
﹁
民
謡
﹂
再
考

│
│
青
ヶ

島
に
み
る
﹁
ウ
タ
﹂
の
再
構
築
／
再
想
像
│
│

串
田

紀
代
美

は
じ
め
に

一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
九
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
全
国
民
謡
緊
急
調
査1

︵
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
実
施
︶
に
よ
る
と
、
当
時

行
政
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
﹁
民
謡
﹂
は
五
万
八
〇
〇
〇
曲
と
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
は
﹁
民
謡
﹂
は
ま
だ
多
数
の
存
在
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

一
方
で
﹁
民
謡
﹂
の
概
念
規
定
は
極
め
て
複
雑
か
つ
曖
昧
で
、﹁
実
態
が
伴
わ

な
い
概
念
用
語
﹂
と
さ
え
い
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
﹁
民
謡
﹂
概
念
が
複
雑
化
し

2

た
節
目
を
振
り
返
る
と
、﹁
日
本
﹂﹁
日
本
人
﹂
あ
る
い
は
﹁
日
本
文
化
﹂
発
見

の
時
期
と
重
な
る
。
そ
の
際
、﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
表
象
が
そ
の
中
心
を
占
め
て

き
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
対
象
は
祭
り
や
民
謡
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
日
本
の

再
発
見
の
結
果
、
か
つ
て
は
た
だ
﹁
ウ
タ
﹂
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
が
﹁
民

謡
﹂
の
名
を
与
え
ら
れ
た
。

当
時
の
日
本
に
お
け
る
﹁
民
謡
﹂
概
念
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
複
雑
な
状
況
を

呈
し
て
い
る
。﹁
民
謡
﹂
は
、
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
国
民
文
化
の
創

出
例
と
し
て
語
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
﹁
民
謡
﹂
概
念
を
受
容
し
、
国
民
性
の

起
源
を
表
象
す
る
﹁
創
ら
れ
た
伝
統
﹂
と
い
う
言
説
が
流
布
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
﹁
民
謡
﹂
は
主
に
中
央
政
府
で
あ
る
﹁
官
﹂
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
記
述
さ

れ
た
﹁
民
謡
集
﹂
な
ど
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
流
通
が
目
立
つ
。
同
時
に
﹁
民
謡
﹂

は
口
承
文
芸
と
捉
え
ら
れ
、
リ
ア
ル
な
実
践
を
伝
え
る
た
め
に
レ
コ
ー
ド
・
ラ

ジ
オ
・
テ
レ
ビ
な
ど
の
複
数
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
、
地
方
と
い
う
場
所
を

容
易
に
離
れ
﹁
越
境
す
る
文
化
﹂
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
言
説
は

い
ま
だ
に
よ
く
耳
に
す
る
。

し
か
し
﹁
民
謡
﹂
は
都
市
や
中
央
か
ら
の
一
方
的
な
眼
差
し
に
よ
っ
て
創
造

さ
れ
た
﹁
国
民
文
化
﹂
で
は
な
く
、
逆
に
地
方
や
周
縁
の
地
域
独
特
の
﹁
真
正

な
も
の
﹂
と
も
言
い
が
た
い
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
﹁
民
謡
﹂
概
念
が
形
成

さ
れ
た
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
青
ヶ
島
に
お
け

る
﹁
ウ
タ
﹂
の
実
践
と
そ
の
状
況
を
取
り
上
げ
、
均
質
化
さ
れ
た
﹁
国
民
文
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化
﹂
と
し
て
の
﹁
民
謡
﹂
概
念
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
﹁
ウ
タ
﹂
の
様
相
を
観

察
す
る
。

筆
者
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
東
京
都
民
俗

芸
能
緊
急
調
査
の
対
象
で
あ
っ
た
東
京
都
青
ヶ
島
村
の
﹁
青
ヶ
島
の
島
踊
り
﹂

3

4

の
調
査
に
携
わ
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
の
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
へ
の
聞

き
取
り
調
査
か
ら
、
行
政
主
導
の
調
査
報
告
書
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
当
事
者
の
﹁
ウ
タ
﹂
観
を
分
析
す
る
。

一

﹁
民
謡
﹂
を
め
ぐ
る
概
念
形
成
と
言
説

い
わ
ゆ
る
﹁
民
謡
﹂
と
い
う
概
念
は
、
従
来
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
の
諸
研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
近
代
国
家
成
立
期
に
欧

州
の
概
念
が
移
植
さ
れ
た
時
期
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
﹁
民
謡
﹂
概
念
を
受
け
取
り
﹁
国
民
文
化
﹂
と
し
て
の
移
植
概
念
が
創
造
／

想
像
さ
れ
普
及
さ
れ
た
と
い
う
の
が
そ
の
主
流
で
あ
る
。
鈴
木
貞
美
に
よ
れ

ば
、
そ
も
そ
も
﹁
民
謡
﹂
と
い
う
語
は
、
日
本
の
二
十
世
紀
転
換
期
に
お
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
伝
承"fo

lk
lo
re"

の
研
究
、
特
に
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル

ダ

ー
︵H

erd
er

,Jo
h
an
n

G

.︶
の

"V
o
lk
slied

er"

か

ら

ヒ

ン

ト

を

得

た

"V
o
lk
slied

"

、
の
翻
訳
語
と
し
て
、
明
治
期
に
上
田
敏
や
森
鴎
外
が
用
い
た
こ

と
か
ら
普
及
し
た
と
し
て
い
る
。

5

一
方
、
阪
井
葉
子
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
定
説
と
は
異
な
り
、﹁
民
謡
﹂
の
初

出
を
明
治
二
五
年
に
森
鴎
外
が
雑
誌
﹃
柵
草
子
﹄
に
出
し
た
書
評
に
見
い
だ
し

て
い
る
。
そ
の
後
、﹁
技
巧
詩
︵
ク
ン
ス
ト
ポ
エ
ジ
ー
︶﹂
と
し
て
の
﹁
俗
謡
﹂

6

と
﹁
自
然
の
技
巧
﹂
に
よ
る
﹁
民
謡
﹂
と
が
、
志
田
義
秀
に
よ
り
﹁
日
本
民
謡

概
論
﹂︵
明
治
三
九
年
︶
の
中
で
区
別
さ
れ
た
。
阪
井
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
明

治
期
の
国
楽
の
創
出
に
あ
た
り
、﹁
俗
謡
﹂
がV

o
lk
slied

の
概
念
を
流
用
し
、

さ
ら
に
狭
義
の
﹁
民
謡
﹂
定
義
を
獲
得
す
る
と
、
今
度
は
逆
に
国
家
表
象
の
基

盤
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

川
村
清
志
も
、
日
本
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
こ
っ
た
一

連
の
動
き
、
す
な
わ
ち
自
国
の
﹁
伝
統
文
化
﹂
を
再
構
成
し
、
そ
こ
に
依
拠
す

る
こ
と
で
自
ら
の
国
民
性
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
視
点
そ
の
も
の
を
移
植
す
る

こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
﹁
民
謡
﹂
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
機
運
が
初
め
て
成
立

し
た
と
言
及
し
て
い
る
。

7

当
時
の
﹁
民
謡
﹂
は
、
消
滅
危
機
に
瀕
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
国

家
・
国
民
の
﹁
ウ
タ
﹂
と
し
て
の
新
た
な
国
家
表
象
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
後
の
大
正
期
に
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
新
民
謡
運
動
で
も
、

野
口
雨
情
・
北
原
白
秋
な
ど
を
中
心
に
、﹁
国
民
民
謡
﹂
と
し
て
の
民
謡
が
創

出
さ
れ
、
国
文
学
的
な
民
謡
の
定
義
を
継
承
し
な
が
ら
ラ
ジ
オ
・
音
盤
と
い
っ

た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
く
聴
衆
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
口
頭
伝
承
を
前
提
と
し
た
﹁
民

謡
﹂
は
、
活
字
に
よ
る
民
謡
全
集
や
民
謡
集
︵
俚
謡
集
︶
の
刊
行
、
あ
る
い
は

﹃
郷
土
研
究
﹄﹃
旅
と
伝
説
﹄
な
ど
の
雑
誌
媒
体
に
よ
っ
て
も
普
及
し
た
。
加
え

て
民
俗
資
料
収
集
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
都
市
部
を
中
心
と
し
た
民
謡
・
郷
土
舞

踊
公
演
や
興
行
の
展
開
の
結
果
、﹁
民
謡
﹂
は
全
国
に
浸
透
し
、
近
代
技
術
と

メ
デ
ィ
ア
網
の
中
に
構
築
さ
れ
不
特
定
多
数
が
享
受
す
る
標
準
化
さ
れ
た
﹁
国
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民
文
化
﹂
と
い
う
側
面
ま
で
も
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
川
村
清
志
は
指
摘
し

て
い
る
。

8

も
ち
ろ
ん
、﹁
民
謡
﹂
の
全
国
的
普
及
に
関
し
て
は
、
柳
田
国
男
の
よ
う
に

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
新
民
謡
運
動
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
あ
っ
た
民
俗
学
関

係
者
も
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
文
化
産
業
か
ら
一
線
を
画
し
た
﹁
民

謡
﹂
定
義
を
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
民
俗
学
的
な
視
座
か
ら
の
民
謡
研

究
つ
ま
り
﹁
狭
義
の
民
謡
﹂
を
採
集
・
分
類
し
体
系
化
し
、
新
た
な
概
念
規
定

を
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
民
俗
学
者
た
ち
は
こ
れ

ら
を
継
承
し
、﹁
民
謡
﹂
と
い
う
語
は
、
先
に
触
れ
た
概
念
の
枠
組
み
と
と
も

に
学
問
と
し
て
体
系
化
さ
れ
る
対
象
と
し
て
、
実
に
曖
昧
性
と
複
雑
性
を
帯
び

た
ま
ま
普
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

9

こ
う
し
た
民
俗
学
的
視
座
と
は
対
照
的
に
、
近
年
は
特
に
本
質
主
義
に
立
っ

た
民
謡
研
究
の
視
座
や
地
方
性
を
重
視
す
る
視
点
の
か
わ
り
に
、
メ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
流
通
し
消
費
さ
れ
た
﹁
民
謡
﹂
を
均
質
化
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
、
む

し
ろ
地
域
性
あ
る
い
は
地
方
性
か
ら
切
り
離
す
傾
向
も
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
な
ど
の
領
域
で
み
ら
れ
る
。

以
上
、
近
代
以
降
の
﹁
民
謡
﹂
概
念
の
成
立
と
そ
れ
に
伴
う
主
な
言
説
、
そ

し
て
民
謡
を
対
象
化
す
る
視
座
を
は
る
か
に
逸
脱
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
出
現

に
よ
っ
て
越
境
す
る
﹁
民
謡
﹂
普
及
の
実
態
と
そ
の
均
質
化
に
つ
い
て
大
ま
か

に
概
観
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
﹁
民
謡
﹂
と
い
う
概
念
形
成
の
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
の

状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
青
ヶ
島
と
い
う
特
定
地
域
に
お
け
る
﹁
ウ

タ
﹂
の
実
践
と
そ
の
状
況
を
取
り
上
げ
、
均
質
化
さ
れ
た
﹁
国
民
文
化
﹂
と
し

て
の
﹁
民
謡
﹂
概
念
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
﹁
ウ
タ
﹂
の
様
相
の
一
端
を
紹
介

し
た
い
。

二

青
ヶ
島
の
概
況
と
芸
能
の
背
景

︵
一
︶
青
ヶ
島
の
概
況

青
ヶ
島
は
東
京
の
南
端
か
ら
三
五
八
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
八
丈
島
か
ら
七

一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
、
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
伊
豆
諸
島
最
南
端
の
島
で

あ
る
。
二
重
の
カ
ル
デ
ラ
の
複
成
火
山
で
、
外
側
の
カ
ル
デ
ラ
の
中
央
に
は
天

明
の
大
噴
火
︵
一
七
八
五
︶
で
隆
起
し
た
大
小
二
つ
の
旧
火
口
を
持
つ
内
輪
山

の
丸
山
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
火
山
の
地
熱
を
利
用
し
た
天
然
水
蒸
気
に
よ
る
サ

ウ
ナ
風
呂
の
ほ
か
、
周
辺
に
は
地
熱
釜
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
ヶ
島
が
火
山
島
ゆ
え
の
悲
劇
と
苦
闘
の
歴
史
も
あ
っ
た
。
山
本
ひ
ろ
子
に

10

よ
れ
ば
、
天
明
年
間
の
度
重
な
る
大
噴
火
と
八
丈
島
へ
の
避
難
、
そ
の
後
廃
墟

と
化
し
た
島
を
半
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
佐
々
木
次
郎
太
夫
ら
が
復
興
さ
せ
、
文

政
七
年
︵
一
八
二
四
︶
島
に
見
事
﹁
還
住
﹂
し
た
一
連
の
﹁
悲
壮
な
る
再
興

史
﹂
が
世
に
知
ら
れ
た
の
は
、
柳
田
国
男
﹁
青
ヶ
島
還
住
記
﹂︵﹃
島
の
人
生
﹄︶

に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
言
及
し
て
い
る
。

青
ヶ
島
は
全
島
一
村
で
、
東
京
都
に
属
す
る
。
青
ヶ
島
村
を
所
管
し
て
い
る

の
は
東
京
都
総
務
局
八
丈
支
庁
で
あ
る
。
人
口
は
一
九
九
人
︵
二
〇
一
二
年
七

月
現
在
︶
で
あ
る
が
、
一
九
八
〇
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
人
口
一
九
二
人
︵
八
三

世
帯
︶
と
の
こ
と
で
あ
り
、
人
口
の
推
移
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
一
島
一
村
の
日

本
最
小
の
自
治
体
で
あ
る
。
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村
民
が
居
住
し
て
い
る
の
は
主
に
島
の
北
部
で
あ
り
、
村
役
場
を
中
心
に
東

西
二
つ
の
集
落
が
あ
る
。
し
か
し
現
在
こ
の
地
域
区
分
は
実
質
的
な
意
味
が
失

わ
れ
て
い
る
。
特
に
東
側
の
地
域
に
は
、
役
場
、
学
校
、
駐
在
所
、
診
療
所
な

ど
が
あ
り
、
島
の
行
政
・
文
化
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
。

11

島
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
海
路
と
空
路
が
あ
る
が
、
本
土
か
ら
の
直
行
便
は
な

い
。
唯
一
の
船
着
き
場
が
あ
る
青
ヶ
島
の
三
宝
港
周
辺
は
断
崖
絶
壁
で
あ
り
、

ま
た
天
候
不
良
に
よ
り
欠
航
が
頻
繁
に
起
こ
る
。
定
期
客
船
﹁
還
住
丸
﹂
の
就

航
率
が
五
〇
～
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
か
ね
て
よ
り
青
ヶ
島

は
﹁
絶
海
の
孤
島
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
未
だ
に
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
払
拭
し
き
れ
な
い
。
こ
う
し
た
辺
境
性
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
が
、

柳
田
国
男
、
本
田
安
次
な
ど
の
中
央
︵
都
会
︶
か
ら
の
知
識
的
エ
リ
ー
ト
た
ち

に
よ
っ
て
、
離
島
の
祭
礼
組
織
や
郷
土
芸
能
と
い
っ
た
地
方
︵
周
縁
︶
の
歴
史

的
文
化
的
事
象
が
注
目
さ
れ
対
象
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

︵
二
︶
信
仰
と
祭
礼
組
織

伊
豆
諸
島
は
御
蔵
島
と
八
丈
島
を
流
れ
る
黒
潮
に
よ
っ
て
、
南
北
に
そ
の
文

化
圏
を
分
け
ら
れ
て
い
る
。
南
部
側
に
位
置
す
る
八
丈
島
・
小
島
・
青
ヶ
島
の

三
島
に
は
、
た
と
え
ば
﹁
イ
シ
バ
サ
マ
﹂︵
石
場
様
︶
と
呼
ば
れ
る
多
数
の
玉

石
や
自
然
石
の
小
祠
が
存
在
す
る
。
再
び
山
本
ひ
ろ
子
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

﹁
大
き
さ
も
さ
ま
ざ
ま
な
ら
、
イ
シ
バ
さ
ま
の
神
格
も
多
種
多
様
で
、
神
社
形

式
以
前
の
古
い
神
信
仰
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い
る
﹂
と
い
う
。
明
治
時
代
の
神

仏
分
離
以
前
の
、
神
仏
習
合
系
の
祭
礼
組
織
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

12

島
内
に
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
法
人
の
寺
社
仏
閣
は
一
カ
所
も
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
イ
シ
バ
の
神
々
は
百
カ
所
以
上
点
在
し
、
そ
れ
以
外
は
一
カ
所

の
寺
院
お
よ
び
主
要
な
神
社
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
た
。
寺
院
は
無
住
の
庵

で
は
あ
る
が
、
浄
土
宗
清
受
寺
が
休
戸
郷
の
北
部
に
今
も
存
在
す
る
。
主
要
神

社
は
、
大
里
︵
お
お
さ
と
︶
神
社
、
東
台
所
︵
と
う
だ
い
し
ょ
︶
神
社
、
金
比

羅
神
社
、
渡
海
︵
と
か
い
︶
神
社
を
含
む
七
社
が
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
。
ま

た
青
ヶ
島
に
は
ミ
コ
︵
巫
女
︶
と
シ
ャ
ニ
ン
︵
舎
人
・
社
人
︶
と
い
う
女
性
神

役
お
よ
び
男
性
神
役
が
か
ね
て
よ
り
存
在
し
、
神
主
、
ウ
ラ
ベ
︵
卜
部
︶
と
と

も
に
島
の
信
仰
基
盤
と
な
る
祭
礼
組
織
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
ミ
コ
と
シ
ャ

13

ニ
ン
に
よ
り
、
定
期
的
あ
る
い
は
不
定
期
的
に
神
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

は
﹁
ヨ
ミ
ア
ゲ
マ
ツ
リ
﹂︵
読
み
上
げ
祭
り
︶
あ
る
い
は
﹁
カ
ミ
サ
マ
オ
ガ
ミ
﹂

︵
神
様
拝
み
︶
と
呼
ば
れ
、
朝
か
ら
夜
半
ま
で
続
け
ら
れ
る
。﹁
ヨ
ミ
ア
ゲ
マ
ツ

リ
﹂
の
名
称
は
、
神
主
、
ミ
コ
、
シ
ャ
ニ
ン
の
三
者
が
祭
文
・
経
文
を
読
み
上

げ
る
こ
と
か
ら
き
て
お
り
、
カ
ミ
サ
マ
と
は
ミ
コ
の
こ
と
を
指
す
。
祭
文
の
一

部
は
、
ミ
コ
の
口
を
借
り
た
託
宣
の
形
を
と
り
、
ミ
コ
の
資
格
と
し
て
﹁
ミ
コ

ケ
﹂︵
巫
女
気
︶
が
必
要
と
さ
れ
る
。
実
際
に
は
い
わ
ゆ
る
神
憑
り
と
い
っ
た

ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
だ
。
ミ
コ
は

祭
礼
を
行
う
実
践
共
同
体
の
中
に
入
り
、
先
輩
の
ミ
コ
に
付
き
従
い
な
が
ら
神

祭
り
の
中
で
﹁
ウ
タ
﹂
や
﹁
オ
ド
リ
﹂
な
ど
の
儀
礼
行
為
や
技
能
を
修
得
す

る
。
そ
の
過
程
で
﹁
一
人
前
﹂
の
ミ
コ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
い
わ
ば
正
統
的

周
辺
的
参
加
の
中
で
﹁
ミ
コ
﹂
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

14

こ
う
し
た
信
仰
と
祭
礼
組
織
を
保
持
し
て
い
る
青
ヶ
島
が
﹁
火
山
の
島
﹂
で

は
な
く
﹁
儀
礼
と
祭
文
の
島
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
四

〇
年
代
頃
の
こ
と
だ
と
い
う
。
青
ヶ
島
で
密
や
か
に
受
け
継
が
れ
た
こ
の
儀
礼

15
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文
化
が
海
を
渡
り
不
特
定
多
数
の
人
々
の
目
に
触
れ
た
の
も
同
時
期
で
あ
る
。

民
俗
芸
能
研
究
の
大
家
で
あ
っ
た
本
田
安
次
に
よ
る
祭
文
・
経
文
の
採
集
お
よ

び
翻
刻
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
折
し
も
そ
れ
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹃
牛
と
か
ん
も

と
神
々
の
島
﹄︵
一
九
六
六
年
九
月
二
四
日
放
送
︶
の
放
送
時
期
と
も
重
な
る
。

﹁
デ
ー
ラ
ホ
ン
の
祭
り
﹂
と
は
、
旅
先
で
死
に
か
か
っ
た
母
親
役
の
面
を
つ
け

て
横
た
わ
っ
た
シ
ャ
ニ
ン
が
、
息
子
役
の
﹁
ウ
タ
﹂
に
合
わ
せ
て
蘇
生
す
る
不

思
議
な
祭
礼
だ
が
、
そ
れ
が
一
度
だ
け
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
が
こ
う
し
た
事
項
に
触
れ
た
理
由
は
、
青
ヶ
島
の
宗
教
的
要
素
や
信

仰
、
あ
る
い
は
祭
礼
組
織
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
独
自
性
を
強
調
し
た
い
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
﹁
狭
義
の
民
謡
﹂
と
い
う
枠
組
み
に
縛
ら
れ
ず
、
青
ヶ
島

に
お
け
る
多
種
多
様
な
﹁
ウ
タ
﹂
や
太
鼓
、
そ
れ
に
付
随
す
る
﹁
居
舞
﹂﹁
立

舞
﹂
と
称
さ
れ
る
神
楽
舞
な
ど
一
連
の
﹁
オ
ド
リ
﹂
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
舞
台

と
し
て
、
こ
の
実
践
共
同
体
を
ま
ず
直
視
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
神
祭
り
の
実
践
者
は
、
ほ
ぼ
全
員
が
今
回
調
査
し

た
﹁
盆
踊
り
﹂﹁
月
見
踊
り
﹂
等
の
年
中
行
事
で
披
露
さ
れ
る
﹁
ウ
タ
﹂
と

﹁
オ
ド
リ
﹂
の
演
者
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

三

聞
き
取
り
調
査
か
ら
見
え
る
当
事
者
の
﹁
ウ
タ
﹂

︵
一
︶
自
治
体
の
﹁
民
俗
芸
能
﹂
像
と
保
存
会
の
﹁
郷
土
芸
能
﹂
観

青
ヶ
島
の
﹁
ウ
タ
﹂
と
﹁
オ
ド
リ
﹂
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
年
中
行
事
の
祝

い
歌
や
情
話
の
長
編
物
語
を
曲
節
に
読
み
込
ん
だ
も
の
、
島
の
自
然
景
観
を
愛

で
た
も
の
、
島
を
出
る
若
者
と
そ
れ
を
見
送
る
心
情
や
島
へ
の
愛
着
を
織
り
込

ん
だ
も
の
な
ど
が
あ
る
。
同
様
に
形
式
や
機
能
も
多
種
多
様
で
、
口
説
き
節
、

数
え
歌
、
宴
席
の
歌
、
戯
れ
歌
、
子
守
歌
、
鞠
つ
き
歌
、
遊
び
歌
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
﹁
ウ
タ
﹂
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
を
概
観
す
る
た
め
、
ま
ず
は
現
在
入
手
が
可
能
な
四
つ
の
資
料
を
検

16

討
し
た
。
四
資
料
の
う
ち
、
二
種
は
青
ヶ
島
村
教
育
委
員
会
、
一
種
が
東
京
都

教
育
委
員
会
、
残
る
一
種
が
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
の
発
行
し
た
も
の
で
あ

る
。﹁
狭
義
の
民
謡
﹂
と
し
て
分
類
を
明
確
に
示
し
て
い
た
の
は
行
政
が
刊
行

し
た
資
料
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
用
語
の
範
疇
に
は
言
及
し
て
お
ら

ず
、
分
類
方
法
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
青
ヶ
島
の
﹁
ウ
タ
﹂

﹁
オ
ド
リ
﹂
は
、
一
方
の
資
料
に
お
い
て
は
十
の
範
疇
に
分
類
さ
れ
た
﹁
民
謡
﹂

で
あ
り
、
他
方
で
は
﹁
郷
土
芸
能
﹂
の
範
疇
の
中
の
﹁
年
中
行
事
・
祝
い
行
事

の
芸
能
﹂
の
﹁
歌
と
踊
り
﹂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
詳
細
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

■
資
料
︵
一
︶
に
登
場
す
る
﹁
民
謡
﹂
の
分
類

口
説
節

舟
歌

座
興
歌

手
鞠
歌

凧
揚
げ
歌

子
守
歌

唱
え
ご
と

お
手
玉
歌

− 41−



遊
戯
歌

祝
い
歌

︵﹃
東
京
の
民
謡

島
嶼
部
︱
東
京
都
民
謡
緊
急
調
査
報
告
﹄︶

■
資
料
︵
二
︶
に
登
場
す
る
﹁
年
中
行
事
・
祝
い
行
事
の
芸
能
﹂
の
分
類

く
ど
き
節
形
式
﹁
ス
ッ
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
﹂
の
囃
し
を
伴
う

く
ど
き
節
形
式
﹁
ド
ッ
コ
イ
﹂
の
囃
し
を
伴
う

数
え
唄
形
式
﹁
エ
ン
ヤ
ト
セ
﹂
の
囃
し
を
伴
う

そ
の
他
の
唄

﹁
ヤ
ト
ト
ン
ト
ロ
ス
ケ
﹂
の
囃
し
を
伴
う
﹃
ヤ
ト
ト
ン
節
﹄

﹁
ス
ッ
ト
コ
ド
ッ
コ
イ
﹂
の
共
通
の
囃
し
を
伴
う
﹃
月
と
ど
う
し
ょ
﹄

﹁
場
オ
ド
リ
﹂
と
称
さ
れ
る
﹃
い
ん
げ
ん
十
六
﹄

宴
席
な
ど
で
歌
わ
れ
、
手
拍
子
と
掛
け
歌
に
よ
る
﹃
シ
ョ
メ
節
﹄

︵﹃
青
ヶ
島
の
生
活
と
文
化
﹄︶

二
〇
〇
九
年
八
月
二
二
日
、
東
京
都
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
の
一
環
で
、
青
ヶ

島
村
老
人
福
祉
館
に
お
い
て
十
九
時
か
ら
二
二
時
に
か
け
て
聞
き
取
り
を
行
っ

た
。
出
席
者
は
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
一
三
名
、
教
育
委
員
会
三
名
、
東
京

都
八
丈
支
庁
一
名
、
東
京
都
教
育
庁
文
化
財
保
護
係
一
名
、
そ
し
て
東
京
都
民

俗
芸
能
緊
急
調
査
の
調
査
員
二
名
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、﹁
盆
踊
り
﹂﹁
月
見
踊
り
﹂﹁
牛
祭
り
﹂
の
ほ
か
、

﹁
小
中
学
校
運
動
会
︵
全
村
民
参
加
︶﹂﹁
成
人
式
﹂
な
ど
で
披
露
さ
れ
る
。

実
は
多
く
の
伝
承
曲
目
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存

会
を
中
心
に
、
過
去
の
録
音
資
料
や
か
つ
て
の
伝
承
者
へ
の
聞
き
書
き
を
通
し

﹁
掘
り
起
こ
し
作
業
﹂
を
経
て
、
数
曲
が
復
活
し
た
曲
目
し
た
。
二
〇
〇
三
年

17

の
正
式
発
足
に
至
る
五
年
間
を
か
け
て
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
﹁
島
ウ
タ
﹂
を

探
し
、
録
音
し
、
記
録
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
作
業
は
当
時
、
村
立
青
ヶ
島

小
中
学
校
長
で
あ
っ
た
樋
口
秀
司
︵
大
島
出
身
︶
の
﹁
今
し
か
な
い
﹂﹁
歩
き

始
め
よ
う
﹂
と
い
っ
た
決
意
の
も
と
で
始
め
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
民
俗
芸
能
の

後
継
者
問
題
の
解
消
策
の
一
つ
と
し
て
、
小
中
学
校
が
課
外
活
動
の
一
環
と
し

て
携
わ
る
ケ
ー
ス
は
全
国
的
に
も
多
い
。
近
年
、
郷
土
芸
能
の
伝
承
活
動
に
お

い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
学
校
教
育
現
場
の
後
押
し
で
あ
る
。
こ
こ
青
ヶ
島
の

場
合
も
、
島
の
﹁
ウ
タ
﹂
や
﹁
オ
ド
リ
﹂
を
﹁
自
分
た
ち
の
財
産
﹂
と
し
て
小

中
学
校
は
積
極
的
に
伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
。
青
ヶ
島
の
み
な
ら

ず
、
特
に
過
疎
化
が
進
む
地
域
で
は
、
学
校
が
地
域
生
活
の
中
心
と
な
り
、
全

町
村
民
参
加
の
運
動
会
や
文
化
祭
の
際
に
地
域
の
民
俗
芸
能
を
披
露
す
る
こ
と

も
珍
し
く
は
な
い
、
そ
の
た
め
当
該
小
中
学
校
に
赴
任
し
た
教
職
員
は
、
保
存

会
な
ど
と
協
力
し
な
が
ら
児
童
・
生
徒
と
と
も
に
地
域
全
体
で
芸
能
に
取
り
組

む
。
青
ヶ
島
で
も
例
に
漏
れ
ず
、
毎
年
九
月
に
﹁
運
動
会
島
踊
り
講
習
会
﹂
を

実
施
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
も
後
押
し
し
、
保
存
会
結
成
と
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
発
足
に
至
る
五
年
の
間
も
次
々
と
伝
承
者
が
鬼
籍
に
入
る
と

い
っ
た
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

島
の
﹁
ウ
タ
﹂
﹁
オ
ド
リ
﹂
の
伝
承
者
は
、
も
ち
ろ
ん
先
述
し
た
﹁
ヨ
ミ
ア

ゲ
マ
ツ
リ
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
島
の
祭
礼
に
関
わ
り
、
同
時
に
﹁
ウ
タ
﹂
や

﹁
オ
ド
リ
﹂
を
実
践
す
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
音
律
に
言
葉
が
つ
い

て
い
る
も
の
は
す
べ
て
﹁
ウ
タ
﹂
で
あ
り
、
身
振
り
手
振
り
が
つ
い
た
身
体
動
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作
は
す
べ
て
﹁
オ
ド
リ
﹂
と
い
う
認
識
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、﹁
ウ
タ

イ
コ
﹂︵
歌
い
子
︶
で
あ
る
︵
昭
和
五
年
生
ま
れ
︶
女
性
は
、
聞
き
書
き
の
際

に
﹁
盆
踊
り
﹂
と
﹁
月
見
踊
り
﹂
の
記
憶
が
混
乱
し
た
。
当
事
者
に
と
っ
て

は
、﹁
盆
踊
り
﹂﹁
月
見
踊
り
﹂
な
ど
の
年
中
行
事
の
名
称
や
行
事
の
機
能
が
重

要
な
の
で
は
な
く
、
歌
い
踊
る
と
い
っ
た
行
為
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
旧

暦
の
満
月
の
下
で
歌
い
踊
る
行
為
ま
た
は
﹁
ウ
タ
イ
コ
﹂
と
﹁
オ
ド
リ
コ
﹂
の

18

掛
け
合
い
競
演
で
三
日
三
晩
勝
負
す
る
と
い
っ
た
行
為
の
追
体
験
に
よ
っ
て
、

記
憶
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
は
﹁
盆
踊
り
﹂﹁
月
見
踊
り
﹂﹁
牛
祭
り
﹂
な
ど
の
年
中
行
事
の
際
に
は
、

こ
れ
ら
の
﹁
ウ
タ
﹂﹁
オ
ド
リ
﹂
以
外
に
、﹁
月
見
踊
り
﹂
の
際
は
フ
ォ
ー
ク
ダ

ン
ス
や
ソ
ー
ラ
ン
節
、﹁
牛
祭
り
﹂
の
際
は
郷
土
芸
能
保
存
会
が
取
り
組
ん
で

い
る
﹁
還
住
太
鼓
﹂、
バ
ン
ド
演
奏
に
加
え
、
島
の
人
々
の
心
情
を
見
事
に
表

し
て
い
る
﹁
島
の
別
れ
唄
﹂︵
小
倉
直
子
作
詞
、
平
尾
昌
晃
作
曲
、
一
九
七
二

発
売
︶
を
全
員
で
合
唱
す
る
。

こ
れ
ら
は
﹁
郷
土
芸
能
﹂
の
範
疇
か
ら
も
逸
脱
し
て
い
る
。
し
か
し
当
事
者

た
ち
の
意
識
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
は
み
な
同
様
に
﹁
ウ
タ
﹂
や
﹁
オ
ド
リ
﹂
で

あ
り
、
彼
ら
の
中
で
は
一
貫
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

青
ヶ
島
の
﹁
ウ
タ
﹂
と
﹁
オ
ド
リ
﹂
は
、
八
丈
島
の
も
の
と
類
似
点
が
多
い

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
﹁
鈴
木
主
水
く
ど
き
﹂
の
よ
う
に
、
大
正
七
・
八
年

19

頃
、
北
関
東
で
流
行
し
た
﹁
八
木
節
﹂
に
乗
せ
て
流
行
し
た
歌
の
旋
律
を
借
り

た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
船
の
漂
着
事
件
を
主
題
に
し
た
﹁
漂
流
く
ど

き
﹂
も
存
在
し
、
こ
れ
は
歌
詞
も
旋
律
も
青
ヶ
島
独
自
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い

る
。﹁
豊
年
祝
い
﹂
と
い
う
曲
目
は
、
大
正
時
代
初
期
、
青
ヶ
島
を
訪
れ
た
鈴

木
重
信
が
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、﹁
甚
九
郎
く
ど
き
﹂
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
で

あ
り
、
八
丈
島
の
手
踊
り
﹁
土
佐
く
ど
き
﹂
と
も
酷
似
し
て
い
る
。

20

青
ヶ
島
に
お
け
る
﹁
ウ
タ
﹂
の
歌
詞
を
見
る
と
、
主
に
明
治
・
大
正
期
以
降

に
﹁
内
地
﹂
で
流
布
し
た
﹁
ウ
タ
﹂
が
多
く
み
ら
れ
る
。
伝
播
経
路
を
想
像
す

る
に
あ
た
り
、
一
九
六
六
年
ま
で
島
に
発
電
施
設
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
そ
れ
ら
が
船
と
人
の
移
動
に
よ
っ
て
こ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
青
ヶ
島
に
多
彩
な
芸
能
が
存
在
す
る
一
つ
の
理
由
は
こ
う
し
た

﹁
文
化
資
本
﹂
の
移
動
に
あ
る
。﹁
以
前
は
何
か
に
つ
け
、
人
が
集
ま
れ
ば
、
飲

ん
で
、
歌
っ
て
、
踊
っ
た
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、﹁
ウ
タ
﹂
と
﹁
オ

ド
リ
﹂
の
演
技
空
間
が
日
常
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
土
地
柄
も
手
伝
い
、
豊
か

な
﹁
ウ
タ
﹂
環
境
を
形
成
し
た
と
推
測
で
き
る
。

︵
二
︶
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
が
表
象
す
る
青
ヶ
島
﹁
ウ
タ
﹂
観

最
後
に
、
聞
き
取
り
調
査
終
了
後
に
披
露
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
座
興
歌
﹁
シ
ョ

メ
節
﹂
を
取
り
上
げ
、
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
に
所
属
す
る
演
者
た
ち
が
抱

く
﹁
ウ
タ
﹂
観
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

生
活
・
文
化
圏
を
一
に
す
る
八
丈
島
・
青
ヶ
島
に
共
通
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

る
曲
目
の
代
表
は
﹁
ヤ
ト
ト
ン
﹂
と
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
で
あ
る
。

21

青
ヶ
島
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
際
、
現
在
の
伝
承
曲
目
に
関
す
る
こ
ち
ら
の

問
い
か
け
に
対
し
、
郷
土
芸
能
保
存
会
の
当
事
者
の
口
か
ら
は
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂

と
い
う
名
は
一
度
も
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
二
〇
〇
七
年
に
保
存
会
が

作
成
し
た
﹃
島
唄
﹄
と
い
う
冊
子
に
も
そ
の
曲
名
は
み
ら
れ
な
い
。
一
九
八
三

年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
東
京
都
の
民
謡

島
嶼
編
│
東
京
都
民
謡
緊
急
調
査
報
告
﹄

− 43 −



︵
東
京
都
教
育
長
社
会
教
育
部
文
化
課
︶
で
も
、
調
査
対
象
曲
目
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
聞
き
取
り
調
査
が
終
了
し
一
同
が
座
卓
を
囲
ん
で
次
第

に
く
つ
ろ
ぎ
は
じ
め
た
頃
、
誰
と
も
な
く
手
拍
子
と
と
も
に
そ
の
﹁
ウ
タ
﹂
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
が
歌
わ
れ
た
場
面
で
の
唱
和
と

談
話
で
あ
る
。
地
の
文
は
詞
章
、
※
は
全
員
で
の
囃
し
詞
、﹁

﹂
内
は
談
話

内
容
、︵

︶
内
は
非
言
語
的
情
報
の
補
足
な
ど
で
あ
る
。

一
イ
ヤ
ー
中
は
丸
山
ま
わ
り
は
屏
風

寒
さ
知
ら
ず
の
池
之
沢

※
﹁
シ
ョ
メ
ー
シ
ョ
メ
﹂

﹁
×
×
さ
ん
﹂

二
イ
ヤ
ー
沖
で
見
た
と
き
ゃ
鬼
島
と
見
た
が

来
て
み
り
ゃ
青
ヶ
島
は
情
け
島

※﹁
×
×
×
×
×
﹂︵
一
同
笑
う
︶

三
イ
ヤ
ー

わ
ら
な
・
・
・

﹁
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
よ
﹂
︵
一
同
笑
う
︶

﹁
×
×
×
×
﹂︵
数
名
か
ら
助
け
舟
が
入
る
︶

﹁
誰
か
に
た
と
え
て
い
い
か
ら
﹂︵
笑
い
声
︶﹁
誰
か
に
。
は
い
、
い
く

よ
ー
﹂

﹁
じ
ゃ
、
キ
ョ
ウ
コ
に
た
と
え
て
﹂

四
イ
ヤ
ー
わ
ら
な
キ
ョ
ウ
コ
は
ド
ン
ゴ
で
困
る
﹁
嫌
だ
ー
﹂︵
一
同
笑
う
︶

少
し
ほ
め
れ
ば
嬉
し
が
る
※

五
イ
ヤ
ー
歌
え
歌
え
と
責
め
か
け
ら
れ
て

歌
も
出
ま
せ
ず
汗
が
出
る
※

﹁
×
×
ち
ゃ
ん
﹂

六
イ
ヤ
ー
長
い
黒
髪
長
さ
は
背
丈

﹁
あ
れ
？
﹂

﹁
変
わ
ら
な
い
の
は
﹂︵
ほ
か
か
ら
助
け
舟
が
出
る
︶

か
ー
わ
ら
な
い
の
は
×
×
×

﹁
違
う
違
う
違
う
。
か
わ
い
こ
の
娘こ

は
島
育
ち
。﹂︵
歌
詞
の
訂
正
が
入
る
︶

※
﹁
シ
ョ
メ
ー
シ
ョ
メ
﹂︵
全
員
が
掛
け
声
を
か
け
る
︶

七
イ
ヤ
ー
月
が
出
ま
し
た
大
根

お

お

ね

の
沖
に

今
夜
踊
ら
に
ゃ
い
つ
踊
る
※

八
イ
ヤ
ー
月
の
丸
さ
と
恋
路
の
道
は

江
戸
も
青
ヶ
島
も
同
じ
こ
と
※

九
イ
ヤ
ー
高
い
燈
台
所し
ょ

に
霞
が
か
か
る

お
め
の
よ
け
娘こ

に
ゃ
目
が
か
か
る
※

︵
歌
い
終
わ
っ
て
即
座
に
︶﹁
や
っ
ぱ
り
青
ヶ
島
の
歌
じ
ゃ
な
き
ゃ
だ
め
だ

ね
、
こ
こ
は
。
八
丈
歌
、
歌
っ
ち
ゃ
だ
め
だ
ね
。﹂

﹁
じ
ゃ
、
島
言
葉
で
。﹂

十
イ
ヤ
ー
三
宝
港
で
初
め
て
逢
う
て

情
け
あ
る
島
青
ヶ
島
※

﹁
は
い
、
終
わ
り
ま
し
た
。﹂︵
一
同
笑
う
︶﹁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。﹂

五
分
程
度
の
短
い
時
間
で
あ
っ
た
が
、
一
人
が
歌
い
終
わ
る
と
次
の
歌
い
手

を
指
名
し
、
手
拍
子
に
合
わ
せ
て
歌
い
継
ぐ
。
指
名
を
受
け
た
人
は
即
座
に
言

葉
を
選
び
出
し
、
次
々
と
歌
掛
け
を
展
開
す
る
。
島
言
葉
と
呼
ば
れ
る
方
言
が

ふ
ん
だ
ん
に
詠ヽ

みヽ

込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
歌
わ
れ
る
場
が
酒
宴
な
ど
の
宴
席

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
夜
間
だ
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
歌
詞
も
多
種
多
様

で
自
由
な
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
九
八
三
年
﹃
東
京
の
民
謡

島
嶼
編
│
東
京
都

民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
﹄︵
東
京
都
教
育
庁
社
会
教
育
部
文
化
課
︶
で
も
、
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﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
は
調
査
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
他
方
、
同
書
の
小
笠
原

村
・
母
島
沖
村
の
﹁
母
島
シ
ョ
メ
節
﹂
は
調
査
対
象
曲
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
当
事
者
に
と
っ
て
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
は
、
郷
土
芸
能
や
文
化
財
と
し
て
﹁
守

る
﹂
意
識
で
は
な
く
、
特
別
に
﹁
民
謡
﹂
な
ど
と
意
識
す
る
対
象
で
は
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
新
聞
を
読
む
際
に
節
付
け
を
し
た
時
代
や
地
域
が
あ
る
よ

う
に
、
あ
る
い
は
鼻
歌
を
歌
う
よ
う
に
、﹁
ウ
タ
﹂
は
生
活
の
中
で
無
意
識
に

歌
わ
れ
る
。
青
ヶ
島
の
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
は
、
ま
さ
に
日
常
に
埋
め
込
ま
れ
た
行

為
と
で
も
い
う
べ
き
存
在
な
の
だ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
は
行
政
が
保

存
す
る
よ
う
な
対
象
と
は
異
な
る
性
質
の
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

実
際
に
、
ほ
ぼ
即
興
で
そ
の
場
に
合
っ
た
言
葉
や
自
身
の
頭
に
浮
か
ん
だ
イ

メ
ー
ジ
を
、
即
座
に
七
七
七
五
の
詞
型
に
詠
み
込
ん
で
い
く
過
程
は
あ
る
程
度

の
熟
練
が
必
要
で
、
単
純
な
旋
律
に
乗
せ
て
伸
び
や
か
に
瞬
時
に
言
葉
を
紡
ぎ

出
す
に
た
め
は
、
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
身
体
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。
即
興
の

掛
け
合
い
歌
と
い
う
性
質
上
、
も
ち
ろ
ん
歌
詞
は
そ
の
都
度
変
化
す
る
。
し
か

し
記
録
さ
れ
印
刷
さ
れ
た
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
を
い
く
つ
か
比
較
す
る
と
そ
の
歌
詞

は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
歌
わ
れ
た
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
の
歌
詞
は
、
部

分
的
に
は
同
一
で
も
従
来
の
資
料
に
は
見
ら
れ
な
い
詞
章
が
多
数
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
今
回
披
露
さ
れ
た
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら

れ
た
。

︵
一
︶
方
言
で
あ
る
青
ヶ
島
言
葉
で
歌
う

︵
二
︶
歌
い
終
わ
る
と
す
ぐ
次
の
歌
い
手
を
指
名
す
る

︵
三
︶
指
名
さ
れ
る
と
﹁
イ
ヤ
ー
﹂
と
い
う
短
い
歌
い
出
し
で
具
体
的
歌
詞

や
イ
メ
ー
ジ
を
即
座
に
準
備
す
る

︵
四
︶
指
名
を
受
け
て
か
ら
歌
い
出
し
ま
で
は
手
拍
子
の
間
合
い
を
見
て
入

る
が
、
そ
の
間
合
い
は
個
人
的
に
異
な
り
自
由
で
あ
る

︵
五
︶
全
員
で
の
手
拍
子
は
歌
が
中
断
し
て
も
し
続
け
る

︵
六
︶﹁
正
調
﹂
と
い
っ
た
概
念
は
な
く
個
人
の
特
徴
が
尊
重
さ
れ
る

八
丈
島
の
﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
と
詞
章
面
で
の
類
似
点
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
が
、

演
者
た
ち
は
今
回
調
査
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
﹁
青
ヶ
島
﹂
ら
し
さ

を
演
出
す
る
た
め
の
青
ヶ
島
方
言
や
地
名
、
月
夜
や
月
見
踊
り
の
情
景
を
歌
詞

に
詠
み
込
む
こ
と
を
自
ら
意
識
し
工
夫
し
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
青
ヶ
島
の
事
象
や
心
象
風
景
、
イ
メ
ー
ジ
な
ど
が
詠
み
込
ま
れ
た
詞
章
の

部
分
で
あ
る
。
時
代
を
超
え
て
こ
う
し
た
掛
け
合
い
の
歌
が
島
の
人
々
に
記
憶

さ
れ
、
た
と
え
途
切
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
歌
い
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
彼
ら

が
単
に
多
く
の
歌
詞
や
フ
レ
ー
ズ
を
身
体
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
る
だ
け

で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
歌
を
作
る
過
程
で
情
景
・
心
情
・
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ

を
言
語
化
し
、
あ
る
い
は
﹁
見
立
て
﹂
に
も
似
た
連
想
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に

は
、
作
歌
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
︵
修
辞
技
法
︶
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
証
拠

に
先
述
の
詞
章
を
分
析
し
て
み
る
と
、
以
下
の
表
現
技
法
の
特
徴
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
る
。

・
前
の
歌
い
手
に
歌
い
掛
け
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
う
行
為
が
見
ら
れ
る

・
直
接
の
問
い
か
け
は
な
い
が
、
前
歌
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
に
よ
り
﹁
掛

詞
﹂
的
技
法
や
﹁
見
立
て
﹂
の
よ
う
な
前
句
引
用
法
が
見
ら
れ
る

・﹁
は
じ
め
て
見
た
時
﹂﹁︵
島
に
︶
来
て
み
り
ゃ
﹂
な
ど
の
対
句
的
用
法
が
前

後
の
歌
に
み
ら
れ
る

歌
詞
の
具
体
的
な
分
析
は
次
稿
に
譲
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
特
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徴
か
ら
は
、
一
曲
を
個
人
が
歌
う
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
曲
節
で
複
数
の
唱
者

が
歌
を
掛
け
合
う
よ
う
な
集
団
で
の
作
歌
方
法
で
は
、
特
に
旋
律
が
短
く
単
純

な
繰
り
返
し
が
多
い
ほ
ど
、
詞
章
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
意
識
が
向
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
記
録
さ
れ
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
歌
詞
に

は
な
い
、
瞬
時
に
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
醍
醐
味
が
生
ま
れ

る
。
そ
れ
は
﹁
狭
義
の
民
謡
﹂
と
は
違
っ
た
、
青
ヶ
島
な
ら
で
は
の
﹁
ウ
タ
﹂

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
象
だ
と
理
解
で
き
る
。
七
七
七
五
と
い
う
短
い
言

葉
に
の
せ
て
、
非
日
常
的
な
儀
礼
空
間
で
創
造
さ
れ
る
﹁
ウ
タ
﹂
の
修
辞
技
法

と
演
技
の
身
体
技
法
は
、
青
ヶ
島
の
祭
礼
儀
式
の
場
で
も
い
か
ん
な
く
発
揮
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、
主
に
文
化
人
類
学
の
分
野
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
﹁
民
謡
＝
国
民
文

化
の
創
出
﹂
と
い
う
従
来
の
言
説
と
は
異
な
っ
た
、
離
島
・
青
ヶ
島
に
お
け
る

﹁
ウ
タ
﹂
の
創
造
・
再
想
像
の
過
程
を
、
詞
章
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
着
目
し
な
が

ら
見
て
き
た
。
青
ヶ
島
に
お
け
る
﹁
郷
土
芸
能
﹂
の
実
践
に
は
青
ヶ
島
郷
土
芸

能
保
存
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
員
は
島
の
信
仰
儀
礼
を
司
る
祭

礼
組
織
の
構
成
員
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
本
稿
に
は
、
両
組
織
を
と
り
ま
く
人

間
関
係
の
布
置
連
関
の
中
で
対
象
芸
能
を
分
析
す
る
視
点
に
深
め
る
余
地
が

残
っ
て
い
る
。
今
後
は
そ
う
し
た
両
組
織
の
関
連
性
を
考
慮
し
た
上
で
の
詞
章

分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
今
回
は
東
京
都
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
の
一
環
と
し
て
当
事
者
か
ら
聞

き
取
り
を
行
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
東
京
都
内
全
域
に
存
在
す
る
﹁
民
俗
芸

能
﹂
の
実
態
を
俯
瞰
的
に
確
認
す
る
悉
皆
調
査
特
有
の
均
質
化
さ
れ
た
調
査
項

目
の
枠
組
み
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
芸
能
実
践
の
実
態
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は

行
政
が
求
め
る
民
俗
芸
能
像
と
、
当
事
者
側
の
民
俗
芸
能
観
の
若
干
の
ズ
レ
が

存
在
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
に
﹁
民
謡
﹂
同
様
、﹁
民
俗
芸
能
﹂

と
い
う
行
政
用
語
の
曖
昧
さ
が
も
た
ら
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
残
し
つ
つ
も
、
ま
ず
は
フ
ィ
ー
ル
ド
の
声
を
忠
実
に

開
く
こ
と
で
、
行
政
調
査
報
告
書
か
ら
は
見
え
に
く
い
当
事
者
の
意
識
が
少
し

で
も
伝
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

謝
辞青

ヶ
島
調
査
の
際
に
は
菊
池
利
光
村
長
、
青
ヶ
島
村
教
育
委
員
会
、
青
ヶ
島

郷
土
芸
能
保
存
会
、
宮
前
功
氏
︵
東
京
都
教
育
庁
地
域
教
育
支
援
部
︶、
小
野

寺
節
子
氏
︵
國
學
院
大
学
︶
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
新
井
良
一
氏
、

奥
山
直
子
氏
、
奥
山
京
子
氏
、
小
元
晃
子
氏
を
は
じ
め
青
ヶ
島
の
方
々
に
は
貴

重
な
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註
１

調
査
の
成
果
は
各
都
道
府
県
が
ま
と
め
た
報
告
書
お
よ
び
録
音
テ
ー
プ
と
い
い
う
形

で
文
化
庁
に
提
出
、
そ
の
後
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
成
果
の
活
用
化
を
は
か
る
た
め
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
さ
れ
二
〇
〇
七
年
よ
り
文
字
資
料
の
み
利
用
が
可
能
で
あ
る
。

２

桜
井
雅
人
﹁
民
謡
と
民
俗
性
﹂﹃
一
橋
論
叢
﹄
八
三
︵
四
︶
一
橋
大
学
、
一
九
八
〇
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年
、
五
五
四
～
五
七
〇
頁
。

３

﹃
東
京
都
の
民
俗
芸
能
│
東
京
都
民
俗
芸
能
調
査
報
告
書
﹄
東
京
都
教
育
長
地
域
教
育

支
援
部
管
理
課
、
二
〇
一
二
年
。

４

二
〇
一
一
年
に
東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
︵
民
俗
芸
能
︶
と
な
り
、
青
ヶ
島
郷

土
芸
能
保
存
会
が
伝
承
す
る
﹁
ウ
タ
﹂
や
﹁
オ
ド
リ
﹂
は
、
あ
ら
た
に
﹁
青
ヶ
島
の
島

踊
﹂
と
総
称
さ
れ
た
。

５

近
代
国
家
形
成
期
の
﹁
民
謡
﹂
概
念
の
﹁
発
見
﹂
に
関
し
て
、
鈴
木
貞
美
は
﹁
民
謡
﹂

と
い
う
語
は
﹁
単
な
る"

V
o
lk
s
lie
d"

の
翻
訳
語
に
す
ぎ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
﹂
と

し
、
そ
の
論
拠
と
し
て
江
戸
時
代
に
既
に
﹁
民
謡
﹂
に
あ
た
る
概
念
が
﹁
俚
謡
﹂
な
ど

の
呼
称
に
お
い
て
町
民
・
農
民
文
化
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、﹁
雅
俗
に
隔

た
ら
れ
た
俗
の
文
化
に
属
し
、
﹃
国
民
文
化
﹄
と
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
﹂
こ

と
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
鈴
木
貞
美
﹁
民
謡
の
収
集
を
め
ぐ
っ
て
︱
概
念
史
研
究
の
立

場
か
ら
﹂
鈴
木
秀
美
・
劉
建
輝
編
﹃
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
鍵
概
念
︱
民
族
、
国
家
、

民
族
主
義
﹄
︵
中
山
大
学
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
催
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報

告
書
︶
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
、
一
～
七
頁
。

６

阪
井
葉
子
﹁
明
治
期
に
お
け
る
﹃
民
謡
﹄
概
念
の
成
立
﹂
大
阪
大
学
ド
イ
ツ
文
学
会

﹃
独
文
学
報
﹄
二
一
、
八
三
～
一
〇
四
頁
。

７

川
村
清
志
﹁
民
謡
を
出
現
さ
せ
た
権
力
と
メ
デ
ィ
ア
︱
﹃
能
登
麦
屋
節
﹄
を
中
心
と

し
て
﹂
赤
坂
憲
雄
編
﹃
現
代
民
俗
誌
の
地
平
２

権
力
﹄
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、

一
〇
二
～
一
三
四
頁
。

８

前
掲
書
、
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

９

川
村
清
志
﹁
国
民
文
化
と
し
て
の
民
謡
の
誕
生
﹂
﹃
人
間
・
環
境
学
﹄
第
八
巻

京
都

大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
、
一
九
九
九
、
六
九
～
八
二
。

山
本
ひ
ろ
子
﹁
青
ヶ
島
の
儀
礼
、
海
を
渡
る
﹂︵
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
︶
Ｄ
Ｖ
Ｄ
﹃
青
ヶ

10
島
の
神
事
と
芸
能
﹄
第
二
三
回
東
京
の
夏
音
楽
祭
二
〇
〇
七

島
へ
︱
海
を
渡
る
音
、
日

本
伝
統
文
化
振
興
財
団
、
二
〇
〇
七
年
、
一
～
四
頁
。

谷
口
貢
﹁
青
ヶ
島
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂﹃
駒
沢
大
学
文
化
﹄
一
〇

駒
沢
大
学
、
一

11
九
八
七
年
、
一
八
五
～
二
〇
七
頁
。

菅
田
正
昭
﹃
青
ヶ
島
の
神
々
︱
„
で
い
ら
ほ
ん
流
�
神
道
の
星
座
﹄
創
土
社
、
二
〇

12
一
二
年
、
八
頁
。

シ
ャ
ニ
ン
は
主
に
世
襲
制
で
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
ウ
ラ
ベ
は
シ
ャ
ニ
ン

13
の
中
か
ら
推
薦
あ
る
い
は
氏
子
の
中
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
祖
父
や
父

が
神
役
を
つ
と
め
る
場
合
、
自
然
に
神
役
に
従
事
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
実
際
に
は
祭

礼
に
参
加
し
祭
文
や
太
鼓
を
習
得
す
る
過
程
を
通
し
て
﹁
一
人
前
﹂
と
承
認
さ
れ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
ウ
ラ
ベ
は
榊
の
葉
に
炭
火
を
の
せ
天
候
な
ど
を
占
う

﹁
占
焼
き
﹂、
湯
立
て
の
鍋
に
米
粒
を
入
れ
て
占
う
﹁
ユ
ノ
ミ
﹂
な
ど
の
ほ
か
、
俗
に
い

う
﹁
お
祓
い
﹂
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
﹁
ハ
カ
セ
﹂
と
称
す
る
﹁
船
霊
祭

り
﹂
の
儀
礼
を
執
行
す
る
神
役
も
い
た
。
こ
う
し
た
祭
礼
組
織
お
よ
び
青
ヶ
島
の
信
仰

全
般
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ニ
ン
を
経
験
し
た
菅
田
正
昭
の
前
掲
書
を
参
照
し
た
。

L
av
e,

J.
&

W
en
g
er,

E
.

(
1
9
9
1
)S

itu
ated

L
earn

in
g
:
L
eg
itim

ate
p
erip

h
eral

p
artici-

14p
atio

n
.
C
am

b
rid

g
e
U
n
iv
ersity

P
ress.

ジ
ー
ン
・
レ
イ
ヴ
＆
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ウ
ェ
ン

ガ
ー
著

佐
伯
胖
訳
﹃
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た
学
習
︱
正
統
的
周
辺
参
加
﹄
産
業
図
書
、

一
九
九
三
年
。

前
掲
書
、
山
本
ひ
ろ
子
﹁
青
ヶ
島
の
儀
礼
、
海
を
渡
る
﹂、
三
頁
。

15

以
下
の
四
資
料
か
ら
青
ヶ
島
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
﹁
民
謡
﹂
を
概
観
し
た
。︵
一
︶

16﹃
東
京
の
民
謡

島
嶼
編
︱
東
京
都
民
謡
緊
急
調
査
報
告
﹄
東
京
都
教
育
庁
社
会
教
育
部
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文
化
課
、
一
九
八
三
年
。
︵
二
︶
青
ヶ
島
村
教
育
委
員
会

青
ヶ
島
村
村
勢
要
覧
編
集
委

員
会
編
﹃
青
ヶ
島
の
生
活
と
文
化
﹄
青
ヶ
島
村
役
場
、
一
九
八
四
年
。︵
三
︶
Ｃ
Ｄ

﹃
青
ヶ
島
の
唄
︱
島
に
息
づ
く
遠
い
記
憶
﹄
青
ヶ
島
村
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
〇
年
。

︵
四
︶
﹃
島
唄
﹄
青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
、
二
〇
〇
七
年
。

青
ヶ
島
郷
土
芸
能
保
存
会
の
会
員
に
よ
れ
ば
、
当
時
は
有
志
四
、
五
人
が
、
個
人
所

17
蔵
の
古
い
録
音
テ
ー
プ
を
借
り
る
な
ど
し
て
再
現
し
た
と
い
う
。
ま
た
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
と
ビ
ー
ル
を
持
ち
年
配
が
い
る
家
庭
を
訪
問
し
、
延
々
と
話
を
聞
く
中
で
か
つ
て

の
﹁
ウ
タ
﹂
と
﹁
オ
ド
リ
﹂
を
復
元
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
既
に
島
を
離
れ
た
旧
島
民

の
場
合
は
ビ
デ
オ
持
参
で
訪
問
し
撮
影
し
た
。

今
回
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
島
に
発
電
施
設
が
建
設
さ
れ
る
以
前
は
、
お
盆
や
月

18
見
の
際
に
村
の
至
る
と
こ
ろ
で
踊
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
の
月
明
か
り
の
記
憶
が
強
く
印

象
に
残
っ
て
い
る
と
の
談
話
が
多
く
得
ら
れ
た
。
一
九
六
六
年
以
降
、
島
に
電
気
が
来

て
以
来
、
生
活
が
激
減
し
た
と
い
う
。

水
野
五
十
子
﹁
青
ヶ
島
の
民
謡
と
踊
り
﹂
︵
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
︶
Ｄ
Ｖ
Ｄ
﹃
青
ヶ
島
の

19
神
事
と
芸
能
﹄
第
二
三
回
東
京
の
夏
音
楽
祭
二
〇
〇
七

島
へ
︱
海
を
渡
る
音
、
日
本
伝

統
文
化
振
興
財
団
、
二
〇
〇
七
年
、
六
～
一
三
頁
。

前
掲
書
、
青
ヶ
島
村
教
育
委
員
会
、
青
ヶ
島
村
村
勢
要
覧
編
集
委
員
会
編
﹃
青
ヶ
島

20
の
生
活
と
文
化
﹄
五
四
二
～
五
五
二
頁
。

﹁
シ
ョ
メ
節
﹂
は
酒
宴
の
際
の
歌
と
し
て
、
青
ヶ
島
と
八
丈
島
の
ほ
か
、
小
笠
原
村
に

21
も
﹁
母
島
シ
ョ
メ
節
﹂
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
七
七
年
の
入
植
時
に
最
初
に
移
住
し
た

日
系
人
が
八
丈
島
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
食
料
事
情
が
厳
し
か
っ
た
八
丈
島

で
は
江
戸
時
代
か
ら
関
東
な
ど
へ
の
島
外
開
拓
移
住
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
以

後
も
当
地
へ
の
移
住
者
は
八
丈
島
出
身
者
が
比
較
的
多
か
っ
た
。
ま
た
母
島
の
み
な
ら

ず
﹁
父
島
シ
ョ
メ
節
﹂﹁
硫
黄
島
シ
ョ
メ
節
﹂
も
同
様
に
存
在
す
る
。
小
西
潤
子
﹁
歌
や

芸
能
の
越
境
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
造
︱
﹃
小
笠
原
の
民
謡
﹄
の
ア
レ
ン
ジ
を
め

ぐ
っ
て
﹂
ダ
ニ
エ
ル
・
ロ
ン
グ
編
集
﹃
小
笠
原
学
こ
と
は
じ
め
﹄
南
方
新
社
、
二
〇
〇

二
年
、
一
六
二
～
一
九
三
頁
。
北
国
ゆ
う
﹁
小
笠
原
諸
島
の
民
謡
の
受
容
と
変
容
︱
そ

の
こ
と
は
じ
め
﹂
前
掲
書
、
一
二
九
～
一
六
〇
頁
。
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