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琉
球
の

最
高
神
女

・

聞
得
大
君
の

神
馬
に

つ

い

て

坂

　
本

直

乙

子

　

古
来、

馬
は
神
の

乗
り
も
の

と

し
て

神
聖

視
さ

れ
、

沖
縄
の

祭
祀
に

お

い

て

も

神
馬
は
重
要
な

役
割
を
担
っ

て

き

た
。

神
馬
は

白
馬
で

あ
る
こ

と

が

通
説
で

あ
る

が
、

『

琉

球
國
由

来
記
』

所

収
の

渡
名
喜

島
の

神
唄
に、

「

マ

ク

ロ

ム

マ

」

と

い

う

記

載
が

あ
り、

従
来
こ

れ
が

研
究
者
の

間
で

「

真
黒

馬
」

と

訳
さ
れ
て

き
た

。

ま

た

そ

の

内
容
か

ら
、

こ

の

神
唄
が

琉

球
の

最
高
神
女
・

聞
得
大
君
の

就
任
儀
礼
と

さ

れ
る

御
新
下
り

（
オ
ア

ラ

オ

リ）

を
う
た

っ

た

も

の

と

解
説
さ

れ

る

場
合
も
あ
る

。

最
高
神
女
の

就

任
と

い

う
国

家
の

最
大
級
の

ハ

レ

の

行
事
に

、

聞
得
大
君
は

果
た

し

て

真

黒

馬
に

乗
っ

た
で

あ
ろ

う
か

、

と

い

う
疑

問
を

抱
い

た
筆

者
は、

日

本
の

祭

祀
に

お

い

て

晴
天

祈
願
に

白
馬
を、

降

雨
祈
願
に

黒
馬
を
神
に

献
じ

る

風

習
が

あ
る

こ

と

か

ら
、

こ

れ
が

降
雨

祈
願
の

神
唄
で

は

な
か

っ

た
か

（
拙
稿
「

沖
縄
の

祭
祀
に

み

る

神
馬
に

つ

い

て

b

と

論
じ
た

。

し

か

し
、

「

マ

ク
ロ

ム

マ
」

に

は
、

別
の

解
釈
が

適
当
で

あ
っ

た
。

　
御

新
下
り
の

行

列
順
序
が

記
さ

れ

て

い

る

二

つ

の

文

書
を
み

る

と
、

『

聞
得
大
君

加
那
志

様
御
新
下
日
記
』

で

は
「

御
馬
月
毛
」 、

『

女
官

御
双

紙
』

で

は

「

御
馬
あ
し

毛
」

と
、

神
馬
が

表
現
さ
れ

て

い

る
。

「

月
毛
」

は

通

常
ク

リ
ー

ム

色、

「

あ
し

毛
」

は

白
い

毛

色
を

表
す
も
の

で
、

色
の

濃

淡
は

あ
ろ

う
が

大
君
の

神
馬
は

白
馬
で

あ

り、

黒
馬
で

は

な

い
。

で

は
、

ど
こ

か

ら

真
黒
馬
の

解
釈
が

き

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

マ

ク

ロ

馬
の

神

歌
は
、

雨
乞
い

の

祈
願
か

ら
で

は

な

い

か

と

い

う

筆
者
の

説
に

対
し、

こ

れ

は
、

ツ

マ

ク

ロ

馬
の

「

ツ
」

が
欠
落
し
て

マ

ク

ロ

馬
と

な

っ

た

の

で

は

な
い

か
、

と

い

う

説
を
小
島
瓔
禮
氏
が

ご

提
案
く

だ

さ

っ

た
．

確
か

に、

黒
く

硬
い

蹄
を

持
つ

の

が

特
徴
と
い

わ

れ
る

琉
球
土

産
の

馬
は

、

ツ

マ

ク

ロ

U
爪

黒
と

い

う
呼
び
名
が

あ
る。

ツ

マ

ク

ロ

と

い

う

表
現
は、

敬
し

て

馬
を

直
接
名
指
し

し
な
い

心
意
の

表
れ
、

婉
曲
表
現
と

し

て

存
在
す
る

こ

と

を

考

慮
す
る

と
、

な
る

ほ

ど

小
島
氏
の

説
の

通
り、

マ

ク

ロ

は

ツ

が
欠

落
し

て

い

る

が

「

爪
黒
」

と

も

考
え

ら

れ

る
。

し

た

が
っ

て、

「

真
黒

馬
」

の

字
が

当
て

ら
れ

て

き

た

従
来
の

訳
は

誤
り

と

考
え

ら
れ、

漢

字
を
当
て

る
な

ら
ば
「

爪

黒
馬
」

が

相
応
し

く、

こ

れ

で

あ
れ

ば

聞
得
大

君
の

白
馬

の

神
馬
を
表
わ
す

表
現
と

し

て

最
も
適

当
と

思
わ

れ

る
。

　
そ

の

聞
得
大

君
の

神
馬
に

は

ど

の

よ

う
な

伝
承
が

あ
る

だ
ろ

う
か
。

戦

前
の

聞
き

取
り

調
査
に

よ

る

と
、

聞
得
大

君
の

神
馬
は
知
念
間
切
産
の

白

馬
で、

大
君
の
一

生
に
一

度
だ
け

生
ま

れ

る

と

い

う
伝
承
が
あ
り、

知
念

問
切
に

白
馬
が

生
ま
れ

る

と

大

君
の

御
代
替
り
も

噂
さ
れ
た
と

い

う。

ま

た

聞
得
大
君
御
殿
の

神
壇
に

掛
け
ら
れ
て

い

た
掛
物
は
、

古
来
弁
財
天
と

呼
ば
れ

た
が
、

図
の

中
央
に

女

神
像、

下
に

白
馬、

上
に

白
鳥
（
鳳
凰
）

、

白
鳥
の

向
っ

て

左
に

御
日、

右
に

月
が

写
さ

れ
て
い

た

と

い

う。

大
君
の

神
壇
に

掲
げ
ら

れ
て

い

た
と

い

う
こ

と

は、

琉
球
国
に

お

け
る

神
観
念
の

象
徴
と

し
て

描
か

れ
た
図
柄
で

あ
ろ
う。

女
神
像
の

下
に

白
馬
が

い

る

と

い

う
こ

と
に

注
目
し
た
い

。

な
ぜ

神
馬
が

白
馬
か

と

い

う
こ

と

は

ま

た

別

の

議

論
と

な

ろ

う
が、

宮
中
祭
祀
に

白
馬

節
会
が

あ
る

よ

う
に
、

白
は

「

吉
」

色
で

あ

り
邪
気
を
祓
う
も
の

と

認
識
さ
れ
て

い

る

の

は

理
由
の
一

つ

で

あ
ろ

う
。

『

聞
得
大

君
御
殿

并
御

城
御
規
式
之

御
次
第
』

に

よ

る

と
、

大
君
が

行
う

年
中
行
事
と

し

て
一

年
に

五

回
（
】

月
三

日、

三

月
三

日、

五

月
五
日、

九

月
九
日、

十
二

月
二

十
七

日
）

、

大

御
殿
の

御
庭
に

て

神
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馬

を
七
回

引
き

廻
す
儀
礼
が

あ
っ

た
。

こ

の

神
馬
牽
廻
の

儀
礼
は

、

年
中

行
事
の

重
要
な

節
目
に

行
わ
れ

た

と

考
え

ら

れ

る
。

　

以
上、

聞

得
大
君
の

神
馬
に

つ

い

て

考
え
る

と、

御
新
下
り
の
｝

部
に

は
、

神
馬
を

神
に

捧
げ
る

儀
礼、

あ
る

い

は

そ
の

意

味
の

神
事
が

含
ま

れ

て

い

た
可

能
性
は

高
い

と
思
わ

れ

る
。

聞
得
大
君
が

美
し

く
飾
ら
れ

た

白

馬
に

乗
る

こ

と

は

す
な

わ
ち

「

琉

球
国
最
高
の

神
の

発
現
」

を
意

味
し

た

の

で

は
な
い

か
。

白
馬
誕
生
が

大

君
の

御
代
替
り
を

想
わ
せ

た
の

は、

御

新
下
り
に、

知
念
産
の

生

命
新
た
か

な

馬
を
奉
納
す
る

風
習
が

あ
っ

た

と

も

考
え
ら
れ
よ

う
。

と

す
る
と
、

聞
得
大
君
の

神
馬
は

、

御
新
下
り

儀
礼

に

お

い

て

神
に

献
じ
ら
れ
た
霊

験
あ
ら

た

か

な

白
馬
で

あ
り、

そ

の

使
命

は
、

大
君
と
と

も

に

琉
球
国

神
事
に

生

涯
を
尽
く
す
こ

と

に

あ
っ

た、

と

い

う
見
方
も

可
能
で

は

な
い

か
。

戦
後
沖
縄
の

火
葬

　
　
　
　

那
覇
若
狭

町
、

辻
原
の

墓
地
整
理
を
め

ぐ
っ

て

i

加

藤
　
正

　
春

　
戦
後
沖
縄
の

火
葬
の

状
況
に

つ

い

て

は
、

米
軍
統
治
下
の

資
料
が

公
表

さ

れ
て

お

ら

ず
、

よ
く
わ
か

ら
な
い

点
が

多
い
。

一

九
五
六

年
に

刊
行
さ

れ
た
『

真
和
志
市
誌
』

に
一

九
五

四
の

火
葬
率
に

か

か

わ
る

関
連
資
料
が

掲
載
さ

れ

て

お

り、

そ

れ
か

ら

推
定
さ

れ

る
同
年
の

同
市
の

火
葬
率
は

約

五

八
％
で

あ
る

。

真
和
志

市
は

今
日
の

那
覇
市
域
の
一

部
で

あ

り
、

こ

の

推
定
は

、

当
時
の

那

覇
市
域
の

火
葬
率
が

比
較
的
高
か
っ

た

こ

と

を
示
唆

し
て

い

る
。

那
覇
市
域
で

は
冖

九
四

八

年
二

月
に

戦
前
の

仲
毛
葬
儀
社
の

伝
統
を

継
承
す

る

那
覇
葬
祭

組
合
が

葬
祭
業
を

は

じ
め

た

が
、

一

九
五

五

年
二

月
に

は

沖
縄
公
益
社
が
、

火
葬
葬
儀
に

特
化
し
た

か

の

よ

う
な

葬
儀

社
の

営
業
を

開
始
し

て

い

る
。

こ

れ
は

、

当
時
の

那
覇
市
域
の

火
葬
率
の

高
さ

を

背
景
に

し
た

も
の

で
あ
ろ

う
。

　

那
覇
市
域
の

火

葬
率
の

高
さ

を
導
い

た
要

因
は

い

く
つ

も
の

も
の

が

あ

る

と

思
わ
れ
る

が
、

そ

の
一

つ

と
し
て

、

【

九
五
」

年
か

ら

行
わ
れ
た

那

覇

市
若
狭
町

、

辻

原
の

墓
地
整
理
事

業
を
あ
げ
る

こ

と

が
で

き
る。

那
覇

の

若
狭

、

辻
原
の

墓

地
群
は

沖
縄
を

代
表
す
る
墓
地
と

し
て

戦
前
か

ら

有

名
で

あ
っ

た

が
、

一

九
五
→

年
に

米

軍
の

軍
命
を

受
け
て
、

那
覇
市
都
市

計

画
課
が
そ

の

撤
去
事
業
を

開
始
し

た
の

で

あ
る

。

米
軍
の

意
図
は

、

両

墓
地
の

土
を

掘
削
し、

そ

の

土

を
用
い

て

泊
港
護
岸
の

埋
立
・

整
備
を

行

う
こ

と
に

あ
っ

た

よ

う
で

あ

る
。

　

事
業
は、

ま

ず
墓
地
所

有
者
の

協
力
を
得
て

、

墓

内
の

骨
の

火
葬
を
行

う
こ

と
か

ら
は

じ
ま
っ

た
。

両
墓
地
の

墓
の

筆
数
は

千
七

百
余
筆、

実
際

の

墓
地

数
は

こ

れ
よ

り
も

多
か
っ

た

と

い

う
が、

そ

の

実
数
は

役
所
も
把

握
し

て

い

な
か
っ

た

よ
う
で

あ
る

。

市
は

新
聞
に

公

告
を
出
し

て

所
有
者

を
探
し

、

そ
の

所
有
者
た

ち

と

の

協
議
の

も

と

に
一

斉
火
葬
の

手

順
を
決

定
し

て

い

っ

た
。

一

連
の

過

程
は

逐

次
新
聞
（
う
る

ま

新
報
お

よ

び

沖
縄

タ
イ
ム

ス
）

が

報
道
し
て

い

る

が、

そ

れ
に

よ
れ
ば、

人
々

は

市

役
所
が

指
定
し

た

日
に
、

自
家
の

墓

内
の

骨
を
ま

と

め

て

臨
時
火
葬
場
（
若
狭

町
、

辻
原
に

そ
れ

ぞ

れ
】

カ

所
ず
つ

設
け
ら
れ
た
）

に

運
び

、

そ

こ

で

市

の

職
員
に

火
葬
し

て

も
ら

っ

た
よ
う
で

あ
る

。

そ

の

骨
灰
は

市
が

提
供
し

た

骨
壺
に

い

れ、

自
家
の

新
墓
の

用
意
の

な

い

者
は

、

市
が

設

置
し
た

臨

時
納
骨
場
（
奥

武
山
世
持
神
社
内）

に

安
置
し
た

の

で

あ
る

。

火
葬
は

五

〔1579）487
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