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伝
統
的
な
木
造
船
に
は
一
般
に
「
船
霊
」
と
呼
ば
れ
る
、
船
の
航
海
安
全
や
豊
漁
を
祈
願
す
る
神

霊
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
琉
球
地
域
の
木
造
船
（
刳
り
舟
・
サ
バ
ニ
・
板
付
け
舟
、
等
）
の
船
霊
信

仰
に
は
、
姉
妹
を
守
護
神
と
し
て
信
仰
す
る
ヲ
ナ
リ
神
信
仰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
例
が
少
な
く
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
船
の
用
材
と
な
る
樹
木
に
対
す
る
信

仰
に
注
目
し
て
、
船
の
守
護
神
と
し
て
の
女
性
神
の
信
仰
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
。

　

船
大
工
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
造
船
は
、
山
中
に
お
け
る
樹
木
の
伐
採
か
ら
始
ま
り

進
水
式
を
も
っ
て
完
成
す
る
が
、
そ
の
間
、
樹
霊
や
こ
れ
と
か
か
わ
る
山
の
神
に
対
す
る
祭
祀
が
重

要
な
作
法
と
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
奄
美
大
島
の
事
例
で
あ
る
が
、
八
重
山
地
域
に
ま
で
目
を
広

げ
れ
ば
、
船
の
用
材
と
な
る
樹
木
を
女
性
と
認
識
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
口
頭
伝
承
（
歌
謡
）

も
あ
り
、
樹
木
に
宿
る
樹
霊
と
女
性
神
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
推
測
さ
れ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
船
大
工
に
よ
る
伐
木
の
際
の
、
樹
霊
や
山
の
神
へ
の
断
り
の
際
に
は
、
斧
の
ほ
か
、

墨
壺
・
墨
差
し
・
曲
尺
な
ど
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
れ
は
、
屋
普
請
を
行
う
大
工
も
同
様

で
、
建
築
儀
礼
の
際
に
は
山
の
神
や
樹
霊
に
対
す
る
祭
祀
が
重
要
視
さ
れ
た
。
船
大
工
や
大
工
は
、

そ
の
職
と
関
わ
る
祭
儀
に
お
い
て
職
道
具
を
祭
具
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
き
に
こ
れ
ら
の

道
具
を
用
い
て
呪
詛
を
お
こ
な
う
な
ど
、
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
呪
力
を
発
揮
し
た
り
し
た
。

　

結
び
と
し
て
、
こ
う
し
た
琉
球
地
方
の
航
海
や
船
体
に
か
か
わ
る
女
性
神
や
、
造
船
の
際
の
樹
霊

に
対
す
る
信
仰
を
、
当
地
域
と
の
長
い
時
代
に
わ
た
る
交
流
の
あ
っ
た
大
陸
や
台
湾
と
の
習
俗
と
比

較
し
た
。
台
湾
の
龍
船
競
争
に
お
け
る
媽
祖
信
仰
や
、
貴
州
省
の
苗
族
や
台
湾
少
数
民
族
の
造
船
儀

礼
な
ど
、
松
尾
の
調
査
し
た
事
例
を
中
心
に
あ
げ
た
が
、
今
後
の
比
較
民
俗
に
向
け
て
の
視
座
を
定

め
る
た
め
の
試
論
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
琉
球
、
船（
舟
）、
女
性
神
、
樹
霊
、
中
国
・
台
湾
の
船（
舟
）と
信
仰

は
じ
め
に
―
船
霊
と
オ
ナ
リ
神
―

❶
船
大
工
と
船
霊
・
木
霊
の
祭
祀
と
呪
法

❷
職
道
具
に
よ
る
呪
詛

❸
船
と
オ
ナ
リ
神
と
樹
霊

❹
航
海
と
女
神
、船
体
と
樹
霊
―
琉
球
・
中
国
の
民
俗
比
較
に
向
け
て
―
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は
じ
め
に
―
船
霊
と
オ
ナ
リ
神
―

日
本
の
伝
統
的
な
和
船
に
は
、
航
海
の
安
全
を
守
護
し
、
祈
る｢

船
霊
様｣

と

呼
ば
れ
る
神
霊
が
祀
ら
れ
て
い
る
例
が
列
島
広
く
に
多
く
見
ら
れ
る
。
地
域
に
よ
る

差
や
ち
が
い
は
あ
る
が
、
人
形
、
女
性
の
毛
髪
、
サ
イ
コ
ロ
、
六
文
銭
な
ど
を
御
神

体
と
し
て
、
帆
柱
の
根
元
近
く
に
彫
っ
た
モ
リ
と
か
ツ
ツ
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
納
め

る
例
が
多
く
、
帆
柱
の
な
い
現
代
の
機
械
船
に
は
、
船
室
に
祀
っ
た
り
す
る
例
な
ど

も
少
な
く
な
い
。

　

船
霊
と
し
て
中
に
収
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
女
性
の
髪
に
つ
い
て
は
、
奄
美
・

沖
縄
を
中
心
と
す
る
南
西
諸
島
に
お
い
て
は
、
特
に
船
主
の
姉
妹
の
毛
髪
を
納
め
る

例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　

南
西
諸
島
に
は
、
姉
や
妹
が
兄
や
弟
の
守
護
神
と
な
る
と
い
っ
た
オ
ナ
リ
神
信
仰

が
広
汎
に
見
ら
れ
る
が
、
船
霊
と
し
て
姉
妹
の
毛
髪
を
納
め
る
の
も
こ
う
し
た
信
仰

に
基
づ
く
習
俗
と
い
え
る
。
ま
た
、
男
子
が
島
を
離
れ
る
際
に
、
姉
妹
の
項
の
髪
の

毛
を
乞
う
て
守
り
袋
に
入
れ
た
り
、
姉
妹
の
手
拭
を
貰
っ
て
旅
立
っ
た
り
す
る
風
習

も
か
つ
て
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
も
姉
妹
が
旅
や
航
海
を
す
る
兄
弟
の
安
全
を
守
る
オ

ナ
リ
神
と
な
る
と
い
っ
た
信
仰
に
基
づ
く
習
俗
で
あ
る

）
1
（

。

八
重
山
に
お
い
て
は

）
2
（

、
航
海
に
先
立
っ
て
、
風
旗
の
前
で
の
ツ
カ
サ
と
姉
妹
や

親
戚
の
女
性
た
ち
に
よ
る
祈
願
や
、
浜
で
の
船
頭
に
よ
る
船
霊
へ
の
祈
願
が
、
さ
ら

に
出
発
に
際
し
て
は
、
美
崎
御
嶽
で
大お

お
あ
も

阿
母
（
ツ
カ
サ
を
統
率
す
る
上
位
の
神
女
）

ら
の
祈
願
が
行
わ
れ
、
船
頭
ら
は
そ
の
祈
り
の
こ
も
っ
た
火
の
神
の
香
炉
の
灰
を
白

紙
に
包
ん
で
守
り
と
し
て
懐
中
に
し
ま
っ
た
と
い
い
、
一
方
、
ツ
カ
サ
や
姉
妹
は
、

三
日
三
晩
の
御
嶽
で
の
夜
籠
り
を
し
て
、
線
香
を
焚
き
通
し
て
祈
り
続
け
た
と
い

う
。
ま
た
、
航
海
人
の
あ
る
家
に
は
風
旗
を
立
て
、
高
い
木
の
上
や
竿
の
先
に
板
で

作
っ
た
舟
や
魚
の
模
型
を
吊
る
す
な
ど
の
光
景
も
近
年
ま
で
見
ら
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
地
域
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
古
い
習
俗
や
信
仰

は
、
早
く
に
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
明
治
後
期
に
奄
美
大
和
村
の
旧
家
に
生
れ

（
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
生
）、
近
代
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
奄
美
に
お
い
て
伝
統
の

習
俗
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
寄
せ
て
、
柳
田
国
男
に
学
ん
で
多
く
の
著
述
を
行
い
、

平
成
年
（
一
九
八
八
年
（
平
成
八
）
永
眠
）
ま
で
活
躍
し
た
長
田
須
磨
は
、
船
頭
の

室
に
姉ヲ

ナ
リ妹

の
髪
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
際
の
そ
の
驚
き
を
、
哀
し
く
も
不

思
議
な
伝
説
と
と
も
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

）
3
（

。

　
　
　

船
霊
様

船
神
は
ヲ
ナ
リ
神
（
姉
妹
）
に
ま
し
ま
す
の
で
、
船
頭
室
に
は
姉ヲ

ナ
リ妹

の
霊
と
し

て
、
ヲ
ナ
リ
の
頭
髪
を
貰
い
う
け
て
飾
っ
て
あ
る
。

こ
の
風
習
を
歌
に
託
し
た
の
に
次
の
よ
う
な
の
が
あ
る
。

船
の
外
と
も
に
、
ヨ
イ
ソ
ラ
、（
囃
）（
く
り
返
す
）

白
鳥
が
、
と
ま
っ
て
い
る
、
ヨ
イ
ソ
ラ

白
鳥
で
は
、
あ
ら
ぬ
、
ヨ
イ
ソ
ラ

私
の
オ
ナ
リ
神
ガ
ナ
シ
、
ソ
ラ
ヨ
イ
、
ソ
ラ
ヨ
イ

昔
話
に
オ
ナ
リ
が
機
織
の
手
を
休
め
て
昼
寝
を
し
て
い
た
と
い
う
。
母
親

が
、
そ
れ
を
ゆ
り
動
か
し
た
ら
、
娘
は
「
あ
ら
お
母
さ
ん
、
今
、
兄
さ
ん
が

海
に
溺
れ
て
救
う
時
、
そ
の
手
を
放
し
た
」「
あ
ゝ
兄
さ
ん
」
は
と
泣
い
た
。

そ
の
時
、
こ
の
兄
は
手
を
放
さ
れ
て
溺
死
し
た
。

ヲ
ナ
リ
は
エ
ヘ
リ
を
守
る
魂
の
地
位
に
あ
る
と
奄
美
は
信
じ
て
い
る
。

船
霊
様
に
ヲ
ナ
リ
神
の
頭
髪
を
飾
っ
て
あ
る
の
に
は
実
に
吃
驚
し
た
。（
以

下
略
）

　
「
舟
の
高
艫
節
」「
舟
の
外
艫
節
」「
ヨ
イ
ソ
ラ
節
」
の
名
で
知
ら
れ
る
、
こ
れ
と

同
様
の
歌
は
琉
球
歌
謡
に
も
見
ら
れ
る
。
海
を
飛
ぶ
白
鳥
を
航
海
を
守
護
す
る
オ
ナ

リ
神
と
す
る
信
仰
は
、
広
く
琉
球
文
化
圏
に
見
ら
れ
る
が

）
4
（

、
こ
う
し
た
、
航
海
を
守

護
す
る
海
鳥
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
新
た
に
復
興
さ
れ
た
祭
祀
が
あ
る
こ
と
も
注
目
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さ
れ
る
。

　

奄
美
大
島
、
龍
郷
の
神
社
、
安あ

ん
き
ゃ
ば

木
場
の
今
井
権
現
で
旧
暦
九
月
に
行
わ
れ
る
例
祭

で
あ
る
が
、
現
在
の
祭
儀
は
、
こ
の
地
出
身
で
あ
り
、
現
在
こ
の
社
の
祭
祀
を
司
る

ユ
タ
阿
世
知
照
信
氏
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
例
祭
は
、
社
に
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
白
鳥
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
、
そ
の

由
来
に
つ
い
て
阿
世
知
照
信
氏
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
阿
世
知
氏
記
資
料

に
基
づ
く
）。

宝
永
年
間
（
一
七
〇
〇
年
頃
）
に
、
薩
摩
（
鹿
児
島
県
）
山
川
港
よ
り
奄
美
に

向
け
て
出
港
し
た
一
隻
の
船
が
、
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
つ
い
に
は
呑
み
こ

ま
れ
よ
う
と
し
た
。
と
、
そ
の
と
き
、
二
羽
の
白
鳥
が
飛
ん
で
き
て
、
船
の

外そ
と

艫と
も

（
和
船
の
船
尾
の
突
出
部
分
）
に
と
ま
る
と
、
荒
れ
る
波
間
よ
り
船
が

再
び
浮
か
び
上
が
っ
た
。
船
員
た
ち
は
白
鳥
を
見
て
、
神
の
助
け
を
感
じ
、
勇

気
を
出
し
て
船
を
走
ら
せ
、
辿
り
つ
い
た
の
が
龍
郷
湾
は
今
井
権
現
を
見
上

げ
る
今
井
崎
で
あ
っ
た
。
苦
難
を
と
も
に
し
た
二
羽
の
白
鳥
は
、
風
雨
が
静
ま

り
、
波
も
穏
や
か
に
な
っ
た
の
を
確
か
め
る
と
、
安あ

ん
き
ゃ
ば

木
場
（
集
落
）
の
立
神

（
海
よ
り
突
き
出
し
た
岩
礁
）
を
廻
り
、
神
社
の
方
向
へ
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
こ
れ
を
聞
い
た
代
官
が
、
二
羽
の
木
彫
の
白
鳥
を
作
ら
せ
、
こ
れ
に
龍

宮
の
海
女
神
を
宿
ら
せ
て
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
御
神
体
と
し
て
、
神
社
に

祀
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
阿
世
知
氏
に
よ
り
、
旧
暦
九
月
九
日
朝
の
満
潮
時
に
行
わ
れ
る
例
祭
は
、

陰
月
大
神
で
も
あ
る
こ
の
龍
宮
の
女
神
と
、
男
性
の
太
陽
大
神
と
の
再
会
を
実
現
さ

せ
る
た
め
の
儀
礼
と
い
い
、
十
人
を
超
え
る
子コ

ガ
ミ
サ
マ

神
様
（
ユ
タ
の
人
々
）
と
と
も
に
行

わ
れ
る
。
早
朝
、
今
井
権
現
下
の
美
し
い
浜
辺
の
大
岩
の
上
に
上
が
り
、
各
人
、
木

彫
の
白
鳥
と
ダ
ン
ゴ
、
線
香
を
供
え
る
。
そ
し
て
、
親
神
の
阿
世
知
氏
に
従
っ
て
、

と
も
に
ス
ス
キ
の
穂
を
振
り
太
鼓
を
鳴
ら
し
、
龍
宮
女
神
を
招
い
て
、
航
海
安
全
の

ほ
か
大
漁
祈
願
、
疫
病
除
去
等
の
多
く
の
祈
願
を
行
う
。
岩
よ
り
降
り
、
海
に
膝
ま

で
入
っ
て
、
沖
に
向
か
っ
て
同
様
に
祈
願
を
行
っ
た
後
、
急
勾
配
の
石
段
を
登
り
、

山
の
上
の
神
社
の
さ
ら
に
そ
の
上
、
頂
上
ま
で
上
が
っ
て
、
祭
壇
を
組
み
、
白
鳥
を

飾
り
供
物
を
供
え
て
、
阿
世
知
氏
が
祈
願
を
行
い
、
そ
の
前
で
次
々
と
子コ

ガ
ミ
サ
マ

神
様
が
踊

り
、
さ
ら
に
神
社
に
入
っ
て
同
様
の
祈
願
を
行
う
。
そ
う
し
て
正
午
ご
ろ
、
奄
美
の

多
く
の
祝
宴
、
島
遊
び
と
同
様
、
神
社
の
前
庭
に
て
ユ
タ
の
人
々
と
参
拝
に
訪
れ
た

安
木
場
の
氏
子
の
人
々
ら
が
と
も
に
六
調
を
踊
っ
て
終
了
と
な
る
。

親
神
阿
世
知
氏
の
木
彫
の
白
鳥
は
、
氏
が
諸
祭
祀
や
病
者
の
治
療
祈
禱
を
行
う

祭
壇
に
も
祭
ら
れ
て
い
る
。
阿
世
知
氏
の
祭
壇
組
や
そ
の
飾
り
は
、
氏
が
ユ
タ
と
し

て
成
巫
し
た
際
に
啓
示
を
受
け
て
作
っ
た
も
の
と
い
う
が
、
こ
の
白
鳥
が
宿
す
と
い

う
龍
宮
女
神
に
、
航
海
を
守
護
す
る
オ
ナ
リ
神
と
し
て
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
も
で

き
る
。民

俗
的
な
信
仰
が
趨
勢
と
し
て
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
都
市
に
お
い
て
誕

生
し
続
け
る
ユ
タ
と
と
も
に
、
新
た
な
航
海
祈
願
の
信
仰
を
背
景
と
す
る
新
た
な
祭

儀
を
生
成
す
る
力
を
今
な
お
有
し
て
い
る
も
の
と
い
る
が
、
本
稿
で
は
琉
球
地
域
の

伝
統
的
な
木
造
船
（
刳
り
船
・
サ
バ
ニ
・
板
付
け
船
、
等
）
へ
の
信
仰
や
祭
儀
に
つ

い
て
、
用
材
と
な
る
樹
木
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
て
、
考
察
し
た
い
。

❶
船
大
工
と
船
霊
・
木
霊
の
祭
祀
と
呪
法

　

船
に
祀
ら
れ
る
船
霊
は
、
木
造
船
が
完
成
し
て
、
進
水
式
を
行
う
際
に
こ
れ
を
籠

め
る
作
法
が
行
わ
れ
る
。

奄
美
に
お
い
て
伝
統
の
造
船
の
技
術
を
伝
え
る
坪
山
豊
氏
の
場
合
、
女
性
の
髪

の
毛
・
米
・
結
ん
だ
昆
布
等
、
七
つ
の
品
を
埋
め
込
み
納
め
て
、
呪
言
を
唱
え
る
と

い
う
が
、
次
の
唱
え
言
は
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
）
に
、
造
船
の
完
成
に
際
し
て

船
霊
を
籠
め
る
た
め
に
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
で
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
龍
宮
女
神
に

航
海
の
安
全
な
ど
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
。
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船
魂
込
め
て
航
海
安
全
大
漁
願
い

七ナ
ナ
ウ
ネ峰

七
谷
の
神
様
拝
み
願
い
て
立
て
ぃ
、
神ミ

山ヤ
マ

・
奥
山
・
深フ

カ

山
ぬ
神
様
拝
み

願
い
立
て
ぃ
、
天ア

マ

太テ
イ

陽ラ

と
雨ツ

ユ
や
朝
夕
冠カ

ム
て
ぃ
、
山
神
様
ぬ
木
ぬ
延
び
栄
え
美

ら
さ
、
年
月
日
ぬ
廻
れ
ば
船
ば
造
れ
ん
大
木
を
受
賜
ら
て
ぃ
、
墨
差
・
墨
壺ツ

ボ
・

バ
ン

丈ジ
ヨ

尺カ
ネ

当ア

て
い
薙ナ

じ
や
る
木
や
、
脇
き
美
ら
さ
造
や
る
船
や
、
棚
内
美
さ
海

原
に
浮
べ
て
浮
き
美
さ
走
り
る
船
や
、
一
ツ
ぬ
波
越
え
て
七
ツ
ぬ
波
越
え
て
、

三
岬
廻
て
い
島
々
廻
れ
ば
、
船
魂
込
て
い
、
龍ネ

リ
宮ヤ

カ
ナ
ヤ
海
女
神
ば
祭
り
込
め

て
、
朝
夕
、
月
夜
・
闇
夜
・
満
月
・
朔
日
潮
ぬ
満
引
節
の
廻
り
そ
、
火
災
・
地

震
・
雷
・
暴
風
・
龍
巻
神
、
イ
カ
・
鯨
や
除
ら
れ
て
出
船
入
船
安
全
航
海
大
漁

謹
ん
で
お
祈
り
お
願
い
申
上
ゲ
ま
す

　

こ
の
文
言
は
、
実
は
坪
山
氏
が
親
交
の
あ
る
ユ
タ
神
阿
世
知
氏
に
依
頼
し
て
作
っ

て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
山
の
神
に
対
す
る
感
謝
が
捧
げ

ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

奄
美
に
お
い
て
は
、
棟
上
等
、
家
の
普
請
の
場
合
、
樹
木
と
そ
の
山
の
神
の
祭
祀

が
行
わ
れ
た

）
5
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。
こ
の
、
木
造
船
の
造
船
過
程
に
お
い
て
も
、
船
材
と
す
る
樹
木
を
山

の
神
の
許
し
を
得
て
貰
い
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
樹
木
や
そ
の
山
の
神
に
対
す
る
祭
祀
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

船
霊
に
対
す
る
祭
祀
が
、
海
と
山
の
両
方
の
神
霊
に
関
わ
る
祭
儀
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
山
の
神
と
の
関
連
で
は
ま
た
、
墨
差
・
墨
壺
・
曲
尺
と

い
っ
た
道
具
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
山
中
で
木
を
伐
り
、
船
材
と
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
が
、

興
味
深
い
の
は
単
に
伐
採
に
使
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
伐
木
の
際
に
は
こ
れ
ら
の
道

具
に
よ
っ
て
、
木
や
山
の
神
霊
に
働
き
か
け
る
作
法
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）、
宇
検
村
出
身
の
坪
山
氏
は
二
十
歳
の
と
き
大
和
村
大

金
久
の
船
大
工
を
師
匠
と
し
て
弟
子
入
り
し
修
業
し
た
。
現
在
で
は
、
奄
美
の
山
中

に
お
い
て
船
材
と
す
る
た
め
の
伐
木
を
行
っ
た
最
後
の
一
人
と
な
っ
た
が
、
そ
の
お

お
よ
そ
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

入
っ
た
の
は
、
名
音
・
戸
円
・
大
和
浜
・
大
金
久
・
湯
湾
釜
・
志
戸
勘
の
六
つ
の

集
落
の
山
で
、
一
年
の
中
、
十
一
月
か
ら
二
月
（
旧
暦
）
の
約
四
ヵ
月
間
、
師
匠
の

息
子
で
も
あ
っ
た
兄
弟
子
と
二
人
で
川
の
近
く
に
作
っ
た
山
小
屋
に
お
い
て
自
炊
し

て
寝
泊
り
し
、
山
中
に
分
け
入
っ
て
伐
木
を
行
い
、
鋸
で
挽
い
て
板
材
と
し
、
そ
の

年
一
年
分
の
用
材
の
準
備
を
し
た
。

　

山
中
は
涼
し
く
、
仕
事
は
苦
し
か
っ
た
り
辛
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
お
も

し
ろ
い
よ
う
に
は
か
ど
っ
た
し
、
夜
は
虫
の
声
を
聞
く
の
が
な
に
よ
り
楽
し
み
で
、

退
屈
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
冬
季
な
の
で
、
ハ
ブ
の
心
配
も
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

よ
り
も
恐
ろ
し
か
っ
た
の
は
ケ
ン
ム
ン
で
あ
っ
た
…
、
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
山
か
ら
の
船
材
調
達
の
仕
事
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
伐
木
の
際

の
作
法
で
、
師
匠
か
ら
の
教
え
と
、
実
践
、
体
験
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。

丁
稚
奉
公
時
代
、
師
匠
か
ら
は
、
山
で
木
を
伐
る
と
き
に
は
必
ず
、
斧
を
両
方

か
ら
伐
る
真
似
を
し
て
叩
く
よ
う
に
、
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
斧
に
は
切
れ
目

が
、
左
面
に
三
つ
、
右
面
に
四
つ
あ
る
が
、
こ
れ
は
魔
除
け
と
し
て
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。

木
を
倒
す
前
に
、
魔
除
け
の
た
め
に
木
の
前
で
斧
を
三
振
り
す
る
と
、
木
が
風

も
な
い
の
に
揺
れ
た
り
、
動
き
だ
す
場
合
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
木

は
伐
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
山
の
神
木
」
で
あ
る
か
ら
、
伐
っ
て
は
な
ら
な

い
ん
で
す
が
、
民
謡
に
も
そ
の
こ
と
は
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

木
を
伐
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
木
が
怒
っ
た
と
い
う
こ
と
も
実
際
に
経
験
し
て

い
ま
す
。
山
の
神
、
あ
る
い
は
こ
の
木
を
住
み
か
と
す
る
ケ
ン
ム
ン
が
怒
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
も
異
変
が
起
こ
ら
な
い
木

は
、
伐
っ
て
も
よ
い
、「
や
さ
し
い
木
」
な
ん
で
す
。
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ケ
ン
ム
ン
と
は
、
奄
美
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
た
、
山
で
ガ
ジ
ュ
マ
ル
や
ア
コ
ウ

の
老
木
等
に
棲
む
と
さ
れ
る
精
霊
で
、
沖
縄
の
キ
ジ
ム
ナ
ー
に
相
当
す
る
神
霊
で
あ

る
。
山
ば
か
り
で
な
く
街
中
に
お
い
て
も
、
ケ
ン
ム
ン
と
遭
遇
し
て
恐
ろ
し
い
思
い

を
し
た
と
い
う
証
言
は
、
奄
美
で
は
、
現
在
で
も
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
六
十
代
以

上
の
人
々
か
ら
数
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
姿
は
、
伝
え
る
人

に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
子
供
ほ
ど
の
身
長
で
、
顔
は
猫
、
あ
る
い
は
犬
、
猿
、

カ
ッ
パ
に
似
て
、
赤
い
毛
で
全
身
が
覆
わ
れ
る
姿
は
猿
の
よ
う
だ
、
等
と
い
っ
た
話

が
よ
く
聞
か
れ
、
リ
ア
ル
な
実
感
を
持
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

坪
山
氏
の
伝
え
る
伐
木
の
作
法
も
、
単
な
る
お
呪ま

じ
ない

、
慣
習
的
な
も
の
と
い
う
以
上

に
、
ケ
ン
ム
ン
に
対
す
る
真
剣
な
対
処
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
ユ
タ
と
し
て
地
鎮
祭
等
も
行
う
阿
世
知
氏
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の

伐
木
の
作
法
を
伝
え
て
い
る
。

木
を
伐
る
と
き
に
は
、
ま
ず
墨
差
・
墨
壺
・
番バ

ン
ジ
ョ匠

曲ガ
ネ

（
＝
曲
尺
）
を
幹
の
下
に

供
え
ま
す
。
そ
う
し
て
、
番
匠
曲
は
地
面
と
樹
木
に
直
角
に
合
わ
せ
て
お
き
、

は
じ
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ボ
ー
」
と
う
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
う
い
う
木
は
伐
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
木
を
伐
る
と
き
、
は
じ
め
に

斧
を
振
り
上
げ
て
、
片
側
に
三
回
、
反
対
の
側
を
二
回
、
叩
く
よ
う
な
所
作
を

し
ま
す
。
こ
の
回
数
は
、
斧
に
刻
ま
れ
た
目
の
数
で
す
。

　

奄
美
に
お
い
て
は
、
家
を
建
て
る
際
の
棟
上
や
、
正
月
に
大
工
神
を
祀
る

セ細

工

祝

い

ー
ク
ユ
ェ
ー
等
、
墨
差
・
墨
壺
・
曲
尺
が
飾
り
供
え
ら
れ
る
大
工
の
行
事
が
あ

る
。
こ
れ
ら
に
も
用
材
と
す
る
た
め
の
山
の
樹
木
に
対
す
る
祭
祀
と
し
て
の
性
格
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
に
、
斧
や
曲
尺
が
、
樹
木
の
神
霊
や
山
の
神
と

交
感
す
る
た
め
の
祭
具
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

❷
職
道
具
に
よ
る
呪
詛

船
大
工
坪
山
氏
の
、
船
材
と
す
る
た
め
の
樹
木
の
伐
木
の
作
法
に
つ
い
て
見
て

き
た
が
、
職
道
具
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
斧
に
刻
ま
れ
た

片
側
に
三
つ
、
も
う
一
つ
の
片
側
に
四
つ
、
計
七
つ
の
目
が
魔
除
け
で
あ
る
と
語
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。

奄
美
に
お
け
る
民
間
で
伝
え
ら
れ
る
呪ま

じ
ない

の
た
め
の
唱
え
言
を
「
タ
ブ
ェ
」「
タ

ブ
」「
口
タ
ブ
」
等
と
い
う
が
、
そ
の
中
に
夜
道
を
歩
く
際
、
ケ
ン
ム
ン
を
除
け
る

た
め
に
使
わ
れ
る
タ
ブ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

）
6
（

。

な
な
つ
ぬ　

む
ぃ
ぬ 

い
っ
ち
ゅ
ん　

か
た
な 

わ
ん
や　

む
っ
ち
ゅ
っ
と

　
「
七
つ
の
目
の
入
っ
た
刀
を
私
は
持
っ
て
い
る
ぞ
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
七

つ
目
の
刻
ま
れ
た
刃
物
の
呪
力
が
、
こ
れ
を
使
用
す
る
大
工
や
木
こ
り
等
、
職
能
者

の
み
な
ら
ず
、
民
間
に
も
信
仰
さ
れ
て
い
た
民
俗
的
な
知
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
七
つ
目
（
あ
る
い
は
八
つ
目
）
の
斧
の
呪
術
的
な
使

用
に
つ
い
て
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
を
伝
え
る
高
知
県
物
部
地
域
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
り

）
7
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、
さ
ら
に
全
国
に
渡
る
関
係
事
例
の
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

樹
木
に
関
わ
る
職
の
道
具
が
、
樹
木
や
山
の
神
霊
に
働
き
か
け
る
祭
具
と
し
て
も

用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
道
具
が
、

人
を
呪
詛
す
る
呪
具
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

造
船
を
注
文
し
た
依
頼
者
を
船
主
と
い
う
が
、
完
成
後
、
な
か
な
か
支
払
い
を
し

て
く
れ
な
い
な
ど
、
船
大
工
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
船
大
工
は

船
主
の
前
で
曲
尺
を
折
る
、
と
い
っ
た
行
為
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ

れ
は
、
船
霊
に
よ
る
呪
詛
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
に
至
る
よ
う
な
災
難
に
遭
う
も

の
と
船
主
は
恐
れ
た
も
の
で
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ご
馳
走
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等
、
お
詫
び
の
印
を
持
参
し
て
船
大
工
に
謝
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て

い
た
、
と
い
う
。

　

坪
山
氏
が
船
大
工
仲
間
よ
り
聞
い
た
話
と
し
て
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、
と
き
に
は

船
霊
を
収
め
る
場
所
に
故
意
に
鑿の

み
を
置
き
忘
れ
て
お
く
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
船
が
遭
難
し
て
沈
没
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
呪

詛
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
船
霊
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
る
呪
術
と
い
え
よ

う
。

　

こ
う
し
た
職
道
具
に
よ
る
呪
詛
は
、
実
は
家
を
建
て
る
大
工
も
行
っ
て
い
た
。
現

在
、
大
島
内
外
の
人
々
の
相
談
に
応
じ
、
地
鎮
祭
等
も
行
う
佐
仁
出
身
、
在
住
の
ユ

タ
栄
サ
ダ
エ
氏
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

棟
梁
と
い
う
の
は
、
大
工
の
神
の
使
い
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
大
工

は
神
経
を
集
中
さ
し
て
、
一
ミ
リ
の
狂
い
も
な
い
よ
う
に
し
て
家
を
建
て
る
ん

で
す
ね
。
大
工
道
具
を
家
に
入
れ
る
と
き
も
慎
重
に
す
る
。
そ
れ
を
軽
々
し
く

思
っ
た
の
で
は
、
い
ろ
い
ろ
と
不
都
合
が
生
じ
る
ん
で
す
。
あ
る
家
は
、
玄
関

で
ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
音
が
し
て
、
寝
か
せ
て
も
ら
え
な
い
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
ま
た
、
屋
根
裏
に
弓
と
バ
ン
ジ
ョ
ウ
ガ
ネ
、
墨
壺
を

置
か
れ
た
家
も
あ
り
ま
し
た
。
棟
梁
さ
ん
が
、
腹
を
立
て
て
わ
ざ
と
置
い
た
ん

で
す
ね
。
弓
と
い
う
の
は
、
棟
上
式
の
時
に
飾
る
弓
で
す
が
、
そ
れ
を
わ
ざ
と

天
井
を
張
っ
た
そ
の
裏
に
置
く
わ
け
で
す
。
子
孫
が
根
こ
そ
ぎ
残
ら
な
い
よ
う

に
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
職
道
具
に
よ
り
職
に
関
わ
る
祭
神
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
呪
詛
で
あ
る
が
、
道
具
に
対
す
る
畏
怖
の
念
は
平
生
よ
り
あ
り
、

そ
の
扱
い
は
慎
重
を
期
し
た
。

　

坪
山
氏
は
、
大
工
道
具
を
盗
ん
だ
り
す
る
の
は
、
大
工
の
経
験
や
刃
物
を
扱
っ
た

経
験
の
な
い
素
人
や
一
般
人
で
あ
り
、
大
工
等
で
あ
れ
ば
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
よ
り
盗

む
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
し
な
い
、
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
認
識
は
か
な
り
の
程
度
、

一
般
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
徳
之
島
出
身
の
三
上
絢
子
氏
は
、
幼
い

こ
ろ
、
母
よ
り
、
大
工
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
大
工
道
具
を
ま
た
い
だ

り
し
な
い
よ
う
、
き
つ
く
い
わ
れ
た
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

大
工
は
ノ
ロ
や
ユ
タ
神
よ
り
あ
る
意
味
で
は
怖
か
っ
た
。
ノ
ロ･

ユ
タ
は
人
を

呪
い
殺
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
大
工
は
、
怒
ら
せ
た
り
す
る
と
恐
ろ
し

い
こ
と
に
な
る
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ケ
ン
ム
ン
と
同
じ
よ
う
に
恐
れ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

三
上
氏
は
、「
屋
普
請
の
場
で
の
棟
梁
は
威
厳
が
あ
っ
た
が
、
単
な
る
畏
敬
で
は

な
い
、
畏
怖
の
対
象
で
も
あ
っ
た
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
前
近
代
的
な
職
能
者
は
、

技
術
のspecialist

で
あ
る
と
同
時
に
、
職
に
関
わ
る
自
然
の
神
霊
を
祭
祀
し
て
呪

術
を
行
うsham

an

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

❸
船
と
オ
ナ
リ
神
と
樹
霊

　

で
は
、
船
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
信
仰
、
船
材
と
関
係
の
深
い
山
の
神
の
信
仰
と

航
海
を
守
護
す
る
オ
ナ
リ
神
信
仰
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。

　

本
土
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
伊
豆
半
島
沿
岸
に
お
け
る
新
造
船
の
船
下
し
の

際
の
山
の
神
下
し
の
よ
う
に
、
木
霊
を
船
よ
り
落
と
す
た
め
の
儀
礼
で
あ
る
と
見
做

さ
れ
る
例
が
あ
り
、
樹
木
に
籠
っ
て
い
る
霊
を
船
材
よ
り
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
「
船
」
と
し
て
完
成
す
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
）
8
（

。

　

一
方
、
南
西
諸
島
に
お
い
て
は
、
船
や
航
海
に
関
連
し
て
、
樹
木
の
霊
に
対
す
る

信
仰
と
オ
ナ
リ
神
の
信
仰
と
に
は
深
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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船
材
と
な
る
樹
木
と
オ
ナ
リ
神
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
沖
縄
本
島
よ
り
さ
ら

に
南
方
の
離
島
、
八
重
山
地
方
、
石
垣
島
宮
良
村
に
伝
承
さ
れ
る
歌
謡
「
池
ぬ
ぶ

し
ぃ
ジ
ラ
バ
」
に
ま
ず
注
目
し
た
い

）
9
（

。

　

ヌ
ズ
ケ
ー
マ
と
呼
ば
れ
る
美
女
を
主
人
公
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
歌
わ

れ
る
。

　

―
―
ヌ
ズ
ケ
ー
マ
は
役
人
の
恋
慕
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
家
を
出
、
オ
モ
ト
山
を

三
ヶ
月
も
の
間
、
彷
徨
っ
た
。
そ
の
末
に
、
山
か
ら
戻
る
途
中
に
力
尽
き
、
池
の
端

で
死
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
そ
の
遺
体
か
ら
は
、
樫
木
と
タ
ブ
の
木
が
生
え
出
る

が
、
そ
の
樫
木
と
タ
ブ
の
木
の
両
方
が
伐
ら
れ
て
船
材
と
さ
れ
、
立
派
な
船
が
作
ら

れ
る
。
そ
の
船
に
乗
っ
た
の
は
、
何
と
彼
女
に
恋
慕
し
た
役
人
で
あ
っ
た
。
―
―

　

ヌ
ズ
ケ
ー
マ
が
山
中
の
池
の
端
に
て
力
尽
き
た
く
だ
り
よ
り
、
詞
章
を
見
て
み
た
い
。

池
ぬ
側
に　

う
す
び
ょ
う
り　

　
（
池
の
端
に
、
伏
せ
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
）

片
乳
か
ら　

樫
木　

　
　
　
　
　

（
彼
女
の
遺
体
の
片
乳
か
ら
樫
木
が
生
え
た
）

片
目
か
ら　

と
ぅ
む
ぬ
木　

　
　

（
片
目
か
ら
は
タ
ブ
の
木
が
生
え
た
）

樫
木
や　

た
な
取
り　

　
　
　
　

（
樫
木
は
、
船
材
用
と
し
て
伐
ら
れ
）

と
ぅ
む
ぬ
木
や　

ど
ぅ
取
り　

　
（
タ
ブ
の
木
も
、
船
材
用
と
し
て
伐
ら
れ
た
）

棚
取
り
ぬ　

か
い
し
ゃ
ぬ　

　
　

（
船
材
用
の
樫
木
の
、
見
事
さ
よ
）

ど
ぅ
取
り
ぬ　

ち
ゅ
ら
さ
ん
ど
ぅ（
船
材
用
と
し
て
、
実
に
美
し
い
）

と
ぅ
む
ぬ
木
や　

ど
ぅ
び
ぜ
ー　
（
タ
ブ
の
木
は
、
船
の
竜
骨
と
し
て
使
わ
れ
た
）

樫
木
や　

棚
う
け　

　
　
　
　
　

（
樫
木
は
、
船
板
に
使
用
さ
れ
た
）

ゆ
ぬ
親
に　

乗
ら
り
て
ぃ　

　
　

（
船
と
し
て
彼
女
は
同
じ
役
人
に
、
乗
ら
れ
た
）

ゆ
ぬ
主
に　

乗
ら
り
て
ぃ　

　
　

（
同
じ
村
の
役
人
様
に
、
乗
ら
れ
て
し
ま
っ
た
）

船
な
に
で
ん　

ゆ
ぬ
乗
り
で
ん　
（
船
に
な
っ
て
ま
で
、
乗
ら
れ
る
運
命
だ
っ
た
）

命
ぱ
肌
だ
に　

乗
ら
し
ら
ば　

　
（
生
前
、
乗
せ
て
も
同
じ
な
の
に
）

 

（
喜
舎
場
永
珣
『
八
重
山
古
謡
』
上
）

　

こ
の
物
語
に
類
す
る
歌
謡
は
八
重
山
・
宮
古
諸
島
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
砂
川

哲
雄
氏
は
、
主
人
公
の
女
性
を
共
同
体
の
祈
願
を
行
う
巫
女
・
祝
女
（
ノ
ロ
）
の
成

巫
過
程
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
俗
の
空
間
よ
り
聖
な
る
空
間
へ
分
離
さ
れ
る

た
め
の
山
籠
り
が
物
語
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
死
よ
り
再
生
へ
の
契
機
と
し
て

川
、
池
等
の
水
辺
―
―
と
い
う
よ
り
水
そ
の
も
の
―
―
が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
、
と
の
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る

）
10
（

。

　

本
歌
の
類
歌
の
一
つ
に
、
宮
古
諸
島
の
池い

け
ま間

島
に
伝
承
さ
れ
る
「
真マ

ッ
サ
ビ

白
美
」
な
る

名
の
女
性
を
主
人
公
と
す
る
歌
謡
が
あ
る
が
（「
マ
ッ
サ
ビ
が
ア
ヤ
ゴ
」）、
宮
古
本

島
に
は
、
こ
の
マ
ッ
サ
ビ
を
妹
神
と
し
て
荒
ぶ
る
神
の
兄
神
と
と
も
に
祀
る
御う

た
き嶽

が

あ
る
。
中
央
東
岸
に
臨
む
ビ
ッ
シ
御
嶽
（
広
瀬
ま
た
は
別
瀬
御
嶽
）
が
こ
れ
で
、
両

者
は
航
海
安
全
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
は
じ
め
頃
に
編
纂
さ

れ
た
『
宮
古
島
御
嶽
由
来
記
』
に
は
、
広
瀬
御
嶽
に
つ
い
て
、「
祭
神
は
女
神
真
し

ら
べ
と
唱
へ
船
路
守
護
の
神
と
し
て
崇
敬
す
」（
傍
点
松
尾
）
と
見
え
、
マ
ッ
サ
ビ

に
対
す
る
信
仰
の
古
さ
が
確
認
で
き
る

）
11
（

。

　

宮
古
島
に
は
、
現
在
で
も
、
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
神
女
に
よ
る
行
事
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
に
、
新
里
の
「
ナ
ガ
イ
ム
ト
ゥ
」
御
嶽
に
お
け
る
旧
暦

十
一
月
、
ツ
カ
サ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
シ
ツ
マ
ス
」
が
あ
る
が
、
こ
の
御
願
で
は

次
の
よ
う
な
一
節
を
含
む
歌
が
歌
わ
れ
る

）
12
（

。

ナ
ガ
イ
の
浜
に　

神
の
船
み
ち
み
ち　

布
は
船
い
っ
ぱ
い
に　

あ
ふ
れ
る
ば
か
り

か
の
下
の
島　

八
重
山
島
に　

納
付
場
が
あ
る
か
ら　

立
派
に
清
ら
に　

納
め

て
く
れ

）
13
（

こ
の
祭
祀
は
、
通
常
冬
至
の
数
日
前
に
終
わ
る
が
、
か
つ
て
は
そ
の
後
の
数
日
間
は
、

神
が
船
に
上
布
を
積
み
込
ん
で
南
を
目
指
し
て
船
出
す
る
故
に
、
御
嶽
周
辺
、
及
び
、

そ
の
近
く
の
浜
に
は
近
寄
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
女
神
「
ま
っ
さ
び
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
意
は
通
常
、「
色
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白
の
美
人
」
と
解
さ
れ
る
が
、
狩
俣
恵
一
は
、「
真
の
神
に
申
し
上
げ
る
人
た
ち
」

の
意
で
あ
り
、
神
女
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
興
味
深
い
考
証
を
し

て
い
る

）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
歌
謡
と
し
て
歌
わ
れ
る
「
池
ぬ
ぶ
し
ぃ
ジ
ラ
バ
」
の

物
語
は
、
支
配
者
の
横
暴
を
恨
む
女
性
の
悲
劇
な
の
で
あ
る
が
、
信
仰
と
し
て
は
、

航
海
を
守
護
す
る
オ
ナ
リ
神
そ
の
も
の
が
船
材
と
な
り
船
と
な
っ
て
、
乗
員
を
守
る

と
い
っ
た
考
え
方
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
さ
ら
に
、
船
と
関
わ
る
こ
の
オ
ナ
リ
神
の
信
仰
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
せ

な
い
の
は
、
琉
球
王
国
時
代
に
は
、
航
海
安
全
の
祈
願
を
す
る
た
め
に
公
用
船
に
は

神
女
が
同
乗
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
15
（

。

　

八
重
山
諸
島
黒く

ろ
し
ま島

に
伝
承
さ
れ
る
、「
マ
ブ
ナ
リ
」
―
―
真
の
姉オ

ナ
リ妹

の
意
―
―
と

い
う
名
の
女
性
を
主
人
公
と
す
る
歌
謡
「
ナ
カ
ヤ
マ
ジ
ラ
バ
」
の
概
要
は
次
の
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
習
俗
を
背
景
に
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

マ
ブ
ナ
リ
は
、
代
々
、
公
用
船
の
船
子
を
務
め
る
仲
山
家
に
生
れ
た
が
、
女
性

の
上
、
幼
い
ゆ
え
、
航
海
は
無
理
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
占
者
の
占

に
従
っ
て
琉
球
本
島
に
向
け
て
同
船
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
公
用
船
は
途
中
、

嵐
に
遭
っ
た
も
の
の
、「
船
か
い
さ
ま
ぶ
な
じ
、
道
か
い
さ
み
や
ら
び
」
―
―
、

ま
ぶ
な
り
の
お
か
げ
で
平
安
な
航
海
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

竹
富
島
に
は
、
年
貢
上
納
の
た
め
の
航
海
を
し
た
マ
ー
ラ
ン
船
に
航
海
安
全
の
祈

願
の
た
め
に
神
女
が
同
船
し
て
い
た
と
の
伝
承
も
あ
り
、
こ
う
し
た
事
例
よ
り
、
こ

の
「
ナ
カ
ヤ
マ
ジ
ラ
バ
」
の
マ
ブ
ナ
リ
も
、
航
海
の
安
全
を
祈
願
す
る
役
割
を
荷
わ

さ
れ
た
神
女
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る

）
16
（

。

　

さ
て
、
船
と
な
っ
た
ヌ
ズ
ケ
ー
マ
に
乗
っ
た
の
は
村
の
役
人
で
あ
る
し
、
宮
古
島

新
里
の
シ
ツ
マ
ス
は
、
宮
古
上
布
の
交
易
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
の
公
的
な
祈

願
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
八
重
山
の
歌
謡
「
ナ
カ
ヤ
マ
ジ
ラ
バ
」
に
お
い
て
マ
ブ
ナ
リ

の
乗
っ
た
の
は
公
用
船
で
あ
っ
た
…
、
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
公
的
な
航
海
に

関
わ
っ
た
神
女
―
―
、
オ
ナ
リ
神
の
性
格
を
も
有
す
る
神
女
に
つ
い
て
の
歌
謡
や
物

語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
ふ
た
た
び
樹
木
や
樹
霊
と
女
性
神
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
が
、（
造
船
で

は
な
い
が
）
奄
美
に
お
け
る
以
下
の
よ
う
な
、
高
倉
の
建
造
に
お
け
る
興
味
深
い
例

を
あ
げ
た
い
。

　

名
瀬
市
仲な

か

勝が
ち

に
お
い
て
、
豊
年
祭
等
、
集
落
の
祭
祀
を
行
う
ノ
ロ
を
補
佐
す
る

グ
ジ
ヌ
シ
ュ
上
田
秋
則
氏
（
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
生
）
が
伝
承
す
る
例
で

）
17
（

、
高

倉
を
建
て
る
際
に
、
少
女
の
髪
の
毛
を
柱
の
下
に
埋
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
（
以
下
二
〇
〇
七
年
三
月
、
松
尾
の
調
査
に
基
づ
く
）。

　

高
倉
は
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
穀
物
の
貯
蔵
の
た
め
に
主
に
使
わ
れ
る
倉
庫
で
、

太
い
四
本
柱
に
萱
葺
の
三
角
屋
根
が
印
象
的
な
、
奄
美
の
伝
統
的
な
建
築
と
し
て
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
上
田
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
用
材
と
す
る
た
め
の
木
を
伐
る
際

に
は
曲
尺
・
墨
壺
・
墨
差
し
を
木
の
前
に
置
い
て
、
木
に
対
し
て
断
り
を
し
て
か
ら

行
っ
た
と
い
う
が
、
特
に
六
本
柱
、
八
本
柱
の
巨
大
な
高
倉
を
建
て
る
場
合
に
は
、

十
三
歳
未
満
の
女
子
の
髪
の
毛
を
、
柱
の
一
本
（
最
初
に
立
て
る
東
側
の
柱
）
の
礎

石
の
下
に
埋
め
た
と
い
う
。

　

こ
の
場
合
、
木
を
伐
る
日
に
ち
は
、
こ
の
女
子
の
生
ま
れ
年
の
干
支
に
よ
っ
て
決

定
す
る
故
、
木
を
伐
る
以
前
に
髪
の
毛
を
も
ら
う
女
子
を
探
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ

た
と
も
い
う
。
十
三
歳
未
満
の
女
子
と
い
う
の
は
、
初
潮
前
の
（
信
仰
上
）
神
聖
な

女
性
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
れ
も
伐
木
に
お
け
る
樹
木

の
霊
の
鎮
魂
の
た
め
に
、
聖
な
る
女
性
の
力
が
必
要
と
さ
れ
た
例
と
認
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　

造
船
、
建
築
と
い
っ
た
目
的
の
差
を
越
え
て
、
伐
木
に
お
い
て
は
、
樹
木
の
霊
の

鎮
魂
の
た
め
に
神
女
の
力
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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❹
航
海
と
女
神
、船
体
と
樹
霊
―
琉
球
・
中
国
の
民
俗
比
較
に
向
け
て
―

　

船
に
関
わ
っ
て
、
航
海
安
全
を
女
神

に
祈
願
し
た
り
、
船
材
と
な
る
樹
木
に

対
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
り
す
る
例

は
、
沖
縄
地
域
を
超
え
て
大
陸
や
、
琉

球
弧
の
南
端
、
与
那
国
よ
り
続
く
台
湾

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
、
実

見
し
た
例
を
中
心
に
、
今
後
の
よ
り
広

い
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
的
な
視

点
か
ら
の
民
俗
比
較
へ
と
進
む
た
め
の

予
備
的
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

　

台
湾
に
お
け
る
端
午
の
龍
舟
競
渡

の
ひ
と
つ
、
台
南
運
河
の
そ
れ
は
、

一
七
六
四
年
（
清
朝
乾
隆
二
十
九
年
）

に
は
じ
め
ら
れ
た
、
台
湾
の
龍
舟
競
渡

の
発
祥
と
な
っ
た
行
事
で
あ
る
が
（
連

橫
『
台
南
古
蹟
志
』）、
強
い
媽
祖
信
仰

の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
（
松
尾
の
調

査
は
二
〇
一
〇
年
）。
龍
舟
競
渡
の
行

わ
れ
る
運
河
の
脇
に
は
競
渡
に
先
立
っ

て
媽
祖
が
勧
請
さ
れ
て
、
祭
壇
が
設
け

ら
れ
、
祭
祀
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
媽
祖
は
、
平
生
は
こ
の
祭
壇
が
立

て
ら
れ
る
運
河
の
や
や
離
れ
た
地
に
建

つ
、
大
天
后
宮
に
祀
ら
れ
る
祭
神
で
あ

る
。
媽
祖
は
、
航
海
安
全
を
守
護
す
る
女
神
と
し
て
、
中
国
福
建
を
起
点
と
し
て

十
一
〜
十
三
世
紀
に
中
国
南
部
よ
り
東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で
そ
の
信
仰
圏
が
拡
大
す
る

が
、
十
七
世
紀
に
開
か
れ
た
こ
の
台
南
の
大
天
后
宮
は
、
媽
祖
を
祀
る
台
湾
に
お
け

る
最
古
の
媽
祖
廟
で
あ
る
。

　

こ
の
台
南
運
河
の
龍
舟
競
渡
で
は
、
航
海
安
全
を
祈
願
す
る
媽
祖
の
祭
祀
の
ほ
か

に
河
や
水
神
、
ま
た
船
に
対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。
競
渡
の

前
に
は
「
水
神
」
を
勧
請
し
、
河
を
祭
り
感
謝
す
る
儀
式
（「
祭
江
」）、
龍
舟
に
関

す
る
儀
礼
と
し
て
、
こ
れ
を
河
に
迎
え
、
龍
（
舟
）
の
開
眼
を
行
う
儀
式
（「
接
龍
船
」

「
開
光
點
睛
」）
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

龍
舟
（
龍
船
）
と
い
っ
た
船
を
使
用
す
る
行
事
な
の
で
、
水
神
と
し
て
の
龍
に
関

わ
る
儀
礼
の
み
な
ら
ず
、
船
体
に
対
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
自
然
で
あ
る

が
、
台
湾
に
お
い
て
は
端
午
の
行
事
以
外
に
、
よ
り
強
く
船
体
へ
は
た
ら
き
か
け
る

民
俗
・
宗
教
行
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
建
地
方
よ
り
伝
え
ら

れ
た
と
い
う
、
台
南
県
西

港
郷
の
慶
安
宮
が
、
曽
文

渓
流
域
に
て
行
う
王
船
祭

が
こ
れ
で

）
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、「
王
爺
」
を

祀
り
、
病
気
治
癒
・
航
海

安
全
・
豊
漁
祈
願
な
ど
を

祈
願
す
る
行
事
と
し
て
行

わ
れ
て
い
る
。
大
陸
で
は

「
王
爺
」
は
、
疫
神
（
瘟

神
）
を
司
る
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
、
王
船
祭
は
、
元

来
は
疫
神
を
異
界
へ
と
送

る
行
事
だ
と
い
い
、
海
辺

西港焼王船
http://tour.tnc.gov.tw/jp/festival/index-1.

php?m=99&m1=17&m2=57&id=2

運河の脇に大天后宮より勧請された
媽祖の祭壇（撮影：松尾 2010年6月）

台南運河の龍舟競渡
（撮影：松尾 2010年6月）



国立歴史民俗博物館研究報告
第 集　 年 月

に
て
王
船
を
焼
き
、
天
河
へ
と
送
り
遊
ば
せ
る
作
法
（「
遊
天
河
」）
が
重
要
な
儀
礼

と
な
る
。
本
行
事
に
つ
い
て
の
信
仰
的
側
面
は
、
劉
枝
萬
は
じ
め
い
く
つ
か
の
論
考

が
あ
る
が

）
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、
こ
こ
で
は
、
船
体
に
関
わ
る
諸
行
事
に
注
目
し
た
い
。

　

王
船
は
、
最
終
的
に
は
燃
や
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
行
事
の
度
に
造
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
が
、
童タ

ン
キ
ー

に
よ
る
、
船
体
の
背
骨
と
も
い
う
べ
き
龍
骨
に
す
る
た
め
の
樹
木

の
選
定
や
、
龍
骨
の
製
作
を
信
仰
の
上
で
重
視
す
る
こ
と
、
船
の
前
方
の
両
側
面
に

嵌
め
込
ま
れ
る
眼
―
こ
の
目
は
「
龍
眼
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
船
体
を
龍
と
認
識
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
―
の
開
眼
の
儀
礼
（「

巾
及
龍
目
」）、
進
水
式
と
し
て
の
碇

を
下
す
儀
礼
（「
下
碇
暫
泊
」）、
等
、
実
際
の
木
造
船
の
造
船
か
ら
進
水
ま
で
の
過

程
に
お
け
る
祭
儀
に
準
じ
る
諸
作
法
が
行
わ
れ
る
。

　

船
は
、
行
事
の
度
に
新
造
さ
れ
る
の
で
、
造
船
の
儀
礼
が
あ
わ
せ
行
わ
れ
る
こ
と

は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
王
爺
や
瘟
神
を
は
じ
め
と
す
る
、
諸

神
霊
に
関
わ
る
作
法
が
有
機
的
に
組
み
込
ま
れ
て
、
数
か
月
に
わ
た
る
儀
礼
の
全
体

が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
沖
縄
で
あ
る
が
、（
造
船
に
お
い
で
は
な
く
）
船
漕
ぎ
が
行
わ
れ
る
年
中

行
事
に
お
い
て
、
こ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
興
味
深
い
例
を
八
重
山
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
西
表
島
祖
納
で
行
わ
れ
る
龍
船
（
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
リ
ー
（
爬
龍
）
船
で
あ

る
が
、
西
表
で
は
か
つ
て
は
「
パ
リ
ャ
ブ
ニ
」
と
発
音
さ
れ
た
）
競
争
で
、
旧
暦
九

月
に
年
替
わ
り
の
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
る
節し

ち祭
に
お
け
る
、
船
漕
ぎ
競
争
の
船
に
関

わ
る
作
法
で
あ
る

）
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（

。

　

船
漕
ぎ
の
行
わ
れ
る
節
祭
当
日
（
元
日
を
意
味
す
る
「
正
日
」）
の
前
日
に
は
、

船
が
浜
に
出
さ
れ
て
、
船
体
に
対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。
船
に
供
物
が
さ
さ
げ
ら

れ
、
船
体
に
対
す
る
浄
め
、
航
海
（
船
漕
ぎ
競
争
）
安
全
の
祈
願
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
れ
に
先
立
っ
て
目
が
鮮
や
か
に
描
き
な
お
さ
れ
る

）
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（

。
祖
納
・
干
立
の
ハ
ー
リ
ー
船

は
、
現
在
は
専
用
の
公
民
館
（
集
落
）
所
有
の
サ
バ
ニ
が
用
い
ら
れ
る
が
、
戦
後
間

も
な
く
ま
で
は
、
主
に
漁
撈
等
に
使
用
し
た
個
人
所
有
の
刳
り
船
を
使
い
、
当
日
に

現
在
と
同
様
の
文
様
を
チ
ョ
ー
ク
で
描
い
た
と
い
う
。
船
に
目
を
描
く
の
は
、
行
事

に
使
用
す
る
龍
船
と
す
る
た
め
の
開
眼
の
作
法
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

船
漕
ぎ
競
争
の
行
わ
れ
る
当
日
は
、
ミ
リ
ク
（
弥
勒
）
が
着
し
、
龍
船
に
よ
っ
て

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
よ
り
、
豊
穣
が
約
束
さ
れ
た
新
た
な
年
〝
世
果
報
〞
が
迎
え
ら
れ
た

船フ
ナ
ム
ト
ゥ

元
（
＝
浜
の
舞
台
）
に
て
、
ミ
リ
ク
に
捧
げ
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
歌
舞
・
滑
稽

芸
・
獅
子
等
が
演
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
女
性
に
よ
る
ア
ン
ガ
ー
踊
り
（「
ア

ン
ガ
ー
」
は
若
い
女
性
を
意
味
す
る
）
の
一
つ
「
船
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
船
の
各

部
分
を
ほ
め
讃
え
る
歌
が
歌
わ
れ
る
。

一
、
船　

ヒ
ヤ
イ　

樫
ヌ
木
ド
ゥ
ス
リ　

船
デ
ゴ
ザ
ル

　
　
　
　
　

サ
ー
ニ
ー
サ
ー
ヌ
ー
イ
ー
ヒ
ー
ヨ
イ

二
、
柱　

ヒ
ヤ
イ　

シ
ン
ギ
松
柱
デ
ゴ
ザ
ル

三
、
滑
車　

ヒ
ヤ
イ　

ク
バ
ナ
木
ド
ゥ
ス
リ　

滑
車
デ
ゴ
ザ
ル

四
、
美
縄　

ヒ
ヤ
イ　

麻
ヌ
草
ド
ゥ
ス
リ　

美
縄
デ
ゴ
ザ
ル

五
、
矢
帆　

ヒ
ヤ
イ　

サ
ラ
ヌ
ビ
ィ
ド
ゥ
ス
リ　

矢
帆
デ
ゴ
ザ
ル

六
、
鳥　

ヒ
ヤ
イ　

歌
イ
ド
モ
ス
リ　

夜
夜
中

七
、
船　

ヒ
ヤ
イ　

出
ダ
シ
ョ
ラ
バ
ス
リ　

夜
出
ダ
シ
ミ
シ
ョ
リ

　

樫
の
木
を
船
材
と
す
る
船
体
、
松
の
柱
、
ク
バ
の
木
の
滑
車
、
麻
の
縄
…
、
等
が

歌
い
こ
ま
れ
、
船
の
堅
牢
さ
と
美
し
さ
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

　

注
意
さ
れ
る
の
は
、
滑
車
や
帆
柱
・
帆
が
読
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
す
な
わ

ち
、
動
力
（
エ
ン
ジ
ン
）
が
装
着
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
見
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
か
つ
て
の
帆
を
か
け
た
、
漁
撈
の
た
め
の
サ
バ
ニ
を
ほ

め
讃
え
た
の
が
こ
の
歌
な
の
で
あ
り
、
こ
の
歌
に
限
っ
て
い
え
ば
龍
船
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
い
え
る
。

　

先
（
前
節
）
に
見
た
よ
う
に
、
八
重
山
に
は
石
垣
島
宮
良
の
歌
謡
「
池
ぬ
ぶ
し
ぃ

ジ
ラ
バ
」
の
よ
う
に
、
樫
木
・
タ
ブ
の
木
等
を
船
材
と
す
る
船
の
立
派
さ
、
美
し
さ

を
う
た
っ
た
歌
謡
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
奄
美
大
島
の
、
木
造
船
が
完
成
し
た
際
の
進
水
式
に
お
け
る
、
船
大
工
に

よ
る
船
へ
船
霊
を
こ
め
る
唱
え
言
の
中
に
、
山
に
分
け
入
っ
て
伐
っ
た
巨
木
に
よ
っ

て
造
っ
た
美
し
い
船
で
あ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
例
も

先
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
第
一
節
）。

　

こ
う
し
た
例
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
西
表
島
祖
納
の
、
龍
船
に
対
す
る
祈
願
や
、

船
体
そ
の
も
の
に
関
わ
る
歌
謡
が
歌
わ
れ
た
り
す
る
節
祭
は
、
台
湾
の
王
船
祭
と
共

通
す
る
要
素
、
広
義
の
儀
礼
作
法
を
含
む
、
民
俗
宗
教
的
な
行
事
で
あ
る
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
国
の
龍
舟
・
龍
船
の
建
造
に
お
い
て
も
、
山
に
お
け
る
樹
木
の
伐

り
だ
し
を
重
要
な
作
法
と
す
る
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
端
午
の
行
事
と

し
て
行
わ
れ
る
龍
舟
競
渡
の
ひ
と
つ
、
貴
州
省
の
苗
族
の
例
で
あ
る
。

　

龍
舟
と
す
る
の
は
、
刳
り
舟
の
系
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
船
体
で
あ
る
が
、
そ
の
た

め
の
樹
木
の
伐
採
は
、
船
漕
ぎ
の
リ
ー
ダ
ー
や
船
大
工
に
よ
っ
て
儀
礼
的
に
行
わ
れ
、

ま
た
、
巫
師
が
経
典
を
読

ん
で
、
樹
木
が
龍
に
な
る

こ
と
を
祈
っ
た
り
す
る

）
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。

山
で
の
樹
木
の
伐
採
の
際

の
祈
願
は
、
木
の
本
に
線

香
を
立
て
、
魚
を
供
え
、

儀
礼
的
な
伐
採
は
（
鋸
で

は
な
く
）
斧
を
用
い
る
定

め
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
作

法
は
、
造
船
だ
け
で
な

く
、
家
の
建
築
の
た
め
の

用
材
と
す
る
伐
木
の
際
に

も
行
わ
れ
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
例
は
、
八
重

山
地
域
に
よ
り
近
い
台
湾
の
少
数
民
族
に
も
み
ら
れ
る
。
台
湾
台
東
県
蘭
嶼
郷
の
蘭

嶼
に
住
む
タ
オ
族
（
別
名
ヤ
ミ
族
）
の
、（
刳
り
船
（
独
木
舟
）
で
は
な
く
）
板
付

け
船
で
、「
チ
ヌ
リ
ク
ラ
ン
」（
タ
オ
語 Chinurikuran

）（
中
国
語
「
拼
板
舟
」
ピ

ン
バ
ン
ジ
ョ
ウ
：pīnbǎnzhōu

）
と
呼
ば
れ
る
船
で
あ
る
。
海
に
出
て
ト
ビ
ウ
オ
・

シ
イ
ラ
な
ど
の
漁
を
行
う
た
め
に
木
造
船
で
、
進
水
式
等
、
儀
礼
に
用
い
る
も
の
は

全
長
7
メ
ー
ト
ル
程
度
十
人
乗
り
の
船
で
あ
る
が
、
日
常
の
漁
撈
に
用
い
る
3
メ
ー

ト
ル
程
度
で
二
〜
三
人
乗
り
の
も
の
は
「
タ
タ
ラ
（T

atara

）」
と
呼
ば
れ
る
。
約

二
十
枚
の
リ
ュ
ウ
ガ
ン
（
龍
眼
）
や
パ
ン
ノ
キ
（
パ
ン
の
木
、
学
名
：A

rtcarpus 

altilis

）
の
材
木
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
、
龍
骨
を
持
つ
板
付
け
船
で
、
ク
ワ
な
ど

の
木
釘
で
船
体
の
各
部
を
つ
な
い
で
固
定
す
る
が
、
山
に
入
っ
て
用
材
と
す
る
樹
木

を
伐
る
際
に
は
、
そ
の
樹
木
の
「
樹
霊
」
に
断
り
を
す
る
祈
願
の
儀
礼
を
行
う

）
23
（

。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

端
午
の
行
事
と
し
て
の
龍
船
競
争
と
い
っ
た
、〔
琉
球
―
中
国
〕
の
国
家
間
の
交

流
を
通
じ
て
の
伝
来
が
明
ら
か
な
民
俗
が
本
島
よ
り
八
重
山
地
域
ま
で
広
く
に
分
布

す
る
が

）
24
（

、
豊
年
祭
や
節
祭
な
ど
、
稲
作
と
関
わ
る
行
事
に
お
け
る
船
漕
ぎ
競
争
、
八

重
山
に
お
け
る
船
体
を
讃
え
る
歌
謡
な
ど
、
地
域
的
な
展
開
を
遂
げ
て
現
在
に
続
い

て
い
る
。

　

琉
球
地
域
の
航
海
安
全
祈
願
の
女
神
や
船
霊
信
仰
の
起
源
を
媽
祖
神
に
求
め
る
研

究
も
存
す
る
が

）
25
（

、
船
体
や
龍
船
に
関
わ
る
儀
礼
や
信
仰
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
う
し

た
外
来
神
の
影
響
よ
り
も
ヲ
ナ
リ
神
と
し
て
顕
著
に
現
れ
る
女
性
神
に
対
す
る
信
仰

を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

貴
州
省
苗
族
、
台
湾
タ
オ
族
な
ど
、
山
中
で
の
伐
木
よ
り
造
船
の
開
始
を
認
識

し
、
樹
霊
に
対
す
る
断
り
を
行
い
、
特
に
苗
族
の
神
木
の
伐
木
で
は
斧
を
使
う
こ
と

が
慣
例
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
奄
美
大
島
の
伝
統
的
な
造
船
儀
礼
と
の
類
似
例
を
見

た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
想
定
す
る
よ
り
は
、
自
然
環
境

と
の
関
わ
り
の
な
か
で
の
生
活
・
生
業
や
、
そ
こ
で
の
信
仰
な
ど
と
の
相
関
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
相
互
に
比
較
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

台湾タオ族のタタラ
日本沖縄海洋文化館蔵

（http://oki-park.jp/kaiyo/jp/explore/tatara-ship.html）
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本
小
論
の
結
び
と
し
て
、
琉
球
文
化
圏
に
お
け
る
船
を
め
ぐ
る
女
神
や
樹
霊
の
問

題
に
つ
い
て
、
琉
球
時
代
か
ら
の
交
易
・
交
流
の
あ
っ
た
大
陸
や
、
琉
球
弧
の
南
に

続
く
台
湾
の
民
俗
と
の
比
較
の
可
能
性
や
視
座
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
今
後
、
さ
ら

に
事
例
を
積
み
重
ね
て
本
課
題
に
つ
い
て
考
察
を
続
け
た
い
。
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縄
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搬
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れ
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れ
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介
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Ships and Tree Spirit Belief in the Ryukyu Islands Arc

MATSUO Koichi

In traditional wooden ships, a divine spirit generally called “funadama” is worshipped to pray for safe voyage 

and good catches. The funadama belief in wooden ships （eguribune, sabani, itazukebune, etc.） in the Ryukyu region 

is often influenced by the Onari-gami belief, which worships sisters as guardian deities. While the above is already 

known, this article focuses on the belief in trees for building ships and studies its relationship with the belief in 

female gods as guardian deities of ships.

Traditional shipbuilding by shipbuilders starts with the logging of trees in mountains and finishes with a launching 

ceremony. During this time, religious services for tree spirits and related mountain gods are performed as important 

courtesies. This is an example of Amami-Oshima. If we expand our scope to the Yaeyama region, there are also oral 

traditions （songs and ballads） that recognize trees used for building ships as female, suggesting a strong connection 

among trees, tree spirits, and female gods.

In the announcement of logging by shipbuilders to tree spirits and mountain gods, not only axes but also ink 

bottles, ink drawers and carpenter’s squares, etc. play important roles. The same applies for house builders. In 

building ceremonies, religious services for mountain gods and tree spirits are considered important. Shipbuilders and 

house builders use their tools for rituals related to their professions and sometimes for curses, demonstrating magic 

like shamans.

Finally, this article compares female gods related to voyaging and ships in the Ryukyu region and the belief in tree 

spirits while shipbuilding, with the customs of the continent and Taiwan, long since related to this region. This article 

mainly cites the examples investigated by Matsuo, the author, such as the Mazu belief in Taiwan’s dragon boat races, 

shipbuilding ceremonies by the Miao people in Guizhou and the minority in Taiwan, etc. This is only an attempt to 

settle the perspective with future comparative folklore in mind.

Key words: Ryukyu, Ship （boat）, Female god, Tree spirit, Ships （boats） and religious beliefs in China and Taiwan


