社 

会
的
機
構
を
持
つ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
知
名
町 

竿
津
の
宮
持
神
社
の
御
神
体
が
カ
マ
ド
石
で
あ
り
、
毎
年
字
ぐ
る 

 

家
畜
が
病
気
に
な
る
と
、
か
ま
ど
の
根
締
め
が
緩
ん
だ
た
め
と 

考
え
、
こ
れ
を
「
か
ま
ど
が
破
れ
た
」
と
言
っ
て
、
ユ
タ
を
迎
え 

根
締
め
固
め
の
神
事
を
行
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。 

5 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
の
信
仰 

 

幼
児
を
外
に
連
れ
て
行
く
と
き
、
眉
間

み
け
ん

に
ナ
ビ
ヒ
グ
ル
（
鍋な

べ

墨
） 

を
つ
け
て
魔
よ
け
に
し
、
旅
立
つ
者
は
ハ
マ
ド
ゥ
ヌ
メ
ー
に
下
り 

て
、
ハ
マ
タ
（
鍋
ぶ
た
―
わ
ら
や
茅か

や

で
編
ん
だ
も
の
）
を
主
婦
が 

持
ち
上
げ
、
そ
の
下
を
く
ぐ
っ
て
開
き
戸
を
開
け
て
出
発
し
、
旅 

先
の
無
事
を
祈
り
、
ま
た
新
婦
を
迎
え
入
れ
る
と
き
そ
の
家
族
に 

加
わ
る
証

あ
か
し

と
し
て
、
鍋
ぶ
た
か
ぶ
り
の
神
事
も
あ
っ
た
と
い
わ 

れ
て
い
る
。 

 

春
秋
の
播
種

は
し
ゆ

祭
に
大
か
ま
ど
に
ニ
ン
ニ
ク
を
供
え
、
そ
の
守
護 

と
豊
作
を
願
い
、
シ
ョ
ー
ジ
（
み
そ
ぎ
）
を
す
る
家
で
は
「
洗
い 

米
」
を
供
え
て
無
病
息
災
を
祈
り
、
ユ
タ
を
迎
え
て
口
寄
せ
、
神 

降お
ろ

し
、
寿
願
の
祭
事
を
行
う
場
合
は
ユ
タ
が
大
か
ま
ど
に
「
花
米
」 

を
お
供
え
し
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
の
御
利
益
は
火
の
神
、
土
神
、 

農
耕
神
な
ど
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
一
家
の
尊
信
は
き 

わ
め
て
あ
つ
く
最
高
の
神
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
。 

       

み
で
祭
っ
て
お
り
、
こ
の
字
に
は
今
ま
で
大
火
事
が
な
か
っ
た
と 

い
わ
れ
て
い
る
。 

 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
は
毎
月
か
、
神
月
の
一
日
・
十
五
日
に
主
婦 

が
祭
っ
て
い
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
減
尐
し
、
後
年
に
な
る
と
シ
ョ 

ー
ジ
を
し
て
い
る
家
庭
か
、
ユ
タ
を
入
れ
る
家
で
も
ユ
タ
に
任
せ 

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

8 

実 

例 

 

和
泊
で
新
築

ミ
イ
ヤ

願ガ
ン

の
と
き
、
土
間
に
む
し
ろ
を
敷
き
、
家
族
も
皆 

座
っ
て
、
大
か
ま
ど
に
た
き
ぎ
三
本
を
交
差
し
て
置
き
、
火
を
点 

じ
「
洗
い
米
」
を
か
ま
ど
の
石
に
載
せ
て
、
ユ
タ
は
唱
え
詞
の
中 

で｢

マ
チ
ガ
ナ
シ 

マ
チ
テ
ィ 

オ
イ
シ
ャ
ブ
ラ
（
火
の
神
、
祭
っ 

て
あ
げ
ま
し
よ
う
。）
…
…
」
と
唱
え
、
お
は
ら
い
を
し
た
と
の 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
で
火
を
扱
い
、
マ 

チ
ガ
ナ
シ
と
言
っ
て
お
り
、
火
の
神
と
し
て
祭
っ
て
い
る
証
と
い 

え
よ
う
。 

 

国
頭
で
ア
ン
ザ
ウ
テ
ィ
ミ
ジ
（
東
海
岸
の
み
そ
ぎ
を
す
る
泉
） 

で
、
シ
ョ
ー
ジ
を
し
て
帰
り
、
ま
ず
大
か
ま
ど
の
右
の
石
か
ら
順 

に
「
洗
い
米
」
と
神
酒
を
供
え
、
家
族
の
無
病
息
災
と
繁
栄
を
祈 

り
、
次
に
神
棚
、
縁
側
の
敷
き
居
に
同
じ
よ
う
に
供
え
て
い
る
。 

 

根
折
で
は
ニ
ャ
ー
ゴ
ー
や
メ
ー
ゴ
ー
で
み
そ
ぎ
を
し
、
か
ま
ど 
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石
に｢

洗
い
米
」
神
酒
を
供
え
な
が
ら
「
ウ
ヤ
ホ
ン
チ
ャ 

シ
ョ
ー 

ジ 
シ
ー 

チ
ャ
ー
ブ
タ
ン
ド 

マ
チ
テ
ィ 

オ
イ
シ
ャ
ブ
ン 

ド
ー 
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ 

ミ
チ
ュ
ク
ル
ニ 

シ
ャ
ー
テ
ィ 

オ 

                        

喜
美
留
で
ユ
タ
の
唱
え
詞
は
「
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
ニ 

シ
ャ
イ
ア
ギ
テ
ィ 

オ
イ
シ
ャ
ブ
ラ 

オ
ー
キ
モ
ト
ノ 

ヤ
ー
ヤ
シ
キ
ウ
チ
ニ 

ミ
ー
シ
チ 

ハ
ナ
シ
チ 

カ
ー
ラ
ヌ
ク
ト
ゥ 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ 

ミ
マ
モ
テ
ィ
タ
ボ
リ 

ア 

ト
ー
ト
ゥ 

ト
ー
ト
ゥ
」（
天
照
大
神
、
か
ま
ど
の
神
に
謹 

ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
本
家

も
と
い
え

の
屋
敷
内
に
目
病
み
、
風
邪

か

ぜ

ひ 

き
に
か
か
ら
な
い
よ
う
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
あ
あ
尊
い
尊
い
） 

 

そ
の
他
の
宇
で
も
大
同
小
異
で
、
か
ま
ど
神
の
信
仰
は
あ
つ
く 

祭
ら
れ
て
い
た
が
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
減
尐
し
、
炊
事
場
も 

ガ
ス
使
用
に
よ
っ
て
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
を
祭
る
こ
と
は
な
く
な
っ 

て
い
る
。
そ
れ
で
も
国
頭
や
そ
の
他
の
字
で
も
ガ
ス
が
ま
の
そ
ば 

に
小
石
三
つ
置
い
て
祭
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。 

 

台
所
以
外
で
か
ま
ど
の
よ
う
に
石
を
三
つ
並
べ
て
祭
っ
て
い
た 

所
も
あ
る
。
西
原
の
川
口
雪
蓬
翁
記
念
碑
の
敷
地
内
に
ア
ナ
ブ
イ 

小
屋
（
粗
末
な
小
屋
）
を
造
り
、
チ
ー
ヌ
ハ
ミ
（
地
の
神
）
と
し 

て
祭
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在
は
跡
形
も
な
い
。
金
毘
羅

こ

ん

ぴ

ら 

神
社
前
の
イ
チ
ン
ト
た
め
池
の
ほ
と
り
に
、
ウ
ヮ
ー
マ
イ
シ
と
い 

わ
れ
た
大
き
な
石
が
三
つ
あ
っ
た
の
が
、
耕
地
整
理
の
後
不
明
で 

あ
っ
た
が
、
た
め
池
の
中
か
ら
見
つ
か
り
昭
和
五
十
九
年
五
月
に 

神
社
境
内
に
移
さ
れ
た
。 

イ
シ
ャ
ブ
ラ
…
…
」と
願
い
事
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
先
祖
た
ち
よ 

み
そ
ぎ
を
し
て
参
り
ま
し
た
よ 

祭
っ
て
あ
げ 

ま
す
よ 

か
ま
ど
の
神 

ご
三
人
に
申
し
上
げ
ま
す
…
…
） 

                        

内
城
の
伝
説
「
山
田
大
親
翁
」
の
屋
敷
の
東
南
の
隅
に
花
崗

か
こ
う

岩 

の
か
ま
ど
石
が
あ
り
、
ト
タ
ン
で
簡
単
に
覆
い
を
し
て
あ
る
が
、 

今
は
空
き
屋
敷
で
雑
草
の
中
に
あ
る
。
か
つ
て
は
二
十
三
夜
神
と 

し
て
祭
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

(二) 

水 

 

水
神
は
水
を
つ
か
さ
ど
り
、
ま
た
火
災
を
防
護
す
る
神
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
水
は
生
活
の
中
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
、 

飲
料
、
灌
漑

か
ん
が
い

、
防
火
、
そ
の
他
の
用
水
と
し
て
大
切
に
さ
れ
、
泉 

や
井
戸
、
た
め
池
の
そ
ば
に
水
神
と
刻
ま
れ
た
碑
か
、
石
を
立
て 

て
尊
崇
し
て
い
る
。 

 

水
道
の
普
及
で
泉
、
井
戸
の
利
用
は
尐
な
く
な
り
、
道
路
拡
張 
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表1.   奄美諸島寵神称呼表 (窪徳忠「中国文化と南島」より） 

龍郷町 
浦 ジロノカミ 

秋 名 マツガナシ 
嘉 渡 ヒノカミ 

名瀬市 幸 町 ・ 根 瀬 部 
ヒノエヒノトヒ 
ノカミガナシ ジロンガミ 

ヒニャハン 
ガナシ 住用村 石 原 ・ 山 間 ユルイノカミ 

宇検村 
名柄・田検・芦検 ヒニャンガナシ・ヒニャーン 

ガナシ 

久 志 ヒナンガナシ 
大和村 大 和 浜 ・ 津 名 久 カマドンガミ（マチガナシ・ウチガン） 

瀬
戸
内
町 

(

大
島) 

古仁屋・久慈・綱野 
子 ヒニャハンガナシ 

(

加
計
呂
麻
島) 

瀬 武 

実 久 ・ 芝 ウ チ ガ ミ 
 

薩 川 ジリョンガミ・ミタマサミ 

喜 

界 

町 

湾  

中 里  
 中 間 ・ 大 朝 戸 ・ 

小 野 津 神 宮  

池 冶 
トゥンガラシ 

 

赤 連 トゥンニャラシー・ 
ションガナシ 

ヒョウガナシ 
坂 嶺 

ピョンニャラシ・ヒョンナラシ・ 
トンニャラシ 

 

 
浦 原 ヒョンガナシ・ションナラシ・   

ミツモン ヒョウミガナシ 
志 戸 桶 ヒョウガラシ・ヒョンガラシ 
滝 川 ヒョンニャラシ・ヘンニャラシ・ヒョンニラャシー 
小 野 津 ・ 前 金 久 フィユンガナシ・フィヨンガナシ 
先 内 ヒョンガナシ 
阿 伝 ションニャラシ 

徳之島町 
母間・井之川・諸田 
神之嶺・亀津・徳和 
瀬・山・手  々

ウ（オ）カマガナシ 

伊仙町 

上 面 縄 ウカマガナシ・ヒンカンガナシ・ヒノカミ 

検 福 ヒノカミ・ヒヌカンガナシ 

伊 仙 ヤーヌスズ・ヒノカミガナシ 

和泊町 

和泊・内城・畦布 
根折・国頭・皆川 
永嶺・谷山・玉城 
手々知名 ゥワーマガナシ 

知名町 
赤嶺・田皆・住吉 
新城・瀬利覚 

与論町 

茶花・朝戸・古里 ピィヌカン・フィヌカン 
東 区 ハマヌメー・ピィヌカンガナシ 

城 ヒヌカン 
叶 ピヌカミ 

       

1．与論町では、原始的な寵の３石をペァンジャナシとう。なかには、３石と寵神 
    とを同一視して、両者をともにペァンジャナシとよぶ人々もいる。 
 2．大和町の括弧内の称呼は火の神である。 
 3．喜界町先内・阿伝の称呼は、竹内譲「喜界島の民俗」（90項）による。  

ソンニャラシ 

ヒョンニャラシ 



                          

汲
ん
で
き
た
水
と
そ
れ
で
沸
か
し
た
お
茶
と
洗
い
米
、
御
神
酒
、 

線
香
を
神
棚
に
お
供
え
し
て
、
家
内
安
全
、
豊
作
な
ど
を
祈
願
し 

て
い
る
。（
写
直
2
） 

 

夕
方
に
は
お
墓
へ
行
き
、「
洗
い
米
」
は
正
面
と
墓
石
の
土
台 

石
の
四
隅
に
お
供
え
し
、
花
や
線
香
を
供
え
祈
願
し
て
帰
る
の
で 

あ
る
。
縁
者
の
墓
に
も
行
っ
て
同
様
に
行
っ
て
い
る
。 

2 

シ
ョ
ー
ジ
を
す
る
人 

 

家
人
が
亡
く
な
っ
て
数
日
後
、
ユ
タ
を
入
れ
神
降
し
を
す
る
家 

で
、
ユ
タ
に
指
名
さ
れ
た
人
が
行
っ
て
い
る
。
指
名
さ
れ
た
人
は 

死
者
の
気
に
入
り
の
者
で
、「
自
分
の
魂
を
継
い
で
も
ら
い
た
い
」 

と
ユ
タ
の
口
を
通
し
て
告
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
抵
死
者
の
姉
妹 

か
娘
、
孫
娘
あ
る
い
は
嫁
な
ど
で
多
く
は
女
性
で
あ
る
。 

 

神
降
ろ
し
の
と
き
霊
が
乗
り
移
り
、
ユ
タ
か
ら
指
名
さ
れ
た
人 

は
、そ
の
あ
か
し
に｢

私
が
生
き
て
い
る
間
は
あ
な
た
の
霊
を
守
っ 

て
シ
ョ
ー
ジ
を
し
ま
す
」
と
誓
い
を
立
て
る
。
そ
し
て
、
毎
月
か
、 

神
月
（
一
月
・
五
月
・
九
月
）
の
一
日
・
十
五
日
に
シ
ョ
ー
ジ
を 

行
っ
て
い
る
。 

3 

シ
ョ
ー
ジ
ゴ
ー 

 

島
の
本
来
の
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
ー
は
内
城
の
シ
マ
ゴ
ー
、
瀬
利
覚
の 

ミ
チ
ュ
イ
、
知
名
の
ア
ダ
ン
ゴ
ー
の
三
か
所
で
、
こ
の
泉
は
「
ム 

に
よ
っ
て
井
戸
を
埋
め
た
り
し
た
が
、
水
神
の
碑
は
ま 

だ
数
か
所
に
残
っ
て
い
る
。
た
め
池
に
は
ほ
と
ん
ど
な 

く
、
手
々
知
名
の
「
ア
ナ
ハ
タ
グ
ム
イ
」
に
あ
っ
た
が
、 

埋
め
立
て
後
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
上
手
々
知
名
の 

 
 
 
 

「
メ
エ
ダ
ミ
チ
」
の
中
に
石
像
が
あ
り
、
光
背
の
あ
る 

座
像
で
き
わ
め
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。（
写
真
１
） 

1 

シ
ョ
ー
ジ 

 

シ
ョ
ー
ジ
を
精
進
、
浄
水
、
清
水
、
聖
水
な
ど
土
地 

や
ユ
タ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
使
い
分
け
て
い
る
が
、
神 

聖
で
霊
験
の
あ
る
水
で
、
死
者
も
生
き
返
ら
せ
る
霊
水 

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
霊
魂
の
昇
天
を
妨
げ
る 

地
の
神
の
気
持
ち
を
や
わ
ら
げ
、
昇
天
さ
せ
る
た
め
に 

シ
ョ
ー
ジ
を
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

シ
ョ
ー
ジ
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
ー
と 

い
わ
れ
る
特
定
の
泉
で

禊
み
そ
ぎ

を
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

シ
ョ
ー
ジ
は
米
と
御
神
酒
、線
香
を
泉
に
持
っ
て
行
き
、 

 
 
 
 

顔
や
手
足
を
洗
っ
て
か
ら
米
を
洗
い
、
泉
の
そ
ば
に
御 

神
酒
、
線
香
を
供
え
、
洗
い
米
を
一
つ
ま
み
供
え
て
祈 

 
 
 
 

る
。
そ
の
洗
い
米
と
水
を
汲く

ん
で
家
に
持
ち
帰
り
、 

 
 
 
 

ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
に
「
洗
い
米
」
と
御
神
酒
を
供
え
、 

      

ト
ゥ
ゴ
ー
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

シ
マ
ゴ
ー
は
越
山
南
麓
で
花
崗
岩
を
採
掘
し
た
谷
間
に
あ
る 

が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
世
之
主
墓
の
西
方
の
谷
間
に
あ
る
「
イ 

ジ
ュ
ン
ジ
ョ
ゴ
ー
」
で
シ
ョ
ー
ジ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と 

い
わ
れ
て
い
る
。 

後
年
に
な
る
と
、
自
分
た
ち
の
集
落
近
く
の
泉
か
、
井
戸
を
掘

っ
た
家
は
そ
の
井
戸
で
シ
ョ
ー
ジ
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
ほ
と
ん

ど
の
集
落
に
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
ー
と
称
す
る
泉
井
が
あ
る
。 

 

そ
れ
は
「
ム
ト
ゥ
ゴ
ー
」
が
、
地
理
的
・
時
間
的
に
不
便
の
た 

め
、「
神
移
し
」
と
称
し
て
、
ム
ト
ゥ
ゴ
ー
か
ら
小
石
か
水
を
汲 

ん
で
持
ち
帰
り
、
こ
れ
か
ら
シ
ョ
ー
ジ
を
し
よ
う
と
す
る
泉
井
に 

入
れ
て
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
ー
を
替
え
て
い
る
。
現
在
シ
ョ
ー
ジ
を
す
る 

人
も
尐
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
内
城
の
イ
ジ
ュ
ン
ジ
ョ
ゴ
ー
ヘ
遠 

く
国
頭
か
ら
訪
れ
て
い
る
人
も
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

 

水
の
信
仰
と
し
て
全
家
庭
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
正
月
の
若 

水
汲
み
の
行
事
で
あ
る
が
、
主
婦
が
元
た
ん
の
早
朝
に
シ
ョ
ー
ジ 

ゴ
ー
で
シ
ョ
ー
ジ
を
済
ま
し
、
若
水
を
ク
ガ
ニ
ミ
ジ
（
黄
金
水
） 

と
称
し
、
そ
れ
を
汲
ん
で
帰
り
神
棚
に
水
の
初
、
茶
の
初
を
供
え 

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
吉
毅
氏
の
「
え
ら
ぶ
の
古
習
俗
」
に 

よ
る
と
、
改
葬
の
こ
と
を
「
チ
ュ
ラ
サ
ナ
シ
ュ
ン
」「
ウ
ビ
オ
イ 
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シ
ヤ
ブ
ン
」
な
ど
と
言
っ
て
お
り
、「
ウ
ビ
」
と
は
神
聖
な
水
と 

い
う
義
で
、
水
を
上
げ
る
と
い
う
意
に
な
り
洗
骨
を
意
味
す
る
。 

と
述
べ
て
お
り
、
水
を
神
聖
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

(三) 

木 

 

木
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
多
く
禁
忌
恐
怖
の
対
象
に
な
っ
て
い 

る
も
の
が
多
い
。
古
木
、
孤
立
し
た
樹
木
、
あ
る
い
は
、
う
っ
そ 

う
と
茂
っ
た
森
林
に
は
マ
ジ
ム
ン
（
魔
物
）
が
宿
っ
て
い
る
と
し 

て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。 

 

あ
る
種
の
樹
木
は
屋
敷
内
に
植
え
る
と
た
た
り
が
あ
り
、
植
え 

て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
ユ
タ
の
指
示
に 

よ
っ
て
倒
し
た
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
切
り
倒
し
た 

ば
か
り
に
そ
れ
が
た
た
り
病
気
に
な
っ
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ 

る
。 

 

木
の
精
、
木
の
妖
怪

よ
う
か
い

を
「
ヒ
ー
ヌ
ム
ン
」
と
称
し
、
甲
東
哲
氏 

選
の
「
沖
永
良
部
島
民
俗
語
い
」
の
中
で
、「
ヒ
ー
ヌ
ム
ン
は
、
睡 

眠
中
小
児
も
し
く
は
小
動
物
の
形
を
し
て
現
わ
れ
、
身
体
の
上
に 

乗
っ
た
と
た
ん
自
由
に
身
動
き
が
で
き
ず
、
呼
吸
が
苦
し
く
な
る 

と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
〝
ヒ
ー
ヌ
ム
ン
ニ 

ウ
サ
ユ
ン
（
圧お

さ
れ 

る)

〟
と
い
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

      

(五) 

土 

 

地
の
神
を
「
チ
ー
ヌ
ハ
ミ
」「
ヂ
ー
ヌ
ハ
ミ
」
な
ど
と
い
っ
て
、 

畑
の
隅
や
屋
敷
内
の
石
、
古
木
な
ど
が
依
代

よ
り
し
ろ

と
し
て
祭
ら
れ
て
い 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

西
原
の
公
民
館
前
に
川
口
雪
蓬
翁
の
碑
が
あ
る
（
前
述
）
が
、 

こ
の
土
地
を
「
ヌ
ル
ジ
」
と
称
し
、
島
主
の
世
之
主
ガ
ナ
シ
が
休 

憩
し
、ミ
シ
ョ
ウ
を
飲
ん
だ
所
で
、そ
の
後
カ
マ
ド
石
を
置
い
て
、 

チ
ー
ヌ
ハ
ミ
と
し
て
祭
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

地
の
神
は
屋
敷
神
と
も
一
体
に
な
っ
て
、
屋
敷
内
に
悪
霊
妖
怪 

          

 

恐
怖
の
対
象
で
な
く
、
屋
敷
神
と
し
て
祭
っ
て
い
た
家
も
あ
っ 

た
よ
う
で
あ
る
。 

 

(四) 

金 

 

カ
ジ
屋
の
こ
と
を
「
ハ
ン
ゼ
ー
ク
」
と
い
い
、
仕
事
場
に
は
カ 

ジ
屋
の
神
と
い
わ
れ
る
「
フ
ー
チ
の
神
」
を
祭
っ
て
あ
る
神
棚
が 

あ
り
注
連
縄

し

め

な

わ

が
張
ら
れ
て
い
る
。
お
彼
岸
に
フ
ー
チ
ヌ
エ
ー
と 

い
っ
て
洗
い
米
と
お
神
酒
を
供
え
て
祭
っ
て
い
た
。
荒
神
で
不
浄 

を
嫌
い
、
悪
口
や
わ
る
さ
を
す
る
と
た
た
る
と
恐
れ
ら
れ
て
も
い 

た
よ
う
で
あ
る
。 

 

西
原
字
の
西
に
テ
ィ
ガ
ナ
シ
と
い
う
泉
が
あ
る
が
、
そ
の
近
く 

に
ア
ダ
ン
が
う
っ
そ
う
と
茂
っ
た
丘
が
あ
り
、土
地
の
人
々
は「
ハ 

ニ
山
」
と
言
っ
て
、
そ
こ
に
入
る
の
を
避
け
て
い
た
。
鹿
児
島
か 

ら
き
た
人
で
和
泊
の
ジ
ン
シ
キ
と
い
う
カ
ジ
屋
が
、
一
年
の
う
ち 

何
ヵ
月
か
こ
こ
に
住
み
、
鉄
く
ず
を
こ
の
地
に
捨
て
た
と
い
わ
れ 

て
い
る
。 

㊟ 

和
泊
の
カ
ジ
屋
は
鹿
児
島
か
ら
渡
来
し
た
人
に
よ
っ
て
経
営 

さ
れ
て
い
た
。
ジ
ン
シ
キ
屋
（
前
田
）
カ
ミ
シ
キ
屋
（
吉
崎
）
カ 

キ
チ
屋
（
児
玉
）
の
順
で
あ
る
。 

        

な
ど
が
入
ら
な
い
よ
う
屋
敷
を
守
護
す
る
神
と
し
て
、
一
日
、
十 

五
日
に
米
と
酒
を
供
え
て
祭
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

(六) 

石 

 

石
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
ほ
と
ん
ど
の
集
落
に
残
っ
て
い
る
。「
ハ 

ミ
石
」
や
「
イ
ビ
の
神
」、「
チ
ー
ヌ
ハ
ミ
」、「
屋
敷
神
」、「
力
石
」 

な
ど
の
言
い
伝
え
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

そ
の
石
を
家
に
持
っ
て
き
て
利
用
し
た
ら
、
け
が
人
、
病
人
が 

出
て
た
た
っ
た
の
で
、
ま
た
、
元
の
場
所
へ
返
し
た
と
い
う
話
も 

残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
石
は
ノ
ロ
が
拝
ん
で
い
た
と
か
、
シ
ニ 

グ
マ
ツ
リ
に
お
供
え
物
を
載
せ
た
石
で
あ
る
と
か
、
世
之
主
ガ
ナ 

シ
が
島
巡
り
の
際
に
休
ん
で
ミ
シ
ョ
ウ
を
召
し
上
が
っ
だ
石
で
あ 

る
な
ど
の
縁
起
話
も
残
っ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
う
し
た
石
の
多
く
は
、
土
地
改
造
、
屋
敷
改
造
な 

ど
で
見
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
わ
ず
か
数
か
所
に
残
っ
て
い
る
だ 

け
で
あ
る
。 

1 

神
石
祭 

 

国
頭
四
部
地
区
の
田
中
ト
ヨ
氏
宅
前
の
道
路
わ
き
に
マ
ー
石
が 

祭
っ
て
あ
り
、「
イ
ビ
ガ
ナ
シ
」
と
称
し
、
毎
年
一
月
七
日
の
朝 

に
「
七
日
祭
り
」
を
隣
近
所
の
方
々
で
、
山
下
カ
ネ
（
明
治
四
十 
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年
生
）、
名
島
ア
イ
（
大
正
二 

年
生
）、
今
井
フ
ミ
（
大
正
五 

年
生
）、
田
中
ト
ヨ
（
大
正
十 

年
生
）
の
四
世
帯
が
ご
ち
そ
う 

を
つ
く
っ
て
き
て
、
そ
の
前
に 

む
し
ろ
を
敷
い
て
、
御
神
酒

ウ

ミ

チ

、 

洗
い
米
を
お
供
え
し
、
ご
ち
そ 

う
の
初
を
上
げ
て
、
無
病
息
災
、 

家
運
隆
昌
、
交
通
安
全
を
祈
願 

し
て
い
る
。 

2 

ビ
シ
ヌ
ハ
ミ 

 

国
頭
の
飛
行
場
近
く
の
ビ
シ
（
地
名
）
の
ウ
フ
ニ
チ
ジ(

地
名
） 

に
あ
る
神
は
、
ニ
ー
ガ
ミ
（
根
神
）
で
あ
る
。
国
頭
は
た
い
へ
ん 

貧
乏
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
豊
作
の 

年
が
多
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ビ
シ
の
神
の
御
神
体
は
黒
い
石 

を
三
つ
お
い
て
あ
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
船
旅
を
す
る
人
の
家
族 

は
、
船
出
の
後
こ
こ
で
海
上
の
安
全
を
祈
っ
た
。（
沖
永
良
部
島 

民
俗
語
い
） 

3 

神
石
と
力
石 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
神
石
は
野
外
で
神
事
を
行
っ
た
と
き
の
供 

      

が
据
え
置
か
れ
て 

い
る
が
、
こ
れ
は 

昭
和
五
十
四
年
に 

永
吉
氏
が
造
ら
れ 

た
も
の
で
、
島
に 

あ
る
も
の
で
は
最 

も
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
和
泊
町
中
央
公
民
館
西
側
の
元
明
屋
敷 

西
南
曲
が
り
角
の
前
島
氏
宅
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
は
め
込
ま
れ
て
い 

る
の
が
い
ち
ば
ん
古
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
玉
城
の
花 

田
ヤ
エ
氏
宅
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
は
め
込
ん
で
あ
る
の
は
文
字
が
磨 

滅
し
て
判
然
と
し
な
い
。
国
頭
の
中
屋
中
秀
氏
宅
は
門
に
、
同
じ 

く
国
頭
の
林
茂
氏
宅
は
庭
に
そ
れ
ぞ
れ
立
て
ら
れ
て
い
る
。
昔
は 

相
当
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
多
く
は
消
失
し
現 

在
町
内
に
残
っ
て
い
る
の
は
以
上
五
基
で
あ
る
。 

(七) 

海 

甲
東
哲
氏
「
沖
永
良
部
島
民
俗
語
い
」
に
よ
る
と
、 

「
ニ
ラ
ー
は
海
の
か
な
た
に
あ
る
と
さ
れ
た
想
像
上
の
国
竜
宮 

で
、
昔
話
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
稲
の
種
子
は
も
た
ら
さ
れ
た 

と
い
う
。
ま
た
、
ニ
ラ
ー
の
神
は
寄
木
に
身
を
か
え
る
こ
と
が 

物
を
載
せ
る
台
石
で
あ
っ
た
か
、
依
代
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の 

が
、
神
聖
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
力
石
は
各
集
落
に
あ
っ 

た
よ
う
で
、
若
者
た
ち
が
力
を
競
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の 

石
に
対
す
る
神
事
は
別
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、「
石
を
シ 

ソ
（
粗
末
）
に
す
る
と
バ
チ
（
罰
）
が
あ
た
る
」
と
い
わ
れ
、
持 

ち
帰
っ
て
他
の
も
の
に
利
用
す
る
と
家
族
に
け
が
人
が
出
た
り
、 

病
人
が
出
る
の
で
、元
の
場
所
へ
帰
し
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。 

 

し
か
し
、
現
在
分
か
っ
て
い
る
の
は
大
城
と
瀬
名
に
そ
れ
ぞ
れ 

円
形
の
石
三
つ
、
内
城
に
穴
の
あ
い
た
自
然
石
一
つ
で
い
ず
れ
も 

畑
の
隅
に
あ
っ
て
神
石
と
い
わ
れ
て
い
る
。
畦
布
に
あ
る
の
は
道 

路
わ
き
に
円
形
の
石
が
一
つ
あ
っ
て
力
石
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

4 

イ
シ
ガ
ン
ト
ウ 

 

石
敢
當
と
刻
ま
れ
た
石
碑
で
、
魔
よ
け
と
し
て
道
路
の
突
き
当 

た
り
や
門
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
高
さ
約
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト 

ル
、
幅
約
ニ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
ウ
ル
イ
シ(

サ
ン
ゴ
石
灰
岩
） 

で
造
ら
れ
て
い
る
。
道
路
の
場
合
は
樹
木
が
茂
っ
て
昼
で
も
薄
暗 

く
、
マ
ジ
ム
ン
（
魔
物
）
が
出
る
ヌ
ン
ギ
ド
ゥ
ク
ル(

怖
い
所) 

と
い
わ
れ
た
曲
が
り
角
や
Ｔ
字
路
の
突
き
当
た
り
や
十
字
路
の
一 

角
の
石
垣
に
は
め
込
ま
れ
て
い
た
。 

 

現
在
、
和
泊
の
永
吉
毅
氏
宅
の
裏
通
り
に
花
崗
岩
の
新
し
い
の 

       

あ
り
、
産
児
に
そ
の
一
生
の
位

ク
レ
ー

（
身
分
と
か
運
命
と
か
を
意 

 

味
す
る
こ
と
ば
）
を
授
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

シ
バ
ナ
は
海
上
で
の
死
者
を
弔
う
祭
祀
で
、
ま
た
海
の
神
の 

 

こ
と
を
シ
バ
ナ
神
と
よ
び
、
海
岸
の
岩

礁

が
ん
し
ょ
う

の
上
か
、
海
の
見 

 

え
る
丘
で
祭
事
を
行
っ
て
い
た
。 

 
 

シ
バ
ナ
ト
ー
ト
ゥ
は
穀
物
が
実
る
の
は
シ
バ
ナ
神
が
宿
る
か 

 

ら
だ
と
さ
れ
、
新
穂
を
取
り
入
れ
る
前
後
の
夕
方
火
を
焚
い
て 

 

海
に
向
っ
て
祈
禱

き
と
う

し
た
神
事
で
あ
る
。 

 
 

ア
ガ
リ
ム
ナ
ジ
マ
は
旧
正
月
の
早
朝
東
の
海
に
見
え
る
と
い 

 

わ
れ
る
無
人
島
で
、
ニ
ラ
ー
の
国
だ
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。」 

と
述
べ
て
お
り
、
ウ
ミ
リ
（
海
降
り
）
浜
降お

り
の
神
事
も
あ
る
と 

こ
ろ
か
ら
、
人
間
の
生
死
を
つ
か
さ
ど
り
、
農
耕
神
と
し
て
も
あ 

が
め
ら
れ
て
い
る
高
神
で
あ
る
。 

 

(八) 

ヲ
ゥ
ナ
イ
ガ
ミ
（
姉
妹
神
） 

 

永
吉
毅
氏
「
え
ら
ぶ
の
古
習
俗
」
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ 

て
い
る
。 

 

「
沖
永
良
部
島
で
は
男
の
兄
弟
に
対
し
て
姉
妹
を
ヲ
ゥ
ナ
イ
、 

 

ヲ
ゥ
ナ
イ
ガ
ナ
シ
ま
た
は
ヲ
ゥ
ナ
イ
神
な
ど
と
い
い
、
そ
れ
に 

 

対
し
て
姉
妹
か
ら
男
の
兄
弟
を
ヰ
ィ
、
ヰ
ィ
ガ
ナ
シ
等
と
呼
ん 
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で
い
る
。
こ
の
ヲ
ゥ
ナ
イ
（
姉
妹
）
に
は
神
秘
的
な
力
が
あ
っ 

て
、
ヰ
ィ
（
男
の
兄
弟
）
を
守
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ 

は
、
沖
縄
、
奄
美
諸
島
で
も
そ
の
伝
承
が
あ
っ
て
一
般
に
「
を 

な
り
神
信
仰
」
と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

民
謡
に
「
あ
が
る
太
陽
拝

て
い
だ
う
が

で
ぃ
ヲ
ゥ
ナ
イ
神
拝
で
ぃ
吾
島
戻

わ
し
ま
む
ど 

ら
」
と
か
、
「
越
山
ぬ
頂
上

ち

じ

に
線
香
花
立
て
ぃ
て
ぃ
ヲ
ゥ
ナ
イ 

神
拝
で
ぃ
吾
島
戻
ら
」
と
あ
る
よ
う
に
、
船
旅
に
は
ヲ
ゥ
ナ
イ 

神
の
守
護
の
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
旅
立
ち
を
す
る
時
は
「
姉 

妹
の
毛
髪
や
手
巾

て
さ
じ

を
お
守
り
と
し
て
携
行
し
て
い
く
と
い
う
習 

わ
し
で
あ
っ
た
」
よ
う
で
あ
る
。 

 

民
謡
の
「
稲
摺
り
節
」
に
「
ち
ば
て
摺
り
よ
ヲ
ゥ
ナ
イ
ぬ
チ
ャ 

シ
キ
ュ
マ
か
み
ら
し
ゅ
ん
ど
」
と
あ
る
通
り
、
「
ヲ
ゥ
ナ
イ
」 

が
稲
の
豊
作
と
家
内
安
全
を
祈
願
し
て
い
る
報
い
と
し
て
初
取 

り
入
れ
の
新
米
飯

ミ
ー
グ
ミ
メ
ー

は
「
ヲ
ゥ
ナ
イ
」
が
先
ず
先
に
箸
を
つ
け
て 

戴
い
た
後
に
他
の
者
は
戴
く
と
い
う
の
で
あ
り
、
農
耕
儀
礼
と 

も
関
係
が
あ
り
、
更
に
祭
祀
や
予
祝
儀
に
も
「
を
な
り
神
の
信 

仰
」
の
習
俗
が
あ
っ
た
。 

 

俚
諺
に
「
ヲ
ゥ
ナ
イ
神
は
マ
サ
サ
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、 

「
マ
サ
サ
」
と
は
神
仏
の
現
わ
す
効
験
に
あ
た
る
語
で
、
ヲ
ゥ 

ナ
イ
神
の
神
高
さ
、
神
々
に
ま
さ
っ
て
兄
弟
を
守
護
す
る
と
の 

                          

意
で
、
殊
に
旅
立
ち
の
際
こ
の
神
仰
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
船
旅
に 

出
る
時
、
ま
た
出
征
の
際
に
は
ヲ
ゥ
ナ
イ
ガ
ミ
手
サ
ジ
と
い
っ 

て
ヲ
ゥ
ナ
イ
が
花
染
め
手
サ
ジ
を
男
兄
弟
に
渡
す
風
習
が
あ 

り
、
ま
た
、
船
が
遭
難
し
た
時
、
ヲ
ゥ
ナ
イ
神
が
白
鳥
に
な
っ 

て
現
わ
れ
助
け
た
と
の
言
い
伝
え
も
あ
る
。」 

 

(九) 

稲
ガ
ナ
シ 

 

稲
米
に
神
聖
を
認
め
た
尊
称
で
、
地
母
神
信
仰
を
基
盤
と
し
た 

穀
神
で
あ
り
、
農
耕
神
で
も
あ
り
、
ユ
ガ
フ
（
世
果
報
）
を
も
た 

ら
す
歳
の
神
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
島
で
は
稲
の
播
種
を
行 

う
日
の
夜
「
フ
ァ
ン
ダ
ネ
祭
り
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

(十) 

セ
ー
ク
ヌ
エ
ー
（
大
工
の
神
様
） 

 

正
月
二
日
に
床
の
間
に
墨
さ
し
、
番
匠
矩

ば
ん
じ
よ
う
が
に

、
の
こ
ぎ
り
な
ど 

大
工
道
具
を
供
え
、
神
酒
、
米
、
塩
を
供
え
て
祭
る
。 

十
一 

フ
ナ
ダ
マ
（
船
霊
）
ヒ
ナ
ダ
マ
ガ
ナ
シ 

 

イ
ュ
ー
ツ
ィ
ニ
（
魚
釣
り
の
小
舟
）
は
帄
柱
を
立
て
る
穴
に
船 

の
神
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
た
。
現
代
は
モ
ー
タ
ー
付
き
の
舟
に
な 

り
、
へ
さ
き
に
門
松
を
立
て
て
祭
っ
て
い
る
。 

        

新
し
く
舟
を
造
っ
て
成
就
し
た
ら
、
寅と

ら

の
日
を
選
び
、
ユ
タ
を 

頼
ん
で
祭
る
。
ユ
タ
は
茅
の
よ
う
な
草
を
束
ね
た
も
の
で
、
舟
を 

く
ま
な
く
叩
い
て
、（「
沖
永
良
部
島
民
俗
語
い
」
か
ら
） 

 

イ
ニ
ョ
ワ 

チ
ジ
ュ
マ
チ 

 

海
で
、
竜
巻 

 

グ
ジ
ヤ 

ワ
ン
サ
バ 

ニ 
 

鯨
く
じ
ら

や
鱶ふ

か

に 

イ
チ
ョ
ラ
チ 

タ
ボ
ン
ナ 

 

行
き
合
わ
さ
な
い
で
く
だ
さ
い 

ト
ー
ト
ゥ 

 

ト
ー
ト
ゥ 

 

尊
い
（
祈
り
こ
と
ば
） 

フ
ヌ 

ヒ
ナ
ダ
マ
ガ
ナ
シ
ワ 

こ
の
舟
霊
様
は 

イ
チ
ュ
ヌ 

ウ
イ
カ
ラ 

 
 

静
か
な
波
の
上
か
ら 

ト
ゥ
ー
チ 

タ
ボ
リ 

 
 
 

通
し
て
く
だ
さ
い 

ト
ー
ト
ゥ 

 

ト
ー
ト
ゥ 

と
唱
え
、
舟
主
や
大
工
た
ち
は
「
虎と

ら

の
絵
や
か
き
て
、
柳
花
活
き 

て
、
誠
は
い
く
だ
ぬ
ジ
ョ
ー
グ
チ
（
門
口
）
エ
ン
ヤ
ラ
ア
ハ
ハ
ー 

リ
」
と
歌
っ
て
祭
事
を
終
え
る
。 
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