
ア
マ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
・
イ
マ
に
お
け
る

〈
マ
〉と〈
ナ
カ
マ
〉と
の
交
通
│
│
│
離
島
の
時
間
・
空
間
を
考
え
る

菅
田
正
昭

60

日
本
文
化
の
根
源
を
一
言
で
表
わ
す
コ
ト
バ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

〈
間
〉で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
伝
統
芸
能（
音
楽
も
含
め
る
）
な
ど
で
は
、

と
く
に〈
間
合
い
〉と
い
う
も
の
を
大
切
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

〈
間
〉
が
合
わ
な
い
と
、「
間
違
」っ
た
り
「
間
延
び
」し
た
り
「
間
抜

け
」
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
芸
能
ば
か
り
で
な
く
、
絵
画

や
技
術
も
含
め
て
、
伝
統
的
な
日
本
文
化
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て

〈
間
〉
は
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
日
本
独
自
の

美
意
識
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
の
「
い
き（
粋
）」
の
構
造
を
明
ら
か

に
し
た
哲
学
者
、
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
〜
一
九
四
一
）
の
『「
い
き
」

の
構
造
』（
昭
和
五
年
）
も
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
空
間
と
時
間
に
た
い

す
る
日
本
人
の
「
間
」
の
感
覚
を
分
析
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
〈
マ
〉
が
付
い
た
語
と
し
て
、
ア
マ（
天
・
海
）、
ヤ
マ
（
山
）、

シ
マ
（
島
・
縞
）、
イ
マ
（
今
・
居
間
）
な
ど
が
あ
る
。
南
北
に
長
く
連

な
る
我
等
が
弧
状
列
島
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ア
マ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
を
抜

き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
の
〈
マ
〉
は
「
空
間
」

海
と
島
の
日
本
・
Ⅷ

特
集

日
本
文
化
の
根
源
を
な
す
の
は
マ（
間
）
の
概
念
で
あ
る
。
ア
マ（
天
・
海
）
に
囲
ま
れ
た
シ
マ

（
島
）
は
、
マ
を
集
約
的
に
体
現
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
マ
こ
そ
が
シ
マ
を
シ
マ
た
ら
し
め

て
き
た
が
、
い
ま
そ
の
マ
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
か
な
り
狭
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
固
有

の
シ
マ
文
化
を
再
生
す
る
た
め
、「
間
合
い
」
の
復
権
と
い
う
視
点
か
ら
島
の
振
興
を
考
え
る
。

空
間
と
時
間
の

両
義
を
持
つ
マ（
間
）
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性
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
我
々
が
い
る
〈
場
〉
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
〈
場
〉
と
い
う
観
念
か
ら
「
時
間
」
性
の
〈
マ
〉
の

義
も
生
じ
て
く
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
〈
場
〉
と
、
そ
の
外
側

と
の
サ
カ
イ
（
境
・
界
）
が
〈
マ
〉（
間
）
と
な
る
。
た
だ
し
、〈
間
〉

と
い
う
感
覚
は
、
あ
る
と
き
は
拡
大
し
た
り
延
び
た
り
、
あ
る
い
は

逆
に
縮
ん
だ
り
、
要
す
る
に
伸
縮
自
在
の
概
念
で
あ
る
。

ア
マ
の
〈
ア
〉
は
、
遠
く
の
も
の
、
大
き
く
開
い
た
も
の
を
対
象

と
し
て
意
識
し
た
と
き
発
せ
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
〈
マ
〉
が

付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
大
き
く
開
い
た
空
間
性
を
有
し
て

く
る
。
天
と
海
が
同
じ
ア
マ
と
い
う
音
韻
を
持
ち
、
語
源
が
同
じ
と

い
う
の
も
、
日
本
が
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
風
土
か
ら
発
し

た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
天
と
海
と
の
茫
漠
た
る
サ
カ
イ
の
向
こ
う

側
に
、
精
神
的
＝
信
仰
的
な
原
郷
を
想
定
し
た
我
等
が
祖
先
に
相
応

し
い
感
情
だ
。

ヤ
マ
の
〈
ヤ
〉
は
、「
た
く
さ
ん
の
」
と
い
う
意
を
持
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ヤ
マ
は
重
な
り
合
っ
た
空
間
の
義
で
あ
る
。
ヤ
マ
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
〈
マ
〉
自
体
は
小
さ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
総
体
的
に

み
れ
ば
、
ア
マ
と
接
す
る
部
分
の
表
面
積
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

〈
異
界
〉
へ
の
入
口
と
し
て
の
山
岳
は
ま
さ
に
、
そ
れ
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
ア
イ
ヌ
語
の
ヤ
は
「
水
の
湧
き
出
る
所
」
の
義
で
あ
り
、

谷や

戸と

・
谷や

地ち

の
地
名
も
こ
の
ヤ
で
あ
る
。

シ
マ
の
〈
シ
〉
は
、「
し
ぼ
ん
だ
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
じ
っ
と

し
て
動
か
な
い
」
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
シ
マ
に
限
定

さ
れ
た
空
間
性
や
孤
立
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
の
も
、
そ
こ

か
ら
発
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
と
く
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
シ
マ
（
島
）
が
天
と
海
と
い
う
二
つ
の
〈
ア
マ
〉

に
囲
ま
れ
た
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

天
と
海
と
の
サ
カ
イ
に
位
置
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
島
が
〈
聖
空

間
〉
化
し
や
す
い
の
は
、
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

イ
マ
（
今
）
と
い
う
語
に
も
〈
マ
〉
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、〈
場
〉

と
し
て
の
〈
間
〉
に
〈
居
〉
る
こ
と
が
〈
今
〉
と
い
う
観
念
を
生
む
。

す
な
わ
ち
、
今
、
居
る
場
と
し
て
の
〈
現
在
〉
と
い
う
感
覚
が
時
間

概
念
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
マ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
の
マ
が
空

間
性
の
コ
ト
バ
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
こ
の
イ
マ
の
マ
は
時
間
の
義

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
〈
間
〉
に
は
空
間
と
時
間
の
両
義
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
神
道
に
は
「
中
今
」と
い
う
概
念
が
あ
る
。『
続
し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
に
は
八
世
紀
ご
ろ
の
国
文
体
で
記
さ
れ
た
詔
勅
を
載
せ
た
「
宣せ
ん

命
み
ょ
う

」
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
登
場
し
て
く
る
語
で

あ
る
。
そ
の
『
宣
命
』
の
筆
頭
に
置
か
れ
て
い
る
「
文
武
天
皇
御み

位
く
ら
い

に
即つ

き
た
ま
ふ
と
き
の
宣
命
」（
六
九
七
年
）
の
中
に
「
高
天
原
に

事こ
と

始は
じ

め
て
、
遠
天
皇
祖

と
ほ
つ
す
め
ろ
ぎ

の
御
世
、
中
今
に
至
る
ま
で
…
」
と
見
え
る

の
を
嚆
矢
と
す
る
。
本
来
は
、
時
の
天
皇
陛
下
の
御
世
を
最
良
の
も

の
と
し
て
言こ
と

祝ほ

ぐ
だ
け
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
神
代

特集 海と島の日本・Ⅷ

人
間
と
自
然
と
の

結
合
に
よ
り
生
じ
た
ナ
カ
マ（
仲
間
）
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（
古
代
）
か
ら
今（
現
在
）
へ
至
る
時
空
の
中
で
、
神
々
や
天
皇
と
共
に
、

自
己
が
そ
の
歴
史
過
程
へ
直
接
参
加
で
き
る
〈
現
在
〉
と
い
う
時
間

を
最
重
視
す
る
、
と
い
う
政
治
哲
学
へ
と
変
化
し
た
。『
広
辞
苑
』は

「
過
去
と
未
来
と
の
真
ん
中
の
今
。
遠
い
無
限
の
過
去
か
ら
遠
い
未

来
に
至
る
間
と
し
て
の
現
在
。
現
在
を
賛
美
し
て
い
る
語
」
と
紹
介

し
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ア
マ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
の
〈
マ
〉
は
、
遠
い

過
去
か
ら
遥
か
な
未
来
へ
繋
い
で
い
く
現
在
と
い
う
意
味
で
の
〈
間
〉

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
〈
マ
〉
と
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
が

同
一
の
時
空
に
存
在
し
て
い
る
〈
間
〉
で
あ
る
。「
宣
命
」
と
そ
こ

か
ら
発
展
し
て
き
た
天
皇
制
の
「
中
今
」
観
と
は
違
う
か
も
知
れ
な

い
が
、
と
く
に
、
シ
マ
の
場
合
は
「
中
今
」
の
原
義
を
理
想
形
と
し

て
保
持
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
〈
ナ
カ
（
中
）
イ
マ

（
今
）
〉
と
音
韻
が
似
て
い
る
ナ
カ
マ
（
中
・
間
、
仲
・
間
）
と
い
う
語

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
よ
く
理
解
で
き
る
。

日
本
の
芸
術
・
文
化
の
再
発
見
を
試
み
て
き
た
倫
理
学
者
の
和
辻

哲
郎
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
学
」
の
「
倫
」
と

い
う
字
は
「
仲
間
」
を
意
味
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、『
広
辞
苑
』

に
も
「
①
人
と
し
て
守
る
べ
き
み
ち
。
道
理
。
②
仲
間
。
た
ぐ
い
」

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
ナ
カ
マ
と
は
、
空
間
と
時
間
と
し
て
の
〈
間
〉

を
共
に
し
て
い
る
人
び
と
に
生
じ
た
連
帯
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、〈
ナ
カ
（
中
・
仲
）
マ
（
間
）〉
と
い
う
語
を
、
も
う
少
し

掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。
ナ
カ
と
い
う
語
義
を
考
え
る
と
、
ナ
は
お
そ

ら
く
「
名
」
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
事
物
は
名
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
初
め
て
人
び
と
は
そ
れ
を
認
識
の
対
象
と
し
て
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
ナ
ル
（
成
る
）
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

ナ
を
「
土
地
・
大
地
」
を
意
味
す
る
語
と
考
え
て
も
よ
い
。
ナ
ル
の

別
の
重
要
な
語
義
の
「
生
る
」
は
、
こ
の
大
地
性
か
ら
生
じ
て
く
る
。

一
方
、
ナ
カ
の
カ
は
ド
コ
・
ソ
コ
・
コ
コ
の
コ
や
、
あ
る
い
は
イ

ヅ
ク
の
ク
と
同
じ
く
、
場
所
を
示
す
カ
（
処
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ナ
カ
と
は
、
我
々
が
目
近
に
、
そ
し
て
身
近
に
感
じ
る
ナ
カ

（
中
）
＝
ウ
チ
（
内
）
側
の
意
識
を
持
っ
て
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
な

場
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ナ
カ
マ
は
そ
の
ナ
カ
に
「
間
」
が

付
い
た
も
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
と
自
然
が
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
結
合

し
た
と
こ
ろ
に
〈
仲
間
〉
意
識
が
生
じ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
ナ

カ
マ
を
、
自
然
が
織
り
成
す
生
態
系
と
人
間
と
の
交
流
の
中
の
、
一

種
の
生
命
圏
か
ら
発
す
る
構
造
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
マ
は

島
共
同
体
と
い
う
コ
ト
バ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ナ
カ
マ
が

最
も
機
能
し
て
い
る
〈
マ
〉
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
マ
・
ヤ
マ
・
シ
マ
・
イ
マ
、
そ
し
て
ナ
カ
マ
に
共
通
す
る
マ

（
間
）
は
、
単
な
る
空
間
や
時
間
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う

社
会
性
を
持
っ
た
〈
間
〉
が
介
在
す
る
こ
と
で
、〈
マ
〉
に
働
き
が

外
部
と
の
交
通
・
交
流
で

マ（
間
）を
ツ（
詰
）め
る
マ
ツ
リ（
祭
・
政
）
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生
じ
て
く
る
。
そ
れ
が
典
型
的
に
現
れ
て
く
る
の
が
マ
ツ
リ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
マ
ツ
リ
に
は
祭
祀
と
し
て
の
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
祭
事
）

と
、
政
治
と
し
て
の
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
事
）
の
二
つ
が
あ
る
。
し
か

し
、
祭
政
一
致
の
時
代
に
は
、
神
の
意
思
を
人
び
と
に
伝
え
、
神
の

意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
統
治
す
る
の
が
マ
ツ
リ
ゴ
ト
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
祭
祀
と
政
治
が
一
体
化
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

最
初
は
〈
祭
事
〉
の
ほ
う
が
〈
政
事
〉
よ
り
も
優
位
に
立
っ
て
い

た
が
、
い
つ
し
か
、
そ
の
関
係
が
逆
転
し
、
古
代
の
政
教
分
離
が
行

わ
れ
て
い
く
。
邪
馬
台
国
の
卑
弥
乎
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
祀

は
女
性
（
姫
）
が
担
当
し
、
そ
の
憑よ

り
懸か
か

っ
て
き
た
神
を
審
神
さ
に
わ

し
、

さ
ら
に
、
そ
の
神
懸
り
の
と
き
発
せ
ら
れ
る
コ
ト
バ
は
一
般
的
に
理

解
し
に
く
い
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
「
翻
訳
」

し
て
生
活
の
中
に
活
か
す
の
が
政
治
の
役
目
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
男

性
（
彦
）
が
担
当
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
祭
政
一
致
の
姫

彦
制
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
古
代
の
政
教
分
離
は
男
性
優
位
の
確

立
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
祭
祀
じ
た
い
が
や
が
て
儀
式
化
し
て
い
く
。

マ
ツ
リ
の
語
源
は
「
マ
ツ
（
待
つ
）
リ
」
で
あ
る
。
神
の
出
現
を

ひ
た
す
ら
「
待
つ
」
の
が
〈
祭
り
〉
の
本
義
で
あ
る
。
そ
の
「
待
つ
」

の
語
源
は
「
間
ツ
」
で
あ
る
。
ツ
に
は
「
詰
る
」
の
語
義
も
あ
る
が
、

相
手
と
の
時
間
を
詰
め
る
の
が
「
待
つ
」
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ツ
リ
と
は
神
代
に
神
々
が
出
現
し
た
と
き
の
こ
と
を
、
時
空
の

「
間
」
を
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
期
化
し
、「
今
」
に
再
現
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
〈
中
今
〉
で
あ
る
。
詩
人
・
思

想
家
の
吉
本
隆
明
（
一
九
二
四
〜
）
的
に
い
え
ば
、
共
同
幻
想
・
共
同

幻
視
・
共
同
幻
聴
の
場
を
演
出
す
る
こ
と
が
〈
祭
り
〉
で
あ
る
。

一
方
の
政
治
的
マ
ツ
リ
は
、
人
間
（
仲
間
）
関
係
や
、
事
物
と
の

「
あ
い
だ
」
に
発
生
し
た
ギ
ク
シ
ャ
ク
と
し
た
〈
間
〉
の
配
列
を
組

み
替
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
人
間
と
人
間
、
人
間
と
自

然
、
人
間
と
事
物
、
自
然
と
事
物
な
ど
と
の
「
間
」
を
調
整
す
る
こ

と
が
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
事
）
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
策
の
実
現

を
「
待
つ
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
間
」
を
「
ツ
（
詰
）
」
め
て
も
ら
う

の
が
政
治
的
マ
ツ
リ
で
あ
る
。

い
つ
訪
れ
る
の
か
判
ら
な
い
神
を
「
待
つ
」
の
が
マ
ツ
リ
（
祭
り
）

の
本
義
だ
が
、
儀
礼
と
し
て
の
〈
祭
り
〉
は
神
を
待
つ
と
き
の
接
し

方
の
表
現
の
形
式
で
あ
る
。「
待
つ
」
の
は
時
間
の
経
過
に
身
を
ゆ

だ
ね
る
こ
と
だ
が
、
効
果
的
に
「
待
つ
」
方
法
と
し
て
、
神
々
に
早

く
来
訪
し
て
も
ら
う
た
め
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間

と
い
う
存
在
は
、
自
己
と
そ
の
外
部
と
の
交
流
・
交
通
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
）
抜
き
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
交

流
・
交
通
の
基
底
に
あ
る
の
が
「
間
合
い
」
で
あ
る
。
そ
の
「
間
」

を
詰
め
る
こ
と
が
祭
と
政
の
マ
ツ
リ
で
あ
る
。

シ
マ
（
島
）
は
、
天
と
海
と
い
う
二
つ
の
ア
マ
に
包
ま
れ
、
さ
ら

に
、
そ
れ
自
体
が
海
の
上
に
突
き
出
た
ヤ
マ
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

特集 海と島の日本・Ⅷ

マ（
間
）を
詰
め
る
交
通
機
関
と
し
て
の

フ
ネ（
船
・
舟
）



64

「
間
」
を
集
約
的
に
体
現
し
て
い
る
。
島
と
の
往
来
（
交
通
）
を
考
え

る
と
き
、
か
つ
て
は
「
船
待
ち
」
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
言
葉

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
が
渡
島
の
条
件
だ
っ

た
。
離
島
振
興
は
そ
の
「
待
つ
」
こ
と
を
短
縮
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
「
間
」
を
詰
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
「
間
」
を
詰
め
る
交
通
機
関
と
し
て
、
フ
ネ
（
船
・
舟
）
が

あ
る
。
道
の
延
長
と
し
て
の
船
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
フ
ネ
と
は
本
来

は
容
器
（
＝
槽
）
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
運
搬
用
の
入
れ
物

の
こ
と
で
あ
る
。
マ
ツ
リ
が
カ
ミ
ガ
ミ
と
人
間
と
の
交
通
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
二
つ
の
ア
マ
に
包
ま
れ
た
シ
マ
（
島
）
と
の
交
通
も
一
種

の
マ
ツ
リ
ゴ
ト
な
の
で
あ
る
。

記
紀
神
話
を
眺
め
る
と
、
葦あ
し

船ぶ
ね

、
鳥と
り

之の

石い
わ

楠く
す

船ぶ
ね

神
（
天
あ
め
の

鳥と
り

船ふ
ね

）
＝

天
磐
　
樟
船

あ
め
の
い
わ
く
す
ふ
ね

、
天
羅
摩

あ
め
の
か
が
み

船
、
旡
間
勝
間
之

ま
な
し
か
つ
ま
の

小
船
（
無
目
籠

ま
な
し
か
た
ま

・
無
目
堅
間

ま
な
し
か
た
ま

）、

浮
宝
、
熊
野
諸
手
船
（
天
之
鴒
船
・
天
之
鳥
船
）、
天
磐
船
、
喪
船
、
枯か
ら

野の

…
等
々
の
、
船
や
船
の
神
が
登
場
す
る
。
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ

き
は
、
天
鳥
船
で
あ
る
。
こ
の
天
の
鳥
船
の
神
は
、
天
孫
降
臨
に
先

立
っ
て
葦
原
中
つ
国
の
鎮
撫
の
た
め
高
天
原
か
ら
派
遣
さ
れ
た
神
だ

が
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
天
翔
る
鳥
と
海
駆
け
る
（
疾
走
す
る
）

船
と
い
う
二
重
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ

の
別
名
が
鳥
之
石
楠
船
・
天
磐

樟
船
で
あ
る
よ
う
に
、「
鳥
の
よ

う
に
天
翔
け
磐
の
よ
う
に
堅
く
樟
脳
の
防
虫
効
果
で
腐
敗
し
に
く
い

ク
ス
ノ
キ
」
で
作
ら
れ
た
船
で
あ
っ
た
。
実
際
、
外
海
孤
立
型
の
離

島
の
高
台
か
ら
眺
め
る
と
、
島
へ
や
っ
て
来
る
船
は
天
と
海
と
茫
漠

た
る
水
平
線
の
彼
方
か
ら
飛
来
す
る
鳥
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
の

で
あ
る
。

も
う
三
〇
年
以
上
も
昔
の
こ
と
だ
が
、
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
、

西
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
海
辺
の
民
族
で
は
、
死
者
が
生
前
、
自
分
が
漁

に
使
っ
て
い
た
カ
ヌ
ー
（
刳く
り

舟ぶ
ね

＝
丸
木
舟
）
を
、
鳥
の
よ
う
に
彩
色
し

て
棺
桶
と
し
、
そ
れ
を
集
落
が
見
下
ろ
せ
る
丘
の
木
の
上
に
安
置
し

て
風
葬
に
す
る
、
と
い
う
習
俗
を
紹
介
し
て
い
た
。
ま
さ
に
、
死
者

の
霊
を
乗
せ
て
天
空
へ
飛
び
出
そ
う
と
し
て
い
る
天
鳥
船
で
あ
る
。

わ
が
国
で
も
高
貴
な
人
の
遺
骸
の
納
棺
を
オ
フ
ネ
イ
リ
（
御
舟
入
り
）

と
い
う
が
、
棺
桶
は
フ
ネ
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
フ

ネ
（
お
棺
）の
こ
と
を
ヒ
ツ
ギ
と
も
い
う
が
、
ヒ
ツ
ギ
に
は
「
日
嗣
・

霊
継
ぎ
・
火
継
ぎ
」
の
義
も
あ
る
。
霊
魂
を
乗
せ
て
「
あ
の
世
」（
常

世
や
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
を
含
む
異
界
）
と
「
こ
の
世
」
と
の
間
を
往
来
す
る

の
も
船
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

定
期
船
の
入
港
が
運
が
良
く
て
月
一
〜
二
回
程
度
の
こ
ろ
の
青
ヶ

島
で
は
、「
浜
見
舞
い
」
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
何
処
に
、
こ
ん

な
御
馳
走
が
あ
っ
た
の
か
し
ら
、
と
思
う
ほ
ど
の
料
理
を
重
箱
に
詰

め
て
港
へ
降
り
、
往
く
人
と
来
た
人
が
艀
か
ら
降
ろ
さ
れ
た
ば
か
り

の
食
品
や
、
港
で
釣
っ
た
ば
か
り
の
魚
を
刺
身
に
し
て
島
酎
を
酌
み

交
わ
し
饗
宴
を
開
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
マ
レ
ビ
ト
（
客
人
）
を

マ（
間
）が
詰
め
ら
れ
て
逃
げ
道
を
失
っ
た

現
代
の
離
島
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迎
え
て
の
祝
祭
な
の
で
あ
る
。
滅
多
に
来
な
い
定
期
船
と
い
う
名
の

不
定
期
船
は
、
宝
を
満
載
し
て
常
世
か
ら
来
航
す
る
宝
船
な
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
国
地
（
ト
ウ
キ
ョ
ウ
）
と
島
地
は
一
瞬
、
時
空
を
越

え
て
「
間
」
が
詰
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
長
く
「
待
っ
」
た
結

果
と
し
て
の
〈
祭
り
〉
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
鳥
船
神
を
迎

え
て
の
〈
祭
り
〉
が
「
浜
見
舞
い
」
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
現
在
の
島
々
は
逃
げ
道
を
失
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
空

間
的
に
も
時
間
的
に
も
、
最
早
〈
祭
り
〉
で
は
な
い
の
に
、
常
時
、

「
間
」
が
詰
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
間
」
が
詰
ま
る
の
は
一

瞬
の
出
来
事
で
あ
り
、
日
常
的
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
祭
り
は
非

日
常
に
属
す
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
青
ヶ
島
で
は
年
賀
状
が
三
月
に
な
っ
て
届
く
こ
と
は
珍
し

い
事
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
村
営
連
絡
船
「
あ
お
が
し
ま
丸
」

が
就
航
す
る
以
前
の
、
昭
和
四
七
年
八
月
ま
で
は
そ
う
だ
っ
た
。
あ

る
い
は
、
東
京
都
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
書
類
が
何
時
ご
ろ
届
く
の
か
、

と
い
う
こ
と
は
お
天
気
ま
か
せ
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
判
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
で
生
ず
る
事
務
停
滞
の
可
能
性
を
除
去
す
る
た
め
に
設
置

さ
れ
た
の
が
、
か
つ
て
東
京
都
八
丈
支
庁
内
に
あ
っ
た
青
ヶ
島
村
の

分
室
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
青
ヶ
島
で
直
接
、
や
り
取
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
文
書
も
あ
っ
た
。

電
話
も
昭
和
五
八
年
七
月
二
九
日
、
加
入
電
話
一
一
一
台
、
公
衆

電
話
五
台
の
運
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
、
公
衆
電
話
二
本
（
役
場
と

郵
便
局
が
各
一
台
）
と
警
察
電
話
（
駐
在
所
一
台
）
の
計
三
本
（
外
に
利

島
・
御
蔵
島
と
回
線
共
有
の
東
京
都
行
政
無
線
）
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
か
ら
、

そ
う
い
う
文
書
は
届
い
て
い
な
い
と
、
と
ぼ
け
る
こ
と
も
で
き
た
の

で
あ
る
。「
二
週
間
前
に
速
達
で
送
っ
て
い
る
か
ら
、
も
う
届
い
て

い
る
は
ず
だ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
村
営
連
絡
船
の
時
代
に
な
っ
て
も
、

運
が
悪
い
と
、
実
際
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

逃
げ
道
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
も
携
帯
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
逃
げ
場
が
な
い
。
日
本
中
が
「
リ
ア

ル
・
タ
イ
ム
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
間
的
に
も

時
間
的
に
も
、
通
信
と
い
う
点
で
の
格
差
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。「
間
」
が
詰
ま
っ
て
息
苦
し
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

伝
染
性
の
病
気
も
、
そ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
流
感
（
流
行
性
感
冒
＝

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
）
は
八
丈
島
ま
で
や
っ
て
き
て
も
、
青
ヶ
島
ま
で
は

な
か
な
か
来
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
東
京
へ
出
か
け

た
住
民
が
流
感
に
罹
っ
て
治
癒
し
て
戻
れ
ば
、
羨
ま
し
が
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
と
き
ど
き
半
年
以
上
の
流
行
遅
れ
で
島
内
で
蔓
延
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
好
い
薬
が
な
か
っ
た
の
に
、
よ
く
死
者
が
出
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

沖
縄
に
「
美ち
ゅ

ら
瘡か
さ

」
と
い
う
語
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
梅
毒
の
こ
と

だ
が
、
そ
れ
が
う
つ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
と

か
支
那
人
と
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

「
美
ら
瘡
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
マ
レ
ビ
ト
が
も
た
ら
し
た
ニ
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ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
の
、
舶
来
の
病
気
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
間
」
を

詰
め
ら
れ
た
と
き
に
生
じ
た
聖
痕
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

離
島
が
そ
の
弧
絶
性
を
最
大
限
に
活
用
し
た
事
件
と
し
て
、
対
馬

藩
宗
家
の
藩
主
〝
偽
装
〞
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
家
第
三
二
代
の

義
功
が
「
替
え
玉
」
だ
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
中
川
延え
ん

良
り
ょ
う

（
一

七
一
九
〜
九
六
）『
楽ら
く

郊こ
う

紀
聞
（
対
馬
夜
話
１
、
２
）』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
昭

和
五
二
年
）
の
鈴
木
棠と
う

三ぞ
う

の
校
注
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
事
件
で

あ
る
。

「
義
功
よ
し
か
つ

は
義
暢
よ
し
な
が

の
六
男
。
実
は
四
男
猪
三
郎

い
の
さ
ぶ
ろ
う

が
安
永
七
年
（
一
七
七

八
）
に
襲
封
し
た
が
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
十
五
歳
を
以
て
在
国

の
ま
ま
夭よ
う

死し

し
た
。
こ
れ
を
高
源
院
大
勇
玉
光
大
童
子
と
い
う
。
将

軍
拝
謁
以
前
に
没
し
た
の
で
、
公
辺
を
取
り
繕
う
た
め
、
州
中
上
下

心
を
合
わ
せ
て
弟
（
六
男
）
の
富と
み

寿じ
ゅ

を
替
え
玉
と
し
、
改
め
て
猪
三

郎
の
病
気
全
快
を
触
れ
、
富
寿
を
病
死
と
し
た
上
で
、
替
え
玉
の
富

寿
を
義
功
と
し
て
最
後
ま
で
押
し
通
し
た
。
富
寿
の
義
功
は
文
化
十

年
（
一
八
一
三
）
没
、
享
年
四
十
一
。
法
号
浄
元
院
殿
明
円
宗
秩
大
居

士
。
在
職
中
、
文
運
が
さ
か
ん
で
、
復
興
期
の
観
を
呈
し
た
。」（
１

巻
の
一
八
ペ
ー
ジ
）

そ
の
事
実
が
幕
府
に
知
ら
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
藩
主
や
城
代
家

老
は
切
腹
の
上
、
御
家
の
お
取
り
潰
し
は
免
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
藩
士
の
結
束
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
国
地
の
藩
だ

っ
た
ら
「
替
え
玉
」
を
押
し
通
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
離
島
の
孤
立
性
を
最
大
限
に
活
用
し
た
事
件
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
徳
川
幕
府
の
鎖
国
令
の
中
で
、
対
馬
藩
が
韓
国

に
出
先
機
関
を
持
ち
、
外
交
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
特
殊
事
情
を
考
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すが た

正昭
まさあき

昭和20年東京生まれ。学習
院大学法学部卒業。同46年
から49年まで東京都青ケ島
村役場職員、平成2年から5
年にかけて同村助役を務める。
主著に『日本の島事典』（三
交社）、『アマとオウ―弧状列
島をつらぬく日本的霊性』『隠
れたる日本霊性史』（たちば
な出版）、『古代技芸神の足跡
と古社』（新人物往来社）、『第
三の目』（学習研究社）ほか多
数。現在、自身のホームペー
ジ「でいらほん通信」で独自
のシマ論を展開している。日
本民俗学会会員。

離
島
独
自
の
マ（
間
）を
生
か
し
た

対
馬
藩
主
替
え
玉
事
件



67 しま 220  2010.1

慮
し
て
の
、
幕
閣
の
一
部
が
見
て
見
な
い
（
聞
い
て
聞
か
な
か
っ
た
）

ふ
り
を
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
対

馬
藩
は
徳
川
綱
吉
（
一
六
八
〇
〜
一
七
〇
九
在
任
）
の
「
生
類
憐
れ
み
の

令
」
の
と
き
、
猪
退
治
を
行
っ
て
対
馬
全
島
か
ら
猪
を
一
頭
残
ら
ず

駆
逐
し
て
い
る
。

離
島
の
空
間
と
時
間
を
逆
手
に
取
っ
て
の
、「
間
」
合
い
を
活
用

し
て
の
ウ
ル
ト
ラ
Ｃ
で
あ
る
。
ど
こ
の
離
島
で
も
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
離
島
に
は
そ
の
離
島
独
自
の
空
間
性
と
時
間
の
流
れ
が
あ

る
。
今
は
そ
う
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
離
島
で
は
概
し
て
時

間
は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
マ
と
い
う
「
間
」
は
広
く

開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
や
シ
マ
と
い
う
〈
マ
〉
の
間
合
い
は
急
速
に
狭
ま
り
つ
つ
あ
る
。

時
間
も
そ
う
だ
し
、
空
間
も
昔
と
比
べ
る
と
詰
ま
っ
て
き
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、〈
マ
〉（
間
）
は
文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
な
の

で
あ
る
。
詰
め
る
だ
け
で
は
な
く
、「
待
つ
」
時
間
も
大
切
な
の
で

あ
る
。
か
つ
て
離
島
の
隔
絶
性
を
除
去
す
る
こ
と
が
離
島
振
興
法

（
旧
）
の
使
命
だ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
島
の
固
有
性
・
文
化
性
が
問

わ
れ
る
時
代
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
高
齢
化
と
人
口
の
減
少
と
い
う
状
況
の
中
で
、
島
に

お
け
る
人
間
や
、
島
の
仲
間
の
「
間
」
が
逆
に
拡
大
化
し
て
い
る
。

日
本
文
化
の
基
底
に
あ
る
シ
マ
文
化
が
危
う
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
新
し
い
視
点
か
ら
の
「
間
」
の
再
生
が
問
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

「
待
つ
」
マ
ツ
リ
（
祭
り
）
の
〈
マ
〉（
間
）
と
、「
間
」
を
「
詰
め
る
」

マ
ツ
リ
（
祭
り
）
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
が
日
本
文
化
の
「
間
合
い
」

を
創
出
し
て
き
た
。
空
間
と
時
間
の
操
作
を
「
祭
り
」
と
し
て
行
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
と
空
間
を
体
現
し
て
き
た
の
が
シ
マ

で
あ
る
。
抽
象
的
な
物
言
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
中
今
の
離
島

振
興
を
「
間
合
い
」
の
日
本
文
化
の
復
権
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
な

お
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。「
島
地
」
と
「
国
地
」
の
〈
マ
〉
を

ゼ
ロ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
シ
マ
の
霊
性
を
発
揚
さ
せ
る
た
め
の
、

新
し
い
〈
マ
〉
の
創
出
が
必
要
だ
。
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「
間
合
い
」の
復
権
で

離
島
の
振
興
を
捉
え
直
す


