
                                 

第
五
節 

神 
 

話 

 

沖
永
良
部
島
の
神
話
と
も
考
え
ら
れ
る
話
が
残
さ
れ
て
い
る
の 

で
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
多
少
の
考
証
を
加
え
て
み
た
い
。
こ
の 

神
話
は
、
岩
倉
市
郎
著
「
お
き
の
え
ら
ぶ
昔
話
」
に
採
録
さ
れ
て 

い
る
も
の
で
、
岩
倉
氏
が
昭
和
十
一
年
五
月
に
来
島
し
、
出
花
池 

栄
老
か
ら
語
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

   

                          

島 

建 

国 

建 

 
 
 

島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
が
島
を
建
設
し
て
、 

島
は
建
設
し
た
が
地
揺
れ
し
、
土
が
ぐ
ら
つ
い
て
、 

こ
こ
踏
め
ば
か
し
こ
上
り
、
か
し
こ
踏
め
ば
こ
こ
上
り
、 

仕
方
が
な
い
の
で
神
に
相
じ
た
（
相
談
し
た
）。 

相
じ
た
処
が
神
様
が
言
わ
れ
る
。 

汝
程
の
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
、
そ
の
位
の
事
が
分
ら
な
か
っ 

た
の
か
、 

東
の
岸
に
黒
石
置
け
、
西
の
岸
に
は
白
石
置
け
。 

国
は
建
設
し
た
が
、
人
間
造
る
事
が
出
来
な
い
。 

又
神
に
相
じ
た
。
神
様
は
、
土
で
仏
様
の
ご
と
造
っ
て
、
息 

を
籠
め
れ
ば
人
間
が
出
来
る
。
と
言
わ
れ
る
。 

人
間
は
造
っ
た
が
、子
の
出
来
る
方
法
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。 

又
神
様
に
相
じ
た
。
神
様
が
言
わ
れ
る
。 

え
け
が
（
男
）
の
家
は
風
上
に
造
れ
、
女
子
の
家
は
風
下
に 

造
れ
。 

造
っ
た
処
が
、
風
上
の
男
の
息
が
、
風
下
の
女
の
息
に
か
か
っ 

て
、
子
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

子
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
食
べ
る
も
の
は
如
何
。
又 
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神
様
に
相
じ
た
。
神
様
が
言
わ
れ
る
。 

ニ
ラ
が
島
（
竜
宮
）
で
、
物
種
を
貰
っ
て
来
て
、
作
ら
す
る 

ご
と
せ
よ
。 

 
 

島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
は
神
様
の
教
え
に
従
い
ニ
ラ
が
島
へ 

行
っ
た
。
そ
う
し
て
ニ
ラ
の
大
王

ウ
フ
ヌ
シ

に
お
願
い
し
た
ら
、
初
穂 

祭
を
し
な
い
故
、
物
種
は
出
さ
れ
ぬ
。
新
祭

ア
ラ
マ
ツ

を
し
た
上
で
上 

げ
よ
う
。 

と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
、 

こ
れ
程
の
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
が
来
た
る
上
、
た
だ
戻
る
事 

は
な
ら
じ
、 

と
言
っ
て
、
田
圃
の
稲
の
穂
を
摘
み
切
っ
て
袂
に
隠
し
、
ニ 

ラ
が
島
か
ら
遁
げ
帰
っ
た
。
そ
う
し
て
ニ
シ
ン
ト
ー
バ
ル
ア 

メ
ノ
カ
タ
バ
ル
と
い
う
処
ま
で
来
た
ら
、
ニ
ラ
の
神
様
に
追 

い
つ
か
れ
、
打
倒
さ
れ
て
気
が
遠
く
な
っ
て
死
ん
だ
。 

一
日
し
て
も
二
日
経
っ
て
も
、
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
が
戻
っ 

て
来
な
い
。
天
の
神
様
が
心
配
さ
れ
て
、
使
い
を
遣
っ
て
尋 

ね
さ
せ
た
処
が
、
ニ
シ
ン
ト
ー
原
ア
メ
ノ
カ
タ
原
に
、 

目
こ
ぼ
れ
鼻
こ
ぼ
れ
し
て
死
ん
で
い
た
。 

天
の
使
が
薬
を
飲
ま
せ
る
と
、
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
は
生 

返
っ
た
。神
様
は
事
情
を
聞
か
れ
、そ
の
穂
は
元
に
返
し
て
、 

      

初
、
島
は
船
の
浮
く
ご
と
、
か
し
こ
踏
め
ば
ダ
ブ
ダ
ブ
、
こ 

こ
踏
め
ば
ダ
ブ
ダ
ブ
と
ぐ
ら
つ
い
た
。
そ
れ
で
島
コ
ー
ダ
島 

テ
ー
シ
が
、
西
の
崎
に
白
石
、
東
の
崎
に
黒
石
を
置
い
て
、 

島
を
安
定
せ
し
め
た
。
国
は
建
て
た
が
、
人
の
種
が
な
い
。 

太
陽
の
神
に
お
願
い
し
た
ら
、
子
の
星
と
午
の
星
を
降
し
て 

下
さ
れ
た
。
子
の
星
は
エ
ケ
リ
（
姉
妹
に
対
す
る
兄
弟
）、 

午
の
星
は
ウ
ナ
リ
（
兄
弟
に
対
す
る
姉
妹
）
で
あ
る
。
そ
の 

二
人
の
息
子
が
出
来
た
。  

 
 

 

こ
の
神
話
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
沖
永
良
部
島
の
創
世
神
話 

と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
土
の
創
造
・
人
の
誕
生
・
穀
物
の
入 

手
な
ど
が
系
統
だ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
容
的 

に
は
古
い
伝
承
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る 

が
、
伝
承
の
過
程
で
新
し
い
要
素
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
も
否 

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
古
い
伝
承
と
み
ら
れ
る
部 

分
に
は
、
「
古
事
記
」
・
「
日
本
書
紀
」
な
ど
と
の
類
似
も
指
摘 

で
き
る
。 

 

た
と
え
ば
、
島
コ
ー
ダ
国
コ
ー
ダ
が
建
設
し
た
島
は
、「
地
揺 

れ
し
、
土
が
ぐ
ら
つ
い
て
、
こ
こ
踏
め
ば
か
し
こ
上
り
、
か
し
こ 

踏
め
ば
こ
こ
上
り
」と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、こ
れ
は
、 

あ
ら
た
め
て
貰
い
受
け
て
来
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
島
コ
ー 

ダ
国
コ
ー
ダ
は
再
び
ニ
ラ
が
島
へ
行
っ
て
、
盗
っ
て
き
た
穂 

を
元
の
稲
に
接
い
で
、
新
祭
を
済
ま
せ
て
後
改
め
て
稲
穂
を 

貰
っ
て
来
た
。
そ
の
稲
が
こ
の
島
に
古
く
か
ら
あ
る
、
ア
サ 

ナ
ツ
ヌ
ヨ
ネ
ゴ
ン
ダ
ネ
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
五
月
十
九
日 

出
花
池
栄
老
） 

 
 
 

 

こ
の
話
に
は
、
次
の
よ
う
な
補
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
つ
け 

加
え
て
お
き
た
い
。 

 
 

こ
の
話
は
話
者
が
幼
少
の
頃
、
さ
る
老
翁
の
ユ
タ
が
唱
え
て 

 
 

い
た
も
の
を
、
い
つ
と
な
く
覚
え
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
ユ 

 
 

タ
は
お
竃
願
い
と
い
う
儀
に
こ
れ
を
唱
し
た
と
い
う
。
沖
永 

 
 

良
部
島
は
、
東
海
岸
の
石
は
黒
く
、
西
海
岸
の
石
は
白
い
と 

 
 

い
う
、あ
ら
ま
つ
は
旧
暦
九
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
初
穂
祭
。 

 
 

こ
の
祭
が
終
る
ま
で
は
、
新
藁
で
拵
え
た
海
沓
を
穿
く
こ
と 

 
 

は
な
ら
ぬ
と
言
わ
れ
る
。 

 
ま
た
、「
島
建
国
建
」
と
類
似
の
話
も
、
次
の
よ
う
に
採
録
さ 

れ
て
い
る
。 

 
 

島
コ
ー
ダ
島
テ
ー
シ
が
永
良
部
の
国
を
建
て
た
。
建
て
る
時 

 
 

ニ
ラ
の
大
王
が
、
東
の
大
潮
、
西
の
大
潮
を
干
か
せ
た
。
最 

      

「
古
事
記
」
が
国
土
の
は
じ
め
は
、「
国
稚わ

か

く
浮
き
し
脂
の
如
く 

し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
に
似
て 

い
る
。ま
た
、「
東
の
岸
に
は
黒
石
置
け
、西
の
岸
に
は
白
石
置
け
」 

と
い
う
こ
と
で
島
固
め
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て 

も
、
天
つ
神
が
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
、 

「
こ
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
お
さ
め
つ
く
り
固
め
な
せ
」と
命
じ
て
、 

天
の
沼ぬ

矛ぼ
こ

を
授
け
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。 

 

次
に
、
子
を
生
み
出
す
方
法
に
つ
い
て
は
、「
男
の
家
は
風
上 

に
造
れ
、
女
子
の
家
は
風
下
に
造
れ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、 

「
古
事
記
」
の
場
合
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
・
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ 

コ
ト
の
結
婚
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
話
の
筋
と
し
て 

は
国
土
創
造
の
次
に
展
開
す
る
点
で
は
類
似
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
次
に
は
、｢

物
種｣(

穀
物
の
種
子)

の
入
手
の
話
と
な
っ 

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
ニ
ラ
の
大
王
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、
初 

穂
祭
を
行
う
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
た
。「
古
事
記
」
で
は
五 

穀
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
死
体
か
ら
化
成
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は 

大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。「
物
種
」
入
手
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
、 

沖
永
良
部
島
創
世
神
話
の
特
色
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な 

わ
ち
、
こ
の
神
話
で
は
、
穀
物
の
種
子
は
ニ
ラ
（
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
） 

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
の
観
念
が
強
く
は
た
ら
い
て
い
る
こ 
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と
で
あ
る
。 

 
ニ
ラ
は
、お
そ
ら
く
海
の
か
な
た
の
聖
地
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、 

ニ
ラ
の
神
々
が
人
間
世
界
に
幸
福
を
も
た
ら
し
、
穀
物
の
種
子
を 

も
た
ら
す
と
の
考
え
方
は
、
沖
永
良
部
島
の
人
々
に
浸
透
し
て
い 

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
太
陽
の
の
ぼ
る
水
平
線
の
か
な 

た
に
聖
地
を
求
め
る
の
は
、
沖
永
良
部
島
を
含
め
て
南
島
に
広
く 

み
ら
れ
る
思
考
で
あ
り
、
神
々
の
水
平
的
来
臨
も
、
本
土
の
神
話 

に
み
ら
れ
る
天
孫
降
臨
の
よ
う
な
神
々
の
垂
直
的
来
臨
と
は
対
称 

的
で
あ
る
。 

 

初
穂
祭
の
重
要
性
も
こ
の
神
話
は
指
摘
し
て
い
る
よ
う
で
あ 

る
。
旧
暦
九
月
十
五
日
の
祭
り
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
初
穂 

祭
は
収
穫
祭
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
新
祭
と
も
い
う
の
は
穀
霊
の 

再
生
を
も
祈
願
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
沖
永
良
部
島 

に
お
い
て
稲
穂
を
祭
る
形
で
の
新
祭
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

の
は
、
さ
ほ
ど
古
い
時
代
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
村
明
蔵
） 

           

付 

大
島
の
開

闢

か
い
び
ゃ
く

神
話
（「
大
奄
美
史
」
よ
り
） 

 

奄
美
大
島
の
発
祥
は
、
祖
國
日
本
の
開
闢
と
同
じ
く
美
し
い
神 

話
に
始
ま
っ
て
い
る
。
神
話
の
伝
ふ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
太
初 

こ
の
島
は
波
の
上
に
低
く
漂
へ
る
浮
島
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の 

有
様
を
高
天
原
（
高
は
美
称
、
天
原
は
あ
る
空
間
を
指
す
）
か
ら 

俯
瞰

ふ
か
ん

し
給
い
、
不
憫

ふ
び
ん

に
思
召
さ
れ
た
の
が
、
日
の
神
（
天
照
大
神
） 

で
あ
っ
た
。
日
の
神
は
一
日
ア
マ
ミ
コ
（
阿
麻
弥
姑
）
と
い
う
女 

神
と
シ
ニ
レ
ク
（
志
仁
礼
久
）
と
い
う
男
神
と
、
こ
の
二
柱
の
神 

に

詔
み
こ
と
の
り

し
て
、
こ
の
島
を
修
理
せ
よ
と
宣

の
た
ま

は
せ
ら
れ
た
。
二
神 

は
詔
の
ま
に
ま
に
高
天
原
か
ら
降
臨
さ
れ
た
が
、
海
浪
氾
濫
し
て 

未
だ
島
を
成
さ
ず
、
東
海
の
浪
は
西
海
に
打
越
し
、
西
海
の
波
は 

東
海
に
打
越
し
て
居
所
と
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
応
昇 

天
し
、
土
石
を
運
び
、
草
木
を
下
し
て
海
浪
を
防
ぎ
、
無
数
の
島 

嶼
を
造
ら
れ
た
。 

 

後
三
男
二
女
を
生
み
、
長
男
は
天あ

ま

孫
子

み

こ

と
称
し
國
君
の
始
と
な 

り
、
次
男
は
按
司

あ

じ

す
な
わ
ち
諸
侯
の
始
と
な
り
、
三
男
は
百
姓
す 

な
わ
ち
庶
民
の
始
と
な
り
、
長
女
は
君
々
（
王
宮
に
あ
っ
て
祭
祀 

を
司
る
女
の
神
職
）
の
始
と
な
り
、
次
女
は
祝
々
（
地
方
の
神
事 

を
司
る
婦
女
で
、
方
言
で
ノ
ロ
ク
メ
と
称
す
）
の
始
と
な
っ
て
、 

                          

人
倫
の
道
が
こ
れ
よ
り
始
ま
っ
た
と
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
当
時
の 

住
民
は
穴
居
野
処
し
て
果
実
を
食
ひ
、
禽
獣
の
血
を
飲
み
、
未
だ 

火
食
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
ア
マ
ミ
コ
は
島
造
り
の
後
再
び
昇 

天
し
、
五
穀
の
種
子
を
乞
ふ
て
こ
の
地
に
下
り
、
栽
培
の
法
を
民 

に
教
へ
、
そ
の
始
て
出
来
た
も
の
を
以
て
天
神
地
祗
を
祭
り
、
ま 

た
機
織
や
耕
作
の
法
も
火
食
の
道
も
併
せ
て
授
け
給
ふ
た
と
、
こ 

れ
は
恐
ら
く
後
か
ら
附
足
し
た
説
で
あ
ろ
う
。
口
碑
に
よ
れ
ば
、 

女
神
ア
マ
ミ
コ
の
額
の
上
に
は
瘤こ

ぶ

が
あ
っ
て
、
角
の
如
く
盛
り 

上
っ
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
を
人
に
示
さ
ず
、
常
に
珍う

つ

絹ぎ
ぬ

を
頭
に
纏ま

と

ふ 

て
隠
し
て
ゐ
ら
れ
た
。当
時
の
婦
女
子
は
ア
マ
ミ
コ
の
徳
を
慕
ひ
、 

そ
れ
に
倣
っ
て
珍
絹
を
頭
に
纏
ひ
、
こ
れ
を
角
隠
し
、
又
は
珍
首

う
ち
く
ひ 

と
い
っ
た
。
昔
は
嘉
宴
祝
祭
の
時
に
こ
れ
を
用
ゐ
た
が
、
今
は
採 

樵
耕
耘
の
時
か
八
月
踊(

盆
踊
の
類
）の
時
な
ど
に
婦
女
子
が
被
っ 

て
ゐ
る
。
勿
論
今
で
は
そ
の
由
来
な
ど
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る 

が
、遠
い
祖
先
の
名
残
を
伝
ふ
る
ゆ
か
し
い
風
習
の
一
つ
で
あ
る
。 

か
く
て
シ
ニ
レ
ク
、ア
マ
ミ
コ
の
二
神
は
大
島
を
経
営
し
て
か
ら
、 

暫
く
経
っ
て
、
島
伝
ひ
浦
伝
ひ
に
南
下
し
、
琉
球
を
修
理
し
給
ふ 

た
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
琉
球
の
オ
モ
ロ
（
神
歌
）
に
大
島
を
根 

の
島
と
歌
ひ
、
大
島
を
祖
國
と
し
て
景
慕
し
て
い
る
の
は
そ
の
た 

め
で
あ
ろ
う
。 
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