
〈
奥
〉つ
シ
マ
の〈
間
〉の〈
オ
ク
レ
〉の
構
造

菅
田
正
昭
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島
は
そ
れ
自
体
が
〈
間
〉
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
土
と

の
距
離
感
が
そ
の
〈
間
〉
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
距
離
感
に
は
地

理
的
な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
の
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
距
離
の
地
理

的
│
精
神
的
な
隔
絶
感
が
〈
間
〉
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

オ
ク
（
奥
）
と
い
う
概
念
は
オ
カ
（
陸
・
丘
・
岡
）
か
ら
の
視
座
で

あ
る
。
遠
く
を
眺
め
た
時
の
眼
差
し
で
あ
る
。
陸
地
の
上
に
お
け
る

遠
さ
は
〈
奥
〉
だ
が
、
そ
れ
が
海
へ
と
適
用
さ
れ
る
と
オ
キ
（
沖
）

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
海
上
に
お
け
る
オ
ク
が
〈
オ
キ
（
澳
）
〉
で

あ
る
。
奥
と
沖
（
澳
）
は
同
一
語
源
の
コ
ト
バ
で
あ
る
。

島
は
沖
つ
白
波
が
立
つ
と
水
平
線
に
見
え
た
り
隠
れ
た
り
す
る
。

た
だ
た
ん
に
波
間
に
浮
か
ん
だ
り
沈
ん
だ
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
霧

が
か
か
っ
た
り
す
る
と
、
島
と
い
う
存
在
自
体
が
視
え
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
梅
雨
時
に
は
材
木
座
あ
た
り
か
ら
で
さ
え
江
ノ
島
が
見
え

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
遠
く
の
山
々
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
奥
や

沖
の
広
義
の
〈
オ
ク
〉
は
実
に
、
危
う
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

海
と
島
の
日
本
・
Ⅹ

特
集

本
土
と
島
と
の
地
理
的
・
精
神
的
な
隔
絶
感
が
〈
間
〉
を
形
づ
く
り
、
本
土
か
ら
み
れ
ば
島
々

は
す
べ
て
海
面
の
オ
ク
（
沖
・
奥
）
に
位
置
す
る
沖
つ
（
奥
つ
）
島
で
あ
る
。
ま
た
島
は
、
そ

の
遠
距
離
性
ゆ
え
に
聖
性
（
オ
ク
リ
＝
送
り
・
贈
り
）
と
賤
性
（
オ
ク
レ
＝
後
れ
・
遅
れ
）
の

両
面
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
島
々
の
真
の
振
興
に
は
、
オ
ク
レ
か
ら
オ
ク
リ
の
島
へ
と
、
そ
の

聖
性
の
復
権
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

聖
性
と
賤
性
の
両
面
を

併
せ
持
っ
て
い
る〈
沖
つ（
奥
つ
）島
〉
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そ
の
視
え
な
い
と
き
の
空
間
を
〈
間
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
ど
う
か
、
奥
と
は
危
う
い
、
あ
や
ふ
や
な
〈
場
〉
な
の
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
オ
ク
と
は
、
本
来
、〈
不
可
視
〉
の
領
域

に
あ
る
〈
場
〉
だ
。
も
し
か
す
る
と
、〈
間
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
な

い
可
能
性
だ
っ
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
、
オ
ク
に
存
在

す
る
で
あ
ろ
う
〈
間
〉
が
視
え
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

本
土
│
島
と
い
う
構
造
を
考
え
る
と
き
、
島
と
い
う
存
在
は
本
土

か
ら
み
る
と
、
そ
の
す
べ
て
が
沖
津
（
つ
）
島
で
あ
る
。
海
面
上
の

オ
ク
（
奥
）
に
位
置
す
る
〈
沖
つ
島
〉
＝
〈
奥
つ
島
〉
で
あ
る
。
こ

の
〈
沖
津
〉
の
距
離
感
は
、
あ
る
島
が
本
土
か
ら
ど
の
く
ら
い
離
れ

て
い
る
か
、
と
い
う
ハ
ナ
レ
（
離
れ
）
の
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
人

に
よ
っ
て
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
距
離
感
が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、〈
離
れ
島
〉
と
し
て
の
隔
絶
感
は
大
き

く
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、〈
間
〉
は
拡
大
す
る
。
そ
の
島
が
人
の

住
む
島
で
あ
る
な
ら
ば
、
島
の
側
か
ら
の
本
土
へ
の
距
離
に
は
、
大

き
な
隔
た
り
の
空
間
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
本
土
に
住
む
人
が
そ
の
隔
絶
を
感
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
島
か
ら
は
本
土
が
視
え
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
本
土
か
ら

島
が
見
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
視

覚
で
も
あ
る
が
、
本
土
が
普
段
は
島
を
意
識
し
て
い
な
い
、
と
い
う

側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
土
と
島
の
あ
い
だ
に
は
歴
然
と
し
て
〈
間
〉

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
土
は
あ
た
か
も
〈
間
〉
が
存
在
し
な

い
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
し
ま
う
。
蓋け
だ

し
く
も
、
そ
ん
な
こ
と
に

思
い
が
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
島
の
隔
絶
性
の
〈
間
〉

は
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
島
と
い
う
存
在
は
二
重
の
意
味
で

疎
外
さ
れ
る
。
距
離
的
に
も
精
神
的
に
も
、
で
あ
る
。

〈
沖
つ
〉
観
は
こ
こ
か
ら
発
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、〈
沖
つ
〉
は

〈
奥
つ
〉
と
同
源
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
感
覚
の
原
基
に
あ
る
オ

ク
（
奥
）
・
オ
キ
（
沖
）
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
『
広
辞

苑
』
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

●

お
く
【
奥
】
①
内
へ
深
く
は
い
っ
た
所
。
外
面
か
ら
遠
い
方
。

「
穴
の
―
」「
山
の
―
」
蛉蚫
口
②
物
事
の
秘
密
。
深
遠
で
知
り
に
く

い
と
こ
ろ
。
心
の
中
。（
以
下
略
）

お
き
【
沖
・
澳
】
①
海
・
湖
な
ど
で
、
岸
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
。

「
―
の
小
島
」
②
田
畑
・
原
野
の
開
け
た
遠
い
所
。

●

要
す
る
に
、
遠
く
離
れ
た
所
が
オ
ク
・
オ
キ
で
あ
り
、
山
側
に
奥
、

海
側
に
沖
の
字
が
あ
て
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
オ
ク
（
奥
）
に
内
面
性
の
義
が
あ
る
こ
と
だ
。
す
な
わ

ち
、
①
の
「
内
へ
深
く
は
い
っ
た
所
」
か
ら
②
の
「
物
事
の
秘
密
。

深
遠
で
知
り
に
く
い
と
こ
ろ
。
心
の
中
」
の
意
が
生
じ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
奥
な
る
所
は
秘
密
の
場
所
で
あ
り
、
か
つ
深
遠
な
場
所
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
聖
な
る
所
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
聖
性
は
時
と
し
て
真
逆
の
賤
性
へ
と
転
化
す
る
。
な

特集 海と島の日本・Ⅹ
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ぜ
な
ら
、
深
遠
で
あ
る
所
に
は
、
一
般
人
は
な
か
な
か
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
奥
の
尊
さ
と
か
、
深
遠
な
秘
密
と
い
う

も
の
は
近
付
き
難
さ
が
限
界
点
あ
た
り
で
固
定
化
す
る
と
、
そ
の
存

在
が
疎う
と

ま
れ
た
り
し
て
差
別
の
対
象
へ
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら

だ
。オ

ク
（
奥
）
・
オ
キ
（
沖
）
は
そ
の
存
在
自
体
が
距
離
的
に
も
精
神

的
に
も
近
づ
き
難
さ
と
い
う
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
聖
性

も
生
じ
て
く
る
が
、
同
時
に
、
賤
性
の
引
き
金
に
も
な
る
両
面
性
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。〈
間
〉
の
存
在
が
そ
の
二
面
性
を
引
き
起
こ
す

の
で
あ
る
。
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
、
聖
性
と
賤
性
の
両
面
が
オ

ク
・
オ
キ
に
は
具
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
沖
つ
島
〉
は
そ
の

典
型
で
あ
る
。

オ
ク
・
オ
キ
の
聖
性
と
賤
性
の
両
面
を
最
も
典
型
的
に
表
わ
し
て

い
る
言
葉
と
し
て
、
オ
ク
リ
（
贈
り
・
送
り
）
と
オ
ク
レ
（
遅
れ
・
後
れ
）

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
動
詞
五
段
活
用
の
「
送
る
・
贈
る
」
で
も
、

自
動
詞
下
二
段
活
用
の
「
後
る
・
遅
る
」
で
も
よ
い
。
一
見
、「
送

る
・
贈
る
」
と
「
後
る
・
遅
る
」
で
は
ず
い
ぶ
ん
意
味
が
違
う
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
は
同
根
で
あ
る
。
古
語
と
現
代
語

で
は
活
用
の
形
も
違
っ
て
く
る
が
、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
註
１
、
以
後

Ｉ
Ｋ
Ｊ
と
略
称
）
は
「
お
く
・
り
【
送
り
・
贈
り
】
四
段
活
用
」
と

「
お
く
・
れ
【
後
れ
・
遅
れ
】
下
二
段
活
用
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

●

お
く
・
り
【
送
り
・
贈
り
】《
オ
ク
レ
（
送
・
遅
）
と
同
根
。
オ
ク

リ
は
意
志
的
に
後
か
ら
つ
い
て
行
く
の
が
原
義
。
転
じ
て
、
後
か

ら
心
を
こ
め
て
人
に
物
を
と
ど
け
る
意
。
オ
ク
リ
・
オ
ク
レ
の
対

立
は
、
意
思
的
な
解と

キ
に
対
す
る
、
自
然
的
な
成
行
き
を
示
す
解と

ケ
・
裂さ

ケ
の
類
》

お
く
・
れ
【
後
れ
・
遅
れ
】《
オ
ク
リ
（
送
・
贈
）
と
同
根
。
自
然

の
結
果
と
し
て
、
後
か
ら
つ
い
て
行
く
よ
う
に
な
る
の
が
原
義
。

転
じ
て
、
跡
に
残
さ
れ
る
意
。
ま
た
、
つ
と
め
て
も
力
及
ば
ず
間

に
合
わ
な
い
意
》

●

「
送
り
・
贈
り
」
と
「
後
れ
・
遅
れ
」
が
同
根
で
あ
る
こ
と
は
よ
く

わ
か
る
が
、
Ｉ
Ｋ
Ｊ
の
説
明
は
ど
う
し
て
、
オ
ク
リ
と
オ
ク
レ
が
分

岐
し
た
の
か
、
と
い
う
原
因
が
つ
か
み
に
く
い
。
そ
こ
に
、
オ
ク

（
奥
）
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
と
、
も
っ
と
、
解
か
り
や
す
く
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
送
り
・
贈
り
」
も
「
後
れ
・
遅
れ
」
も
、
オ
ク

（
奥
）
を
語
源
と
す
る
語
で
あ
る
か
ら
だ
。

オ
ク
（
奥
）
と
は
、
深
遠
で
多
少
な
り
と
も
神
秘
な
場
で
あ
る
。

聖
な
る
所
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
神
が
坐ま

し
ま
す
場
所
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
は
何
か
が
送
ら
れ
て
く
る
。
神
は
人
間
に
対
し
て
、
絶
え

本
土
と
の〈
間
〉が「
差
延
」を
生
み
、

賤
な
る
場
と
し
て
零
落
す
る
島
々
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ず
何
か
を
発
信
し
て
い
る
。
そ
の
送
信
を
人
間
が
受
信
で
き
る
か
否

か
―
―
は
別
に
し
て
、
い
つ
も
何
か
を
送
っ
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
そ
れ
は
稲
種
の
内
な
る
稲
の
霊
魂
と
し
て
稲
霊
（
ト

シ
ダ
マ
＝
年
玉
）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
神
か
ら
の
〈
送
り
〉

を
上
手
に
受
信
す
れ
ば
、
一
粒
万
倍
の
豊
作
と
な
る
。
つ
ま
り
、
神

か
ら
の
〈
送
り
〉も
の
は
〈
贈
り
〉も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、〈
送
り
〉

は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、〈
贈
り
〉は
〈
送
り
〉を
、
あ
り
が
た
い

も
の
と
し
て
受
容
す
る
視
座
と
か
感
情
か
ら
発
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
関
係
性
は
人
間
ど
う
し
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
相
手
を
ス
ト
ー

カ
ー
と
認
識
す
れ
ば
、
ど
ん
な
贈
り
物
も
恐
怖
の
迷
惑
な
送
り
物
で

し
か
な
い
が
、
恋
人
か
ら
な
ら
ば
嬉
し
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
オ
ク（
奥
）は
遠
い
所
で
あ
る
。
距
離
的
に
も
精
神
的

に
も
、
そ
の
遠
距
離
性
の〈
間
〉が
人
び
と
を
惑
わ
す
。オ
ク（
奥
）が
送

（
贈
）っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
遠
距
離
性
の
故
に
届
か
な
い
。
実
際
は

送
っ
た
の
に
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
も
う
届
い

て
い
る
は
ず
な
の
に
相
手
が
気
付
い
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
受
信
す
る
側
に
と
っ
て
は
、
届
か
な

い
こ
と
は
「
後
れ
・
遅
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
関
係
性
は
オ
ク
リ
と
オ

ク
レ
が
同
一
の
語
根
（
註
２
）

（i
;
e

）
か
ら
派
生
し
た
同
源

の
語
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
関
係
は
〈
沖
つ
〉
島
に
も
適
用
で
き
る
。
な
ぜ
な

ら
、
オ
キ
（
沖
）
も
オ
ク
（
奥
）
と
同
源
の
語
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な

わ
ち
、
オ
キ
と
オ
ク
は

（i
;
u

）
と
い
う
同
一
の
語
根
を
持
っ
て

い
る
。
沖
・
奥
・
送
・
贈
・
後
・
遅
も
語
根

を
共
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
沖
つ
島
〉
が
〈
聖
な
る
島
〉
と
し
て
想
わ

れ
れ
ば
、
島
の
存
在
自
体
が
〈
贈
り
物
〉
と
し
て
受
容
さ
れ
る
。

島
が
ア
イ
ラ
ン
ド
・
テ
ラ
ピ
ー
（
註
３
）
を
発
信
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
気
付
い
て
も
ら
え
な
い
。
島
に
住
む
人
が
特

√
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√
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産
物
を
送
ろ
う
と
し
て
、
波
浪
で
船
が
欠
航
し
て
届
か
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、「
後
れ
・
遅
れ
」
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
島
へ
何
か
を
送
る
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

わ
た
し
は
、
相
手
が
速
達
で
郵
便
物
を
ポ
ス
ト
に
投
函
し
た
の
に
、

一
ヶ
月
も
経
っ
て
い
る
の
に
返
事
も
く
れ
な
い
、
と
言
わ
れ
て
、
よ

う
や
く
つ
な
が
っ
た
電
話
で
怒
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
寝
耳
に
水
の
出

来
事
で
あ
る
。
届
い
て
い
な
い
速
達
郵
便
に
返
事
な
ん
か
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
相
手
は
速
達
で
出
し
た
以
上
、
も
う
届
い
て

い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
（
一
九
三
〇
〜
二
〇
〇
四
）

に
よ
れ
ば
、「
差
延
（d

iff éran
ce

）
」
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
造
語
で

「
遅
ら
せ
る
、
延
期
す
る
」
の
意
味
を
持
つ
、
デ
リ
ダ
の
哲
学
の
キ

ー
ワ
ー
ド
と
い
う
べ
き
概
念
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
「
差
延
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、「
届
か
な
い
手
紙
」（
註
４
）

と
い
う
概
念
を
通
し
て
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。

本
土
か
ら
島
へ
の
郵
便
も
、
島
か
ら
投
函
す
る
場
合
も
、
し
ば
し

ば
「
差
延
」
が
生
じ
る
。
た
と
え
届
い
た
と
し
て
も
、
依
頼
状
の
場

合
、
回
答
の
期
限
切
れ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
電
話
で
の
連
絡

も
来
な
い
の
だ
か
ら
、
依
頼
を
断
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
か
ね
な
い
。

こ
う
し
た
状
態
が
常
態
化
す
る
と
、
そ
う
し
た
島
は
本
土
か
ら
は
オ

ク
レ
の
地
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。〈
間
〉が
「
差
延
」
を
生
じ
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
賤
な
る
場
と
し
て
零
落
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
零
落
の
引
き
金
と
な
っ
た
差
延
の
〈
間
〉

は
、「
自
然
の
賜
物
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
歴
史
の
賜
物
」（
註
５
）

で
も
あ
る
。

要
す
る
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
〈
間
〉の
歪
み
が
、
オ
ク
リ（
送
り
・

贈
り
）
と
オ
ク
レ
（
後
れ
・
遅
れ
）
を
分
岐
さ
せ
る
。
そ
れ
が
あ
た
か

も
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、〈
聖
―
送
り
・
贈
り
〉、〈
賤
―
後

れ
・
遅
れ
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
オ
ク
（
奥
）
・
オ
キ

（
沖
）
は
「
送
・
贈
・
後
・
遅
」
の
す
べ
て
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
沖
つ
島
、
す
な
わ
ち
、
沖
ノ
島
・
沖
島
・
奥
ノ
島
・
奥
島

…
と
い
う
名
称
を
持
つ
島
は
、
そ
う
し
た
四
要
素
を
持
つ
聖
性
と
賤

性
を
兼
ね
備
え
た
島
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
奥
・
澳
に
は
オ
ク
・
オ
キ
の
ほ
か
、
オ
ウ
の
音
韻
も

あ
る
。
そ
こ
で
、
オ
ウ
周
辺
の
音
韻
、
す
な
わ
ち
、
オ
ウ
・
オ
ー
・

オ
ホ
・
オ
オ
・
オ
フ
・
ア
ウ
・
ア
フ
・
ア
ハ
・
ア
イ
…
等
々
の
、
そ

こ
に
漢
字
を
充
て
は
め
れ
ば
奥
・
沖
・
青
・
大
・
逢
・
黄
・
横
・

淡
・
粟
・
藍
・
相
…
等
々
（
註
６
）
を
島
名
に
冠
す
る
島
々
は
、
そ

の
原
義
が
オ
ク
（
奥
）
・
オ
キ
（
沖
）
か
ら
発
し
て
い
た
可
能
性
が
で

て
く
る
。
も
し
か
す
る
と
、
島
々
は
す
べ
て
「
沖
の
小
島
」
と
思
わ

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
あ
た
り

の
関
係
を
図
示
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（「
オ
ウ
周
辺
の
島

名
の
音
韻
関
係
図
」
を
参
照
）。

オ
ク
レ（
後
れ
・
遅
れ
）か
ら

オ
ク
リ（
送
り
・
贈
り
）の
島
へ
の
復
権
を



69 しま 222  2010.6

オ
ウ
と
オ
ク
・
オ
キ
の
違
い
は
、
視
線
の
角
度
（
ア
ン
グ
ル
）（
註

７
）
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
海
面
上
に
限
っ
て
言
う
な
ら
ば
、

オ
ク
・
オ
キ
は
遥
か
水
平
線
上
に
位
置
す
る
地
理
的
空
間
で
あ
る
。

た
と
え
大
き
な
島
で
あ
っ
て
も
遠
距
離
に
あ
れ
ば
、
小
さ
く
見
え
る
。

す
な
わ
ち
、
島
全
体
を
捉
え
る
眼
の
角
度
は
小
さ
い
。
そ
し
て
、
そ

の
島
よ
り
小
さ
く
て
も
手
前
に
あ
れ
ば
、
眼
が
捉
え
る
角
度
は
大
き

い
。
お
そ
ら
く
、
オ
ウ
は
オ
ク
・
オ
キ
よ
り
手
前
に

あ
る
海
面
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

本
来
、
オ
ウ
と
い
う
概
念
は
オ
ク
・
オ
キ
を
含
ん

で
い
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
出
雲
國
意お

宇う

郡

（
島
根
県
松
江
市
の
周
辺
）
や
丹
後
國
加
佐
郡
凡
海

お
ほ
し
あ
ま

郷

（
京
都
府
舞
鶴
市
の
周
辺
）
の
オ
ウ
・
オ
ホ
や
、
さ
ら
に
、

『
新
撰
姓
氏
録
』（
註
８
）
の
「
攝
津
國
神
別
」
の

「
天
孫
」
系
の
凡
河
内
忌
寸

お
ほ
し
か
ふ
ち
の
い
み
き

・

凡
海
連

お
ほ
し
あ
ま
の
む
ら
じ、

同
じ
く

「
河
内
國
神
別
」
の
「
天
孫
」
系
の
凡
河
内
忌
寸
ら

の
根
拠
地
（
瀬
戸
内
海
の
延
長
と
し
て
古
代
の
血ち

沼ぬ

の
海
）

は
、
オ
ク
・
オ
キ
を
包
含
し
た
オ
ウ
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
凡
海
」
を
冠
す
る
氏
族
は

安
曇
氏
と
溶
け
合
っ
て
、
北
九
州
地
域
や
瀬
戸
内
海

沿
岸
の
海
辺
の
各
地
に
点
在
し
て
い
た
。

そ
の
広
い
概
念
の
オ
ウ
か
ら
オ
ク
・
オ
キ
が
分
岐

し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
原
初
オ
ウ
は
常

世
や
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
異
界
を
抱
え
た
カ
オ
ス
（
混

沌
）
の
聖
性
を
持
っ
て
い
た
が
、
分
岐
後
の
オ
ウ
は

周
辺
の
島
よ
り
面
積
が
大
き
か
っ
た
場
合
、「
大
島
」

と
い
う
地
名
に
遺
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
宗
像
大
社
の

特集 海と島の日本・Ⅹ

オウ周辺の島名の音韻関係図 

aw

ok

ai＝相・藍 

逢 

au

awo 青 

uwo 魚 

淡・粟 

awa

aha

oki（沖・澳） uki（浮） 

uku（浮） 

uke（請） 

oku（奥） 

o（oh） ou 黄 キ 
木 

鬼 

（沖） 
横（よこ） 

（奥） 

青（あお） 

oho 大 

o（あるいはwo） 

男・雄・尾など 
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沖
津
宮
が
鎮
座
す
る
沖
ノ
島
の
よ
う
な
〈
神
の
島
〉
は
今
日
で
も

〈
聖
性
〉
の
典
型
の
よ
う
な
島
だ
が
、
中
津
宮
の
あ
る
大
島
は
、
境

内
地
は
聖
で
あ
っ
て
も
、
島
全
体
の
聖
性
は
失
わ
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
周
辺
の
島
々
と
比
較
し
て
も
小
さ
な
部
類
の
島
な
の
に
、

「
大
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
島
は
、
名
称
だ
け
に
原
初
オ
ウ
の
霊
性

が
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

四
国
八
十
八
カ
所
に
次
ぐ
観
音
霊
場
と
さ
れ
る
〝
島
四
国
〞
の
小

豆
島
は
、
古
代
は
吉
備
國
兒こ

嶋じ
ま

郡
（
現
在
の
児
島
半
島
は
古
代
は
島
だ
っ

た
）
の
沖
の
、
ア
ヅ
ミ
の
音
韻
を
想
起
さ
せ
る
ア
ヅ
キ
（
小
豆
）
島
だ

っ
た
が
、
お
そ
ら
く
、
原
初
オ
ウ
の
解
体
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
一

〇
世
紀
の
初
め
に
は
讃
岐
國
の
所
属
と
な
り
、
当
然
、
そ
れ
以
前
は

神
々
の
島
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
は
一
座

も
そ
の
名
を
と
ど
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
観
世
音
菩
薩

が
坐
し
ま
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
島
が
聖

な
る
が
故
の
、
賤
性
の
地
域
を
そ
の
後
に
発
生
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
原
初
オ
ウ
の
解
体
・
分
岐
は
、
古
代
ヤ
マ
ト
王
権
が

壬
申
の
乱
を
経
て
古
代
天
皇
制
と
し
て
確
立
し
て
い
く
過
程
で
、
本

土
の
内
部
に
も
在
っ
た
聖
な
る
地
と
し
て
の
シ
マ
の
消
失
と
、
島
の

ハ
ナ
レ
（
離
れ
）
化
は
符
合
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
時
点
で
は
、〈
沖
つ
〉
島
が
必
ず
し
も
オ
ク
レ
を
持
っ
て

い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
や
は
り
「
歴
史
の
賜
物
」
な
の

で
あ
る
。

島
が
賤
な
る
存
在
へ
転
化
し
て
い
く
の
は
、
流
人
を
聖
な
る
島
へ

配
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
流
人
は
王
権
に
と
っ
て
の
ケ
ガ
レ
（
穢

れ
）
の
対
象
だ
が
、
そ
の
穢
れ
を
祓
っ
て
く
れ
る
場
所
と
し
て
、
遠

く
の
〈
離
れ
島
〉
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
聖
な
る
島

へ
行
け
ば
、
そ
の
ケ
ガ
レ
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
除
去
さ
れ
る
の
に
、
流

し
た
側
の
人
び
と
は
ケ
ガ
レ
の
移
動
の
結
果
、
聖
な
る
島
に
は
ケ
ガ

レ
が
滞
留
・
蓄
積
し
て
、
や
が
て
穢
れ
が
拡
散
し
た
賤
な
る
島
と
思

い
込
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
に
〈
奥
つ
〉
島
の
遠
距
離

感
が
加
味
さ
れ
、
か
つ
て
は
聖
性
の
〈
贈
り
〉
の
発
信
地
だ
っ
た
島

全
体
が
オ
ク
レ
の
対
象
へ
と
零
落
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
来
、
離

島
振
興
法
を
含
め
た
四
法
は
、
そ
の
聖
性
の
復
権
を
目
指
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
て
昭
和
四
〇
年
代
〜
五
〇
年
代
に
青
ヶ
島
村
長
を
さ
れ
た
奥

山

治
（
一
九
一
八
〜
二
〇
〇
〇
）
は
、
陳
情
書
を
出
す
と
き
、
青
ヶ
島

の
島
名
の
前
に
、
あ
た
か
も
枕
詞
の
よ
う
に
「
文
化
果
つ
る
」
を
冠

し
た
。
そ
れ
は
青
ヶ
島
が
文
化
的
に
劣
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
文
化
の
地
で
あ
る
の
に
、
国
地
（
本
土
）
が
青

ヶ
島
を
〝
遅
れ
た
地
域
〞
と
認
識
し
、
し
か
も
見
捨
て
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
に
抗
議
す
る
と
き
の
逆
説
的
表
現
だ
。
ち
な
み
に
、
八
丈

流ず

人に
ん

・
近
藤
富
蔵
（
一
八
〇
五
〜
一
八
八
七
）
の
『
八
丈
實
記
』
に
よ

れ
ば
、
青
ヶ
島
に
は
六
つ
の
古
名
が
あ
る
が
、
そ
の
共
通
要
素
か
ら

祖
形
を
抽
出
す
れ
ば
オ
ウ
が
シ
マ
と
な
る
（
拙
者
『
ア
マ
と
オ
ウ
』
を
参

照
）。
す
な
わ
ち
、
オ
ウ
の
島
で
あ
る
。
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現
在
、
本
土
で
は
、
と
く
に
、
都
市
部
に
お
け
る
ク
ニ
（
国
で
も

シ
マ
で
も
な
い
、
あ
る
種
の
権
力
装
置
）
の
脱
宗
教
化
が
進
行
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
そ
こ
で
は
聖
性
も
賤
性
も
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
中
で
、
原
初
オ
ウ
の
復
権
を
目
指
し
て
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、

島
に
お
け
る
宗
教
的
巻
き
返
し
と
し
て
の
聖
地
意
識
の
奪
還
が
必
要

で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。
オ
ク
レ
（
後
れ
・
遅
れ
）
を
オ
ク
リ

（
送
り
・
贈
り
）
と
し
て
復
権
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
〈
間
〉
の
復
権
で
も
あ
る
。

■

特集 海と島の日本・Ⅹ

（
註
釈
）

註
１：

大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
。

註
２：

同
系
の
コ
ト
バ
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
共
通
の
意
味
。
あ
る
い
は
、
も
う
、
こ

れ
以
上
は
分
析
で
き
な
い
コ
ト
バ
の
要
素
。
ロ
ー
マ
字
で
表
記
す
る
と
、
こ
の
部
分
だ

け
は
変
化
し
な
い
コ
ト
バ
の
根
っ
こ
。
語
基
・
語
幹
も
同
じ
。

で
表
す
。

註
３：

平
成
一
〇
年
前
後
、
国
土
交
通
省
の
前
身
の
国
土
庁
や
、
厚
生
労
働
省
の
前
身

の
厚
生
省
の
肝
煎
り
で
推
進
さ
れ
た
「
健
康
の
島
づ
く
り
」
の
た
め
の
運
動
。
島
の
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
揚
を
根
底
に
、
観
光
を
含
め
て
島
々
が
「
癒
し
の
空
間
」
に

な
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
広
義
の
、
島
嶼
が
本
来
、
持
っ
て
い

る
霊
性
の
義
で
捉
え
て
も
ら
い
た
い
。

註
４：

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
著
若
森
栄
樹
＋
大
西
雅
一
郎
訳
『
絵
葉
書
Ⅰ
ソ
ク
ラ
テ
ス

か
ら
フ
ロ
イ
ト
へ
、
そ
し
て
そ
の
彼
方
』（
水
声
社
、
二
〇
〇
七
年
）の
中
で
も
展
開
さ
れ

て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
分
析
医
で
哲
学
者
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
（
一
九
〇
一

〜
八
一
）
と
の
論
争
の
中
で
提
起
さ
れ
た
「
盗
ま
れ
た
手
紙
に
つ
い
て
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

の
部
分
は
ま
だ
刊
行
・
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
東
浩
紀
（
一
九

七
一
〜
）
が
デ
リ
ダ
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
存
在
論
的
、
郵
便
的
』（
新
潮
社
、
一
九
九
八

年
）
と
、『
郵
便
的
不
安
た
ち
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
の
中
で
展
開
し
た
。

註
５：

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
第
一
四
章
。
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス

√
‾

の
こ
の
括
弧
内
の
言
葉
は
、
剰
余
労
働
に
お
け
る
労
働
の
生
産
性
に
つ
い
て
の
指
摘
で

あ
る
。
鈴
木
鴻
一
郎
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
43

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
Ⅰ
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
）。

註
６：

菅
田
正
昭
編
著
（
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
監
修
）『
日
本
の
島
事
典
』（
三
交
社
、

一
九
九
五
年
）
の
「
自
伝
的
離
島
文
化
論
〈
序
に
代
え
て
〉」
の
「
オ
ウ
の
発
見
」
を
参

照
し
て
ほ
し
い
。
の
ち
、
そ
れ
を
も
っ
と
拡
げ
て
『
ア
マ
と
オ
ウ
―
弧
状
列
島
を
つ
ら

ぬ
く
日
本
的
霊
性
』（
た
ち
ば
な
出
版
、
一
九
九
九
年
）
を
上
梓
し
た
。
詳
し
く
は
同
書

を
参
照
。

註
７：

か
つ
て
「
世
界
に
冠
た
る
」
と
言
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
（E

ngland

）
の
語
源
はangle

（
ア
ン
グ
ル
、
角
度
）
に
由
来
す
る
、
と
言
わ
れ

て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
陸
側
の
住
人
が
島
の
住
民
に
対
し
て
「
隅
っ
こ
・
角
っ
こ
」

の
義
と
し
て
、
や
や
蔑
称
的
に
呼
ん
だ
の
が
始
ま
り
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
誇

り
高
き
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
（A

nglo-S
axon

）
が
登
場
し
て
く
る
。

註
８：
古
代
氏
族
の
系
譜
を
記
し
た
事
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
（
た
だ
し
、
原
本
は
伝

わ
ら
ず
、
現
存
す
る
の
は
そ
の
抄
本
）。
嵯
峨
天
皇
（
在
位
八
〇
九
〜
八
二
三
）
の
勅
を

奉
じ
て
、
桓
武
天
皇
の
皇
子
の
万
多
親
王
ら
が
編
し
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
奏
進
し

た
も
の
で
、
京
と
畿
内
に
本
籍
を
持
つ
一
一
八
二
氏
を
、
そ
の
出
自
・
家
系
に
よ
っ
て

皇
別
・
神
別
（
天
神
・
天
孫
・
地
祇
）
・
諸
蕃
（
漢
・
百
済
・
高
麗
・
新
羅
・
任
那
）

に
分
類
し
た
も
の
。


