
  
 

第
四
章 

中 

世 



  
第
一
節 

奄
美
の
世 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
ア
マ
ン
世
） 

 

一 

奄
美
の
世
（「
奄
美
群
島
の
概
況
」
支
庁
編
よ
り
） 

奄
美
や
沖
縄
で
は
、世
の
は
じ
ま
り
の
時
代
を「
く
ば
の
葉
世
」 

あ
る
い
は
「
ア
マ
ン
世
」
と
呼
ん
で
い
る
。 

 

奄
美
群
島
の
奄あ

ま

美み

と
い
う
呼
称
は
、
南
島
の
祖
先
神
と
い
わ
れ 

る
「
ア
マ
ミ
コ
」
か
ら
出
て
い
る
。「
奄
美
」
と
い
う
表
記
は
、 

続
日
本
紀
で
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
が
、
文
献
に
「
ア
マ
ミ
」
と 

い
う
地
名
が
最
初
に
見
え
る
の
は
、
日
本
書
紀
六
百
五
十
七
年
の 

項
の
「
海
見
」
と
い
う
表
記
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
記
か
ら
も
う 

か
が
え
る
よ
う
に
「
ア
マ
ミ
」
と
い
う
地
名
は
、
も
と
も
と
こ
の 

地
方
の
住
民
の
海
洋
民
族
的
な
性
格
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

奄
美
群
島
は
日
本
で
も
っ
と
も
濃
厚
に
海
神
信
仰
の
残
っ
て
い 

る
地
方
で
あ
る
。
他
の
地
方
で
は
稲
作
儀
礼
が
祭
り
の
中
心
で
あ 

       

奄
美
古
代
の
集
落
は
マ
キ
ヨ
と
い
っ
た
。
本
土
に
お
け
る
マ
キ 

と
同
じ
く
、
同
族
団
的
な
血
縁
社
会
で
あ
っ
た
。
マ
キ
ヨ
の
中
心 

の
家
は
、
部
落
共
同
体
の
祖
家
と
見
な
さ
れ
る
ウ
フ
ヤ
あ
る
い
は 

フ
ー
ヤ
（
大
屋
ま
た
は
大
親
）
で
あ
る
。
こ
の
家
の
男
子
（
エ
ヘ 

リ
）
は
村
の
行
政
を
つ
か
さ
ど
り
、
や
が
て
ヒ
ヤ
ー
に
成
長
し
て 

い
く
。
ヒ
ヤ
ー
は
ウ
フ
ヤ
ー
の
転
じ
た
こ
と
ば
で
、
ふ
つ
う
「
百
」 

の
字
を
あ
て
、
共
同
体
の
族
長
的
な
首
長
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

一
方
ウ
フ
ヤ
の
家
の
娘
、
つ
ま
り
ヲ
ナ
リ
（
姉
妹
）
の
一
人
は 

集
落
の
祭
り
を
つ
か
さ
ど
っ
て
、
自
分
の
エ
ヘ
リ
（
兄
弟
）
の
行 

政
権
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
。こ
れ
が
南
島
特
有
の
ノ
ロ（
祝
女
） 

制
度
の
母
体
と
な
る
。 

 

奄
美
の
古
代
村
落
の
構
造
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
四
つ
の 

基
本
的
な
道
具
だ
て
が
あ
っ
た
。
第
一
は
モ
リ
、
オ
デ
（
御
嶽
）、 

ウ
ガ
ン
（
拝
山
）、
オ
ボ
ッ
山
、
カ
グ
ラ
山
な
ど
部
落
に
よ
っ
て 

呼
び
名
の
違
う
「
聖
な
る
林
」
で
あ
る
。
オ
ボ
ッ
カ
グ
ラ
（
天
の 

神
座
）
か
ら
神
が
天
下
る
神
聖
な
場
所
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
れ 

も
所
に
よ
り
キ
ユ
ッ
キ
ョ 

（
清
い
川
）、カ
ン
ギ
ョ 

（
神
の
川
）、 

ミ
ゾ
リ
（
身
そ
ぎ
、
あ
る
い
は
水
ご
り
の
転
訛
）、
ヤ
ン
ゴ
（
屋 

ん
川
）
な
ど
と
、
呼
称
を
異
に
す
る
「
清
め
の
泉
」
で
あ
る
。
祭 

事
に
参
加
す
る
神
女
た
ち
が
身
を
清
め
る
霊
泉
で
あ
る
。
第
三
は 

る
が
奄
美
で
は
、
海
神
送
迎
祭
の
方
が
最
大
の
祭
礼
で
あ
る
。
そ 

の
と
き
唱
え
る
オ
モ
リ
（
神
歌
）
に
「
コ
エ
ム
ン
」
と
い
い
、
豊 

漁
な
ど
、
海
の
寄
り
物
（
ユ
リ
ム
ン
）
の
に
ぎ
わ
い
を
祈
願
す
る 

神
歌
が
あ
る
。
海
の
幸さ

ち

に
依
存
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
古
代
人
が 

生
ん
だ
美
し
い
祈
り
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
、
海
の
ユ
リ
ム
ン
に
由 

来
す
る
地
名
は
、
さ
ん
ご
礁
に
と
り
ま
か
れ
た
こ
の
島
々
に
点
々 

と
し
て
指
摘
で
き
る
。
漢
字
に
よ
る
表
記
は
異
な
る
が
、
方
言
名 

で
は
み
ん
な
「
ユ
ン
」
で
あ
る
。
黒
潮
に
の
っ
て
北
上
し
て
く
る 

海
の
ユ
リ
ム
ン
、
海
の
幸
の
ア
ニ
マ
（
精
霊
）
を
手
招
き
呼
ん
だ 

で
あ
ろ
う
古
代
人
の
、
そ
の
豊
漁
儀
礼
、
海
神
祭
礼
と
か
か
わ
り 

の
あ
る
地
名
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
列
島
は
ま
た
「
ヲ
ナ 

リ
（
姉
妹
）
神
信
仰
」
の
地
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
女
性
に
、
神 

と
感
応
す
る
す
ぐ
れ
た
能
力
と
強
い
呪
力
を
認
め
、
祭
司
権
は
女 

性
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
。 

 

古
代
奄
美
人
の
精
神
に
深
い
影
響
を
も
っ
た
こ
の
ふ
た
つ
の
信 

仰
、
つ
ま
り
海
神
を
主
神
の
座
に
お
き
、
強
い
祖
先
崇
拝
と
も
結 

び
つ
い
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
精
霊
信
仰
）
と
、「
ヲ
ナ
リ
（
姉
妹
） 

神
信
仰｣
と
い
う
形
で
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
巫
俗
）
は
奄
美
の
村 

落
の
構
造
や
社
会
の
形
成
と
展
開
に
深
く
影
を
お
と
し
て
い
る
よ 

う
で
あ
る
。 

      

部
落
の
中
を
つ
ら
ぬ
く
「
神
ん
道
」
で
あ
る
。
そ
の
上
端
は
聖
林 

に
発
し
、
他
の
端
は
海
辺
に
で
て
、
海
の
彼
方
の
ネ
リ
ヤ
（
根
の 

国
、
竜
宮
）
に
通
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
部
落
を
訪
れ
る
海 

神
や
天
上
神
（
発
生
的
に
は
海
神
の
転
訛
）
を
神
女
た
ち
が
送
迎 

す
る
神
聖
な
通
い
路
で
あ
る
。第
四
の
道
具
だ
て
は「
祭
り
の
庭
」 

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
海
の
神
の
浜
ウ
ド
ン
（
御
殿
）
の
あ
る
ウ 

ド
ン
浜
、
部
落
の
中
に
あ
る
ミ
ヤ
ー
と
い
う
広
場
が
あ
り
、
ト
ネ 

ヤ
や
ア
シ
ヤ
ゲ
と
い
う
聖
屋
も
こ
れ
に
つ
く
。
部
落
が
聖
林
の
麓 

の
「
里さ

と

」
か
ら
、
時
代
と
と
も
に
海
岸
の
方
の
「
金
久

か
ね
く

」
に
発
展 

す
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
後
に
琉
球
王
朝
や
さ
つ
ま
藩
の
支
配
者
た 

ち
の
行
政
的
な
配
慮
が
加
わ
っ
て
、
も
っ
と
も
変
化
を
う
け
た
道 

具
だ
て
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
奄
美
史
の
時
代
区
分
を
、
島
ふ
う
に
な
ぞ
ろ
う
と
、
ま 

ず
原
始
か
ら
八
・
九
世
紀
頃
ま
で
を
「
奄
美

ア
マ
ン

世
」
と
い
う
。
階
級 

社
会
以
前
の
部
落
共
同
体
「
マ
キ
ヨ
」
時
代
で
あ
る
。
長
い
こ
の 

時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
奄
美
の
農
業
は
、
水
田
で
の
水
芋
（
水 

中
に
生
え
る
里
芋
）、
焼
畑
で
の
粟
や
里
芋
、
や
が
て
赤
米
、
真 

米
と
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
縄
文
時
代
以
来
の
漁
猟
採
取
へ
の
依
存
が
大
き
な
比 

重
を
し
め
て
、
長
く
歴
史
時
代
ま
で
残
存
し
て
い
た
ろ
う
こ
と
は 
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疑
え
な
い
。 

 
文
献
に
よ
っ
て
察
す
る
に
、
七
世
紀
か
ら
は
じ
ま
っ
た
大
和
朝 

廷
の
南
島
経
営
は
、
八
世
紀
前
半
に
遣
唐
使
船
が
奄
美
を
通
っ
た 

南
島
路
時
代
が
ピ
ー
ク
で
、
七
五
九
年
以
後
こ
の
航
路
が
、
利
用 

さ
れ
な
く
な
る
と
後
退
し
、
八
二
四
年
の
タ
ネ
国
廃
止
以
後
は
全 

く
放
置
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
奄
美
世
」
を
考
古
学 

的
に
見
る
と
、
本
土
の
縄
文
後
期
や
弥
生
後
期
の
文
化
圏
内
に 

あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
乏
し
い
資
料
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ 

れ
に
続
く
須
恵
器
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
土
器
は
沖
縄
よ
り
奄 

美
の
方
に
は
る
か
に
多
く
出
土
し
、
南
九
州
と
は
ち
が
っ
た
南
島 

独
自
の
須
恵
器
で
あ
る
と
い
う
。
考
古
学
的
な
調
べ
が
も
っ
と
進 

め
ば
、
太
宰
府
の
南
島
経
営
放
棄
に
応
じ
て
深
化
し
て
い
っ
た
奄 

美
の
独
自
性
を
、
須
恵
器
編
年
の
上
で
も
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る 

も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
書
紀
に
よ
る
と
、
当
時
こ
の
地
方
の
産
物 

で
中
央
の
注
目
を
引
い
た
も
の
は
、
染
料
と
し
て
の
ク
チ
ナ
シ
、 

む
し
ろ
を
織
る
イ
草
と
「
種
々
の
海
産
物

う
み
の
も
の

」
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
奄
美

ア
マ
ン

世
」
に
つ
づ
い
て
「
按
司

ア

ヂ

」
と
い
う
首
長
た
ち
の 

支
配
割
拠
す
る
階
級
社
会
に
さ
し
か
か
る
が
、こ
れ
を「
按
司
世
」 

と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
琉
球
王
朝
時
代
が
「
那
覇

ナ

ハ

世ユ

」 

で
あ
り
、
藩
政
時
代
を
「
大
和

ヤ
マ
ト

世ユ

」
と
よ
び
な
ら
し
て
い
る
。 

      

ぢ
」
に
限
ら
れ
「
あ
ん
じ
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
。 

 

「
按
司
の
又
の
按
司
」
と
も
「
大
世
之
主
」
と
も
形
容
さ
れ
、 

大
按
司
を
テ
ィ
ダ
（
太
陽
）
ま
た
は
「
世
之
主
」
と
言
い
、
王
も 

「
世
之
主
」
と
言
っ
て
領
主
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

琉
球
の
位
階
で
は
、
王
子
の
次
が
按
司
、
そ
の
下
に
親
方
、
親 

雲
上
と
続
い
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
按
司
の
発
生
と
そ
の
生
成
転
化
に
つ
い
て
、
沖
縄
史
を 

参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。 

 

「
球
陽
」
に
よ
る
と
、
国
初
の
琉
球
の
分
野
お
よ
び
開
闢
の
項 

に
、「
天
帝
子
三
男
二
女
を
生
む
、
長
男
は
天
孫
子
と
な
る
國
君 

の
始
め
な
り
、
二
男
は
按
司
の
始
め
と
な
る
（
按
司
は
即
ち
中
朝 

の
諸
侯
の
類
の
如
し
）、
三
男
は
百
姓
の
始
と
な
る
。
長
女
は
君 

君
の
始
と
な
る
。（
君
は
婦
女
の
神
職
を
掌
る
者
の
称
な
り
、
君 

君
は
貴
族
の
婦
女
数
十
人
を
し
て
各
神
職
を
掌
ら
し
む
故
に
之
を 

合
称
し
て
君
君
と
い
う
、
康
煕
の
初
め
儀
し
て
其
数
を
減
ず
而
し 

て
今
数
職
の
存
す
る
あ
り
）
次
女
は
祝
祝
の
始
め
と
な
る
。
而
し 

て
倫
道
始
ま
る
。
始
め
て
國
を
分
ち
て
三
区
と
な
し
、
且
城
都
を 

建
て
画
野
分
郡
し
て
以
て
按
司
を
置
く
。」
と
あ
る
が
、「
中
山
世 

鑑
」
や
「
中
山
世
譜
」
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い 

る
。
こ
れ
は
神
話
伝
説
を
歴
史
現
象
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
た 

二 

按
司
の
世 

 

鉄
文
化
移
入
の
お
く
れ
が
条
件
と
な
っ
て
、
奄
美
に
お
け
る
階 

級
社
会
の
登
場
は
、
本
土
よ
り
七
～
八
百
年
ほ
ど
お
く
れ
た
よ
う 

で
あ
る
。
つ
ま
り
八
～
九
世
紀
ご
ろ
に
は
、
奄
美
は
按
司
と
い
う 

首
長
た
ち
の
支
配
割
拠
す
る
階
級
社
会
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

首
長
の
こ
と
を
、
書
紀
に
は
「
阿
芸
」、
風
土
記
に
は
「
阿
自
」 

と
記
し
て
あ
る
が
、
南
島
の
「
按
司
」
も
そ
れ
と
同
類
の
語
で
あ 

る
。 

 

按
司
と
は
、
土
地
や
人
民
を
支
配
す
る
階
級
社
会
の
首
長
の
こ 

と
と
言
わ
れ
、
あ
る
じ
（
主
）
か
ら
の
転
と
も
、
あ
ぎ
（
君
）
か 

ら
出
た
と
も
言
わ
れ
る
が
定
説
は
な
い
。 

 

按
司
の
字
を
当
て
て
あ
る
が
、「
あ
ぢ
」
が
本
来
の
呼
称
で
「
あ 

ん
じ
」
と
も
言
っ
て
い
た
。「
あ
ん
じ
」
は
例
外
な
く
「
あ
ん
じ
」 

で
、「
あ
ん
ぢ
」
で
は
な
い
。「
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
も
「
あ
ん
じ○ 

や
あ
ぢ○

と
な
よ
ら
」
な
ど
と
い
う
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、
二
音
の 

と
き
は｢
あ
ぢ○｣

、
三
音
の
と
き
は
例
外
な
く｢

あ
ん
じ○｣

と
書 

か
れ
、
話
し
言
葉
や
組
踊
り
の
台
詞

せ
り
ふ

な
ど
は
、
す
べ
て
二
音
の
「
あ 

      

た
め
の
記
述
で
あ
る
。 

 

沖
縄
・
奄
美
の
歴
史
は
、
次
の
よ
う
な
時
代
区
分
で
と
ら
え
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

一 

原
始
時
代
（
漁
猟
時
代
…
…
三
、
四
世
紀
ま
で
） 

二 

古
代
社
会
（
農
業
部
落
時
代
…
三
、
四
世
紀
か
ら
十
二
世
紀 

 
 
 
 
 
 
 

末
） 

三 

封
建
社
会
前
期
（
按
司
時
代
、
三
山
対
立
時
代
…
十
二
世
紀 

 
 
 
 
 
 
 

か
ら
十
五
世
紀
） 

四 

封
建
社
会
後
期
（
第
一
尚
王
国
、
第
二
尚
王
国
…
十
五
世
紀 

 
 
 
 
 
 
 

か
ら
十
九
世
紀
） 

五 

近
代
社
会
（
十
九
世
紀
か
ら
現
代
） 

 

こ
れ
に
そ
っ
て
一
ベ
つ
し
て
み
る
と
、原
始
時
代
は
別
と
し
て
、 

部
落
時
代
の
中
心
は
根
所
（
根
家
）
で
、
根
所
の
娘
が
神
女

か

み

と
し 

て
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
兄
は
大
こ
ろ
と
呼
ば
れ
、
マ
キ
ヨ 

（
ク
ダ
、
フ
ダ
血
族
団
体
の
部
落
）
の
こ
ろ
（
男
）
な
ど
の
先
頭 

に
立
っ
た
。
神
女

か

み

と
大
こ
ろ
は
妹
兄
（
ヲ
ナ
リ
、
エ
ケ
リ
）
で
根 

神
、
根
人
と
呼
ば
れ
た
。 

 

こ
の
こ
ろ
は
大
陸
と
の
交
通
が
ま
だ
な
か
っ
た
た
め
、
金
属
使 

用
が
お
く
れ
、
一
二
～
一
三
世
紀
ご
ろ
ま
で
石
器
を
使
用
し
て
い 

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
米
作
時
代
に
入
っ 
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て
も
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
停
滞
的
、
封
鎖
的
な
部
落
生
活
が
続
い
て 

い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
的
部
落
共 

同
体
の
社
会
が
一
二
、
三
世
紀
ま
で
続
い
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

鉄
器
が
全
面
的
に
石
器
に
入
れ
代
わ
り
あ
ら
ゆ
る
用
具
の
革
命 

が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
で
あ
ろ 

う
。
金
属
農
具
の
使
用
と
と
も
に
耕
地
は
低
湿
地
に
ま
で
拡
大
さ 

れ
、
新
し
い
村
が
で
き
る
。
新
村
は
も
は
や
マ
キ
ヨ
（
血
族
団
体 

の
部
落
）
で
は
な
く
、
地
縁
団
体
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
生
産
は 

増
大
し
、
人
口
は
増
え
、
革
命
は
生
産
機
構
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物 

の
交
換
、
流
通
の
範
囲
も
拡
大
す
る
。 

 

こ
れ
ら
の
変
革
を
推
進
し
た
新
し
い
指
導
者
、
支
配
者
が
各
地 

に
現
れ
る
。
こ
れ
が
ア
ヂ
と
呼
ば
れ
る
武
力
者
た
ち
で
あ
る
。
ア 

ヂ
は
按
司
を
当
て
て
、
ア
ン
ジ
と
も
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
ヂ 

を
ア
ジ
と
表
記
し
た
例
は
一
つ
も
な
い
。
ヂ
と
ジ
の
発
音
が
明め

い 

瞭
り
ょ
う

に
区
別
さ
れ
て
い
た
証

あ
か
し

で
あ
る
。 

 

按
司
は
、い
ち
は
や
く
鉄
器
に
着
目
し
、こ
れ
を
獲
得
し
た
人
々 

と
み
ら
れ
、
最
初
は
武
器
と
し
て
、
さ
ら
に
農
具
、
工
具
と
し
て 

こ
れ
を
入
手
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
産
業
的
、
社
会
的
変
革
を
促
進 

し
、
そ
の
変
革
を
通
じ
て
政
治
的
権
力
を
に
ぎ
り
、
各
地
方
に
お 

け
る
人
民
の
支
配
者
に
の
し
あ
が
っ
た
。 

      

い
た
。
按
司
は
首
里
に
居
住
し
、
か
つ
て
の
領
土
は
按
司
掟
と
呼 

ぶ
代
官
に
支
配
さ
せ
、
し
だ
い
に
俸
禄
に
よ
っ
て
徒
食
す
る
文
官 

的
貴
族
と
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
で
、
琉
球
に
お
け
る
按
司
の
発
生
と
そ
の
動
向
の
大
体
に 

つ
い
て
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 
 

次
に
、
奄
美
諸
島
に
お
け
る
按
司
の
割
拠
に
つ
い
て
み
る
こ
と 

に
し
よ
う
。「
奄
美
大
島
史
」
に
よ
る
と
、 

 

「
大
島
の
諸
処
に
按
司
屋
敷
あ
り
、
あ
る
い
は
村
近
き
高
丘
の 

 

嶺
を
平
か
に
し
、
あ
る
い
は
山
間
人
の
通
い
難
き
険
峻
の
地
を 

 

選
び
て
地
引
を
な
し
、
且
つ
環
ら
す
に
往
々
壕ご

う

を
以
て
せ
り
。 

 

伝
え
云
ふ
、
大
昔
戦
斗
の
あ
り
し
跡
な
り
と
（
奄
美
史
談
に
よ 

 

る
）
徳
之
島
小
史
に
曰
く
、
往
昔
当
島
は
所
々
に
酋
長
の
如
き 

 

も
の
あ
り
て
其
部
落
土
人
を
支
配
せ
り
、
之
を
按
司
と
い
い
、 

 

按
司
の
居
所
を
『
グ
ス
ク
』
と
伝
え
た
り
。
今
な
お
所
々
部
落 

 

の
後
方
な
る
丘
山
に
『
何
々
グ
ス
ク
』
と
名
付
け
た
る
所
あ
る 

 

は
、
す
な
わ
ち
『
按
司
屋
敷
』
の
遺
跡
な
り
と
い
い
伝
ふ
。
酋 

 

長
の
城
塞
と
し
て
は
規
模
小
な
り
と
い
え
ど
も
、
三
方
断
崖
を 

 

め
ぐ
ら
し
、
前
方
は
漂

ひ
ょ
う

び
ょ
う
た
る
海
岸
に
臨
み
、
如
何
に 

 

も
形
勝
の
地
を
占
め
し
も
の
と
い
う
べ
し
（
中
略
）
こ
れ
ら
の 

 

一
四
世
紀
の
初
め
ま
で
に
、
沖
縄
本
島
を
中
心
に
北
は
奄
美
大 

島
か
ら
南
は
宮
古
・
八
重
山
ま
で
、按
司
た
ち
の
支
配
に
入
っ
た
。 

北
山
・
中
山
・
南
山
の
三
大
按
司
の
対
立
が
あ
っ
た
の
も
、
こ
の 

こ
ろ
で
あ
る
。 

 

彼
ら
は
石
囲
い
の
城
郭
を
築
き
、
支
配
下
の
住
民
か
ら
租
税
を 

取
り
立
て
た
。
百
内
外
の
城
跡
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
今
の
一
村 

に
平
均
二
人
の
按
司
が
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
時
の
経
過
に
つ
れ 

盛
衰
興
亡
し
つ
つ
結
合
へ
と
進
ん
だ
。 

 

前
時
代
の
部
落
の
長
は
、
掟
（
対
語
は
物
言
い
）
と
い
う
根
人 

が
掟
に
な
っ
た
者
が
多
く
、
按
司
の
支
配
機
構
の
末
端
を
つ
と
め 

た
と
み
ら
れ
る
。「
掟
持
ち
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
納
税
の
事 

実
を
う
た
っ
た
「
お
も
ろ
」
も
散
見
す
る
。
根
人
は
神
事
に
関
し 

て
は
依
然
と
し
て
根
人
で
あ
る
が
、
根
人
で
な
い
掟
は
行
政
の
末 

端
に
す
ぎ
ず
、
神
事
に
は
関
与
し
な
い
。 

 

第
一
尚
氏
の
時
代
、
中
央
政
府
が
で
き
て
も
各
按
司
は
地
方
に 

居
住
し
、
直
接
人
民
を
支
配
し
て
い
た
の
で
地
方
で
は
度
々
反
乱 

が
起
こ
っ
た
。
按
司
た
ち
は
人
民
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
が
、
彼 

ら
自
身
も
ま
た
下
人
を
使
っ
て
農
業
を
営
む
土
豪

ど
ご
う

で
あ
っ
た
。 

 

第
二
尚
氏
の
時
、
按
司
た
ち
を
首
里
に
引
き
揚
げ
さ
せ
、
中
央 

集
権
制
度
に
改
め
た
。
し
か
し
、
按
司
の
数
は
非
常
に
減
尐
し
て 

       

こ
と
よ
り
推
考
す
れ
ば
、当
時
の
按
司
が
土
人
に
あ
ら
ず
し
て
、 

 

琉
球
よ
り
渡
来
せ
し
者
な
る
事
を
知
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
し 

 

て
按
司
は
当
島
に
勢
力
を
有
し
、
土
人
を
率
ゐ
常
に
琉
球
と
連 

 

絡
を
結
び
終
に
そ
の
制
を
受
け
た
り
」 

と
述
べ
て
い
る
。 

 

ま
た
、「
大
奄
美
史
」
の
「
按
司
と
按
司
屋
敷
」
の
項
で
は
、 

 

「
酋
長
の
中
に
は
自
ら
称
し
て
按
司
と
い
っ
た
者
も
あ
る
。
按 

 

司
は
本
来
琉
球
の
貴
族
で
、
諸
侯
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
大 

 

島
の
酋
長
の
中
に
は
、
三
山
分
争
時
代
に
琉
球
本
島
で
志
を
得 

 

な
か
っ
た
貴
族
や
勢
力
の
弱
か
っ
た
按
司
が
、
宮
古
・
八
重
山 

 

に
お
け
る
と
同
じ
く
、
大
島
に
も
渡
っ
て
き
て
、
酋
長
（
按
司
） 

 

と
な
っ
た
者
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
大
島
と
琉
球
と
の 

 

交
通
は
、
大
島
が
琉
球
に
服
属
す
る
遠
い
以
前
か
ら
行
わ
れ
た 

 

ら
し
く
、
た
だ
に
按
司
が
渡
来
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
普
通
の 

 

琉
球
人
の
渡
来
や
移
住
も
あ
っ
て
、
そ
の
交
渉
は
す
こ
ぶ
る
密 

 

接
で
あ
り
、
す
で
に
服
属
以
前
に
琉
球
本
島
か
ら
侵
入
し
た
勢 

 

力
は
相
当
大
き
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。（
中
略
）
大
島
に
は
所
々 

 

に
按
司
の
居
城
で
あ
っ
た
按
司
屋
敷
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
あ 

 

る
い
は
村
近
き
丘
陵
の
頂
を
平
坦
に
し
、
あ
る
い
は
山
間
𡸴
阻 

 

の
地
を
選
ん
で
地
引
を
な
し
、
め
ぐ
ら
す
に
往
々
壕ご

う

を
以
て
し
、 
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そ
の
当
時
と
し
て
は
難
攻
不
落
の
要
害
を
誇
っ
て
い
た
が
、
口 

 
碑
は
伝
え
て
こ
れ
が
往
古
戦
斗
の
あ
っ
た
跡
だ
と
い
っ
て
い 

 

る
。
今
は
荒
廃
に
帰
し
て
畑
地
に
変
り
、
僅
か
に
そ
の
痕
跡
を 

 

止
む
る
ば
か
り
で
あ
る
。」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
で
、
奄
美
諸
島
に
お
け
る
按
司
の
全
ぼ
う
を
う
か
が
い
知 

る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。 

 
 

次
に
、
沖
永
良
部
に
按
司
屋
敷
跡
と
い
う
所
が
あ
る
と
い
う
こ 

と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
が
、「
大
奄 

美
史
」
に
よ
る
と
、 

 

「
舜
天
の
孫
義
本
王
は
在
位
中
、
國
内
饑
饉
に
襲
は
れ
、
疫
癘

え
き
れ
い 

 

流
行
し
て
人
民
の
半
数
を
失
っ
た
の
で
、
そ
の
罪
を
自
己
の
不 

 

徳
に
帰
し
、
位
を
攝
政
英
祖
に
ゆ
ず
り
隠
退
し
た
ま
ま
行
先
不 

 

明
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

然
る
に
沖
永
良
部
島
の
伝
説
や
、
大
島
の
芝
家
お
よ
び
清
原 

 

家
の
系
図
な
ど
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
義
本
王
は
隠
退
後
一
た 

 

ん
國
頭
村
に
姿
を
消
し
、
そ
こ
か
ら
西
紀
一
二
六
〇
年
一
族
を 

 

率
い
て
曽
祖
父
為
朝
が
一
時
居
住
し
た
と
い
う
、
沖
永
良
部
島 

 

の
畦
布
を
慕
い
畦
布
の
湾
川
浜
に
上
陸
し
、
按
司
と
し
て
島
に 

      

倉く
ら

」
敷
跡
や
「
御
百
殿
敷

う
ひ
や
ど
し
き

」
跡
、
そ
れ
に
こ
こ
の
浜
を
「
按
司

あ

じ

浜ま

」 

と
言
う
理
由
な
ど
と
関
連
づ
け
た
伝
承
が
あ
り
、
土
地
の
人
々
は 

そ
れ
を
信
じ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、「
畦
布
は
按
司
府
の
転
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
に
つ 

い
て
は
、
按
司
の
本
場
と
も
い
う
べ
き
沖
縄
で
は
按
司
の
本
拠
を 

「
グ
ス
ク
」
と
言
っ
て
「
按
司
府
」
と
は
言
わ
な
い
し
、
表
記
の 

「
按
司
府
」
と
い
う
字
面
か
ら
按
司
は
分
か
る
と
し
て
も
、「
府
」 

に
は
役
所
の
意
が
あ
る
が
琉
球
の
古
文
献
に
も
ま
た
地
名
に
つ
い 

て
も
府
の
字
を
用
い
た
役
所
名
が
な
い
こ
と
か
ら
「
按
司
府
」
説 

に
は
否
定
的
で
疑
問
を
い
だ
く
向
き
が
お
ら
れ
る
の
で
、「
畦
布 

は
按
司
府
の
転
で
あ
る
」
と
解
す
る
の
は
早
合
点
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
按
司
の
居
所
を
「
グ
ス
ク
」
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
で 

あ
る
が
、
沖
永
良
部
で
「
グ
ス
ク
」
と
言
え
ば
と
り
も
な
お
さ
ず 

内
城
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
グ
ス
ク
」
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら 

く
ど
く
ど
言
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、
こ
こ
が
真
松
千
代
世
之
主 

以
来
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
「
世
之
主
由
緒
書
」
に
も
述
べ
ら
れ 

て
お
り
、
そ
れ
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、「
お
も
ろ
さ
う
し
」 

巻
十
三
の
一
一
四
に 

 
 
 
 

本
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳
文 

一 

ゑ
ら
ふ
た
つ 

あ
す
た 

 

一 

永
良
部
発
つ 

長
老
た
ち 

 

君
臨
し
た
。
畦
布
は
按
司
府
の
転
で
あ
る
。」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

畦
布
の
湾わ

ん

川じ
よ

浜
の
近
く
に
湾わ

ん

川じ
よ

山
が
あ
り
、
そ
の
山
麓

さ
ん
ろ
く

に
湧ゆ

う

泉せ
ん 

「
湾わ

ん

川じ
よ

」
が
あ
る
。
部
落
民
の
飲
料
水
に
供
さ
れ
て
い
た
の
で
、 

水
源
涵か

ん

養
林
と
し
て
保
安
林
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、 

部
落
民
は
霊
山
と
し
て
あ
が
め
、
こ
こ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
も
ち 

ろ
ん
、
指
さ
す
こ
と
さ
え
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
で
、
昔
か
ら
斧ふ

鉞え
つ 

を
入
れ
た
こ
と
の
な
い
聖
地
と
さ
れ
て
い
る
。
四
季
を
通
じ
、
常 

時
う
つ
蒼そ

う

と
樹
木
が
茂
り
、
三
方
断
崖

だ
ん
が
い

に
囲
ま
れ
、
北
方
は
断
崖 

を
隔
て
て
海
岸
を
望
み
、
い
か
に
も
要
害
の
地
で
あ
る
。
こ
の
湾 

川
山
の
中
央
部
や
や
西
寄
り
に
「
大
和
城

や
ま
と
ぐ
す
く

」
跡
と
言
わ
れ
る
所
が 

あ
る
。 

 

か
つ
て
は
城

塞

じ
ょ
う
さ
い

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
末
年
ご 

ろ
道
路
改
修
の
た
め
に
城
塞
の
石
畳
を
崩
し
大
部
分
が
持
ち
去
ら 

れ
た
よ
し
で
、
現
在
は
当
時
人
力
で
は
運
べ
な
か
っ
た
礎
石
の
一 

部
分
が
散
乱
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
平
家
の
落
武
者
が
こ
こ
湾わ

ん

川じ
よ 

泊
ど
ま
い

に
上
陸
し
、
湾
川
山
に
居
城
を
定
め
た
の
で
そ
こ
を
「
大
和
城
」 

と
言
う
、
と
の
伝
説
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
往
昔
「
按
司
府
」 

が
あ
っ
た
と
し
、
按
司
時
代
貢
物
の
集
荷
倉
庫
で
あ
っ
た
「
貢
物

ぐ
む
ち 

       
 

大
く
す
く 

げ
ら
へ
て 

 
 
 

大
ぐ
す
く 

造
っ
て 

 
 

げ
ら
へ 

や
り 

 
 
 
 
 
 

造
っ
て 
や
り
な
さ
い 

 
 

お
も
ひ
く
わ
の 

お
た
め 

 
 

思
い
子
の 

お
た
め 

又 

は
な
れ
た
つ 

あ
す
た 

 

又 

離
れ
島
発
つ 

長
老
た
ち 

 
 

大
く
す
く 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
ぐ
す
く 

と
あ
る
。
通
訳
す
る
と
「
離
島
の
沖
永
良
部
へ
出
発
す
る
方
々
、 

大
き
な
城

ぐ
す
く

を
造
っ
て
や
り
な
さ
い
。
か
わ
い
い
お
子
の
た
め
に
」 

と
な
る
が
、
こ
れ
を
通
し
て
み
て
も
、
そ
の
辺
の
消
息
を
伝
え
る 

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

沖
永
良
部
の
古
謡
に
「
グ
ラ
ル
孫
八
が
積
み
上
げ
た
る
グ
ス
ク 

永
良
部
三
十

み

そ

祝
女

の

ろ

の
遊
び
所
」
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
に
照
ら
し 

て
も
、こ
の
グ
ス
ク
が
按
司
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
な
く
、「
世
之
主
」 

の
城

ぐ
す
く

以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

「
沖
永
良
部
島
史
」
は
、「
城
と
は
御
宿
の
意
味
か
ら
起
っ
た 

琉
球
独
特
の
文
字
で
あ
る
を
み
る
と
、
按
司
は
琉
球
か
ら
き
た
も 

の
か
と
思
は
る
。
沖
永
良
部
の
上
城
、
下
城
、
大
城
、
内
城
、
玉 

城
等
は
す
な
わ
ち
按
司
の
居
城
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、 

字
面
は
城
を
当
て
て
い
て
も
訓
は
す
べ
て
シ
ロ
で
あ
り
、
内
城
を 

グ
ス
ク
と
い
う
以
外
は
、
ニ
シ
ミ
（
上
城
・
下
城
）、
フ
ー
ス
ク
（
大 

城
）、
イ
ニ
ヤ
ト
（
玉
城
）
と
呼
ぶ
地
名
か
ら
推
し
て
も
、
按
司 
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の
居
城
跡
と
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。 

 
何
々
「
グ
ス
ク
」
に
当
た
る
も
の
に
、
前
記
の
畦
布
の
湾
川
山 

の
大
和
城
の
ほ
か
に
、
上
平
川
の
「
ヒ
ヨ
ウ
グ
ス
ク
」
が
あ
る
。 

か
つ
て
は
城

塞

じ
ょ
う
さ
い

ら
し
い
石い

し

櫓
や
ぐ
ら

が
あ
っ
た
が
、
耕
地
整
理
で
取
り 

壊
さ
れ
て
今
で
は
跡
形
も
な
い
が
、「
ヒ
ヨ
ウ
グ
ス
ク
按
司
」
の 

居
城
跡
と
い
う
伝
承
は
あ
る
と
い
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
琉
球
統
治
下
に
行
政
官
を
派
遣
し
て
奄
美
の 

島
々
を
統
治
せ
し
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
。
と
り
わ 

け
沖
永
良
部
島
の
場
合
は
、
按
司
の
統
治
せ
し
痕
跡

こ
ん
せ
き

な
く
大
島
諸 

島
が
入
貢
せ
し
翌
年
す
な
わ
ち
文
永
四
年(
一
二
六
七)

か
ら｢

酋
し
ゆ
う 

長
ち
よ
う

を
遣
わ
し
」
と
あ
る
。
酋
長
と
は
按
司
で
は
な
く
大
屋
子
の 

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

三 

源
平
伝
説 

 

(一) 

為
朝
来
島
伝
説 

 

史
書
に
記
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
、
鎮
西
八
郎
為
朝
は
保
元
元 

年
（
一
一
五
六
）
の
保
元
の
乱
で
、
味
方
し
て
い
た
崇
徳
上
皇
方 

      

れ
が
喜
界
島
の
志
戸
桶
の
狩
俣
の
水
と
し
て
現
在
も
人
々
の
飲
料 

に
使
わ
れ
て
い
る
泉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
伝
説
は
続
き
、
為
朝
は
民
家
の
方
に
訪
ね
て
行
っ
た
。 

そ
こ
に
一
人
の
美
し
い
娘
が
機
を
織
っ
て
い
た
が
、
彼
を
見
る
な 

り
「
貴
男
は
ヤ
マ
ト
の
御
曹
子
八
郎
殿
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
為
朝 

が
び
っ
く
り
す
る
と
、
昨
夜
夢
を
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ 

か
ら
二
人
は
夫
婦
の
契
り
を
結
び
一
子
を
得
た
。 

 

為
朝
は
次
い
で
大
島
に
渡
り
、
加
計
呂
麻
で
も
土
地
の
女
と
子 

を
設
け
た
。
そ
の
子
は
実
久
三
次
郎
と
呼
ば
れ
る
人
で
、
怪
力
の 

豪
雄
に
な
る
。
さ
ら
に
各
地
に
足
跡
を
残
し
徳
之
島
に
渡
り
、
犬 

田
布
岳
頂
上
か
ら
南
方
を
望
見
し
た
時
に
座
っ
て
見
た
と
い
う
座 

石
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。 

 

次
い
で
沖
永
良
部
に
渡
り
、
畦
布
の
小
字
城
前

ぐ
す
く
め

に
為
朝
居
城
の 

跡
と
伝
え
ら
れ
る
所
が
あ
り
、
子
弟
に
武
術
を
伝
授
し
た
と
い
う 

「
手
使

て
ー
つ
け

」
に
、
日て

だ

穴ご

・
洞
穴

と
ー
け
つ

御
温

み

ざ

習
俣

れ
ま
た

な
ど
と
呼
ば
れ
る
所
が 

あ
る
。
為
朝
は
こ
こ
で
も
島
の
娘｢

思
志
那

う

し

に

や｣(

お
品
か)

を
め
と
っ 

て
、
一
子
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
沖
縄
に
渡
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

沖
縄
で
の
為
朝
伝
説
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
運
天
港
に 

上
陸
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
舜
天
が
為
朝
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
も
、
い
ま
の
と
こ
ろ
伝
説
ま
た
は
一
学
説
の
域
を
出
な
い
も
の 

が
敗
北
し
た
た
め
伊
豆
の
大
島
に
流
さ
れ
、
治
承
元
年
（
一
一
七 

七)

追
っ
手
を
受
け
て
自
決
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。し
た
が
っ 

て
為
朝
は
、
伊
豆
の
大
島
に
二
十
二
年
間
居
た
こ
と
に
な
る
。 

 

当
時
、日
本
国
内
で
も
豪
勇
無
比
と
い
わ
れ
て
い
た
彼
為
朝
が
、 

こ
の
小
さ
な
伊
豆
の
大
島
に
二
十
二
年
間
と
い
う
長
い
期
間
、
安 

閑
と
し
て
日
が
過
ご
せ
る
は
ず
は
な
い
。
初
め
の
う
ち
は
退
屈
し 

の
ぎ
に
海
に
船
を
出
し
て
遊
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
、 

し
だ
い
に
沖
の
方
遠
く
ま
で
出
て
漁
な
ど
し
た
に
違
い
な
い
。 

 

学
者
の
説
で
は
、
彼
為
朝
は
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
従
者
数 

名
を
従
え
て
舟
に
乗
り
、東
風
を
利
用
し
て
西
に
航
し
た
と
あ
る
。 

風
の
吹
き
具
合
い
に
よ
っ
て
は
、
伊
豆
の
大
島
か
ら
喜
界
島
ま
で 

は
一
日
で
行
け
る
と
い
う
。
彼
も
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
風
を
利 

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

伝
説
で
は
、
彼
は
風
に
舟
を
任
せ
て
走
ら
せ
る
う
ち
、
か
な
た 

に
島
影
ら
し
い
も
の
が
見
え
た
。
彼
は
雲
か
島
か
判
じ
か
ね
た
の 

で
、
得
意
の
弓
に
矢
を
番つ

が

え
、
満
身
の
力
を
こ
め
て
引
き
し
ぼ
り
、 

ヒ
ュ
ー
ッ
と
矢
を
放
し
た
。手
ご
た
え
あ
り
、「
島
だ
」と
叫
ん
だ
。 

こ
ぎ
寄
せ
て
上
陸
し
た
。
矢
の
当
っ
た
と
思
わ
れ
る
方
向
に
進
み 

行
き
、
探
し
求
め
た
。
よ
う
や
く
見
つ
け
た
矢
は
岩
に
刺
さ
っ
て 

い
た
。
引
き
抜
い
た
と
こ
ろ
、
矢
跡
か
ら
水
が
噴
き
出
し
た
。
こ 

      

の
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
大
奄
美
史
」
で
、
舜
天
の
孫
義
本
王
は
前
述
の
よ
う
に
、「
沖 

永
良
部
畦
布
の
湾わ

ん

川じ
よ

浜
に
上
陸
し
、
按
司
と
し
て
島
に
君
臨
し
た
。 

ま
た
、
間
も
な
く
次
男
継
好
は
奄
美
大
島
に
渡
り
、
阿
麻
弥
大
主 

と
な
っ
て
西
間
切
篠
川
に
居
住
し
た
。
こ
れ
が
芝
家
の
祖
先
で
あ 

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
と
て
も
、
歴
史
的
に
科
学
的
に
立
証
す
る
こ
と
は
、
お
そ 

ら
く
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
為
朝
は
、
伊
豆
の
大
島
に
流
さ
れ 

た
時
が
十
七
歳
の
青
年
で
あ
る
。
十
三
歳
で
九
州
に
流
さ
れ
、
十 

六
歳
で
九
州
を
平
定
し
た
ほ
ど
の
豪
勇
の
彼
が
、
二
十
二
年
間
も 

男
盛
り
の
血
気
時
代
を
小
島
で
む
な
し
く
過
ご
し
た
と
は
考
え
ら 

れ
な
い
。
彼
の
琉
球
渡
来
、
そ
し
て
そ
の
間
奄
美
大
島
に
一
年
近 

く
居
た
こ
と
や
、
沖
永
良
部
に
一
年
余
り
居
た
と
い
う
こ
と
の
伝 

説
は
、
事
実
あ
っ
た
も
の
と
信
ず
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ 

れ
る
。 

 

(二) 

平
家
残
党
南
下
伝
説 

 

平
家
落
人
伝
説
は
全
国
的
に
各
地
に
あ
り
、
北
は
対
馬
か
ら
南 

は
与
那
国
島
に
至
る
ま
で
、
六
七
十
箇
所
に
及
び
、
そ
の
い
ず
れ 

も
そ
の
地
方
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
歴 
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史
に
は
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 
宮
崎
県
の
椎
葉
村
と
か
熊
本
県
の
五
箇
荘
な
ど
、
そ
の
代
表
的 

な
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
壇 

ノ
浦
の
戦
で
敗
れ
た
平
家
は
全
滅
し
、
安
徳
幼
帝
は
二
位
の
尼
に 

抱
か
れ
て
海
に
没
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
考
え
て
み 

る
と
、
平
家
は
海
の
強
者
を
味
方
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、 

海
に
は
あ
ま
り
慣
れ
な
い
源
氏
の
兵
に
そ
う
や
す
や
す
と
全
滅
さ 

せ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
あ
ま
た
の
軍
船
の
中
に
は
、
主
力
の
教 

経
や
知
盛
の
戦
死
を
見
て
戦
っ
て
も
無
駄
な
る
を
悟
り
、
再
起
を 

期
し
て
逃
亡
を
企
て
た
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と 

で
あ
る
。
そ
こ
に
、
各
地
の
平
家
落
人
伝
説
の
種
が
残
る
わ
け
で 

あ
る
。 

 

こ
こ
で
硫
黄
島
や
奄
美
大
島
の
伝
説
に
移
る
こ
と
に
な
る
。 

 

安
徳
帝
を
擁
し
た
一
行
は
、
後
に
奄
美
大
島
に
ま
で
来
た
資 

盛
・
行
盛
・
有
盛
と
い
っ
た
平
家
の
御
曹
子

お
ん
ぞ
う
し

た
ち
で
、
彼
ら
は
壇 

ノ
浦
を
逃
れ
て
南
下
し
、
豊
後
・
日
向
を
経
て
大
隅
に
た
ど
り
着 

き
、
さ
ら
に
南
下
し
て
硫
黄
島
に
身
を
隠
し
た
。 

 

そ
こ
に
安
徳
幼
帝
の
行
在
所
を
設
け
、
神
器
を
奉
祭
し
た
。
し 

か
し
ま
だ
油
断
は
な
ら
な
い
。
再
興
を
計
る
安
全
な
地
を
求
め
て 

      

仮
に
三
十
年
と
み
て
も
一
二
二
〇
年
く
ら
い
ま
で
で
あ
る
。
そ
の 

こ
ろ
に
は
、
す
で
に
為
朝
の
子
と
い
わ
れ
る
舜
天
が
琉
球
王
に 

な
っ
た
後
で
あ
り
、
一
二
六
四
年
に
は
琉
球
に
入
貢
し
て
い
る
か 

ら
、
そ
れ
以
前
に
平
家
の
残
党
と
し
て
は
身
に
危
険
が
あ
っ
た
わ 

け
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
平
家
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
こ
と
に
努
め
、
次
の 

代
に
な
る
と
も
は
や
自
分
が
平
家
の
血
を
引
く
者
で
あ
る
こ
と
を 

知
ら
な
い
者
も
い
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か 

し
主
立
っ
た
者
は
、
ひ
そ
か
に
我
が
子
に
そ
れ
を
伝
え
継
い
だ
で 

あ
ろ
う
。そ
れ
が
若
干
の
物
的
遺
跡
に
つ
な
が
っ
て
語
り
つ
が
れ
、 

今
日
の
平
家
伝
説
が
残
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

大
島
本
島
の
次
に
八
重
山
島
、
与
那
国
島
に
そ
の
遺
跡
を
止
め 

て
い
る
が
、
沖
永
良
部
島
に
は
な
ん
ら
の
痕こ

ん

跡
も
止
め
て
い
な
い
。 

こ
れ
は
、
そ
の
当
時
沖
永
良
部
に
は
為
朝
の
子
孫
が
勢
い
を
得
て 

い
た
か
ら
、
平
氏
は
こ
こ
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
幣
原
博
士 

は
「
南
島
沿
革
史
」
で
述
べ
て
い
る
。 

 

沖
永
良
部
で
は
、
畦
布
の
湾
川
山
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る 

大
和

や
ま
と
ぐ

城す
く

に
住
ん
で
い
た
人
々
は
、
平
家
の
残
党
の
一
味
郎
党
で
は 

な
か
っ
た
ろ
う
か
と
の
伝
承
が
あ
っ
た
が
、
歴
史
的
に
科
学
的
に 

立
証
で
き
る
も
の
は
な
い 

い
た
の
で
あ
る
。
安
徳
幼
帝
を
守
る
一
部
を
残
し
て
、
資
盛
・
行 

盛
・
有
盛
と
い
う
三
人
の
公き

ん

達だ
ち

を
擁
し
て
南
下
し
た
。
幣
原
博
士 

の
「
南
島
沿
革
史
」
に
よ
る
と
、
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
・
口
之 

永
良
部
・
口
之
島
・
中
之
島
・
臥
蛇
島
・
平
島
・
宝
島
を
経
て
、 

ま
ず
喜
界
島
に
上
陸
し
た
。
三
年
間
喜
界
島
に
滞
在
し
、
様
子
を 

探
っ
た
。 

 

大
島
に
は
恐
れ
る
ほ
ど
の
武
力
が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の 

で
、
有
盛
は
東
表
か
ら
北
表
へ
、
行
盛
は
南
表
へ
、
資
盛
は
西
表 

へ
と
船
を
乗
り
つ
け
、
資
盛
は
諸
鈍
に
、
行
盛
は
戸
口
に
、
有
盛 

は
浦
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
居
城
を
構
え
た
。
そ
の
間
若
干
の
抵
抗
が 

あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
大
島
の
各
要
衝
の
地
に
分
散
駐
在
し
て
、
都 

へ
帰
還
の
機
を
待
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
後
源
氏
の
子
孫
と
い
わ
れ
る
島
津
氏
の
領
す
る
こ
と
に 

な
っ
た
奄
美
で
は
、
平
家
の
残
党
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
必
要
が 

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
た
め
の
作
り
話
も
あ
る
よ
う
で
あ 

る
。 

 

壇
ノ
浦
で
平
家
が
敗
れ
た
の
が
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）、
そ 

れ
か
ら
奄
美
ま
で
た
ど
り
着
く
の
に
五
年
か
か
っ
た
と
み
て
も
一 

一
九
〇
年
、彼
ら
が
奄
美
で
何
年
暮
ら
し
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、 

       

ま
た
沖
永
良
部
の
人
々
の
中
に
、
か
の
世
之
主
の
家
臣
の
一
人 

後
蘭
孫
八
は
平
家
の
落
人
の
一
人
だ
と
言
う
人
が
い
る
が
、
壇
ノ 

浦
で
平
家
が
滅
亡
し
た
の
は
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
で
、
世
之 

主
が
自
決
し
た
の
が
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
で
あ
る
こ
と 

か
ら
、
ど
う
推
考
し
て
も
と
う
て
い
承
服
で
き
な
い
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、平
家
の
落
人
説
が
沖
永
良
部
に
あ
る
こ
と
は
、 

何
に
原
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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