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八
重
山
の
歌
謡
に
見
え
る
方
言
名
の
植
物
に
つ
い
て
は
、
喜
舎
場
永
殉
氏
の
『
八
重
山
民
謡
誌
』
お
よ
び
『
八
重
山
古
謡
』
、
ま
た

宮
良
当
壮
氏
の
『
八
重
山
古
謡
』
、
上
勢
頭
亨
氏
の
『
竹
富
島
誌
』
、
さ
ら
に
外
間
守
善
・
宮
良
安
彦
編
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重

山
篇
』
や
最
近
あ
い
つ
い
で
出
版
さ
れ
た
『
竹
富
町
古
謡
集
』
『
石
垣
村
古
謡
集
』
『
登
野
城
村
古
謡
集
』
等
で
も
、
あ
る
程
度
、
和

名
・
学
名
の
同
定
や
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
を
把
握
す
る
試
み
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
古
謡
。
節

謡
等
に
見
え
る
植
物
を
可
能
な
限
り
抽
出
し
、
八
重
山
歌
謡
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
植
物
が
ど
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
概
観
し
て
み
た
い
。
歌
謡
は
『
八
重
山
民
謡
誌
』
お
よ
び
『
八
重
山
古
謡
』
を
基
本
に
し
、
そ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

限
っ
て
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
橘
』
や
そ
の
他
の
資
料
か
ら
引
用
し
て
掲
げ
た
が
、
対
訳
の
一
部
に
筆
者
の
判
断
で
若
干
表
現

を
変
え
た
も
の
も
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
文
中
の
歌
謡
の
出
典
に
付
し
た
頁
数
は
そ
の
植
物
が
出
て

く
る
箇
所
で
あ
る
。 は
じ
め
に

八
重
山
歌
謡
に
見
え
る
植
物

山
里
純
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歌
謡
に
こ
の
植
物
が
出
て
く
る
の
は
有
名
な
「
鷲
ぬ
鳥
節
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
元
に
な
っ
た
「
鷲
ユ
ン
タ
」
（
『
八
重
山

古
謡
』
上
巻
七
○
頁
）
の
歌
詞
を
掲
げ
る
。

大
山
ぬ
中
な
ん
が

大
山
の
中
に

長
山
ぬ
内
な
ん
が

長
山
の
内
に

⑪

大
あ
ァ
」
う
ぬ
生
や
う
り

大
き
な
あ
こ
う
の
木
が
生
え
て
い
る

あ
こ
う
。
あ
か
ぽ
－
．
う
し
く

和
名
は
ク
ワ
科
の
ア
コ
ゥ
、
学
名
は
国
目
②
２
℃
の
【
す
口
巨
ｓ
・
ぐ
閂
・
〕
８
．
己
８
旨
ご
・
で
あ
る
。

石
灰
岩
地
域
に
生
え
る
高
木
で
幹
は
よ
く
分
岐
し
、
高
さ
は
十
’
一
一
十
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。
葉
は
長
楕
円
形
で
先
は
わ
ず
か
に
尖

り
、
枝
の
先
の
方
に
集
ま
っ
て
つ
く
。
無
花
果
は
球
形
で
枝
や
幹
に
着
生
し
、
淡
桃
白
色
を
し
て
い
る
。
年
に
二
回
ほ
ど
落
葉
す
る
が

す
ぐ
に
萌
芽
す
る
。
こ
の
木
は
「
葉
が
一
一
一
枚
出
た
ら
マ
ジ
ム
ソ
が
付
く
」
と
い
わ
れ
忌
み
嫌
わ
れ
る
た
め
、
屋
敷
内
に
は
植
え
な
い
と

い
う
。
但
し
昔
は
、
各
村
の
出
入
り
口
に
一
一
、
一
一
一
本
植
え
て
、
そ
の
周
囲
を
石
で
囲
み
、
集
落
の
魔
除
け
と
し
た
ら
し
く
、
現
在
も
平

得
の
入
り
口
に
は
大
き
な
「
あ
こ
う
」
が
生
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
木
は
緑
陰
樹
と
し
て
か
っ
こ
う
の
休
憩
場
所
と
も
な
る
一
方
、
気

根
や
根
が
大
き
な
石
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
植
物
を
抱
き
か
か
え
、
そ
の
植
物
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
た
め
、
俗
に
「
し
め
殺
し
の
木
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
１
）
木
本
類

歌
謡
の
中
の
植
物
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な
歌
詞
が
あ
る
。

な
り

実
あ
こ
う
ぬ
さ
し
よ
う
ｈ
ソ

実
の
な
る
あ
こ
う
の
木
が
生
え
て
い
る

ｈ
と
う
ぴ
い
と
う
⑰
と
う

本
見
ｈ
〃
や
一
本

本
を
見
れ
ば
一
本
だ
が

中
だ

⑰
心

枝
見
仇
ソ
や
百
枝

枝
を
見
れ
ば
百
枝
で
あ
る

し
い

百
枝
ん
が
巣
ぱ
ふ
い

百
枝
に
巣
を
構
え
た

八
重
枝
が
巣
ば
ふ
い

八
重
枝
に
巣
を
作
っ
た

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
石
垣
市
の
公
設
市
場
周
辺
は
、
昔
は
「
や
ら
ぶ
」
「
が
じ
ゅ
ま
る
」
「
あ
こ
う
」
「
く
ば
で
－
さ
」
等
の
巨
木

が
林
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
東
は
「
糸
数
御
撤
」
ま
で
、
西
は
「
長
崎
御
澱
」
ま
で
続
き
、
こ
う
し
た
大
森
林
地
帯
を
人
々
は
「
長
山
」

と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
喜
舎
場
永
殉
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
「
鷲
ユ
ソ
タ
」
に
見
え
る
大
あ
こ
う
木
は
、
そ
の
「
長
山
」
に
生
え
て

い
た
も
の
で
あ
る
。

小
浜
で
盆
行
事
の
時
に
の
み
謡
わ
れ
る
「
平
良
と
ど
ろ
き
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
璽
山
筋
』
五
六
八
頁
）
に
は
、
次
の
よ
う

安
里
は
じ
ま
る
松

安
里
の
が
じ
ま
る
松

松
だ
き
ゅ
ろ
う
し
く
や

松
を
抱
く
ウ
シ
ク
（
あ
こ
う
）

ひ
る
ま
し
む
ぬ
さ

珍
し
い
も
の
よ

う
し
く
様
ど
松
に
の
ゆ
る

ウ
シ
ク
様
が
松
に
乗
る

わ
ん
と
思
里
と
や
よ

松
思
い
の
男
と
は

な
ま
か
ら
あ
ん
す
ん
ど

今
か
ら
は
こ
う
す
る
よ

「
う
し
く
」
と
い
う
植
物
が
安
里
の
が
じ
ま
る
松
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
の
を
見
て
、
自
分
も
こ
れ
か
ら
は
恋
人
と
そ
う
し
た
い
と
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あ
さ
ん
ぐ
る

和
名
は
ウ
コ
ギ
科
の
フ
カ
ノ
キ
、
学
名
は
い
◎
ず
①
窪
の
日
○
日
目
ご
］
」
四
■
日
日
い
・
で
あ
る
。

シ
イ
林
に
多
く
見
ら
れ
る
常
緑
の
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
五
’
十
五
メ
ー
ト
ル
、
直
径
三
十
’
八
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
に
な
る
。

葉
は
大
型
の
掌
状
複
葉
で
、
六
’
八
枚
の
小
葉
に
分
か
れ
、
枝
先
に
集
ま
っ
て
つ
く
。
枝
先
の
方
か
ら
複
総
状
の
傘
形
花
序
を
出
し
、

緑
白
色
の
花
を
密
に
つ
け
る
。
実
は
丸
く
黒
褐
色
に
熟
す
。
材
は
柔
ら
か
く
、
下
駄
や
指
物
の
材
料
と
な
る
。

こ
の
植
物
は
、
小
浜
の
「
山
か
し
ぬ
ア
ョ
ウ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
六
八
頁
）
に
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
・

あ
さ
ん
ぐ
る
木
ぬ
根
下
り
や

あ
さ
ん
ぐ
る
木
の
根
下
り
は

山
ぬ
頂
に
と
根
下
り
す

山
の
頂
に
根
が
下
り
る

ま
た
宮
良
当
壮
氏
が
紹
介
し
て
い
る
「
山
の
木
節
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
五
二
一
頁
）
に
は
、

山
の
木
の
軽
さ
あ

山
の
木
で
一
番
軽
い
の
は

謡
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
出
て
く
る
「
う
し
く
」
は
「
う
す
く
が
じ
ま
る
」
の
異
名
を
も
つ
「
あ
こ
う
」
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
黒
島
の
家
造
り
や
結
婚
式
な
ど
の
目
出
度
い
祝
い
の
座
で
謡
わ
れ
る
「
山
樫
根
ア
ュ
ー
」
（
『
竹
富
町
古
謡
集
』
七
○
頁
）
に
、

ね
り

あ
か
ぼ
－
木
ぬ
根
下
り
や

あ
か
ぼ
－
の
木
の
根
下
り
は

石
や
ぱ
な
ん
ど
ぅ
根
や
下
り
る

石
の
上
に
根
が
下
り
る

と
見
え
る
「
あ
か
ぼ
Ｉ
木
」
も
「
あ
こ
う
木
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
古
謡
で
は
、
木
は
そ
れ
ぞ
れ
生
え
る
べ
き
と
こ
ろ
に
根
を
下

ろ
す
よ
う
に
「
ば
が
け
－
ら
（
我
々
皆
）
」
も
し
か
る
べ
き
場
所
に
根
を
下
ろ
す
と
謡
わ
れ
る
。
同
じ
内
容
の
古
謡
は
小
浜
、
新
川
、

竹
富
に
も
あ
る
が
、
「
あ
か
ぼ
－
木
」
の
こ
と
を
謡
っ
た
の
は
こ
の
黒
島
の
古
謡
の
み
で
あ
る
。
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和
名
は
タ
コ
ノ
キ
科
の
ア
ダ
ソ
、
学
名
は
勺
目
：
口
巨
ｍ
ｏ
１
ｏ
国
鳥
の
】
日
巨
⑪
ｒ
｛
‘
で
あ
る
。

海
岸
近
く
に
生
え
る
亜
高
木
で
、
幹
は
太
い
枝
を
疎
に
分
岐
し
高
さ
三
’
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
幹
か
ら
多
数
の
気
根
を
垂

れ
、
地
面
に
届
く
と
幹
を
支
え
る
支
柱
根
と
な
る
。
葉
は
堅
い
革
質
で
、
線
状
披
針
形
。
長
さ
－
１
｜
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
細

い
葉
の
縁
と
裏
面
中
肋
上
に
は
鋭
い
刺
が
あ
る
。
花
は
、
乳
白
色
で
白
っ
ぽ
い
苞
に
つ
つ
ま
れ
て
垂
れ
下
が
り
芳
香
が
あ
る
。
果
実
は
、

集
合
果
で
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
が
、
橿
色
に
熟
し
て
甘
い
香
り
を
放
ち
、
ヤ
シ
ガ
ニ
の
好
物
で
も
あ
る
。
若
い
気

根
を
細
か
く
裂
い
て
、
乾
燥
ざ
せ
縄
を
綱
い
、
そ
の
細
い
縄
を
利
用
し
て
ア
ソ
ッ
ク
（
物
入
れ
用
の
か
ご
）
等
を
作
る
。
葉
は
刺
を
取

り
除
き
、
ぞ
う
り
や
帽
子
の
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
玩
具
す
な
わ
ち
「
あ
だ
ん
」
の
カ
ジ
マ
ャ
ー
（
風
車
）

も
作
ら
れ
る
。
葉
の
基
部
の
白
く
て
柔
ら
か
い
新
芽
の
部
分
は
ア
ダ
ニ
ノ
フ
ク
と
呼
ば
れ
、
豊
年
祭
の
時
に
こ
れ
で
「
ス
ナ
イ
」
（
み

そ
あ
え
）
を
こ
し
ら
え
て
神
前
に
供
え
る
。
八
重
山
の
開
關
の
伝
説
で
は
、
「
あ
だ
ん
」
の
林
の
中
か
ら
二
人
の
男
女
が
地
上
に
生
ま

れ
出
て
、
「
あ
だ
ん
」
の
実
を
食
べ
て
生
命
を
つ
な
い
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
あ
だ
ん
」
は
「
生
命
の
神
木
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
新
芽
で
ス
ナ
イ
を
こ
し
ら
え
神
に
捧
げ
る
習
俗
は
こ
う
し
た
伝
承
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
（
喜

舎
場
永
殉
『
八
重
山
歴
史
』
二
二
頁
）
。
な
お
石
垣
島
で
は
法
事
に
欠
か
せ
な
い
食
品
で
あ
り
、
現
在
も
日
常
的
に
売
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
植
物
は
、
黒
島
の
「
黒
島
口
説
」
（
大
浜
安
伴
『
声
楽
譜
附
八
重
山
古
典
民
謡
工
工
四
』
下
巻
九
五
頁
）
の
雛
子
に
見
え
る
。

く
る
し
ま
み
Ｉ
ど
ぅ
ん
土
Ｉ

イ
ャ
イ
ャ
黒
島
女
達
が

（
イ
ャ
イ
ャ
）
黒
島
の
娘
た
ち
は

あ
だ
ん あ
さ
ん
ぐ
る
木
で
む
ぬ

あ
さ
ん
ぐ
る
と
い
う
木
で
あ
る

と
あ
り
、
「
あ
さ
ん
ぐ
る
」
が
山
に
生
育
す
る
木
の
中
で
最
も
軽
い
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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な
お
、
あ
だ
ん
の
気
根
を
あ
だ
な
し
と
い
う
が
、
新
城
上
地
の
「
ざ
ん
取
り
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
九
○
頁
）
に
は
、

島
の
若
者
が
あ
だ
に
山
に
入
っ
て
、
あ
だ
な
し
を
切
り
取
っ
て
そ
れ
を
晒
し
て
綱
を
作
っ
て
漁
船
に
蛾
せ
貢
租
品
と
な
っ
て
い
た
ザ
ソ

（
ジ
ュ
ゴ
ソ
）
を
捕
獲
し
に
行
く
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

あ
ら

し
る
び
山
ま
り
や
歩
き

し
る
び
山
を
さ
が
し
歩
き

あ
だ
に
山
ま
り
や
歩
き

あ
だ
ん
山
を
探
し
歩
き

あ
だ
な
し
ば
切
り
と
う
し

あ
だ
な
し
を
切
り
取
り

よ
な
か
じ
ば
ぱ
き
い
と
う
し

よ
な
か
じ
の
表
皮
を
剥
ぎ
取
っ
て

マ
ナ
扮
二

さ
ら
に
、
「
あ
だ
ん
」
の
有
用
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
一
二
○
頁
）
に
も
「
っ

ぽ
み

ぬ
柱
や
あ
だ
ん
柱
と
う
る
建
て
」
と
、
あ
だ
ん
の
幹
を
家
の
角
柱
に
用
い
た
声
」
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

あ
る
。

ゆ
ぴ
化
白
ら

昨
夜
ぬ
浜
下
ｈ
ソ
坐
ご
み
え

昨
夜
の
浜
下
り
で

は
白
が
ん
と
り

浜
蟹
取
虚
ワ
ん
で
ぃ

浜
の
蟹
を
採
ろ
う
と

ゆ
く
あ
し
ら
か

足
や
高
足
横
足
使
と
う
て
い

高
足
、
横
足
で
歩
い
て
い
る
と

兆
Ｉ

ア
リ
ア
Ⅶ
ソ
あ
だ
ん
ぬ
中
か
ら

（
ア
リ
ア
リ
）
あ
だ
ん
の
中
か
ら

う
ふ
扮
弗

大
爪
打
ち
振
い
振
い

大
き
な
爪
を
打
ち
振
っ
て
い
る
の
で

あ
が
き
ち
ゃ
あ
ぶ
へ
い

ビ
ッ
ク
リ
仰
天

す
な
わ
ち
「
あ
だ
ん
」
の
実
が
ヤ
シ
ガ
ニ
の
好
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
あ
だ
ん
」
林
の
中
に
は
ヤ
シ
ガ
ニ
が
そ
の
実
を
食
べ
よ
う

と
俳
個
し
て
お
り
、
黒
島
の
乙
女
が
思
い
も
か
け
ず
に
そ
れ
と
遭
遇
し
て
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
し
た
光
景
を
面
白
お
か
し
ぐ
謡
っ
た
部
分
で

－２０８



「
松
金
ユ
ソ
タ
」
と
称
す
る
古
謡
は
各
村
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
マ
チ
ソ
ガ
ー
ー
と
い
う
人
の
い
わ
ば
出
世
物
語
で
、
貧
し
い
家
で
育
っ

た
マ
チ
ソ
ガ
ー
ー
が
成
長
し
、
オ
モ
ト
山
に
登
っ
て
木
を
切
り
出
し
家
に
運
び
、
腕
利
き
の
大
工
に
頼
ん
で
そ
れ
を
用
い
て
立
派
な
家
を

造
り
、
役
人
と
し
て
出
仕
し
最
後
は
最
高
の
頭
職
に
就
き
、
名
声
を
と
ど
ろ
か
し
た
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
幼
い

頃
の
貧
し
い
家
に
つ
い
て
、
掘
立
小
屋
で
角
柱
は
「
あ
だ
ん
」
の
柱
、
中
柱
は
「
ず
ぐ
」
す
な
わ
ち
デ
ィ
ゴ
の
柱
を
建
て
、
外
の
雨

戸
は
な
く
藁
の
編
み
物
で
ふ
さ
ぎ
、
中
の
戸
は
葦
竹
を
割
っ
て
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

あ
で
ふ

和
名
は
フ
ト
モ
モ
科
の
ア
デ
ク
、
学
名
は
⑫
］
畠
、
日
日
目
〆
旨
百
日
餌
。
。
【
・
陣
少
日
・
で
あ
る
。

マ
ツ
林
や
シ
イ
林
な
ど
に
自
生
す
る
常
緑
の
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
十
’
十
五
メ
ー
ト
ル
、
直
径
三
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
に
な

る
。
生
育
地
に
よ
っ
て
は
数
多
く
分
枝
し
、
あ
ま
り
高
く
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
樹
皮
は
赤
褐
色
で
鱗
片
状
に
剥
が
れ
る
。
葉
は
楕

円
形
で
先
は
い
く
ぶ
ん
円
味
を
お
び
、
表
面
は
つ
や
が
あ
っ
て
互
生
す
る
。
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
淡
緑
白
色
の
小
さ
な
花
が
咲
き
、

冬
に
丸
い
実
が
赤
く
色
づ
き
、
後
に
紫
褐
色
に
熟
す
。
村
は
非
常
に
硬
く
て
強
い
の
で
、
床
の
間
の
装
飾
用
柱
材
、
ま
た
鍬
の
柄
や
農

機
具
等
の
把
手
に
用
い
ら
れ
る
他
、
盆
栽
や
庭
木
と
し
て
も
利
用
さ
れ
ろ
。

こ
の
植
物
は
、
川
平
の
「
ま
ゆ
ん
が
な
し
」
が
唱
え
る
次
の
〈
命
果
報
〉
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
繍
』
二

こ
の
植
物
は
、
Ⅲ

七
頁
）
に
見
え
る
。

う
－
と
お
ｌ
ど
う

く
い
と
ぬ
偶
一
ふ
う
し
ゅ
ま
い

ぐ
す
た
れ
－
ま
い
ぬ

あ
あ
尊

こ
の
殿
内
の
大
主
前

お
姥
上
前
の
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い
ぬ
ち
ん
が
ぶ
ふ
－
で
す
１
や

命
果
報
と
い
う
の
は

し
い
た
き
と
ん
ま
い
た
き
と
ん

後
嵩
を
前
嵩
を

く
さ
で
し

腰
当
て
に
し

あ
で
ふ
き
こ
－
で
－
き
か
－
ば
た
き

あ
で
ふ
木
こ
１
で
－
木
か
－
ぱ
た
木

ち
き
す
い
か
ふ
Ｉ
で

の
よ
う
に
堅
く
丈
夫
な
体
で
あ
り
ま
す
よ
う
に

か
ん
か
ざ
る
ぴ
ん
と
お
－
ど
う

こ
う
唱
え
ま
す
あ
あ
尊

こ
こ
で
は
「
あ
で
ふ
木
」
の
堅
さ
を
人
間
の
体
の
丈
夫
さ
に
噸
え
て
い
る
。

竹
富
の
「
ウ
ン
ダ
マ
リ
ジ
ラ
．
ハ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
五
七
頁
）
は
、
継
母
の
態
度
を
気
に
し
て
結
婚
が
延
び
延
び
に
な
っ
て

い
た
ウ
ソ
ダ
マ
リ
と
い
う
男
が
、
叔
父
・
叔
母
。
仲
人
の
協
力
を
得
て
よ
う
や
く
結
婚
式
を
挙
げ
、
ま
も
な
く
子
宝
に
恵
ま
れ
、
子
の

成
長
を
願
う
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
「
あ
で
ふ
木
」
が
見
え
る
。

内
ぬ
山

深
い
山
に

底
い
山

山
奥
に

走
り
入
り

走
っ
て
行
っ
て

あ
で
ふ
木
や

あ
で
ふ
木
は

ぶ
ざ
さ

叔
父
し
ょ
う
り

叔
父
が

ま
き
や
来
で
ぃ

採
っ
て
き
て
下
さ
い

こ
の
古
謡
に
は
「
ず
り
茅
や
仲
立
て
い
し
ま
き
や
来
で
」
（
剃
っ
た
茅
は
仲
人
が
採
っ
て
き
て
下
さ
い
）
と
も
謡
わ
れ
て
お
り
、

茅
が
家
の
屋
根
を
葺
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
叔
父
が
採
り
に
行
っ
た
「
あ
で
ふ
木
」
も
建
築
材
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
花
嫁
を
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こ
の
植
物
が
見
え
る
の
は
、
黒
島
の

い
し
ぶ
木
ぬ
根
下
り
や

じ
る
と
う
に
と
が
根
や
う
ろ

と
謡
わ
れ
て
い
る
。

い
じ
よ
う

和
名
は
ツ
バ
キ
科
の
モ
ッ
コ
ク
で
、
学
名
は
日
の
目
⑬
月
○
の
目
旨
］
回
己
・
日
８
目
豈
ロ
ロ
ヶ
・
で
あ
る
。

マ
ツ
林
か
ら
シ
イ
林
に
か
け
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
二
十
’
二
十
五
メ
ー
ト
ル
、
直
径
一
メ
ー

い
し
ぶ

和
名
は
ト
ゥ
ダ
ィ
グ
サ
科
の
シ
マ
シ
ラ
キ
で
、
学
名
は
向
禺
８
①
８
円
国
摘
巴
］
Ｃ
Ｏ
菌
Ｆ
・
で
あ
る
。

河
口
近
く
の
汽
水
域
に
生
え
る
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
に
多
く
見
ら
れ
る
亜
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
三
’
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に

な
る
ｂ
葉
は
長
楕
円
状
卵
形
で
、
先
は
尖
り
、
長
さ
十
セ
ン
チ
内
外
で
、
表
面
に
は
光
沢
が
あ
る
。
花
は
葉
の
つ
け
根
に
房
に
な
っ
て

咲
き
、
秋
に
は
黄
色
に
変
わ
る
。
果
実
は
や
や
球
形
で
、
五
’
八
ミ
リ
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
葉
や
樹
皮
に
傷
を
つ
け
る
と
乳
液
の
よ
う

な
樹
液
が
出
る
が
、
こ
の
液
は
有
毒
で
、
特
に
目
に
有
害
と
さ
れ
る
。
村
は
薪
に
し
て
も
あ
ま
り
燃
え
ず
、
有
用
な
樹
木
と
は
い
え
な

な
る
ｂ
葉
は
長
楕
円
状
卵
形
で
、

咲
き
、
秋
に
は
黄
色
に
変
わ
る
。

な
樹
液
が
出
る
が
、
こ
の
液
は
一

い
◎

迎
え
る
た
め
に
は
独
立
し
て
家
を
構
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
叔
父
・
叔
母
・
仲
人
な
ど
が
話
し
合
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
贈
分

担
を
決
め
、
叔
父
は
「
あ
で
ふ
木
」
を
採
り
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
山
樫
根
ア
ュ
ー
」
（
『
竹
富
町
古
謡
集
』
七
○
頁
）
が
唯
一
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

い
し
ぶ
木
の
根
下
り
は

泥
土
に
根
は
下
り
る
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う
か
ば

和
名
は
マ
メ
科
の
ク
ロ
ョ
ナ
で
、
学
名
は
勺
・
ロ
、
ロ
日
置
ロ
旨
ロ
四
国
国
の
ｑ
の
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
林
内
に
生
え
る
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
八
’
’
一
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
り
、
い
く
ぶ
ん
黒
み
を
帯
び
て
い
る
。

葉
は
五
’
七
個
の
奇
数
羽
状
複
葉
、
小
葉
は
卵
形
で
先
は
尖
る
。
枝
の
上
方
の
つ
け
根
か
ら
総
状
花
序
を
出
し
、
淡
紅
色
の
花
を
多
数

ト
ル
に
も
な
る
と
い
わ
れ
る
。
花
は
白
く
、
葉
の
付
け
根
に
一
’
二
セ
ン
チ
の
花
梗
を
出
し
て
や
や
下
向
き
に
咲
く
。
材
は
堅
く
て
強

く
、
シ
ロ
ア
リ
に
も
強
い
の
で
、
す
ぐ
れ
た
用
材
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。

家
の
建
築
材
に
も
使
わ
れ
る
た
め
、
古
謡
で
も
そ
う
し
た
用
例
が
多
い
。
ま
ず
新
築
儀
礼
に
お
け
る
租
納
の
「
家
た
か
び
」
（
『
八

ば
ら

ば
ら

童
山
古
謡
』
下
巻
四
五
一
頁
）
に
は
、
「
き
ゃ
ん
木
柱
取
り
い
だ
し
い
じ
よ
う
柱
切
り
い
だ
し
」
と
見
え
、
大
川
の
「
松
金
ユ

ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
一
七
一
頁
）
に
も
、

ば
ら

き
ゃ
ん
木
柱

き
ゃ
ん
木
の
柱
を

白
み
い
じ
よ
う
ば

白
身
の
い
じ
よ
う
の
木
を

取
り
ぃ
出
だ
し

切
り
出
し

と
見
え
ろ
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
い
じ
よ
う
」
は
「
き
ゃ
ん
木
」
の
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
松
』

ふ
か
い

１

金
ユ
ソ
タ
」
で
は
「
白
み
い
じ
よ
う
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
宮
良
の
「
桴
悔
い
高
ば
ん
か
－
ば
ん
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
宅

上
か
い

ら
く
ど
う
ん

上
巻
四
九
八
頁
）
や
登
野
城
の
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
「
桴
海
・
ハ
ナ
カ
ー
．
ハ
ナ
筑
登
之
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会
「
第
十
一
回
八
重

山
芸
能
発
表
会
・
ハ
ソ
フ
レ
ヅ
ト
」
二
頁
）
で
は
、
「
赤
み
い
じ
よ
う
」
「
白
み
き
ゃ
ん
木
」
と
あ
り
、
「
い
じ
よ
う
」
を
赤
目
色
と

し
て
い
る



咲
か
せ
る
。
花
の
後
に
長
楕
円
形
の
扁
平
な
実
を
多
数
つ
け
、
後
に
黒
く
木
質
化
す
る
。
葉
は
緑
肥
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

か
に
ぐ
さ
ん
ど
う
し
い
な
び
と
り

こ
の
植
物
は
、
宮
良
当
壮
氏
が
紹
介
し
た
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
「
金
杖
ぬ
老
人
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
囮
、
四
七
七
頁
、
『
南
島

歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
二
八
頁
）
の
中
に
見
え
る
。

滝
や
ぐ
じ
や
ん
ぐ
ざ
る

滝
や
（
マ
マ
）
で
こ
ぼ
こ
の

ひ
や
道
か
ら

悪
道
を

ど
う
と
年
な
人
い

た
い
そ
う
年
老
い
た
人
が

金
杖
つ
き

鉄
製
の
杖
を
つ
い
て

く
ぶ
ろ
か
し
ち
や
ん
さ
み

〈
不
詳
〉

す
ら
ば
ん
た

う
か
ば
木
ぬ
梢
端
に

う
か
ば
木
の
梢
の
側
に

実
り
や
青
花
や
白

実
は
青
花
は
白

く
い
み

（
青
い
実
が
実
り
、
白
い
花
が
咲
い
て
い
る
）

飛
ぶ
鳥
鳩

飛
ぶ
鳥
・
鳩
が

其
り
食
う
ん

そ
れ
を
食
べ
よ
う
と

彼
り
食
う
ん

あ
れ
食
べ
よ
う
と

ど
わ
ど
わ
し

ど
わ
ど
わ
く
鳥
の
し
ぐ
さ
を
形
容
し
た
語
）
し

其
り
見
る
ん
で

そ
れ
を
見
よ
う
と

彼
り
見
る
ん
で

あ
れ
を
見
よ
う
と

ふ
た
が
せ
え
あ
ぼ
う
ま
か
い

危
う
ぐ
穴
ぼ
こ
に

－２１３



か
し
ぃ

和
名
は
ブ
ナ
科
の
ウ
ラ
ジ
ロ
カ
シ
、
学
名
は
Ｃ
こ
の
月
こ
ぃ
⑫
巴
回
ロ
四
国
」
・
で
あ
る
。

山
地
に
生
え
る
常
緑
の
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
上
方
で
枝
を
分
岐
し
て
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
内
外
に
な
る
。
葉
は
長
さ
二
セ
ン
チ
く

ら
い
の
葉
柄
が
あ
り
、
小
枝
の
先
の
方
に
互
生
し
て
密
に
つ
く
。
葉
の
先
は
細
く
と
が
り
、
縁
に
は
鋭
い
鋸
歯
が
あ
る
。
葉
の
上
面
は

無
毛
で
つ
や
が
あ
り
、
下
面
は
粉
白
色
を
帯
び
る
。
果
実
の
基
部
に
は
盃
状
の
殻
（
殻
斗
）
が
つ
い
て
い
る
。
首
里
城
の
柱
材
や
梁
材

に
は
、
沖
縄
本
島
北
部
の
杣
山
に
植
栽
さ
れ
た
樫
木
や
き
や
ん
木
（
イ
ヌ
マ
王
が
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
植
物
は
、
八
重
山
の
古
謡
の
中
で
は
建
築
材
と
い
う
よ
り
も
船
材
と
し
て
よ
く
出
て
く
る
。
白
保
の
「
た
な
取
り
ジ
ラ
バ
」

（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
五
一
一
一
五
頁
）
は
、
船
材
を
取
り
に
入
林
し
、
樫
木
を
切
り
出
し
、
浜
ま
で
運
搬
す
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
「
樫
木
に
当
た
り
よ
う
り
夫
婦
た
な
当
た
り
よ
う
り
」
と
、
良
材
の
樫
木
を
見
つ
け
た
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

く
ん
だ
⑭
や
い
澱
き
た
な
は
Ｉ
ら

ま
た
黒
島
の
造
船
に
関
す
る
カ
ソ
フ
チ
（
宮
良
賢
貞
『
八
重
山
芸
能
と
民
俗
』
一
一
○
○
頁
）
に
も
、
「
古
見
岳
八
重
岳
七
川

く
ん
だ
け
－

し
く

み
上
Ｉ
に

越
い
出
し
て
来
り
樫
木
し
造
れ
－
る
御
舟
」
と
出
て
く
る
。

落
ち
る
ん
で

落
ち
よ
う
と

あ
ら
ぐ
だ
ゆ
う

し
て
い
た
よ

ひ
と
う
む
て
ぃ

こ
れ
と
内
容
が
似
た
も
の
に
、
西
表
島
網
取
の
「
早
朝
起
き
て
ぃ
よ
朝
ぱ
な
ぬ
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
〈
室

「
第
一
一
一
十
回
八
重
山
芸
能
発
表
会
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
二
九
頁
）
、
鳩
間
の
「
友
利
道
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究

会
「
第
十
七
回
八
重
山
芸
能
発
表
会
．
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
一
八
頁
）
お
よ
び
竹
富
の
「
高
那
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ

八
重
山
篇
』
’
四
五
頁
）
が
あ
る
が
、
「
う
か
ば
木
」
が
見
え
る
の
は
こ
の
古
謡
の
み
で
あ
る
。
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こ
の
昔
話
の
元
は
、
「
い
き
い
ぶ
し
ぃ
ジ
ラ
バ
〈
宮
良
〉
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
四
九
四
頁
）
、
「
い
き
ぬ
ぶ
ず
ユ
ソ
タ
〈
登

野
城
〉
」
（
『
登
野
城
村
古
謡
集
』
一
四
五
頁
）
、
「
い
き
ぬ
ぼ
う
じ
ぃ
ユ
ソ
タ
〈
平
得
〉
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
八
四
頁
）
、

「
ぱ
い
さ
き
よ
だ
ジ
ラ
バ
ハ
波
照
間
〉
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
一
四
頁
）
「
い
き
い
ぶ
し
ジ
ラ
バ
〈
大
浜
〉
」
（
『
大
浜
村
の

郷
士
誌
』
一
八
九
頁
）
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
ば
れ
て
い
る
古
謡
で
あ
る
が
、
各
村
に
よ
っ
て
、
生
え
て
く
る
人
体
の
箇
所
と
樹
木
に
相
違
が

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
平
得
で
は
「
片
目
か
ら
ど
う
す
い
木
片
耳
か
ら
と
う
む
ぬ
木
」
と
い
い
、
登
野
城
で
は
「
片
耳
か
ら
松

す
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
重
山
の
昔
話
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
世
の
美
女
が
生
ま
れ
、
役
人
に
み
そ
め
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
す
べ
て
断
っ
て
、
｜
人
で
オ
モ
ト
山
に
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
う
。
空
腹
と
喉
の
渇
き
に
耐
え
ら
れ
ず
川
（
池
）
の
辺
ま
で
や
っ
て

き
て
、
つ
い
に
そ
こ
で
死
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
片
方
の
目
か
ら
は
樫
の
木
、
も
う
片
方
の
目
か
ら
は
と
う
む
ぬ
木
が
生
え
て
き
て
、

そ
れ
で
船
を
造
る
が
、
股
初
に
新
造
船
に
乗
っ
た
の
が
、
女
を
所
望
し
た
役
人
で
あ
っ
た
の
で
、
死
ん
で
船
材
に
な
っ
た
女
は
、
「
ど

う
せ
乗
せ
る
こ
と
に
な
る
の
な
ら
、
生
き
て
い
る
時
に
乗
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
、
妾
に
な
る
こ
と
を
承
諾
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔

さ
ら
に
長
田
大
主
の
妹
の
真
乙
姥
が
オ
ャ
ケ
ア
カ
ハ
チ
の
乱
の
論
功
行
賞
と
し
て
尚
真
王
か
ら
上
国
を
命
ぜ
ら
れ
た
際
、
そ
れ
に
向

け
て
貢
納
船
を
造
立
す
る
時
に
諸
人
が
作
っ
た
と
い
う
ア
ャ
ゴ
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
八
頁
）
に
も
、

か
し
木
た
な

樫
木
の
船
材
の

赤
な
が
れ

赤
色
の
よ
き
材
を
ぱ

取
ら
さ
せ
よ
う

伐
採
す
べ
く

取
り
は
せ
い

伐
採
し
て
き
た

と
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
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古
見
山
に
渡
り
よ
う
り

古
見
山
に
渡
り
な
さ
い

八
重
岳
に
移
り
よ
う
り

八
重
岳
に
移
り
な
さ
い

樫
根
木
ぱ
切
り
下
る
し

樫
の
木
を
切
り
出
し
て

椎
根
木
ば
な
い
下
る
し

椎
の
木
を
切
り
出
し
て

樫
根
木
ば
し
ょ
ん
く
ば
し

樫
の
木
で
櫓
を
作
っ
て

う
や
□

と
歌
い
出
し
、
最
後
は
富
貴
島
・
弥
勒
島
に
渡
り
な
さ
い
と
な
っ
て
い
る
。
野
底
氏
に
よ
れ
ば
、
新
城
島
で
は
近
年
ま
で
ム
ヌ
ソ
と
称

す
る
物
忌
の
行
事
が
あ
り
、
そ
の
日
は
牛
馬
と
と
も
に
浜
下
り
し
、
こ
し
ら
え
た
小
舟
に
害
虫
や
鼠
を
乗
せ
、
「
こ
の
島
に
は
食
糧
が

豊
富
で
な
い
か
ら
、
富
貴
島
・
弥
勒
島
に
移
動
し
な
さ
い
」
と
い
っ
て
海
に
流
し
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
ア
ブ
シ
バ
レ
ー
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
こ
の
古
謡
は
そ
う
し
た
行
事
を
背
景
に
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
お
も
ち
ゃ
の
小
舟
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
を
拡
大
し
て

造
船
の
た
め
の
樫
木
の
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ぬ
木
片
耳
か
ら
樫
木
」
、
大
浜
で
は
「
片
耳
か
ら
と
う
む
ぬ
木
片
耳
か
ら
樫
ぬ
木
」
、
波
照
間
で
は
「
片
目
や
と
う
む
ぬ

木
く
い
目
や
ま
と
う
む
ぬ
木
」
と
な
っ
て
い
る
。
類
歌
は
宮
古
に
も
あ
る
が
、
池
間
の
「
池
い
ぶ
Ｉ
ズ
と
う
ゆ
み
や
い
ア
ー
ク
」

か
た
み
１

９
し
っ
に
ｏ
ｌ

『
南
島
歌
謡
大
成
川
宮
古
鯛
』
一
一
七
一
頁
で
は
「
片
目
か
ら
や
木
ゆ
生
い
片
目
か
ら
白
さ
根
生
い
」
と
な
っ
て
お
り
、
特
定
の

樹
木
の
名
は
見
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
八
重
山
の
古
謡
で
は
生
え
て
く
る
樹
木
が
謡
わ
れ
、
し
か
も
村
に
よ
っ
て
そ
の
樹
木
が
異
な
っ

て
い
る
点
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
木
に
し
て
も
、
船
材
と
し
て
切
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
樫
木
が
生
え
て
き

た
と
す
る
の
は
歌
意
に
か
な
っ
て
い
る
。

新
城
下
地
に
は
「
古
見
山
ジ
ラ
バ
」
（
『
節
祭
ジ
ラ
パ
集
』
八
一
一
一
頁
）
と
称
さ
れ
る
古
謡
が
二
種
類
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
も
樫
木

新
城
下
地
に
は
。

の
こ
と
が
出
て
く
る
。
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し
か
し
樫
木
は
、
造
船
と
関
係
し
た
古
謡
に
の
み
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
波
照
間
の
「
ぱ
い
さ
き
よ
だ
ジ
ラ
パ
」

（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
一
○
頁
）
で
は
、
ぱ
い
さ
き
よ
だ
（
地
名
）
に
生
ま
れ
た
シ
カ
サ
マ
と
い
う
し
い
女
性
が
、
古
見
の
主
の

賄
い
女
に
な
っ
た
り
、
｜
般
の
人
々
の
妻
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、

山
ぬ
木
ぬ

山
の
木
の

む
む
枝
と
う
ん

百
枝
の
よ
う
だ
と

な
み
ら
れ

噂
さ
れ

か
ち
ぃ
木
ぬ

樫
木
の

や
し
ぃ
枝
と
う
ん

卑
し
い
枝
の
よ
う
だ
と

な
み
ら
れ

噂
さ
れ

と
、
山
の
木
や
樫
木
の
枝
の
分
岐
を
誰
と
で
も
交
わ
る
シ
カ
サ
マ
と
い
う
美
女
の
比
噛
に
用
い
て
い
る
。

ま
た
新
川
の
「
山
か
し
い
に
ア
ョ
ウ
」
〈
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
五
頁
）
に
は
、

山
か
し
い
に
根
下
り
や

山
か
し
ぃ
木
の
根
下
り
は

山
ど
ぅ
に
ど
う
根
下
り
す
る

山
の
低
地
に
根
を
下
ろ
す

と
あ
る
。

西
表
島
祖
納
の
「
節
祭
」
に
お
け
る
「
出
船
の
歌
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
轍
』
六
一
○
頁
）
に
も
、

船樫
の
木
ど

船
で
ご
ざ
る

樫
の
木
の

船
で
す

船
は
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と
あ
り
、
こ
の
木
の
根
下
り
す
る
と
こ
ろ
は
山
の
低
地
で
あ
る
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

樫
木
の
果
実
を
謡
っ
た
も
の
も
あ
る
。
鳩
間
の
「
鳩
間
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
○
四
頁
）
に
は
、

上
の
う
ら
ぴ
と
う
ば
く
Ｉ

舟
浦
人
ぬ
走
り
来
ぱ

舟
浦
の
人
が
や
っ
て
き
た
ら

ぐ
る

ア
デ
ィ
ソ
ガ
－
ぬ
殻
に

ア
デ
ィ
ソ
ガ
ー
（
樫
木
の
果
実
）
の
殻
で

み
■
ぬ

神
酒
飲
ま
し

御
神
酒
を
飲
ま
せ
よ

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
オ
キ
ナ
ワ
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
の
果
実
の
大
き
さ
は
、
高
さ
三
セ
ソ
チ
、
周
り
八
’
十
セ
ン
チ
も
あ
る
日
本
一
大
き
な

ど
ん
ぐ
り
で
あ
る
が
、
御
神
酒
を
飲
む
杯
に
し
て
は
小
さ
す
ぎ
る
し
、
質
も
良
い
と
は
い
え
な
い
。
実
は
こ
れ
に
は
鳩
間
の
人
の
舟
浦

の
人
に
対
す
る
面
当
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昔
、
鳩
間
島
の
人
は
島
に
田
圃
が
無
い
た
め
対
岸
の
西
表
島
の
舟

浦
と
上
原
地
域
に
田
地
を
借
り
て
稲
作
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
毎
年
舟
に
稲
・
栗
を
満
敢
し
て
帰
る
光
景
は
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
て
地
元
舟
浦
・
上
原
の
人
々
が
耕
作
す
る
田
地
か
ら
の
収
穫
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
く
、
こ
の
こ
と
に
業
を
煮
や
し
た
舟

浦
・
上
原
の
人
々
は
自
ら
の
怠
慢
を
棚
に
上
げ
、
こ
れ
は
舟
浦
・
上
原
の
土
地
を
鳩
間
島
に
貸
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
田
の
神
の
巣

り
で
あ
る
と
し
て
そ
の
土
地
の
返
還
を
求
め
た
。
こ
れ
に
鳩
間
の
人
は
反
発
し
係
争
が
起
き
た
。
そ
こ
で
西
表
村
役
人
は
蔵
元
政
庁
に

し
ぃ
ざ
ぱ
た
り

指
示
を
仰
ぎ
、
結
局
、
鳩
間
の
人
は
こ
れ
ま
で
借
り
て
い
た
田
地
を
返
し
、
新
た
に
イ
ソ
ダ
・
フ
ク
ハ
マ
・
下
雛
地
域
を
開
拓
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
そ
こ
は
従
来
の
借
地
よ
り
も
は
る
か
に
良
い
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
喜
舎
場
永
狗
『
八
重
山

古
謡
』
下
巻
四
○
七
’
四
○
八
頁
）
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
、
舟
浦
・
上
原
の
人
に
対
し
て
冷
た
く
あ
し
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
上
原
の
人
が
や
っ
て
来
た
ら
「
蛤
の
殻
」
で
酒
を
飲
ま
せ
て
返
せ
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
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和
名
は
ク
ワ
科
の
ガ
ジ
ュ
マ
ル
、
学
名
は
国
２
ｍ
目
０
８
８
８
口
Ｆ
・
齢
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
隆
起
サ
ソ
ゴ
礁
石
灰
岩
地
域
に
見
ら
れ
る
常
緑
の
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
十
’
十
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
り
、

ひ
も
状
の
気
根
を
垂
ら
す
。
気
根
は
地
面
に
届
く
と
幹
の
よ
う
に
太
く
な
り
大
き
な
樹
冠
を
作
る
。
根
や
支
柱
根
が
大
き
な
岩
や
他
の

植
物
を
抱
え
込
ん
だ
光
景
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
葉
は
長
楕
円
形
で
、
厚
い
角
質
表
面
は
い
く
ぶ
ん
光
沢
が
あ
り
、
先
は
鋭
く
尖
り
互
生

す
る
。
無
花
果
は
球
形
で
径
一
セ
ソ
チ
内
外
で
、
は
じ
め
淡
黄
色
ま
た
は
紅
白
色
で
、
後
に
暗
紫
褐
色
に
熟
す
る
。

昔
は
葉
を
ス
プ
ー
ソ
の
代
わ
り
に
用
い
た
り
、
草
笛
を
吹
い
た
り
し
た
。
桑
実
結
晶
体
を
含
ん
で
い
る
の
で
実
験
材
料
と
し
て
も
利

用
さ
れ
る
。
生
長
が
早
く
、
大
き
な
緑
陰
を
作
る
の
で
、
校
庭
や
公
園
な
ど
に
植
栽
さ
れ
、
生
活
の
中
で
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
一
方

で
は
、
キ
ジ
ム
ナ
ー
（
木
の
精
）
が
棲
む
木
ま
た
は
神
が
降
臨
し
や
す
い
木
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

歌
謡
の
中
で
は
「
が
じ
ま
る
木
」
の
特
異
な
根
や
支
柱
根
の
張
り
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

竹
富
の
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
七
九
頁
）
は
、
「
び
ん
に
木
」
「
す
ん
む
と
う
木
」
そ
し
て
「
が
じ
ま
ろ

木
」
の
生
え
方
を
謡
い
、
木
の
曲
が
り
は
矯
正
で
き
る
が
、
人
間
の
曲
が
り
（
ひ
ね
く
れ
た
心
）
を
拾
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
内

容
の
古
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
「
が
じ
ま
る
木
」
に
関
す
る
部
分
は
、

が
じ
ま
る
木
ぬ
生
い
や
よ

が
じ
ま
る
木
の
生
え
方
は

石
ぬ
上
た
ゆ
り
ど
ぅ
生
い
や
ん
せ

石
の
上
に
生
え
る

と
謡
わ
れ
て
い
る
。

が
じ
ま
る

民
謡
の
「
と
Ｉ
が
に
す
ざ
－
」
（
大
浜
安
伴
『
声
楽
譜
附
八
重
山
古
典
民
謡
工
工
四
』
九
六
頁
）
で
は
、

あ
れ
る
が
じ
ま
る
木
ざ
ぎ
ど
う

あ
ん
な
が
じ
ま
る
木
さ
え
も
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か
ね
ｌ
ら
・
か
に
ん

和
名
ク
マ
ッ
ヅ
ラ
科
の
ハ
マ
ゴ
ウ
、
学
名
は
ぐ
冨
〆
【
・
目
且
】
す
旨
Ｆ
・
［
・
で
あ
る
。

海
岸
の
砂
地
に
多
く
見
ら
れ
る
ほ
ふ
く
性
の
低
木
。
幹
は
地
上
を
は
っ
て
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
も
な
る
。
小
枝
は
四
角
形
で
白

ま
た
大
浜
の
「
大
浜
が
じ
ま
ろ
節
」
弓
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
傭
』
五
一
六
頁
）
に
は
、

大
浜
の
が
じ
ま
る
や

大
浜
の
が
じ
ま
る
は

枝
持
ち
ぬ
美
ら
さ

枝
持
ち
が
美
し
い

大
浜
女
童
や

大
浜
女
童
は

目
眉
ぬ
美
ら
さ

容
貌
が
美
し
い

と
あ
り
、
枝
持
ち
が
美
し
い
と
い
う
特
性
を
乙
女
の
美
し
い
こ
と
の
比
喰
と
し
て
い
る
が
、
歌
の
形
式
は
「
石
ぬ
屏
風
節
」
の
「
く
ば

で
－
さ
」
の
一
節
と
同
じ
で
あ
る
。

ぴ
に
う

髭
ば
下
れ
石
ば
抱
挙
ご

気
根
を
下
ろ
し
て
石
を
抱
き

ふ
ど
う
べ
Ｉ
い
ぐ
さ

生
長
し
て
い
く
で
し
ょ
う

う
ら
と
う
ば
ん
と
う
や

あ
な
た
と
私
は

う
ら
抱
ぎ
ば
ぬ
抱
ぎ

お
互
い
抱
き
あ
っ
て

ふ
ど
う
ベ
ー
い
か
ら

成
長
し
て
い
こ
う
ね

と
、
「
が
じ
ま
る
木
」
の
根
が
石
に
根
を
張
り
生
長
す
る
様
子
を
、
恋
人
同
士
が
抱
擁
し
愛
情
を
は
ぐ
く
み
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
こ

と
の
比
喰
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。
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色
の
微
毛
を
密
生
さ
せ
る
。
葉
は
倒
卵
形
で
紙
質
。
裏
面
に
は
灰
白
色
の
毛
が
密
生
し
て
い
て
幾
分
白
っ
ぽ
く
見
え
る
。
花
は
淡
紫
色

を
し
た
小
さ
な
ロ
ー
ト
状
花
で
頂
生
の
円
錐
花
序
に
多
数
集
ま
っ
て
咲
く
。
実
は
丸
く
、
黄
褐
色
に
熟
す
。
葉
や
材
に
は
独
特
の
匂
い

が
あ
る
。
ま
た
葉
に
は
薬
効
が
あ
り
、
あ
せ
も
等
の
皮
膚
疾
患
に
効
く
。

こ
の
植
物
は
、
大
浜
の
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鰯
』
三
七
四
頁
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

野
底
浜
に
生
い
だ
ろ

野
底
村
の
浜
に
生
え
て
い
る

か
ね
－
ら
木
ぬ

か
ね
－
ら
木
が

舟
ぬ
胴
取
ら
り
ん
と
ぅ
む
ょ

舟
の
胴
体
と
し
て
切
り
取
ら
れ
る
ま
で

夫
婦
抜
き

夫
婦
は
離
別
し
た
り

か
ぬ
さ
抜
き

愛
し
い
人
が
い
な
く
な
っ
た
り
し
て
は

な
ら
ぬ

な
ら
な
い

こ
の
古
謡
は
、
大
浜
の
他
に
、
波
照
間
、
黒
島
に
も
「
野
底
浜
ア
ョ
ウ
」
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
夫
婦
の
契
り
が
不
変
で
あ
る

こ
と
を
、
ど
ん
な
に
年
数
を
経
て
も
決
し
て
到
達
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
比
噛
と
し
て
挙
げ
て
強
調
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
船
の
胴
体
に
使
用
で
き
る
ま
で
生
長
す
る
は
ず
も
な
い
「
か
ね
Ｉ
ら
木
」
を
わ
ざ
わ
ざ
挙
げ
て
い
る
の
は
、
永

遠
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

登
野
城
の
「
あ
か
ん
に
田
ユ
ソ
タ
」
〈
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
二
九
一
頁
）
は
、
平
得
村
の
カ
ネ
ビ
ラ
（
男
）
と
真
栄
里
村
の
女
イ
ジ

ケ
ー
マ
が
そ
れ
ぞ
れ
黒
毛
の
馬
と
赤
毛
の
馬
に
乗
っ
て
名
蔵
の
あ
か
ん
に
田
に
行
き
、
ス
ス
キ
叢
。
か
ね
ん
叢
の
側
で
腕
・
股
を
交
叉

し
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
か
ね
ん
ぐ
し
（
馬
の
鞭
に
す
る
か
ね
ん
の
小
枝
）
を
切
ろ
う
と
や
っ
て
き
た
大
浜
村
の
カ
ナ
プ
ザ
に
見
ら

れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
イ
ジ
ケ
ー
マ
は
、
誰
に
も
言
わ
な
い
で
欲
し
い
と
御
用
布
十
尋
を
織
っ
て
あ
げ
た
と
い
う
内
容
だ
が
、
そ
れ
に
、

-221-



和
名
は
カ
キ
ノ
キ
科
の
リ
ュ
ゥ
キ
ュ
ゥ
コ
ク
タ
ソ
で
、
学
名
は
○
一
・
②
巳
『
８
庁
『
『
８
国
民
ゴ
・
で
あ
る
。

低
地
か
ら
山
地
に
か
け
て
生
え
る
亜
高
木
で
多
く
枝
分
か
れ
す
る
。
幹
や
芯
材
が
黒
色
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
ク
ロ
キ
」
の
別
名

を
持
つ
。
葉
は
楕
円
形
で
硬
い
革
質
を
な
し
、
縁
は
全
縁
で
い
く
ぶ
ん
内
曲
す
る
。
春
の
頃
、
淡
緑
色
の
花
が
葉
の
付
け
根
に
付
く
。

果
実
は
楕
円
形
で
長
さ
一
セ
ソ
チ
内
外
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
黄
色
か
ら
赤
く
色
づ
き
、
後
に
暗
紫
色
に
熟
す
る
。
材
質
は
き
わ
め
て

級
密
で
堅
重
で
あ
り
、
磨
け
ば
美
し
い
光
沢
を
放
つ
高
級
な
木
材
と
し
て
床
柱
や
三
味
線
の
棹
に
用
い
ら
れ
る
。
近
年
は
庭
木
や
街
路

樹
と
し
て
植
栽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
木
が
堅
い
の
は
人
の
精
気
を
吸
い
取
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
、
屋
敷
内
に

植
え
る
の
を
忌
み
嫌
う
所
も
あ
る
。

こ
の
植
物
は
竹
富
の
「
マ
ソ
ノ
ウ
マ
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
一
二
頁
）
に
、

野
ゆ
ぬ
き
い
た

野
原
に
生
え
て
い
る
き
た
（
の
よ
う
に
）

本
々
し
い

も
と
も
と
に

栄
い
し

栄
え

と
見
え
、
マ
ソ
ノ
ウ
マ
（
真
武
能
と
い
う
役
人
）
の
お
か
げ
で
村
は
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
の
比
輸
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の

き
だ

ゆ
す
き
む
ら
し

薄
叢
の

か
に
ん
き
Ｉ
ぬ

か
に
ん
木
の

側
な
ん
が

側
に

と
見
え
る
「
か
に
ん
木
」
も
ハ
マ
ゴ
ウ
の
こ
と
で
あ
る
。
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和
名
は
マ
キ
科
の
イ
ヌ
マ
キ
、
学
名
は
勺
・
ｇ
８
ｇ
Ｅ
ｍ
Ｂ
ｍ
・
『
・
已
耳
］
］
ロ
の
ｐ
Ｃ
・
口
で
あ
る
。

雌
雄
異
株
の
常
緑
高
木
で
、
高
さ
は
十
’
二
十
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。
葉
は
扁
平
な
線
形
で
先
端
は
尖
り
、
上
面
は
深
緑
色
で
下
面

は
淡
緑
色
を
し
て
い
る
。
果
実
は
卵
形
で
紅
紫
色
の
花
托
の
部
分
は
甘
み
が
あ
り
食
べ
ら
れ
る
。
材
質
は
丈
夫
で
、
シ
ロ
ア
リ
に
強
く
、

耐
湿
性
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
建
築
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
八
重
山
で
は
床
柱
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
て
い
る
。
山
中
に
植
林
さ
れ
た

き
ゃ
ん
ぎ
「

歌
詞
の
部
分
は
『
竹
富
島
誌
』
二
八
二
頁
）
で
は
、

む
と
り

野
ぬ
き
だ
木

野
の
本
の
よ
う
に

⑪
と
９

本
し
栄
い
し

本
に
し
栄
え

ら
ぃ
か
さ

と
な
っ
て
お
り
、
「
き
だ
」
を
槙
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
喜
舎
場
永
均
氏
は
、
老
司
の
語
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
「
黒
木
の
枝

葉
が
繁
茂
す
る
よ
う
に
村
が
繁
盛
し
た
」
と
訳
し
、
こ
れ
を
黒
木
に
同
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
従
う
。

「
き
だ
」
の
用
途
を
謡
っ
た
も
の
も
あ
る
。
竹
富
の
「
牛
ぬ
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
○
三
頁
）
は
、
古
見
村
の

ゆ
な
だ
家
の
牛
を
主
人
公
と
し
た
擬
人
体
の
古
謡
で
あ
る
が
、
穴
に
落
ち
て
ソ
ブ
ソ
プ
と
泣
い
て
い
る
私
を
助
け
、
正
月
に
な
っ
た
ら

私
を
屠
殺
し
て
、
肉
を
最
上
の
高
膳
に
載
せ
、
「
き
だ
箸
」
で
は
さ
ん
で
年
を
取
っ
て
下
さ
い
と
あ
る
。
黒
木
で
作
っ
た
箸
は
最
も
上

ま
た
新
城
下
地
の
「
古
見
山
ジ
ラ
バ
」
（
『
節
祭
ジ
ラ
パ
集
』
八
一
一
一
頁
）
に
も
、
樫
の
木
で
櫓
を
作
り
、

き
た
ぬ
ず
Ｉ
ぱ
ず
ま
ら
ば
し

黒
木
の
芯
で
櫓
を
は
め
る
突
起
を
作
っ
て

と
見
え
る
。

私
を
屠
殺
し
て
、
壱

等
の
箸
と
さ
れ
た
。
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や
ど
う

内
戸
や

内
の
戸
は

き
や
ん
木
戸

き
や
ん
木
の
戸
を

ぱ
い
立
て

立
て
た

と
あ
り
、
「
き
ゃ
ん
木
」
を
用
い
た
柱
と
内
戸
が
見
え
る
。

ふ
か
い

も
く
ど
う
ん

登
野
城
の
「
桴
海
・
ハ
ナ
カ
ー
．
ハ
ナ
筑
登
之
」
と
い
う
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会
「
第
十
一
回
八
重
山
芸
能
発

表
会
．
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
二
頁
）
に
は
、

白
み
き
ゃ
ん
木

白
身
の
ぎ
や
ん
木
を

七
き
ざ
ん
け
－
ら
し

七
回
斧
で
削
っ
て
倒
し
て

ふ
か
い

と
あ
り
、
宮
良
の
「
桴
海
ぬ
高
ば
ん
か
－
ば
ん
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
四
九
八
頁
）
に
Ｊ
小
）
、
「
白
み
き
ゃ
ん
木
五

き
じ
や
ん
き
じ
ゃ
っ
て
い
」
と
見
え
る
。

上
巻
一
七
一
頁
）
に
は
、

も
の
も
、
自
生
し
て
い
る
も
の
’

と
し
て
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
植
物
は
上
質
の
建
築
資
材
で
あ
る
た
め
、
建
築
に
関
わ
る
古
謡
に
見
え
る
。
ま
ず
大
川
の
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』

ば
ら

当
己
や
ん
木
柱

白
み
い
じ
よ
う
ば

採
り
ぃ
出
だ
し

（
中
略
）

自
生
し
て
い
る
も
の
も
殆
ど
建
築
材
と
し
て
切
り
出
さ
れ
る
た
め
、
大
木
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
近
年
、
庭
木
や
街
路
樹

き
ゃ
ん
木
の
柱
を

白
身
の
い
じ
よ
う
の
木
を

切
り
出
し
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と
あ
る
。

て
い
る
。

と
見
え
る
。

ば
ら

と
←
た
新
築
儀
礼
に
お
け
る
租
納
の
「
家
た
か
び
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
五
一
頁
）
に
も
、
「
き
ゃ
ん
木
柱
取
り
い
た
し

ば
ら

い
下
し
よ
う
柱
切
り
い
だ
し
」
と
見
え
る
。

新
城
の
節
祭
の
巻
踊
り
歌
謡
の
一
つ
「
く
ん
な
－
く
ち
い
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
二
五
一
一
一
頁
）
に
も
、

山
入
り
し

山
に
入
っ
て

ば
ら

当
宮
や
い
柱
ゆ

き
や
い
（
槙
）
の
柱
を

採
り
出
す

採
り
出
す

「
き
ゃ
ん
木
」
は
意
外
な
比
輸
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
波
照
間
の
「
野
底
浜
ア
ユ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
一
一
九
頁
）
に
は
、

ぱ
い

南
ざ
ら
に
む
い
た
る

南
ざ
ら
（
地
名
）
に
生
え
て
い
る

う
み

大
き
ゃ
ん
木
ぬ

大
き
な
き
ゃ
ん
木
か
ら

う
や
ぱ
し
い
ぬ

公
用
船
の

う
ど
う
取
ら
り
る
ま
で
い
ん

竜
骨
が
取
れ
る
ま
で

ん
ぞ
と
う
我
と
ぅ
や

あ
な
た
と
私
は

い
が
ら
る
ぬ

の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

空
ろ
。
船
材
と
し
て
の
用
途
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
「
き
ゃ
ん
木
」
か
ら
公
用
船
の
竜
骨
が
取
れ
る
ま
で
、
二
人
は
一
緒
だ
と
謡
わ
れ

－２２５



く
に
ぶ
ん
（
ふ
に
ん
・
ん
に
ん
）
ぎ

和
名
は
ミ
ヵ
ソ
科
の
ヒ
ラ
ミ
レ
モ
ソ
、
学
名
は
Ｑ
（
２
②
」
８
局
閉
口
出
昌
・
で
あ
る
。

和
名
は
ト
ゥ
ヅ
ル
モ
ド
キ
科
の
ト
ウ
ヅ
ル
モ
ド
キ
で
、
学
名
は
国
尉
の
｝
一
目
・
冒
臼
Ｂ
ｒ
で
あ
る
。

高
さ
十
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
常
緑
の
蔓
性
低
木
で
、
陽
当
た
り
の
よ
い
林
緑
に
多
く
見
ら
れ
る
。
茎
は
緑
色
で
竹
の
稗
に
似
て
お
り
、

径
は
五
１
十
ミ
リ
。
枝
は
葉
鞘
に
包
ま
れ
て
い
る
。
葉
は
線
状
披
針
形
で
対
生
し
、
先
端
は
巻
き
ひ
げ
と
な
っ
て
他
の
物
に
巻
き
つ
く
。

材
は
し
な
や
か
で
ね
ば
り
が
あ
り
強
い
。
細
か
く
割
い
て
か
ご
や
ざ
る
な
ど
を
作
る
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。

こ
の
植
物
は
黒
島
の
「
ぱ
い
ふ
た
フ
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
民
俗
誌
』
下
巻
一
八
八
頁
）
に
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

ば
い
ふ
た
村
の
フ
ソ
タ
ヵ
と
称
す
る
男
は
早
朝
山
に
行
き
船
材
の
樫
木
を
切
っ
て
き
て
船
を
造
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
ま
た
見
事
な
出

来
映
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
船
を
海
に
浮
か
べ
た
後
、
彼
は
、

あ
２
ざ
に
◆
や
山
Ｉ
■

余
ぬ
嬉
ん
家
な
上
り
来

余
り
の
嬉
し
さ
に
家
に
帰
っ
て
き
て

ほ
る

ぱ
た
り
い

割
く
う
じ
に
ん
腹
上
な
し

割
っ
た
く
う
じ
の
よ
う
に
腹
を
上
に
し
て

挽
き
臼
に
ん

挽
き
臼
の
よ
う
に

ま
ら
上
な
り
寝
ぴ
と
う
り

陰
茎
を
上
に
し
て
寝
た
ま
ま

聞
き
ぱ
ど
う

聞
い
た
と
こ
ろ

と
、
潮
鳴
り
の
音
を
聞
き
、
そ
れ
が
順
風
の
吹
く
前
兆
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
順
風
が
吹
く
頃
に
村
人
の
見
送
り
を
受
け
な
が

ら
宮
古
島
へ
と
旅
立
ち
、
そ
こ
で
曲
玉
を
船
い
っ
ぱ
い
買
い
求
め
帰
島
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

〃
く
一
つ
眠
し
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八
重
山
歌
謡
の
中
に
は
こ
の
木
の
実
を
謡
っ
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。

宮
良
の
「
北
夫
婦
い
ふ
に
ぶ
木
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
五
○
二
頁
）
は
、
大
原
山
に
両
親
が
「
九
年
母
木
」
を
植
え
、

そ
れ
が
三
カ
月
後
に
は
両
親
の
高
さ
ほ
ど
に
成
長
し
、
や
が
て
花
が
咲
き
実
が
で
き
る
と
、
村
の
乙
女
た
ち
が
そ
れ
を
折
り
に
寄
っ
て

き
た
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

功
Ｉ
ら
ぴ
に
Ｉ

う
ぬ
島
ぬ
女
童
達
ぬ

こ
の
島
の
乙
女
た
ち
が

寄
り
き
そ

寄
っ
て
き
て

だ
Ｉ

う
ぬ
村
ぬ
か
い
し
ぃ
逢
い

こ
の
村
の
可
愛
い
少
女
た
ち
が

寄
り
き
そ

寄
っ
て
き
て

ぶ

九
年
母
玉
折
る
ん
で

九
年
母
の
玉
を
折
ろ
う
と

香
し
や
ん
玉
折
る
ん
で

香
ば
し
い
玉
を
折
ろ
う
と

「
九
年
母
木
」
の
実
を
折
る
の
は
、
そ
れ
を
糸
で
貫
い
て
楓
玉
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
が
小
粒
の
時
に
採
っ
て
乾
燥
さ

せ
糸
を
貫
い
て
首
に
か
け
る
玉
を
作
る
の
で
あ
る
。
色
艶
こ
そ
な
い
が
香
り
が
あ
っ
て
上
品
の
玉
と
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
九
年

母
玉
の
こ
と
は
こ
の
ほ
か
、
新
城
の
「
は
い
き
だ
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
三
一
九
頁
）
の
一
節
に
も
「
九
年
母
玉
香
し

玉
さ
ゆ
か
ば
」
と
あ
り
、
竹
富
の
「
む
す
ぴ
ぬ
だ
ん
ご
ま
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
○
頁
）
に
も
「
九
年
母
玉
ゆ
い
ん

一
般
に
は
シ
ー
ク
ワ
ー
サ
ー
の
名
で
知
ら
れ
る
野
生
の
み
か
ん
で
あ
る
。
実
は
小
さ
く
、
花
は
白
く
て
芳
香
が
あ
る
。
青
い
実
は
酸

味
が
強
く
、
酢
の
代
用
と
し
て
よ
く
利
用
さ
れ
る
。
黄
色
に
熟
し
た
実
は
、
そ
の
ま
ま
食
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
果
汁
を
水
に
絞
り
入

れ
芭
蕉
布
を
晒
す
の
に
も
用
い
ら
れ
る
。
近
年
、
沖
縄
を
代
表
す
る
味
「
シ
ー
ク
ワ
ー
サ
ー
ジ
ュ
ー
ス
」
と
し
て
も
売
り
出
さ
れ
て
い

ヱ
》
。
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古
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

波
照
間
島
の
イ
チ
ャ
マ
ー
－
よ

波
照
間
の
イ
チ
ャ
マ
ー
ー
は

下
八
重
山
ぬ
女
童

下
八
重
山
の
乙
女
は

い
ち
ゃ
ま
に
ぬ
生
り
よ
う

い
ち
ゃ
ま
に
の
生
ま
れ
は

女
童
の
う
し
い
で
い
や
よ
う

乙
女
の
生
ま
れ
は

九
年
母
玉
生
り
ば
し

九
年
母
玉
の
よ
う
な
生
ま
れ

賃
ぎ
み
凧
産
で
い
ば
し

煽
玉
の
よ
う
な
生
ま
れ

と
あ
り
、
波
照
間
の
イ
チ
ャ
マ
ニ
と
い
う
乙
女
の
生
ま
れ
は
九
年
母
玉
の
よ
う
だ
と
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
九
年
母
玉
の
小
さ
く
て
か
わ

い
い
と
こ
ろ
と
、
そ
の
楓
玉
の
上
品
さ
を
比
喰
に
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
九
年
母
玉
の
こ
と
は
八
重
山
歌
謡
だ
け
で
な
く
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
（
例
え
ば
、
巻
十
四
の
九
八
四
番
）
や
琉
歌
（
例

え
ば
、
読
み
人
知
ら
ず
の
「
今
帰
仁
の
城
節
」
）
に
も
見
え
る
。
ち
な
み
に
伊
波
普
猷
氏
は
、
こ
れ
を
魔
除
け
と
し
て
理
解
し
て
い
る

が
（
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
六
巻
一
○
二
頁
）
、
一
種
の
装
飾
品
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

黒
島
の
「
竹
富
ぬ
ぎ
ら
ち
え
－
ま
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
七
○
頁
）
は
、
各
離
島
の
女
子
の
特
徴
を
挙
げ
た
特
異
な

と
あ
り
、
一

が
え
よ
う
。

ど
う
香
さ
玉
ゆ
い
ん
ど
う
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
特
に
「
む
す
ぴ
ぬ
だ
ん
ご
ま
ジ
ラ
バ
」
で
は
、
楓
玉
を
「
あ
さ
ぎ
家
」
に
持
っ
て

い
き
、
男
に
楓
か
せ
て
体
臭
を
染
め
た
後
に
女
性
が
楓
く
と
い
っ
た
風
習
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

虫
く
ぴ

竹
富
の
民
謡
「
く
い
が
ま
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
一
一
九
頁
）
に
も
、
「
九
年
母
玉
や
り
ぱ
ど
う
女
童
真
首
抱
か
し
よ
う
る
」

と
あ
り
、
九
年
母
玉
だ
か
ら
こ
そ
女
童
の
首
に
凧
か
せ
る
の
だ
と
謡
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
い
か
に
重
宝
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
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竹
富
の
「
九
年
母
を
謡
っ
た
子
守
歌
」
（
『
竹
富
島
誌
』
二
二
八
頁
）
は
、
子
守
歌
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
内
容
は
九
年
母
の
実
を

折
る
こ
と
を
口
実
に
ミ
ダ
ゴ
ウ
マ
と
い
う
女
性
に
接
近
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
や

新
星
ぬ
ん
ま
た
ん
か

新
築
の
家
の
内
に

あ
っ
た
ん
ち
よ
う

あ
っ
た
と
さ

ふ
に
ふ

赤
ん
て
ぃ
九
年
母
ぬ

赤
く
（
熟
し
た
）
九
年
母
が

下
が
り
ん
ど
う

ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る

で
い
－
ゆ
か
で
い
－
ゆ
か

さ
あ
行
こ
う
さ
お
行
こ
う

ミ
ダ
ゴ
ウ
マ

ミ
ダ
ゴ
ウ
マ

う
り
折
り
来
い
ぬ

こ
れ
を
折
り
に
や
っ
て
き
た
か
ら

談
合
す

相
談
し
よ
う
よ

九
年
母
木
ゆ

九
年
母
木
を

折
る
ん
て
ぃ
ら
り

折
り
に

香
ば
さ
ん
木
ゆ

香
ば
し
い
木
を

取
る
ん
て
ぃ
ら
り

折
り
に

う
ん
家
ぬ
屋
ぬ

そ
の
家
の

ミ
ダ
ゴ
ウ
マ

ミ
ダ
ゴ
ウ
マ

一
夜
抱
ぎ
み
む
な

一
夜
は
抱
い
て
み
た
い
も
の
だ

こ
れ
は
登
野
城
の
「
な
さ
主
星
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
二
二
一
頁
）
に
、
「
な
さ
ま
」
と
い
う
家
の
門
の
脇
に
「
九
年
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山
民
謡
誌
』
四
九
頁
）
で
あ
る
。

あ
が
ろ
う
ざ
ぬ
ん
中
に

ふ
に
ぶ
ん
玉

ふ
に
ぶ
ん
玉
を

礎
ぱ
し

礎
石
に
し

と
、
九
年
母
玉
を
家
の
礎
石
に
用
い
た
と
あ
る
。

以
上
は
主
と
し
て
九
年
母
木
の
実
を
題
材
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
木
そ
の
も
の
が
出
て
く
る
の
は
「
あ
が
ろ
う
ざ
節
」
（
『
八
重

母
木
」
を
植
え
、
初
春
に
な
っ
て
花
が
咲
き
果
実
が
実
れ
ば
、
花
を
折
る
の
を
口
実
に
、
ま
た
そ
の
実
を
折
る
の
を
口
実
に
彼
女
に
会

い
に
行
こ
う
と
謡
わ
れ
て
い
る
の
と
、
内
容
が
類
似
し
て
い
る
。

与
那
国
の
方
言
で
は
「
ん
に
ん
」
と
い
う
が
、
与
那
国
の
民
謡
「
ま
－
ん
に
ん
て
ぃ
節
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』

六
○
一
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

戎
Ｉ

た
ぎ
い
ち
ゃ
－
ぬ
真
ん
に
ん
て
ぃ

嵩
西
屋
の
真
ん
に
ん
は

ゆ
だ

枝
枯
り
る
た
な
り
ゆ
ん
と
ぅ
な

枝
枯
れ
す
る
程
実
っ
て
い
る
そ
う
な

ゆ
Ｉ

に
ぐ
が
夜
や
我
ん
た
き
や
ら

今
日
の
夜
我
々
皆
で

よ
す
Ｉ
卍
ん

む
い
食
い
ぬ
い
い
相
談

も
ぎ
取
っ
て
食
べ
よ
う
と
の
い
い
相
談

以
下
、
嵩
西
屋
の
「
ん
に
ん
木
」
に
対
し
て
、
そ
の
家
の
美
し
い
娘
を
誘
い
出
し
て
く
れ
た
ら
お
い
し
い
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
あ
げ

よ
う
と
話
し
か
け
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

家
を
新
築
す
る
過
程
を
美
的
に
オ
ー
バ
ー
な
表
現
を
用
い
て
謡
っ
た
宮
良
の
「
あ
ん
が
ろ
－
ま
ア
ョ
ウ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻

五
一
○
頁
）
で
は
、

東
里
の
真
ん
中
に
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登
野
城
ぬ
上
な
か

登
野
城
村
の
内
に

九
年
母
木
ば
植
べ
と
う
し

九
年
母
木
を
植
え
て

香
ぱ
し
や
木
ぱ
差
し
と
う
し

香
ば
し
い
木
を
差
し
て

九
年
母
木
ぬ
下
な
が

九
年
母
木
の
下
で

香
ば
し
や
木
ぬ
下
な
が

香
ば
し
い
木
の
下
で

子
守
だ
ぬ
揃
ゆ
て
ぃ

子
守
姉
達
が
揃
っ
て

抱
ぎ
ぃ
な
逢
い
寄
ら
ゆ
て
ぃ

抱
き
姉
達
が
寄
り
集
ま
っ
て

こ
こ
で
は
「
九
年
母
木
」
の
下
で
子
守
姉
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ
て
子
守
り
を
す
る
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
「
九
年
母
木
」
の
下
は

い
い
香
り
が
す
る
た
め
快
適
な
場
所
で
あ
る
。
大
浜
の
「
古
見
や
辻
ジ
ラ
バ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
繍
』
一
一
一
一
一
頁
）
で
吟
３

は
、
古
見
の
辻
の
「
か
て
－
ら
」
と
い
う
場
所
に
「
九
年
母
木
（
香
ば
し
い
木
）
」
を
植
え
て
、
そ
の
木
の
下
に
番
所
を
建
て
、
床
板
宅

を
は
め
、
白
い
筵
を
敷
い
て
、
絹
枕
を
用
意
し
、
目
差
（
役
人
）
を
迎
え
る
と
謡
わ
れ
て
お
り
、
番
所
を
「
九
年
母
木
」
の
下
に
建
て
、

役
人
に
快
適
な
場
所
で
仕
事
を
し
て
も
ら
う
た
め
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

新
城
島
の
巻
踊
り
で
謡
わ
れ
る
「
お
ふ
に
や
も
い
」
と
い
う
古
謡
で
は
「
ふ
み
り
ど
と
出
て
く
る
。
上
地
の
古
謡
に
よ
れ
ば
、

お
ふ
に
や
も
へ
ふ
み
り
や

繁
茂
し
た
ふ
み
り
や

ふ
み
り
や
木
ば
下
し

ふ
み
り
や
木
を
下
ろ
し

た
き
や
じ
木
ぱ
下
し

た
き
や
じ
木
（
ふ
み
り
や
木
の
対
語
）
を
下
ろ
し

何
処
萌
い
た
ふ
み
り
や

何
処
に
舞
え
を
出
し
た
の
か
ふ
み
り
や

ど
う
き
ゃ
差
し
ゆ
た
た
き
や
じ

如
何
な
る
場
所
に
生
え
た
の
か
た
き
や
じ



と
謡
い
出
し
、
以
下
、
木
が
生
長
し
、
う
ろ
じ
ん
に
な
る
と
花
が
咲
き
、
実
も
な
っ
た
の
で
、
花
や
実
を
折
っ
て
姉
妹
や
恋
人
に
渡
し
、

彼
女
等
は
そ
の
香
り
を
体
に
染
め
て
沖
縄
旅
を
し
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

登
野
城
の
「
浦
船
ジ
ラ
パ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
八
九
頁
）
に
、

う
る
じ
い
ん
い

陽
春
の
頃
の

ふ
い
ぴ
ゃ
木
い

ふ
ぬ
ぴ
ゃ
木
が

ぱ
い
た
れ

新
芽
を
出
し
た
季
節
に

ぱ
が
な
つ
い

若
夏
の

香
さ
木
ぬ

香
ば
し
い
木
が

ふ
き
い
た
れ

若
芽
を
出
し
た
頃

と
見
え
る
「
ふ
い
ぴ
ゃ
木
」
も
同
じ
木
で
あ
る
。

な
お
「
こ
い
な
ユ
ソ
タ
」
に
は
次
の
よ
う
な
歌
詞
が
あ
る
。

く
し
い

大
岳
ぬ
後
な
が

大
き
い
岳
の
後
方
に

ざ
ら
岳
ぬ
側
な
が

ザ
ラ
岳
の
後
に

む

ば
な
ぎ
や
木
ぬ
生
や
う
り

ば
な
ぎ
や
木
生
え
て
い
て

香
さ
木
ぬ
差
し
ょ
う
り

香
ぱ
し
い
木
が
差
し
て
あ
っ
て

う
ろ
じ
ん
ぬ
な
る
だ
ら

陽
春
の
頃
に
な
っ
た
ら

ば
か
た
つ

若
夏
ぬ
い
く
た
ら

初
夏
の
頃
が
や
っ
て
き
た
ら

花
や
白
咲
か
り
ょ
う
り

白
い
花
が
咲
き
始
め
た
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実
り
や
青
く
い
み
ょ
う
り

果
実
が
青
く
実
っ
て
い
る

「
ぱ
な
ぎ
や
木
」
は
宮
良
当
壮
氏
に
よ
れ
ば
、
「
ぱ
な
ん
ぎ
ぃ
木
」
す
な
わ
ち
我
等
の
木
の
意
味
で
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
一

六
一
頁
）
、
花
は
白
で
実
が
青
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
対
語
が
「
香
さ
木
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
九
年
母
木
」
の
よ
う
な
柑
橘

類
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
な
お
大
川
の
「
こ
い
な
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
一
五
二
頁
）
で
は
、

大
あ
こ
う
ぬ
生
や
り

大
あ
こ
う
の
木
が
生
え
て
い
た

実
り
あ
こ
う
ぬ
差
し
よ
う
り

実
り
あ
こ
う
の
木
が
差
し
て
い
た

と
、
「
ば
な
ぎ
や
木
」
「
香
さ
木
」
に
対
し
て
「
大
あ
こ
う
」
「
実
り
あ
こ
う
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
宮
良
当
壮
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
「
鷲
ぬ
鳥
節
」
の
連
想
か
ら
き
た
誤
り
で
あ
る
。

和
名
は
ヤ
シ
科
の
ビ
ロ
ウ
、
学
名
は
口
ご
】
閏
。
：
、
宮
口
の
ロ
巴
、
幻
・
因
【
・
国
『
。
⑪
５
値
］
・
ず
。
②
回
国
の
・
・
で
あ
る
。
な
お
古
名
は
ア
ジ
マ

サ
で
、
日
本
古
代
の
文
献
で
は
横
榔
と
記
さ
れ
て
い
る
。
漢
名
は
蒲
葵
で
あ
る
。
琉
球
列
島
、
台
湾
お
よ
び
南
中
国
な
ど
の
暖
地
に
自

生
す
る
高
木
で
、
低
地
か
ら
山
地
に
か
け
群
落
を
な
す
。
肉
穂
花
序
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な
り
、
春
頃
に
独
特
の
香
り
の
あ
る
淡

黄
色
の
花
を
咲
か
せ
、
実
は
楕
円
形
で
秋
に
な
る
と
紫
黒
色
に
熟
す
る
。
葉
は
掌
状
で
、
径
一
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
。
葉
柄
は
「

五
’
一
、
八
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
、
基
部
は
長
い
鰊
が
一
一
列
に
並
ん
で
い
る
。
幹
の
上
部
に
は
葉
柄
基
部
の
さ
や
の
部
分
に
あ
る
褐
色

く
ま昔
か
ら
沖
縄
で
は
、
神
の
降
臨
す
る
神
聖
な
木
と
さ
れ
、
御
嶽
や
拝
所
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
御
嶽
や
神
の
名
に
く
ば
を
冠
し
た
も
の

も
多
い
。
ま
た
女
性
の
神
役
は
く
ぱ
の
扇
を
用
い
、
川
平
村
の
来
訪
神
マ
ュ
ソ
ガ
ナ
シ
は
ク
バ
の
蓑
笠
を
着
て
現
れ
る
。
一
方
、
日
常

０

五
ｌ
「
八
メ
ー
ト
ル
く
谷

の
繊
維
が
密
着
し
て
い
る
。
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的
に
は
笠
・
蓑
。
つ
る
べ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
船
の
帆
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
。

こ
の
植
物
を
謡
っ
た
も
の
も
比
較
的
多
い
が
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
「
鳩
間
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
三
一
一
五
頁
）
で
あ
ろ
う
・

鳩
間
中
岡
走
り
登
り

鳩
間
島
の
中
岡
に
か
け
登
り

く
ぱ
い
下
に
走
り
登
り

く
ば
の
下
に
か
け
登
り

美
し
や
生
い
た
る
岡
ぬ
く
ば

美
し
く
生
え
た
岡
の
く
ば

美
ら
さ
列
り
た
る
頂
ぬ
く
ば

き
れ
い
に
並
ん
だ
頂
上
の
く
ば

比
か
む
り

』
」
声
」
で
は
、
鳩
間
島
の
中
岡
に
美
し
く
並
ん
で
生
え
て
い
る
「
く
ば
」
の
光
景
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
大
浜
の
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
」
に
は
、

野
底
頂
に
生
い
た
る

野
底
の
頂
に
生
え
た

ぴ
と
う
む
と
う
ぐ
ぱ
い

一
本
の
く
ば
が

船
ぬ
胴
取
ら
り
ん
と
う
む

船
の
胴
体
と
し
て
切
り
取
ら
れ
て
も

夫
婦
抜
き

夫
婦
は
離
別
し
た
り

カ
ヌ
サ
抜
き

愛
し
い
人
が
い
な
く
な
っ
た
り

な
ら
ぬ

し
て
は
な
ら
な
い

と
あ
り
、
夫
婦
の
不
変
の
契
り
の
比
噛
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
く
ば
」
の
葉
を
題
材
に
し
た
古
謡
も
あ
る
。
竹
富
の
「
く
ぱ
い
葉
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
六
頁
）
に
は
、

風
ぬ
す
ぶ
夜
や
Ｉ

風
の
そ
よ
ぐ
夜
は

く
ぱ
い
葉
ぬ
ど
う

く
ば
の
葉
が
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う
だ
と
謡
っ
て
い
る
。

「
く
ば
」
の
葉
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
日
常
品
が
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
扇
や
笠
に
つ
い
て
謡
っ
た
歌
謡
も
あ
る
。
黒
島
の
「
ぱ
い
ふ

た
フ
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
五
一
一
頁
）
に
は
、
「
く
ぱ
い
葉
一
廟
ば
手
招
き
招
き
し
－
り
む
ぬ
い
」

と
、
く
ば
の
葉
の
扇
が
見
え
、
竹
富
の
「
な
ゆ
ち
や
る
む
ん
」
（
『
竹
富
島
誌
』
一
六
九
頁
）
で
は
、

く
ば
笠
や
な
ゆ
ち
や
る
む
ん

く
ば
笠
は
何
す
る
も
の
か

女
童
ぬ
被
り
物

乙
女
の
被
り
物
だ

あ
ば
れ
子
ぬ
頂
か
ぶ
し

美
し
い
乙
女
が
頭
に
か
夢
る
も
の
だ

と
、
く
ぱ
笠
の
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
竹
富
の
「
馬
乗
し
や
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会
「
第
二
十
八
回
八
重
山
芸
能
発
表
会
パ
ソ
フ
レ
ヅ
ト
」
一

ふ
る
ふ
る
す
ん
ど
－

フ
ル
フ
ル
と
音
を
た
て
る
よ

と
、
「
く
ば
」
の
葉
が
風
で
音
を
立
て
て
揺
れ
て
い
る
様
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
竹
富
の
「
く
い
が
ま
節
」
に
は
、
タ
ラ
ク

ジ
と
い
う
男
が
持
ち
歩
い
て
い
た
九
年
母
玉
が
姪
の
カ
マ
ド
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
人
は
恋
仲
で
あ
る
と
噂
さ
れ
、

・
赤
山
ぬ
白
山
ぬ
く
ぱ
い
腕

赤
山
の
白
山
の
く
ぱ
の
葉
の
腕
の
よ
う
に

く
が
る
だ
き
ま
ど
う
り
だ
ぎ

く
が
る
の
よ
う
に
真
鳥
の
よ
う
に

あ
ら
わ
れ

現
れ

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
「
く
ぱ
」
の
葉
の
腕
が
揺
れ
て
い
る
の
を
、
あ
た
か
も
叔
父
と
姪
の
不
義
密
通
の
噂
を
否
定
し
て
い
る
か
の
ょ

八
頁
）
に
も
、

ま
こ
ん
の
す
ら
ぐ
わ
－
か
ん
だ
か
れ

椰
子
蟹
の
面
を
破
っ
て
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く
ば
で
Ｉ
さ

和
名
は
シ
ク
ソ
シ
科
の
モ
モ
タ
マ
ナ
、
学
名
は
目
の
円
目
口
巳
】
四
目
白
目
四
Ｆ
で
あ
る
。

海
岸
近
く
に
生
え
る
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
十
’
一
一
十
メ
ー
ト
ル
、
径
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
葉
は
倒
卵
形
で
先
は

丸
く
、
長
さ
一
一
十
’
一
一
十
五
セ
ン
チ
の
大
き
な
葉
が
枝
の
先
の
方
に
集
ま
っ
て
つ
く
。
花
は
白
色
で
小
さ
く
、
葉
の
付
け
根
か
ら
出
る

変
っ
た
用
例
が
見
え
る
。

三
線
て
す

く
ぱ
い
腕
三
線
》

つ
る

弦
で
す
や

９
■
Ｔ
Ｉ

馬
ぬ
尾
ば
弦
ぱ
１

「
く
ば
」
の
葉
柄
を
轡

え
た
玩
具
で
あ
る
。

く
ば
笠
か
－
て
て
い
ん
し
－
ち
ゅ
ら
さ

く
ぱ
笠
を
被
せ
て
美
し
い

す
る
ば
く
三
味
線
と
う
ま
い
あ
る

こ
の
人
に
三
味
線
を
弾
か
せ
た
ら

く
ぱ
い
葉
ぬ
振
る
手
に

く
ば
の
葉
の
揺
れ
る
音
に

あ
り
に
魂
う
ち
抜
ぎ
て
ぃ

び
っ
く
り
し
た

と
、
く
ぱ
笠
お
よ
び
「
く
ぱ
」
の
葉
が
出
て
く
る
。

宮
良
当
壮
氏
が
『
八
重
山
古
謡
』
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
「
山
原
ユ
ソ
タ
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
一
七
七
頁
）
に
は
、
や
や

す
三
味
線
は

腕
三
線
ば
し

く
ば
の
葉
の
柄
を
棹
に
し
た
三
味
線

や
弦
は

ば
弦
ぱ
し

馬
の
尾
の
弦

の
葉
柄
を
棹
に
し
、
馬
の
尾
を
弦
に
し
た
三
味
線
は
、
本
物
の
三
味
線
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
農
民
が
遊
び
用
に
こ
し
ら

236



穂
状
花
序
の
上
方
に
は
雄
花
を
、
下
方
に
は
雌
花
ま
た
は
両
性
花
を
つ
け
る
。
実
は
扇
楕
円
形
で
両
側
に
竜
骨
状
の
突
起
が
あ
る
。
よ

く
枝
を
張
り
、
大
き
な
葉
を
つ
け
る
の
で
緑
陰
樹
と
し
て
公
園
や
街
路
樹
と
し
て
植
え
ら
れ
る
。
冬
に
落
葉
し
、
春
に
は
美
し
い
芽
吹

き
が
見
ら
れ
る
。
繁
茂
し
た
大
葉
が
あ
っ
と
い
う
間
に
落
葉
す
る
さ
ま
を
縁
起
が
悪
い
と
と
ら
え
、
屋
敷
内
に
植
え
る
こ
と
を
い
や
が

こ
の
植
物
は
西
表
島
租
納
の
「
殿
様
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
三
四
五
頁
）
に
、
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

船
浮
村
千
秋
万
歳

船
浮
村
は
千
秋
万
歳
で
あ
る

く
ぱ
で
Ｉ
さ
ぬ
下
な
が

く
ば
で
ー
さ
の
木
の
下
で

し
い
に
ぬ
痛
む
け
ん

脛
が
痛
く
な
る
ま
で

膝
ぬ
痛
む
け
ん

膝
が
痛
く
な
る
ま
で

立
ち
待
ち
ん
居
た
ん
よ
ぱ

待
っ
て
い
た
よ

あ
ま
い
妬
た
さ
ん

あ
ま
り
の
妬
さ
に

照
る
太
陽
ん
闇
な
し

照
る
太
陽
も
暗
闇
に
し
て
し
ま
う
程
だ
っ
た
よ

ど
ぅ
き
い
辛
酸

あ
ま
り
の
辛
さ
に

く
ぱ
で
ー
さ
本
ば

く
ば
で
ー
さ
の
幹
を

か
い
抱
ぎ
居
た
ん
よ
ぱ

掻
き
抱
い
て
い
た
よ

す
な
わ
ち
、
船
浮
村
の
カ
マ
ド
ー
マ
は
殿
様
（
租
納
村
の
役
人
石
垣
高
瑞
の
揮
名
）
が
来
る
の
を
「
く
ば
で
－
さ
」
の
木
の
下
で
腰

が
痛
く
な
る
ま
で
膝
が
痛
く
な
る
ま
で
待
ち
続
け
た
。
し
か
し
何
時
に
な
っ
て
も
殿
様
の
姿
は
見
え
な
い
の
で
、
嫉
妬
の
あ
ま
り
太
陽

の
光
さ
え
も
遮
り
闇
に
し
、
つ
ら
さ
の
あ
ま
り
「
く
ぱ
で
－
さ
」
の
木
を
抱
い
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

き
が
見
ら
れ
る
。

る
地
方
も
あ
る
。
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八
重
山
歌
謡
で
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
西
表
島
の
船
浮
の
「
く
ば
で
－
さ
」
の
み
が
見
え
る
が
、
「
殿
様
節
」
て
は
、
カ
マ
ド
ー
マ

が
殿
様
を
待
つ
場
所
と
し
て
、
「
石
ぬ
屏
風
節
」
で
は
、
枝
を
張
っ
た
美
し
さ
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
く
ぱ
で
－
さ
」
の
特

性
を
う
ま
く
歌
謡
に
取
り
入
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
現
在
西
表
の
船
浮
集
落
の
海
岸
近
く
に
生
え
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
カ
マ

ド
マ
の
く
ば
で
ー
さ
は
二
代
目
で
、
樹
齢
約
一
三
○
年
と
い
わ
れ
て
お
り
、
竹
富
町
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
船
浮
の
民
謡
「
石
ぬ
屏
風
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
三
七
八
頁
）
で
は
、

船
浮
く
ば
で
ー
さ
や

船
浮
村
の
く
ば
で
ー
さ
は

枝
持
ち
ぬ
美
ら
さ

枝
持
ち
が
美
し
い

船
浮
女
童

船
浮
村
の
乙
女
は

身
持
ち
ぬ
美
ら
さ

身
持
ち
が
美
し
い

と
あ
り
、
「
く
ぱ
で
－
さ
」
の
木
は
枝
持
ち
が
美
し
く
、
船
浮
の
女
子
は
義
理
が
た
く
身
持
ち
が
良
い
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の

歌
詞
は
、
沖
縄
本
島
の
「
屋
慶
名
く
わ
で
ー
さ
節
」
の
「
屋
慶
名
く
わ
で
１
さ
」
の
箇
所
を
「
船
浮
く
ば
で
－
さ
」
に
替
え
た
も
の
で

く
－
る

和
名
は
ユ
リ
科
の
オ
キ
ナ
ワ
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
で
、
学
名
は
い
目
］
貝
○
宮
口
四
Ｐ
・
ぐ
胃
・
尿
巨
【
■
の
鳥
四
ｍ
■
Ｃ
旨
の
洪
蜀
ロ
Ｂ
ｍ
Ｂ
ｏ
８

あ
る
。

松
林
や
陽
当
た
り
の
よ
い
山
地
に
生
え
る
蔓
性
の
低
木
。
茎
は
疎
に
分
岐
し
、
葉
柄
か
ら
出
る
巻
き
ひ
げ
で
他
の
物
に
巻
き
つ
き
伸

び
て
い
く
。
葉
は
革
質
で
、
落
葉
性
、
卵
形
を
し
た
葉
の
先
端
は
尖
っ
て
い
る
。
花
は
淡
黄
色
の
小
さ
な
花
が
密
に
咲
く
。
実
は
球
形

で
あ
る
。
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鍔
こ
－
な
・
な
ね
Ｉ
じ
・
は
ぬ
て
ぃ

２

和
名
は
ク
ワ
科
の
シ
マ
グ
ワ
、
学
名
は
更
［
・
２
，
回
目
⑪
芹
同
ロ
』
〕
、
句
・
】
Ｈ
・
で
あ
る
。

海
岸
近
く
か
ら
山
裾
に
か
け
て
見
ら
れ
る
亜
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
三
’
五
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
。
葉
は
、
若
い
時
は
深
製

す
る
こ
と
が
多
い
が
成
木
に
な
る
と
卵
形
と
な
り
、
先
は
尖
る
。
熟
し
て
暗
紫
色
に
な
っ
た
実
は
甘
く
、
そ
の
ま
ま
食
し
た
り
果
実
酒

に
も
利
用
で
き
る
。
根
や
幹
は
天
然
の
染
料
に
な
る
。
鳥
の
糞
な
ど
か
ら
屋
敷
内
や
道
路
沿
い
等
に
自
然
に
生
え
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

葉
は
山
羊
な
ど
の
家
畜
の
餌
や
カ
イ
コ
の
飼
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
ま
た
幼
児
の
発
熱
の
際
に
額
や
体
に
あ
て
て
熱
取
り
と
し
て
も

利
用
さ
れ
た
。
材
は
太
く
、
強
く
て
弾
力
性
が
あ
る
の
で
建
築
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
ダ
ン
ス
等
の
指
物
に
も
適
し
、
馬
の
鞍

や
三
味
線
の
棹
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
る
。

な
お
桑
は
雷
除
け
の
ま
じ
な
い
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
雷
が
鳴
る
と
、
日
本
本
土
で
は
「
桑
原
々
々
」
と
唱
え
る
が
、
沖
縄
地
方

で
は
「
桑
木
の
股
」
ま
た
は
「
桑
木
の
下
」
と
唱
え
る
。
八
重
山
で
は
桑
の
葉
を
か
ざ
す
風
習
も
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
桑

で
赤
く
熟
す
。
久
米
島
紬
な
ど
の
重
要
な
染
料
で
あ
る
。
似
た
も
の
に
サ
ッ
マ
サ
ソ
キ
ラ
イ
、
ハ
マ
サ
ル
ト
リ
ィ
バ
ラ
、
サ
サ
バ
サ
ソ

キ
ラ
イ
等
が
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
は
ど
ち
ら
も
ク
ー
ル
と
称
し
て
い
る
。

こ
の
植
物
は
、
白
保
の
「
ぼ
す
ぽ
－
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
七
二
頁
）
に
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

ぴ
ら
ま
ぼ
す
ぽ
－
何
ぼ
す
ぼ
１

男
の
極
は
何
で
作
っ
て
あ
る
か

芭
蕉
な
い
紅
露
染
み

芭
蕉
布
を
紅
露
で
染
め
て
あ
る

喜
舎
場
永
均
氏
は
、
樟
の
「
く
Ｉ
る
」
染
め
と
い
う
の
は
、
交
接
の
際
に
汚
れ
た
極
を
比
嶮
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て

い
る
。



と
う
ぐ
で
す
ば

門
の
側
方
に

と
う
ん
で
む
ゆ
た
る

飛
び
出
て
生
え
た

は
い
て
ぃ
木

桑
の
木

こ
の
古
謡
は
、
鼓
の
木
を
探
し
に
宇
良
部
岳
に
入
っ
た
が
良
材
が
見
つ
か
ら
ず
、
む
な
し
く
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
、
門
の
側
に
桑
の
良

材
が
生
え
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
そ
れ
で
鼓
を
作
っ
た
ら
、
天
ま
で
蕊
く
程
の
名
妓
が
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
仲
本
ア
ャ
グ
」
で
神
託
を
述
べ
る
神
鳥
が
坐
っ
た
木
が
「
こ
ー
な
木
」
で
あ
り
、
「
か
ん
た
世
ド
ゥ
ソ
タ
」
で
「
は
ぬ
て
ぃ
木
」
で

作
っ
た
鼓
が
名
鼓
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
桑
の
木
に
特
殊
な
呪
的
な
力
が
あ
る
と
す
る
観
念
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

の
木
や
葉
に
呪
的
な
も
の
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
起
源
は
桑
を
聖
樹
と
す
る
中
国
の
古
い
信
仰
に
求
め
ら
れ

る
と
い
う
（
石
田
英
一
郎
「
桑
原
考
」
（
『
日
本
民
族
学
』
一
一
一
ノ
一
・
一
一
）
。

こ
の
植
物
が
登
場
す
る
古
謡
に
、
黒
島
の
「
仲
本
ア
ャ
グ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
三
○
頁
）
が
あ
る
。

た
か
ん
と
う

仲
本
ぬ
ん
中
に

仲
本
村
の
真
ん
中
に

ど
う
村
ぬ
ぴ
る
め
に

ど
う
村
の
広
い
庭
に

こ
ー
な
木
ぬ
生
い
り
ぱ

こ
ー
な
木
が
生
え
た

な
ね
Ｉ
じ
木
ぬ
差
し
よ
う
り
ば

な
ね
－
じ
の
木
が
差
さ
れ
た

と
始
ま
る
こ
の
古
謡
は
、
桑
の
木
の
枝
に
大
き
な
神
鳥
（
霊
鳥
）
が
や
っ
て
き
て
坐
り
、
仲
本
村
が
黒
島
の
元
村
（
親
村
）
だ
と
教
え

に
は
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

４

与
那
国
の
方
言
口
で
は
桑
木
の
こ
と
を
「
は
ぬ
て
ぃ
木
」
と
い
う
が
、
「
か
ん
た
世
ド
ゥ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
七
九
頁
）
毛

卜



滑
車

滑
車
は

こ
う
ぱ
な
木
ど
う

こ
う
ば
な
木
が

滑
車
で
ご
ざ
る

滑
車
だ

滑
車
は
帆
柱
の
先
端
に
取
り
付
け
る
帆
を
上
げ
下
ろ
し
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
「
こ
う
ば
な
ぎ
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
な
お
比
嘉
盛
章
「
西
表
島
の
節
祭
と
ア
ソ
ガ
マ
踊
」
（
『
南
島
』
第
一
輯
）
で
は
、
「
ふ
ぱ
な
木
」
と
表
記
さ
れ
、
き
わ
め
て

堅
い
木
の
名
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
轍
』
で
も
「
ふ
ぱ
な
木
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
方
言
名
の
「
こ

う
窟
ふ
ら
■
Ｉ

桑
の
木
の
根
の
部
分
の
曲
が
ｈ
／
具
合
が
い
い
部
分
を
俗
に
「
馬
ぬ
鞍
曲
る
」
と
い
う
が
、
そ
の
部
分
を
切
っ
て
馬
の
鞍
を
作
る
の
で

あ
る
。
竹
富
の
「
マ
マ
ラ
マ
ュ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
三
頁
）
に
は
、

く
わ
ん
木
鞍
打
ち
ぃ
か
き
ぃ

桑
木
の
鞍
を
馬
に
か
け
て

ぬ

マ
マ
ー
フ
マ
や
打
ち
ぃ
乗
肘
ソ

マ
マ
ラ
マ
と
い
う
女
性
が
そ
れ
に
乗
っ
た

と
あ
り
、
桑
木
で
作
っ
た
馬
の
鞍
の
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

い
花
を
咲
か
せ
る
。
葎

こ
の
植
物
は
、
西
圭

一
九
八
一
年
）
に
出
て

Ｌ
ｌ
ペ

滑
車

こ
う
ぱ
な
木
ど
う

滑
車
で
ご
ざ
る

こ
う
ぱ
な

和
名
は
モ
ク
セ
イ
科
の
シ
マ
ト
ネ
リ
コ
で
、
学
名
は
可
『
巴
【
ご
ロ
の
、
回
観
［
言
】
○
・
国
・
○
」
日
片
の
で
あ
る
。

山
地
に
生
え
る
高
木
で
、
小
枝
は
い
く
ぶ
ん
白
っ
ぽ
く
、
淡
褐
色
の
皮
目
が
あ
る
。
葉
は
洋
紙
質
で
、
奇
数
羽
状
複
葉
。
初
夏
に
白
し
４

い
花
を
咲
か
せ
る
。
建
築
材
と
し
て
の
用
途
の
他
、
農
具
等
の
柄
や
ス
テ
ッ
キ
等
に
’
も
用
い
ら
れ
る
。

宅

こ
の
植
物
は
、
西
表
祖
納
の
「
節
祭
」
ア
ソ
ガ
マ
に
お
け
る
「
船
」
の
句
（
星
勲
『
西
表
島
の
民
俗
』
一
一
一
一
一
一
頁
、
友
古
堂
書
店
、

、
西
表
祖
納
の

に
出
て
く
る
。



さ
く
ら

和
名
は
バ
ラ
科
の
ヒ
カ
ソ
ザ
ク
ラ
で
、
学
名
は
勺
日
皀
巨
切
目
日
ロ
目
巳
回
白
冨
貝
】
日
・
で
あ
る
。

高
さ
五
’
八
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
落
葉
性
の
高
木
で
、
幹
は
暗
褐
色
で
皮
目
が
多
い
。
葉
は
長
楕
円
形
で
、
縁
に
鋸
歯
が
あ
り
、

葉
の
基
部
に
二
個
の
密
腺
が
あ
る
。
花
は
腋
生
し
、
芽
か
ら
二
’
一
一
一
個
、
葉
よ
り
下
に
下
垂
し
て
開
く
。
花
柄
は
－
１
ニ
セ
ソ
チ
、
が

く
は
紫
紅
色
で
、
花
弁
は
五
枚
あ
る
。
実
は
卵
円
形
で
先
は
尖
り
、
赤
く
熟
す
る
と
食
べ
ら
れ
る
。

中
国
南
部
・
台
湾
が
原
産
地
で
あ
る
が
、
沖
縄
で
の
自
生
地
は
石
垣
島
の
荒
川
が
唯
一
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
五
月
十
五
日
に
国
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
現
在
そ
こ
に
「
荒
川
の
カ
ソ
ヒ
ザ
ク
ラ
自
生
地
」
の
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
日
本
一
早
咲
き
の
サ
ク
ラ

で
あ
り
、
ま
た
実
生
で
簡
単
に
ふ
や
せ
る
た
め
、
県
内
各
地
で
植
栽
さ
れ
て
い
る
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
沖
縄
の
サ
ク
ラ
は
も
と
も
と

ヒ
カ
ソ
ザ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
本
土
の
ヒ
ガ
ソ
ザ
ク
ラ
と
混
同
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
カ
ソ
ヒ
ザ
ク
ラ
と
呼
ぶ
人
も
多
く
、

初
島
住
彦
・
天
野
鉄
夫
『
琉
球
植
物
目
録
』
の
一
九
七
七
年
版
で
は
カ
ソ
ヒ
ザ
ク
ラ
・
ヒ
カ
ソ
ザ
ク
ラ
両
方
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
一
九
九
四
年
増
補
訂
正
版
で
は
ヒ
カ
ソ
ザ
ク
ラ
の
み
の
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
近
年
、
元
の
種
名
に
戻
す
こ
と
で
統
一
が
図
ら
れ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

う
ば
な
木
」
が
正
し
い
。

歌
謡
の
中
で
は
、
そ
の
美
し
い
花
が
特
に
謡
わ
れ
る
。
「
古
見
ぬ
浦
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
九
三
頁
）
に
は
、

桜
花
ブ
ナ
レ
ー
マ

桜
の
花
の
よ
う
な
ブ
ナ
レ
ー
マ
よ

梅
香
し
や
女
童

梅
の
香
り
の
す
る
乙
女
よ

い
ち
い
ん
花
や
さ
か
り

何
時
も
花
盛
り
で
い
て
く
れ
よ
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し
い
と
う
ち
ぃ
・
す
で
い
ち

和
名
は
ソ
テ
ッ
科
の
ソ
テ
ッ
で
、
学
名
は
ｏ
］
Ｂ
ｍ
８
ぐ
ｏ
］
Ｅ
日
日
ゴ
Ｐ
：
・
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
石
灰
岩
域
に
多
く
見
ら
れ
る
雌
雄
異
株
の
常
緑
の
高
木
。
幹
は
太
く
直
立
し
、
高
さ
二
’
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。

葉
は
大
き
な
羽
状
複
葉
で
幹
の
頂
に
集
ま
っ
て
つ
く
。
小
葉
は
線
形
、
先
は
鋭
く
尖
っ
て
い
る
。
花
粉
は
雌
花
に
入
っ
て
か
ら
精
子
を

生
ず
る
こ
と
で
有
名
。
澱
粉
植
物
だ
が
、
有
毒
（
シ
カ
シ
ソ
を
含
む
）
で
、
先
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
飢
え
を
し
の
ぐ
た
め
ソ
テ
ッ

の
実
を
食
べ
、
中
毒
死
し
た
「
ソ
テ
ッ
地
獄
」
は
記
憶
に
新
し
い
。
葉
は
子
供
の
玩
具
（
虫
か
ご
）
や
、
葉
を
重
ね
て
ほ
う
き
と
し
て

の
実
を
食
べ
、
一

も
利
用
さ
れ
る
。

と
あ
り
、
「
桃
里
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
七
五
頁
）
に
も
、

花
ぬ
色
美
ら
さ

花
の
色
が
美
し
い
の
は

桜
花
で
む
ぬ

桜
花
だ

女
童
ぬ
美
ら
さ

乙
女
が
美
し
い
の
は

我
島
で
む
ぬ

我
が
桃
里
だ

と
あ
り
、
乙
女
の
美
し
さ
を
桜
の
花
に
喰
え
て
い
る
。

古
謡
で
は
、
黒
島
の
「
竹
富
ぬ
ぎ
ら
い
ち
ぇ
－
ま
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
七
二
頁
）
に
見
え
る
が
、
そ
の
用
例
は
ソ

テ
ッ
本
来
の
特
性
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、

西
表
の
マ
ナ
シ
ャ
マ

西
表
の
マ
ナ
シ
ャ
マ
は

ゆ
く
む
て
い
ぬ
女
童

ゆ
く
表
の
乙
女
は
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セ
ン
ダ
ン
科
の
セ
ソ
ダ
ソ
で
、
学
名
は
旨
①
」
日
日
且
日
口
９
Ｆ
・
で
あ
る
。

海
岸
近
く
か
ら
林
野
に
か
け
て
広
く
自
生
す
る
落
葉
性
の
高
木
。
樹
皮
は
黒
褐
色
で
縦
に
深
く
裂
け
る
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
五
’

十
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
葉
は
一
一
１
’
一
一
回
羽
状
複
葉
で
、
小
葉
は
楕
円
形
で
先
は
と
が
る
。
春
（
三
、
四
月
）
頃
、
枝
の
先
に

十
’
十
五
セ
ソ
チ
の
円
錐
花
序
を
出
し
、
芳
香
の
あ
る
う
す
紫
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
花
の
後
に
二
’
三
セ
ン
チ
く
ら
い
の
楕
円
形
の

果
実
を
多
数
つ
け
る
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
完
全
に
落
葉
し
た
枝
に
黄
色
に
熟
し
た
実
が
美
し
い
。
夏
場
は
セ
ミ
が
よ
く
集
ま
る
木

な
の
で
、
校
庭
に
教
材
用
と
し
て
植
栽
さ
れ
る
。
材
は
柔
ら
か
い
が
虫
が
つ
き
に
く
い
の
で
、
建
築
材
の
他
、
箪
笥
や
指
物
に
適
し
て

い
る
。
ま
た
、
薬
効
も
あ
り
、
回
虫
や
ギ
ョ
ゥ
虫
に
は
、
樹
皮
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
煎
じ
て
服
用
す
る
と
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
植
物
は
夜
の
子
守
歌
の
一
節
に
見
え
る
。
喜
舎
場
永
殉
「
八
重
山
島
童
謡
」
（
『
八
重
山
民
俗
誌
』
下
巻
所
収
）
に
は
次
の
よ

し
ん
だ
ん

マ
ナ
シ
ャ
マ
ぬ
生
り
や

マ
ナ
シ
ャ
マ
の
生
ま
れ
は

女
童
ぬ
う
し
で
い
や

乙
女
の
生
ま
れ
は

焼
き
蘇
鉄
ぬ
生
り
ぱ
し

焼
き
蘇
鉄
の
よ
う
な
生
ま
れ

黒
ぴ
ち
い
き
や
い
産
で
い
ば
し

黒
焦
げ
し
た
生
ま
れ

と
、
西
表
の
マ
ナ
シ
ャ
マ
と
い
う
乙
女
の
生
ま
れ
は
野
火
で
焼
か
れ
た
蘇
鉄
の
よ
う
に
色
黒
で
あ
る
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
竹
富
の
「
イ
ダ
フ
ソ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
四
四
頁
）
に
は
、
イ
ダ
フ
ソ
ピ
ギ
ロ
ー
マ
と
い

う
男
が
、
畠
に
出
て
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
「
ゆ
し
き
い
か
た
ん
が
す
で
い
ち
い
か
た
ん
が
居
り
て
ぬ
忠
い
う
ど
う
」
と
、
蘇
鉄

の
側
で
雨
宿
り
し
て
思
い
に
ふ
け
て
い
る
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
状
況
が
想
定
し
に
く
い
。
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ず
ぐ
・
じ
ぐ
・
ぶ
－
じ
ぃ
・
赤
よ
う
ら

和
名
は
マ
メ
科
の
デ
イ
ゴ
、
学
名
は
同
旦
昏
風
：
く
口
凰
の
闇
薗
ｒ
く
日
’
○
国
の
ロ
国
］
一
切
富
の
［
［
・
で
あ
る
。

う
に
あ
る
。

ゆ
の
ん
や
し
ん
士

与
那
国
屋
ぬ
後
ぬ
し
ん
た
ん
木

与
那
国
屋
の
後
方
の
栴
檀
木
は

う
や
ぱ
し
ゆ
う

親
鷲
用
ぬ
し
ん
だ
ん
木

頭
職
が
乗
る
公
用
船
の
た
め
の
栴
檀
木
で
す

ふ
い
ど
な
ｌ
ふ
ら

う
ぬ
家
ぬ
乙
女
子

そ
の
家
の
娘
が

ど
う
む
つ
ぁ
ば

結
婚
す
る
時
に

ぴ
き
だ

す
く
い

引
出
し
ぃ
苧
績
箱

箪
笥
や
苧
を
入
れ
る
箱
に

し
し
ぃ
ひ
ょ
う
り

細
工
し
て
下
さ
い

し
か
し
宮
良
当
壮
「
八
重
山
の
童
謡
と
民
謡
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
五
一
九
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
の
ん
や

与
那
国
屋
ぬ
し
ん
た
ん
木

与
那
国
屋
と
い
う
家
の
栴
檀
木
は

親
勝
し
冥
加
ぬ
し
ん
だ
ん
木

親
木
よ
り
も
幸
福
な
栴
檀
木
で
す

う
ぬ
家
ぬ
娘
ぬ
子
産
さ
ぱ

そ
の
家
の
娘
が
お
嫁
に
行
っ
て
子
供
を
産
ん
だ
な
ら
ば

麻
桶
ん
枕
ん

糸
を
つ
む
ぎ
入
れ
る
麻
桶
や
枕
も
そ
の
栴
檀
の
木
で

し
し
ひ
ょ
う
り

作
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。

こ
の
よ
う
に
若
干
の
異
同
は
あ
る
が
、
与
那
国
屋
の
屋
敷
内
に
生
え
て
い
る
「
し
ん
た
ん
」
の
巨
木
を
称
え
、
娘
の
た
め
に
そ
（

材
で
タ
ソ
ス
や
ス
ク
イ
や
枕
な
ど
を
作
っ
て
下
さ
い
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

娘
の
た
め
に
そ
の
木

－２４５



「
松
金
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
三
○
頁
）
に
は
、
松
金
が
幼
い
頃
住
ん
で
い
た
掘
立
小
屋
の
角
柱
は
あ
だ
ん
の
柱
で
、

「
中
柱
や
ず
ぐ
柱
と
う
る
建
て
」
す
な
わ
ち
中
柱
は
「
ず
ぐ
」
の
柱
で
あ
っ
た
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
中
柱
は
大
黒
柱
と
も
い
わ
れ
、

家
の
中
心
に
立
て
ら
れ
、
棟
木
の
中
央
を
支
え
る
柱
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
普
通
堅
く
て
頑
丈
な
木
を
用
い
る
の
が
、
入
手
す
る
だ
け
の

経
済
力
が
な
く
、
軽
く
て
柔
ら
か
い
デ
イ
ゴ
で
主
に
あ
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
程
の
貧
家
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
前
述
し
た
波
照
間
の
「
野
底
浜
ア
ユ
」
〈
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
二
九
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

野
底
浜
む
い
た
ろ

野
底
村
の
浜
に
生
え
て
い
る

じ
ぃ
ぐ
ば

じ
ぐ
の
木
か
ら

か
ち
や
ぱ
み
－
ぱ

四
寸
角
の
材
木
が
三
本

取
ら
り
る
ま
で
い
ん

取
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

ん
ぞ
と
我
と
ぅ
や

あ
な
た
と
私
は

い
が
ら
る
ぬ

の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
こ
に
見
え
る
「
か
ち
や
ぱ
み
Ｉ
ぱ
取
ら
り
る
ま
で
い
ん
」
と
は
、
喜
舎
場
永
殉
氏
に
従
え
ば
．
本
の
デ
イ
ゴ
の
木
か
ら
四
寸

角
の
材
が
三
本
削
り
取
れ
る
位
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
デ
イ
ゴ
の
木
が
そ
こ
ま
で
生
長
す
る
の
は
相
当
に
長
い
年
月
を
要
す
る
と

イ
ソ
ド
原
産
の
落
葉
高
木
で
、
幹
や
枝
に
は
鰊
が
あ
る
。
葉
は
三
出
葉
で
、
小
葉
は
広
卵
形
を
し
て
お
り
、
冬
に
な
る
と
落
葉
す
る
。

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
真
っ
赤
な
花
を
咲
か
せ
る
。
花
は
房
状
花
序
で
枝
の
先
に
大
き
な
房
を
つ
け
る
。
花
の
後
に
二
十
セ
ソ
チ
ほ
ど

の
マ
メ
の
鞘
を
つ
け
る
。
世
界
に
は
百
四
十
種
の
デ
イ
ゴ
の
仲
間
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
挿
し
木
で
増
や
せ
る
。
沖
縄
を
代
表
す
る
花
木

と
し
て
県
花
に
指
定
さ
れ
、
公
園
や
校
庭
な
ど
に
よ
く
植
え
ら
れ
て
い
る
。
材
質
は
軽
く
て
柔
ら
か
い
た
め
、
獅
子
頭
や
ア
ソ
ガ
マ
の

と
し
て
県
花
に
指
定
さ
れ
、
八

面
を
彫
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
小
浜
の
「
う
ろ
ん
つ
い
ん
い
ジ
ラ
マ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
傭
』
二
四
六
頁
）
に
も
、
「
ず
く
い
花
あ
か
る

美
し
や
咲
き
ば
し
」
と
、
赤
色
の
美
し
い
花
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
で
い
ご
は
「
赤
よ
う
ら
」
ま
た
は
「
赤
ゆ
ら
」
と
も
称
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
桃
里
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
七
五

頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

赤
ゆ
ら
ぬ
花
や

赤
ゆ
ら
の
花
は

一
一
三
月
ど
う
咲
ち
ゅ
る

二
・
三
月
に
咲
く
が

我
け
Ｉ
ら
ぬ
花
や

我
々
皆
の
花
は

何
時
ん
咲
ち
ゅ
さ

時
期
を
問
わ
ず
咲
い
て
い
る

「
赤
よ
う
ら
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
喜
舎
場
永
均
氏
の
「
喫
酪
」
説
が
今
の
と
こ
ろ
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。

あ
か
ぶ
Ｐ
ん

例
え
ば
黒
島
の
「
さ
し
ぬ
が
ん
ア
ユ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
四
一
二
頁
）
に
は
、
「
紅
苧
晴
衣
じ
ぐ
ぬ
花
た
ら
し
」
と
あ

あ
か
ぶ
り
ん

る
。
紅
苧
晴
衣
と
は
喜
舎
場
永
狗
氏
に
よ
れ
ば
、
タ
ラ
マ
花
し
」
称
す
る
赤
色
の
染
料
で
苧
麻
糸
を
染
め
て
織
っ
た
衣
装
で
、
結
婚
式
で

花
嫁
が
着
る
も
の
と
い
う
。
ま
た
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
一
一
一
五
頁
）
で
も
、
「
赤
絹
や
ず
ぐ
ぬ
花
た
ら
し
」

と
見
え
る
。

歌
謡
に
は
「
じ
ぐ
（

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

い
う
こ
と
を
、
二
人
は
離
別
す
る
こ
と
な
く
い
つ
ま
で
も
一
緒
だ
と
い
う
、
不
変
の
契
り
の
比
職
と
し
て
い
る
。

こ
の
木
を
謡
っ
た
も
の
は
こ
の
二
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
デ
イ
ゴ
の
特
性
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
が
最
も
生

か
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
花
で
あ
る
。

歌
謡
に
は
「
じ
ぐ
の
花
」
ま
た
は
「
赤
よ
う
ら
の
花
」
と
出
て
く
る
が
、
真
っ
赤
な
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
赤
色
の
象
徴
と
し
て
謡
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デ
イ
ゴ
は
石
垣
・
白
保
方
言
で
は
「
ぶ
１
じ
ぃ
」
、
波
照
間
方
言
で
は
「
ぶ
じ
い
」
で
あ
る
。
波
照
間
の
子
守
歌
「
東
方
の
後
の
ぶ

じ
ぃ
の
上
の
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
繍
』
七
○
頁
）
に
は
こ
れ
が
見
え
る
。

し
Ｉ

う
い

あ
っ
た
い
後
ぬ
ぶ
じ
い
ぬ
上
ぬ

東
村
の
後
方
の
デ
イ
ゴ
の
上
に

ご
－
か
ん
た
－
ま
ん

コ
カ
ル
鳥
た
ち
が

ぴ
－
や
ん
た
Ｉ
ま
ん

ピ
ー
ャ
鳥
た
ち
が

う
が
り
や
ん
て
い
ば

集
ま
っ
て
き
て
は

ピ
ー
ヤ
ゴ
ッ
コ
ピ
ー
ヤ
ゴ
ッ
コ

ビ
ー
ャ
ゴ
ッ
コ
と
鳴
い
て
い
る

な
お
出
典
で
は
「
ぶ
－
じ
ぃ
」
と
の
ば
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
現
地
の
方
言
に
従
い
「
ぶ
じ
い
」
と
し
て
掲
げ
る
。

す
る
ん
て
い
・
す
る
ん
で

和
名
は
ク
ワ
科
の
ホ
ソ
パ
ム
ク
イ
ヌ
ビ
ワ
で
、
学
名
は
国
目
⑫
口
曰
己
の
一
回
⑫
団
巨
『
日
（
・
で
あ
る
。

低
地
か
ら
山
地
の
林
に
見
ら
れ
る
常
緑
の
中
高
木
で
、
樹
皮
は
暗
褐
色
。
葉
は
上
面
が
ざ
ら
つ
い
て
い
る
。
無
花
果
は
球
形
で
ざ
ら

つ
き
、
径
五
’
九
ミ
リ
で
葉
の
付
け
根
に
つ
く
。
腐
食
し
た
幹
に
は
キ
ク
ラ
ゲ
が
つ
き
や
す
い
。

こ
の
植
物
は
、
与
那
国
の
「
な
が
な
ん
ド
ゥ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
八
八
頁
）
に
「
す
る
ん
で
木
」
と
し
て
見
え
る
。

山
木
だ
し

山
の
木
を
伐
っ
て

は
で
い
ん
に

ん
に
（
舟
）
を
剥
ぎ
造
っ
た

す
る
ん
で
木
し

す
る
ん
で
木
を
も
っ
て

う
き
ん
に

浮
け
舟
を
造
船
し
た
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す
ん
む
と
う
・
す
ん
な
ｌ
・
ふ
ち
ん

和
名
は
チ
ャ
セ
ソ
シ
ダ
科
の
シ
マ
オ
オ
タ
ニ
ワ
タ
リ
で
、
学
名
は
シ
⑫
己
一
の
ロ
盲
目
ロ
区
５
Ｆ
で
あ
る
。

森
林
の
湿
り
気
の
あ
る
岩
上
、
ま
た
は
樹
幹
上
に
着
生
す
る
常
緑
の
大
型
シ
ダ
で
多
年
生
。
根
茎
は
塊
状
で
、
多
数
の
葉
を
放
射
状

に
出
す
。
葉
柄
は
短
く
、
黒
褐
色
の
鱗
片
を
密
布
す
る
。
葉
身
は
線
状
長
楕
円
形
で
革
質
。
表
面
は
な
め
ら
か
で
光
沢
が
あ
り
、
先
は

尖
っ
て
い
る
。
庭
園
な
ど
で
栽
培
さ
れ
る
他
、
生
け
花
の
花
材
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
。
ま
た
八
重
山
地
方
で
は
、
こ
の
新
芽
（
ぜ
ん

ま
い
状
に
な
っ
て
い
る
）
は
法
事
の
際
の
精
進
料
理
の
一
品
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
植
物
は
竹
富
の
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
七
八
頁
）
に
、

す
ん
む
と
う
木
ぬ
生
い
や
よ

す
ん
む
と
う
木
の
生
え
方
は

木
ぬ
は
ん
た
頼
り
ど
う

木
の
端
を
頼
っ
て

生
い
や
ん
せ

生
え
て
い
る
よ

と
、
そ
の
生
え
方
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

竹
富
の
「
あ
１
ぱ
－
石
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鯛
』
一
四
四
頁
）
に
は
「
す
ん
な
－
」
と
出
て
く
る
。
す

な
わ
ち
そ
の
古
謡
の
後
半
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
な
が
な
ん
家
の
乙
女
と
真
保
久
利
と
は
幼
少
の
頃
か
ら
許
嫁
で
あ
っ
た
が
、
男
性
が
月
夜
の
浜
遊
び
の
際
、
他
の
女
性

に
心
を
奪
わ
れ
た
た
め
、
許
嫁
の
女
性
は
怒
っ
て
実
家
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
内
容
の
歌
詞
に
続
け
て
、
上
記
の
歌
詞
が
あ
り
、
最
後

に
、
大
海
を
走
る
船
は
島
に
戻
っ
て
く
る
が
、
野
原
に
立
つ
船
は
島
に
は
再
び
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
、
復
縁
の
困
難
な
こ
と
が

比
噛
的
に
謡
わ
れ
て
い
る
。
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そ
う
ぎ

和
名
は
ク
サ
ベ
ラ
科
の
ク
サ
ト
ベ
ラ
で
、
学
名
は
、
８
の
ぐ
。
」
四
国
Ｏ
Ｂ
Ｓ
元
・
昏
・
で
あ
る
。

海
岸
に
生
え
る
代
表
的
次
常
緑
高
木
。
全
体
に
白
い
短
い
軟
毛
が
あ
る
か
、
ま
た
は
無
毛
。
小
枝
は
太
く
径
一
セ
ソ
チ
く
ら
い
で
、

枝
の
芯
の
部
分
は
白
く
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
。
葉
は
小
枝
の
先
端
に
集
ま
っ
て
つ
き
、
十
’
十
五
セ
ン
チ
く
ら
い
の
へ
ら
形

真
金
道
か
ら
走
り
登
り

真
金
道
か
ら
走
り
登
り

穴
ぬ
穴
曲
が
り
や
－

穴
の
穴
曲
が
り

す
ん
な
－
ぬ
寸
曲
が
り
や
－

す
ん
な
－
の
寸
曲
が
り

畠
廻
り
し
見
り
ぱ
ど
う

畠
廻
り
を
し
て
み
た
ら

人
の
畠
や
そ
い
ば
か
り

人
の
畠
は
整
地
さ
れ
て
い
る
が

我
畠
や
荒
れ
は
て
い
て
ぃ

私
の
畠
は
荒
れ
は
て
て

が
－
ら
口
ぬ
大
石
加
那
志
ぬ
前
ゆ

が
－
ら
ロ
の
大
石
様
の
前
で

ひ
さ
れ
－

ご
ざ
い
ま
す

こ
こ
に
見
え
る
「
す
ん
な
－
の
寸
曲
が
り
」
と
は
オ
オ
タ
ニ
ワ
タ
リ
の
ぜ
ん
ま
い
状
の
新
芽
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
小
浜
の
「
山
樫
ぬ
ア
ョ
ウ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
週
一
六
八
頁
）
に
、

ふ
ち
ん
ぬ
茎
ぬ
根
下
り
や

ふ
ち
ん
の
茎
の
根
下
り
は

石
ぬ
上
に
と
う
根
下
り
す

石
の
上
に
根
が
下
り
る

と
見
え
る
「
ふ
ち
ん
」
も
こ
の
植
物
に
同
定
で
き
る
。
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情
事
の
場
面
は
、

で
肉
質
。
花
は
白
く
、
集
散
花
序
に
五
’
九
個
咲
く
。

「
慶
田
盛
ぬ
ク
ソ
チ
ャ
ー
マ
ュ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
ユ
ソ
タ
集
』
四
五
頁
）
は
、
慶
田
盛
家
の
ク
ソ
チ
ャ
ー
マ
と
い
う
乙
女
が
、
早

朝
に
起
き
て
井
戸
水
で
体
を
洗
い
、
美
し
い
衣
装
を
着
て
浜
に
遊
び
に
行
く
途
中
、
役
人
に
呼
び
止
め
ら
れ
関
係
を
持
つ
妄
」
と
を
相
談

す
る
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

浜
木
枝
そ
う
ぎ
木
枝

浜
木
枝
そ
う
ぎ
木
枝
を

折
り
特
ち
よ

折
っ
て

筵
か
た
敷
寝
か
た

筵
や
敷
き
物
に
な
る
よ
う
に

作
り
よ
う
り

作
っ
て

と
、
こ
の
木
の
枝
葉
を
敷
き
物
と
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

ま
た
、
小
浜
の
「
マ
カ
ル
セ
ー
ジ
ラ
マ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
一
一
八
二
頁
）
は
、
マ
カ
ル
セ
ー
と
い
う
女
性
が
畑
へ
行
き
ラ
ッ

キ
ョ
ウ
を
掘
り
に
行
き
、
龍
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
を
海
岸
で
洗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
ア
ブ
ゼ
マ
に
声
を
か
け
ら
れ
、
山

中
に
誘
わ
れ
る
。
そ
こ
で
夜
ま
で
時
を
過
ご
し
、
帰
宅
し
て
親
に
ど
の
よ
う
な
言
い
訳
を
し
よ
う
か
、
浜
千
鳥
が
片
羽
を
引
き
ず
っ
て

い
た
の
で
介
抱
し
て
い
た
と
言
葉
巧
み
に
話
そ
う
か
、
親
を
編
す
の
は
容
易
い
こ
と
だ
。
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も

そ
う
ぎ
ぬ
枝

む
す

筵
ぬ
形
わ
吟

と
謡
わ
れ
て
い
る
。

な
お
新
城
の
。「
ぴ
や
ん
な
島
ユ
ソ
タ
」

折
り
蕗
と
う
し

し
く

作
り
っ
て

（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
三
二
四
頁
）
で
も
、
「
木
ぬ
葉
ば
敷
き
に
ば
し
」
と
、
特
定
の

そ
う
ぎ
木
の
枝
を
落
と
し
て

筵
の
形
を
作
っ
て
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植
物
名
は
挙
げ
な
い
が
、
山
中
で
木
の
葉
を
寝
床
に
し
て
野
合
し
た
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
但
し
下
地
で
は
ヨ
ス
キ
む
る
ぃ
踏
ん

・
な
－
し
茅
む
ろ
い
し
踏
ん
な
－
し
」
と
謡
わ
れ
て
お
り
（
野
底
宗
吉
『
節
祭
ジ
ラ
．
ハ
集
』
九
九
頁
）
、
木
の
葉
で
は
な
く
ス
ス
キ
ま

た
は
茅
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
し
き
ゃ

和
名
は
ア
カ
ネ
科
の
シ
マ
ミ
サ
オ
ノ
キ
、
学
名
は
罰
目
ｓ
ｍ
Ｏ
目
目
・
区
の
⑩
○
百
日
ｐ
で
あ
る
。

山
地
に
生
え
る
常
緑
の
小
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
ま
ば
ら
に
枝
を
分
岐
し
、
高
さ
三
’
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
葉
は
長
さ
一

セ
ソ
チ
内
外
の
葉
柄
が
あ
り
、
対
生
し
て
い
る
。
葉
身
は
長
楕
円
形
で
、
先
は
尖
り
縁
は
全
縁
で
あ
る
。
初
夏
の
こ
ろ
、
長
い
花
柄
が

あ
る
白
い
花
を
葉
腋
に
数
個
つ
け
る
。
村
は
丈
夫
な
の
で
ス
テ
ッ
キ
の
材
料
と
な
る
。

な
お
沖
縄
で
は
、
十
字
に
な
っ
た
も
の
に
は
特
別
な
呪
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
ア
ザ
ヵ
」
と
称
し
た
。
こ
の
木

も
葉
が
対
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
ザ
カ
の
一
種
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
与
那
国
島
で
は
病
魔
退
散
の
祈
祷
の
際
、
こ
の
木
で

作
っ
た
杖
す
な
わ
ち
ダ
シ
カ
グ
サ
ソ
で
う
ち
の
め
す
ぞ
、
そ
れ
で
も
聞
か
な
い
時
は
、
ダ
ン
カ
ク
デ
ィ
（
ダ
シ
ヵ
釘
）
を
大
地
に
打
ち

込
承
、
身
動
き
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
ぞ
、
と
い
う
呪
文
を
唱
え
る
と
い
う
。
（
池
間
栄
三
『
与
那
国
の
歴
史
』
〈
自
家
版
〉
五
一
一
頁
）

古
謡
で
は
前
掲
の
「
ウ
ソ
ダ
マ
リ
ジ
ラ
・
ハ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
五
九
頁
）
に
の
み
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

まきや来でいだしきゃ木は
た
し
き
や
木
や

ぶ
ば
■

叔
母
し
ょ
う
り

叔
母
が

採
っ
て
き
て
下
さ
い

す
な
わ
ち
、
ウ
ソ
ダ
マ
リ
の
花
嫁
を
迎
え
る
た
め
に
、
叔
母
の
割
り
当
て
と
し
て
「
だ
し
き
や
木
」
を
採
っ
て
く
る
こ
と
が
謡
わ
れ
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と
う
む
・
た
ぷ

ク
ス
ノ
キ
科
の
タ
プ
ノ
キ
の
こ
と
で
、
学
名
は
勺
の
厨
の
四
号
目
肩
『
ぬ
】
】
【
。
ｍ
日
日
・
で
あ
る
。

石
灰
岩
地
帯
か
ら
山
地
ま
で
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
自
生
す
る
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
十
’
二
十
メ
ー
ト
ル
、
直
径
一
メ
ー
ト

ル
く
ら
い
に
な
る
。
葉
は
倒
卵
状
長
楕
円
形
で
革
質
。
表
面
は
深
緑
色
、
裏
面
は
灰
褐
色
で
、
枝
の
咲
き
に
集
ま
っ
て
つ
く
。
’
’
三

月
頃
小
さ
な
黄
緑
色
の
花
を
咲
か
せ
、
四
’
五
月
ご
ろ
実
が
黒
く
熟
す
る
。
ち
な
み
に
西
表
租
納
に
は
、
樹
齢
推
定
二
六
○
年
と
さ
れ

る
「
タ
ブ
の
老
木
」
が
あ
り
、
竹
富
町
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

樹
皮
は
沖
縄
線
香
の
原
料
と
な
る
。
す
な
わ
ち
樹
皮
を
乾
燥
さ
せ
て
炭
に
混
ぜ
、
つ
い
て
こ
れ
た
物
を
型
に
入
れ
る
と
沖
縄
線
香
が

出
来
上
が
る
。
葉
に
は
糊
分
が
あ
り
水
に
つ
け
て
お
く
と
ネ
ト
ネ
ト
す
る
た
め
、
屋
根
瓦
を
つ
な
ぐ
漆
喰
を
作
る
と
き
タ
プ
ノ
キ
の
葉

を
つ
け
た
水
を
使
用
す
る
と
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
。

築
材
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
植
物
は
、
平
桓

ど
う
す

和
名
は
モ
ク
レ
ン
科
の
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
、
学
名
は
菖
芦
：
の
」
旨
８
日
□
『
①
閉
、
の
巴
碩
・
で
あ
る
。

山
地
に
生
え
る
常
緑
の
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
五
’
十
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
冬
芽
は
光
沢
の
あ
る
褐
色
の
毛
で
お

お
わ
れ
て
艶
が
あ
り
、
裏
面
は
い
く
ぶ
ん
青
白
色
を
帯
び
る
。
冬
、
新
し
い
葉
の
腋
に
淡
黄
白
色
の
芳
香
の
あ
る
花
を
咲
か
せ
る
。
建

て
い
る
が
、
上
記
に
述
べ
た
よ
う
な
木
の
呪
性
と
の
関
連
は
見
出
せ
な
い
。

平
得
の
「
池
の
坊
主
ユ
ソ
タ
」
に
「
と
う
む
ぬ
木
」
の
対
語
と
し
て
見
え
る
。
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こ
の
植
物
は
、
宮
良
の
「
池
の
ぶ
し
ぃ
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
四
九
四
頁
）
に
、
「
片
乳
か
ら
樫
木
片
眼
か
ら

と
う
む
ぬ
木
」
と
し
て
見
え
る
が
、
樫
木
は
船
体
の
板
材
に
、
「
と
う
む
ぬ
木
」
す
な
わ
ち
タ
ブ
ノ
キ
は
竜
骨
に
な
っ
た
と
謡
わ
れ
て

い
る
。
樫
木
の
場
合
は
良
質
の
船
材
で
あ
る
が
、
タ
プ
ノ
キ
が
果
た
し
て
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
材
質
で
あ
っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。

「
た
ぶ
」
は
古
謡
の
中
で
は
、
山
桃
の
対
句
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
（
「
む
ん
」
の
項
参
照
）
、
西
表
島
租
納
の
「
米

稔
ら
ば
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
七
六
頁
）
で
は
、
「
た
ぶ
」
の
語
が
単
独
で
出
て
く
る
。

た
ぶ
稔
ら
ぱ
た
ぶ
稔
ら
ば
ぬ
よ

た
ぶ
（
山
桃
）
の
稔
っ
て
い
る
状
態
は

た
ぶ
稔
り
す
や
枝
ど
う
ぴ
き
ま
い
る

枝
が
た
わ
む
程
で
あ
る

と
、
た
ぶ
の
実
が
た
わ
わ
に
な
っ
て
い
る
様
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

波
照
間
の
わ
ら
べ
歌
「
い
な
ま
道
ち
ゆ
ら
さ
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
五
四
頁
※
こ
の
本
で
は
、
演
唱
者
は
西

大
舛
ナ
ヘ
（
八
十
一
歳
）
で
、
録
音
地
は
新
城
と
な
っ
て
い
る
が
、
ナ
ヘ
さ
ん
は
波
照
間
出
身
で
あ
り
、
歌
詞
の
出
て
く
る
村
名
も
波

照
間
の
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
は
波
照
間
で
謡
わ
れ
て
い
た
「
わ
ら
べ
歌
」
と
み
ら
れ
る
）
に
、

あ
ぶ
し
み
ち

珪
道
美
ら
さ

畦
道
の
美
し
さ
は

ゆ
－
た
ぶ
木
の
美
ら
さ

ゆ
１
た
ぶ
木
が
美
し
い

上
か
め
る
ぴ

富
嘉
ぬ
村
女
童

富
嘉
村
の
乙
女
は

卍
世
ゆ

目
眉
ぬ
美
ら
さ

目
も
と
が
美
し
い

と
、
ゆ
－
た
ぶ
木
も
同
種
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
浜
の
「
ダ
ー
ト
ゥ
ー
ダ
ー
」
の
「
ア
ソ
ッ
キ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
六
一
四
頁
）
に
は
、
「
た
ぶ

ぬ
花
木
に
雪
の
花
咲
ち
ゅ
ん
ど
」
と
、
た
ぶ
の
花
木
に
雪
の
花
が
咲
く
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
の
花
の
色
が
白
で
あ
れ
ば
、
花
が
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ば
ん
し
る

真
っ
白
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
様
子
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
は
黄
緑
色
で
あ
る
か
ら
そ
う
し
た
解
釈
は
成
り

立
た
な
い
。
あ
る
い
は
た
ぶ
の
新
芽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
喜
舎
場
永
均
氏
が
採
録
し
た
「
ア
ソ
ッ
キ
」
（
『
八
重
山
民
俗

は
な
ん
臥
せ
ぃ

誌
』
上
巻
一
一
一
一
一
八
頁
）
に
は
、
「
タ
ー
プ
ゥ
ヌ
ー
花
垣
ニ
ー
ュ
イ
ヌ
花
咲
チ
ュ
ソ
ド
ー
」
と
あ
る
。

和
名
は
フ
ト
モ
モ
科
の
バ
ソ
ジ
ロ
ウ
で
、
学
名
は
句
⑫
昼
日
日
、
Ｐ
＆
里
、
ｒ
で
あ
る
。

南
ア
メ
リ
カ
原
産
の
常
緑
の
果
樹
で
、
三
メ
ー
ト
ル
内
外
の
高
さ
に
な
る
。
若
い
枝
は
四
角
形
で
、
葉
は
長
楕
円
形
。
花
は
美
し
い

白
色
で
、
芳
香
が
あ
り
、
お
し
べ
が
目
立
つ
。
果
実
は
球
形
で
、
径
四
’
五
セ
ソ
チ
で
、
中
に
多
数
の
固
い
種
子
が
あ
る
。
果
肉
は
黄

色
、
渋
紅
色
等
い
ろ
い
ろ
な
品
種
が
あ
る
。
ビ
タ
ミ
ソ
Ｃ
が
豊
富
で
、
は
じ
め
の
頃
は
少
々
酸
味
が
あ
る
が
、
熟
す
る
と
甘
く
て
美
味
←
５

し
い
・
近
年
、
生
食
、
ジ
ュ
ー
ス
、
ゼ
リ
ー
等
の
材
料
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
葉
は
薬
効
が
あ
り
、
乾
燥
さ
せ
て
「
グ
ワ
パ
茶
」
と
し
記

て
市
販
さ
れ
て
い
る
。

じ
っ
ら
か
え

シ
セ
マ
ぬ
母
帰
弥
ソ
お
ー
式
》
ん
ど

嬢
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
は
や
が
て
帰
っ
て
く
る
よ

ち
と
四
つ

畑
か
食
つ
い
土
産
何
か
ら
ら

畑
か
ら
の
み
や
げ
は
何
だ
ろ
う
ね

ば
ん
し
ろ
ば
持
ち
お
る
ど

ば
ん
し
る
を
持
っ
て
く
る
よ

位
ふ
な
レ
チ
シ
セ
マ
泣
ふ
な
し
士

泣
く
な
よ
嬢
ち
ゃ
ん
泣
く
な
よ

と
あ
り
、
女
の
子
ど
も
へ
の
み
や
げ
に
「
ば
ん
し
ろ
」
を
取
っ
て
帰
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

九
六
頁
）
に
、

こ
の
植
物
は
、
西
表
（
星
立
・
租
納
・
白
浜
・
船
浮
）
の
子
守
歌
（
那
根
亨
『
西
表
の
方
一
一
一
一
口
と
民
俗
』
〈
自
家
版
、
’
九
七
七
年
〉



び
ん
に
き

和
名
は
ヒ
ル
ギ
科
の
オ
ヒ
ル
ギ
ま
た
は
ア
カ
バ
ナ
ヒ
ル
ギ
で
、
学
名
は
ｍ
『
こ
ぬ
巳
の
国
巴
白
目
。
ｑ
冨
目
Ｆ
ｐ
白
戸
・
で
あ
る
。

河
口
汽
水
域
の
マ
ソ
グ
ロ
ー
プ
林
に
生
え
る
常
緑
の
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
高
さ
八
’
二
十
五
メ
ー
ト
ル
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

葉
は
長
楕
円
形
、
厚
い
革
質
で
、
先
は
尖
り
対
生
す
る
。
花
は
赤
色
で
、
葉
に
単
生
す
る
。

新
城
の
「
大
川
原
ぬ
び
ん
に
木
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
九
六
頁
）
に
は
、

大
川
原
ぬ
び
ん
に
木

大
川
原
の
ひ
る
ぎ

び
ん
に
木
ぬ
生
い
や

ひ
る
ぎ
生
え
方
は

湊
端
生
い
さ

湊
の
端
に
生
え
る

や
ら
ざ
端
生
い
き

や
ら
ざ
の
端
に
生
え
る

と
あ
り
、
竹
富
の
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
七
九
頁
）
は
、

び
ん
に
木
ぬ
生
い
や
よ

ひ
る
ぎ
の
生
え
方
は

が
Ｉ
ら

川
ぬ
端
た
ゆ
り
ど
ぅ
生
い
や
ん
せ

川
の
端
に
生
え
る

と
あ
り
、
「
び
ん
に
木
」
が
川
端
の
泥
土
を
利
用
し
て
生
え
る
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
。

ま
た
租
納
の
「
井
戸
ぬ
端
ぬ
あ
ぶ
だ
－
ま
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
八
○
頁
）
に
は
、

ぷ
し
木
ぬ
下
ら
ぬ

ぶ
し
木
の
下
に
棲
息
し
て
い
る

き
ぞ
が
ま

き
ぞ
が
ま
（
シ
ジ
ミ
の
一
種
）
が

ぴ
－
に
下
り
ぎ
ら
な
る
け

珊
瑚
礁
に
下
り
て
し
ゃ
こ
貝
に
な
る
ま
で
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ま
つ和
名
は
マ
ツ
科
の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
で
、
学
名
は
勺
旨
巨
の
」
口
島
巨
の
ご
ぃ
厨
巨
昌
【
で
あ
る
。

ト
カ
ラ
列
島
の
悪
石
島
か
ら
西
表
に
か
け
て
分
布
す
る
二
葉
性
の
松
で
、
陽
あ
た
り
の
よ
い
山
地
に
自
生
ま
た
は
造
林
さ
れ
て
い
る
。

樹
皮
は
黒
灰
色
で
縦
に
深
く
裂
け
る
。
葉
は
線
形
で
十
’
一
一
十
セ
ソ
チ
の
細
長
い
葉
が
一
一
枚
ず
つ
つ
く
。
果
実
は
卵
形
の
球
果
で
、
松

か
さ
の
一
枚
一
枚
に
プ
ロ
ペ
ラ
の
よ
う
な
種
が
一
個
ず
つ
で
き
る
。
材
は
、
シ
ロ
ア
リ
が
つ
き
や
す
く
、
建
築
材
に
は
適
さ
な
い
の
で

造
船
、
造
園
等
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
幹
は
松
脂
用
に
、
葉
は
薬
用
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
琉
球
列
島
の
も
の
は
固
有
種
で
あ
り
、
沖

縄
県
の
「
県
木
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

喜
舎
場
永
均
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
の
中
頃
に
伐
採
さ
れ
る
ま
で
、
崎
枝
村
の
東
南
方
は
松
の
木
が
林
立
し
て
い
た
と
い
う
が
、
崎
枝

の
「
と
う
ま
た
松
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
一
○
一
一
一
頁
）
に
は
、
そ
の
松
の
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

と
う
ま
た
松
ぬ
下
か
ら

と
う
ま
た
松
の
下
か
ら

馬
ば
乗
り
お
う
る
す
や

馬
に
乗
っ
て
お
出
に
な
る
の
は

以
下
の
歌
詞
は
、
ど
な
た
が
乗
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
崎
枝
村
の
役
人
が
乗
っ
て
お
ら
れ
る
、
崎
枝
の
賄
い
女
が
お
供
し
て
い
る
と

な
っ
て
お
り
、
役
人
が
馬
に
乗
っ
て
松
の
下
を
通
う
光
景
が
浮
か
ぶ
。

「
登
野
城
あ
さ
ぱ
な
」
（
『
琉
球
列
島
島
う
た
紀
行
八
第
二
集
ｖ
』
四
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、

我
が
け
１
ら
ぬ
生
命

私
た
ち
の
命
も

島
と
う
と
う
み
あ
ら
し
よ
う
り

島
と
と
も
に
あ
ら
し
て
く
だ
さ
い

と
い
う
歌
詞
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
「
ぶ
し
木
」
も
ヒ
ル
ギ
の
こ
と
で
あ
る
。
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と
謡
わ
れ
る
。

登
野
城
の

山
鳥
や
松
が
上
に
ど
う

山
鳥
は
松
の
木
の
上
が

宿
や
と
う
た
ん
ど

寝
場
所
だ
っ
た
ん
だ
よ

昔
我
ん
思
や
や
我
身
が
上
に
ど
う

昔
の
私
の
恋
人
は
私
の
体
の
上
が

宿
や
と
う
た
ん
ど

寝
場
所
だ
っ
た
よ

と
、
山
鳥
が
寝
る
木
と
し
て
松
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

む
る
う
や
か
た

西
表
島
租
納
の
「
岡
ぬ
親
方
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
八
七
頁
）
は
、
物
好
き
な
親
方
が
鷹
の
眼
に
田
を
掘
っ
て

稲
を
植
え
た
ら
、
一
本
か
ら
一
万
本
、
二
本
か
ら
一
一
万
本
、
一
一
一
本
か
ら
数
知
ら
な
い
く
ら
い
分
け
つ
し
た
と
い
う
、
奇
想
天
外
な
こ
と

を
謡
っ
た
も
の
だ
が
、
鷹
は
庭
の
池
の
周
囲
に
植
え
ら
れ
た
松
に
坐
っ
て
い
る
想
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

岡
ぬ
親
方

岡
の
親
方
は

物
好
き

物
好
き
で

庭
ぬ
真
中
に

庭
の
真
ん
中
に

池
掘
り
て
ぃ

池
を
掘
っ
て

す
ぱ
ば
た

池
ぬ
側
端
に

池
の
周
辺
に

ら

松
植
ぴ
て
ぃ

松
を
植
え
て

松
ぬ
枝
に

松
の
枝
に

ぴ

鷹
坐
し
て
ぃ

鷹
を
坐
ら
せ
て

「
い
き
ぬ
ぶ
ず
ユ
ソ
タ
」
で
は
「
片
耳
か
ら
松
ぬ
木
片
耳
か
ら
樫
木
」
と
見
え
る
が
、
各
地
に
あ
る
同
様
な
古
謡
の
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与
那
国
の
「
家
た
か
び
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
七
一
一
九
頁
）
に
は
、
「
松
ぬ
葉
ぱ
茅
ば
し
」
と
、
松
の
葉
を
茅
の
代
用
と
し

た
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
古
謡
は
、
新
築
の
家
が
い
か
に
豪
華
で
あ
る
か
を
示
す
た
め
に
、
例
え
ば
、
菊
目
玉
を
礎
石
に
し
、

銀
の
木
を
桁
に
し
、
黄
金
の
木
を
棟
に
し
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
オ
Ｉ
バ
ー
に
表
現
し
て
い
る
が
、

松
の
葉
を
茅
の
代
用
に
し
た
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
表
現
形
態
に
す
ぎ
な
い
。

民
謡
「
と
－
が
に
す
ざ
－
」
（
大
浜
安
伴
『
声
楽
譜
附
八
重
山
古
典
民
謡
工
工
四
』
下
巻
九
六
頁
）
で
は
、

一
本
松
ぬ
実
り
ぱ
蕗
て
一
一
本
な
り

一
本
の
松
か
ら
実
が
落
ち
て
二
本
に
な
り

唐
船
ぬ
柱
な
る
と
う
ん

唐
船
の
竜
骨
に
な
ろ
う
と
も

う
ら
が
上
に
ゆ
く
肝
持
つ
ぁ
で

あ
な
た
の
上
に
他
の
肝
を
持
つ
程
の

我
い
や
あ
ら
ぬ

私
で
は
な
い

と
、
松
の
実
が
落
ち
て
そ
こ
か
ら
ま
た
木
が
生
え
、
そ
れ
が
竜
骨
に
な
る
ま
で
、
私
の
気
持
ち
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
比
喰
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
度
々
出
て
き
た
「
野
底
浜
ア
ョ
ウ
」
の
形
式
内
容
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
「
宮
良
川
節
」
（
安
室
流
協
和
会
『
八
重
山
古
典
音
楽
工
工
四
全
巻
』
七
九
頁
）
お
よ
び
竹
富
の
「
じ
っ
ち
ゅ
節
」

（
『
竹
富
島
誌
』
’
九
一
頁
）
に
は
次
の
よ
う
な
歌
詞
が
あ
る
。

常
磐
な
る
松
ぬ

常
磐
な
る
松
は

変
わ
る
事
無
さ
み

変
わ
る
こ
と
は
な
い

い
ち
ん
春
来
り
ば

い
つ
も
春
が
来
る
と

ろ
も
の
で
あ
ろ
う
。

う
ち
、
登
野
城
の
も
の
だ
け
が
片
目
か
ら
松
の
木
が
生
え
て
き
た
と
謡
わ
れ
て
い
ろ
。
松
木
が
船
材
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
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現
形
態
で
あ
る
。

老
い
て
若
や
く
事
ぬ
嬉
し
ゃ

と
、
松
を
謡
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
－
に

和
名
は
ヤ
シ
科
の
ク
ロ
ッ
グ
で
、
学
名
は
し
『
の
ロ
、
口
【
忌
日
ロ
一
ｍ
ｍ
の
Ｃ
Ｄ
・
く
日
・
の
ロ
、
」
①
『
』
出
口
目
、
一
日
ロ
で
あ
る
。

石
灰
岩
地
域
の
低
地
か
ら
、
山
裾
に
か
け
て
見
ら
れ
る
常
緑
の
低
木
。
幹
は
、
直
立
し
、
葉
鞘
が
腐
っ
て
で
き
た
黒
色
の
粗
い
繊
維

の
シ
ュ
ロ
毛
で
密
に
被
わ
れ
て
い
る
。
葉
は
大
型
の
羽
状
複
葉
で
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
、
多
数
の
小
葉
を
つ
け
る
。
小
葉
は
線

西
表
島
租
納
の
「
節
祭
」
に
お
け
る
「
出
船
の
歌
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
六
一
○
頁
）
に
、

柱
柱
は

し
ん
き
松
ど
う

し
ん
き
松
が

柱
で
ご
ざ
る

柱
だ

と
あ
る
の
も
、
「
ご
ざ
る
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
土
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

「
目
出
度
節
」
（
安
室
流
協
和
会
『
八
重
山
古
典
音
楽
工
工
四
全
巻
』
一
一
一
五
頁
）
に
は
本
来
の
歌
詞
と
は
別
に
、
比
較
的
新
し
く

つ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
松
竹
梅
」
の
歌
詞
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、

松
は
千
年
の
齢
を
保
ち

松
は
千
年
の
年
齢
を
保
っ
て

老
い
て
若
や
く
事
ぬ
嬉
し
や

老
い
て
も
な
お
若
く
嬉
し
い
こ
と
ょ

色
ど
う
勝
る

色
が
す
ば
ら
し
い

こ
れ
は
琉
歌
か
ら
の
転
用
で
あ
る
が
、
「
常
磐
な
る
松
」
と
い
う
の
は
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
に
も
見
え
る
古
い
表
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形
で
長
さ
三
十
’
五
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
に
な
り
、
裏
面
は
灰
白
色
を
帯
び
る
。
’
’
’
’
五
月
に
か
け
て
橿
色
の
花
が
咲
く
。
実
は
丸
く
、

径
一
一
セ
ソ
チ
程
度
で
黄
色
か
ら
燈
赤
色
に
熟
す
る
。
葉
鞘
の
基
部
に
で
き
る
黒
い
繊
維
を
八
重
山
地
方
で
は
「
ふ
が
ら
」
と
称
し
、
日

常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
に
利
用
し
た
。
こ
の
繊
維
で
縄
を
な
い
、
網
状
に
な
っ
た
部
分
を
袋
と
し
て
利
用
し
た
。
ま
た
民
俗
芸
能

等
で
、
頭
に
か
ぶ
る
ぽ
う
し
や
カ
ッ
ラ
を
作
っ
た
り
、
獅
子
頭
の
毛
に
利
用
し
た
り
す
る
。
葉
は
大
き
く
て
丈
夫
な
の
で
、
四
、
五
本

を
砂
や
土
に
差
し
、
夏
の
暑
い
日
差
し
よ
け
の
即
席
の
小
屋
を
作
っ
た
り
、
目
隠
し
の
た
め
の
垣
根
等
に
利
用
さ
れ
る
。

古
謡
で
は
、
「
ま
－
に
」
の
芯
の
柔
ら
か
さ
が
柔
和
な
人
間
の
出
生
の
比
噛
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
浜
の
「
芭
蕉
や
び
ち
ぃ

ジ
ラ
パ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
四
七
四
頁
）
に
は
、

ま
Ｉ
に
や
ぴ
ち
い

ま
Ｉ
に
の
芯
は

や
ふ
ぁ
さ
産
で
い
ば
し

柔
ら
か
い
生
ま
れ

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
芭
蕉
の
芯
同
様
、
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
親
に
似
る
こ
と
の
比
喰
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
石
垣
の

「
イ
ソ
ダ
レ
ュ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
一
一
六
七
頁
）
で
は
、
イ
ソ
ダ
レ
と
い
う
男
の
出
生
の
様
子
を
「
ま
Ｉ
に
ぬ
茎
い
や

ふ
ぁ
ら
さ
生
れ
（
ま
Ｉ
に
の
茎
の
よ
う
な
軟
ら
か
い
生
ま
れ
）
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

「
ふ
が
ら
」
を
謡
っ
た
も
の
も
あ
る
。
石
垣
の
「
し
ゃ
が
む
や
Ｉ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
一
一
二
頁
）
に
は
、

ふ
が
ら
山
ぬ
あ
り
ば
－

ふ
が
ら
の
山
が
あ
っ
た

ふ
が
ら
山
ぬ
中
な
ん
が

ふ
が
ら
の
山
の
中
に

と
あ
り
、
こ
れ
を
陰
毛
の
比
噛
に
用
い
て
い
る
。

ま
た
新
城
の
「
二
月
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
八
六
頁
）
で
は
、

ふ
が
ら
綱
ん
に
ば
り

ふ
が
ら
綱
を
張
っ
た
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具
等
に
用
い
ら
れ
る
。

「
山
の
木
節
」
（

守
る
綱
ま
え
ば
り

守
る
綱
を
張
っ
た

と
あ
り
、
「
ふ
が
ら
」
で
綱
っ
た
縄
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
新
城
下
地
の
「
古
見
山
ジ
ラ
バ
」
（
『
節
祭
ジ
ラ
・
ハ
集
』
八
三
頁
）
に
も
、

「
ふ
が
ら
ピ
ョ
ソ
ば
ピ
ョ
ソ
縄
ぱ
し
（
ク
ロ
ッ
ク
の
毛
皮
縄
を
ピ
ョ
ソ
綱
に
し
て
）
」
と
あ
る
。
ピ
ョ
ソ
縄
と
は
櫓
を
漕
ぐ
時
握
手
の

部
分
に
掛
け
る
縄
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
「
ふ
が
ら
」
縄
は
こ
れ
以
外
の
用
語
で
も
謡
わ
れ
て
い
る
。
鳩
間
の
「
あ
－
ぱ
－
れ
Ｉ
の
唄
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四

一
七
頁
）
に
「
く
ん
ぴ
ぴ
る
ば
か
き
な
－
し
」
と
見
え
る
「
く
ん
ぴ
び
る
」
は
ク
ロ
ッ
グ
縄
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
掛
け
縄
に
し
て
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
与
那
国
の
「
だ
－
と
だ
き
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
’
’
三
頁
）
に
、
「
く
る
じ
な
ば
ち

な
ば
し
」
と
見
え
る
「
く
る
じ
な
（
黒
縄
）
」
も
ク
ロ
ッ
ク
縄
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
与
那
国
の
「
家
た
か
び
」
（
『
八
重
山

古
謡
』
下
巻
七
一
一
九
頁
）
に
、
「
山
い
と
う
ば
し
か
な
ん
ば
」
と
あ
る
山
糸
も
ク
ロ
ッ
ク
の
糸
で
あ
ろ
う
。

み
み
じ
ゃ
－

和
名
は
ア
カ
ネ
科
の
シ
ロ
ミ
ミ
ズ
で
、
学
名
は
日
『
】
８
］
冒
旨
目
亘
四
○
彦
目
で
あ
る
。

山
地
に
生
え
る
亜
高
木
で
、
幹
は
直
立
し
、
高
さ
二
’
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
り
、
小
枝
は
淡
褐
色
を
帯
び
る
。
葉
は
長
楕
円
形

で
革
質
。
先
は
尖
り
、
対
生
し
表
面
に
は
光
沢
が
あ
る
。
花
は
黄
白
色
を
し
た
小
さ
な
花
で
、
葉
腋
に
数
個
集
ま
っ
て
咲
く
。
材
は
器

山
の
木
節
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
五
一
二
頁
）
に
は
、

山
の
木
の
童
さ
あ

山
の
木
で
一
番
重
い
の
は

み
み
じ
ゃ
－
木
で
む
い

み
み
じ
ゃ
Ｉ
と
い
う
木
だ
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む
み
ん

和
名
は
ア
オ
イ
科
の
ワ
タ
で
、
学
名
は
。
。
⑫
⑫
旨
冒
日
肖
ワ
・
日
巨
日
Ｐ
・
ぐ
口
『
・
旨
ｓ
２
日
宛
・
す
の
月
忌
で
あ
る
。

イ
ソ
ド
原
産
の
低
木
性
植
物
で
、
普
通
一
年
生
草
本
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
花
は
淡
黄
色
で
、
オ
オ
ハ
マ
ポ
ウ
の
花
に
似
て
い

む
た
び

和
名
は
ク
ワ
科
の
イ
ヌ
ピ
ワ
で
、
学
名
は
国
２
ｍ
の
３
○
画
目
ほ
巨
呂
・
の
〆
【
囚
の
曰
其
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
低
地
か
ら
山
裾
に
か
け
て
見
ら
れ
る
低
木
。
葉
は
楕
円
状
披
針
形
で
、
先
は
尖
る
。
葉
腋
に
イ
チ
ジ
ク
の
よ
う
な
小
さ

な
無
花
果
を
つ
け
る
。
新
城
島
の
人
々
が
こ
の
植
物
を
「
花
咲
か
ず
に
実
の
つ
く
木
」
と
称
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
実
を
取
る

と
白
い
乳
白
色
の
液
が
出
る
。
実
の
形
が
乳
頭
に
似
て
い
る
こ
と
や
乳
液
を
出
す
こ
と
か
ら
、
沖
縄
本
島
で
は
ア
ソ
マ
ー
チ
ー
チ
（
お

母
さ
ん
の
オ
ッ
パ
ィ
）
と
い
う
方
言
名
を
持
つ
。
八
重
山
地
方
の
方
言
名
は
「
む
た
び
」
の
他
「
す
た
び
」
「
す
た
ぶ
」
「
し
た
び
」

「
っ
た
び
」
が
あ
る
が
、
そ
の
名
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
植
物
は
新
城
の
豊
年
祭
の
歌
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
四
五
四
頁
）
の
中
に
出
て
く
る
。

む
た
び
木
ぬ
実
や

む
た
び
木
の
果
実

実
り
美
ら
さ
あ
し
が

実
っ
て
い
る
様
は
美
し
い
が

花
や
咲
か
ぬ

花
は
咲
か
な
い

丈
に
ぶ

な
お
『
南
島
歌
謡
大
成
』
が
こ
れ
を
「
真
棟
木
」
と
訳
し
て
い
ろ
は
誤
り
で
あ
る
。

と
あ
る
が
、
こ
の
木
が
何
故
、
山
の
木
の
中
で
一
番
重
い
木
な
の
か
今
の
と
こ
ろ
未
詳
で
あ
る
。

263



ろ
。
花
の
咲
い
た
後
に
緑
色
の
実
が
で
き
、
や
が
て
実
が
茶
色
に
熟
し
て
は
じ
け
る
と
中
か
ら
綿
と
そ
れ
に
く
る
ま
っ
た
黒
い
種
子
が

出
て
く
る
。
そ
の
綿
を
紡
い
で
糸
に
し
、
布
を
織
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
む
み
ん
ば
な
（
木
綿
花
）
」
の
こ
と
が
謡
わ
れ
た
有
名
な
歌
が
「
月
夜
浜
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
五
七
頁
）
で
あ
る
。

月
夜
浜
だ
き
い
ぬ

月
夜
浜
の
よ
う
な

岸
ぬ
浦
ぬ
木
綿

岸
の
浦
の
木
綿

木
綿
花
作
て
ぃ

木
綿
花
を
作
っ
て

木
綿
か
し
か
き
ら

木
綿
の
紐
を
か
け
よ
う

繰
り
返
し
返
し

繰
り
返
し
返
し

指
は
ち
い
き
見
上
ぎ
り
ば

弓
弦
で
解
し
て
見
上
げ
る
と

筋
む
ち
ぃ
ぬ
美
ら
さ

糸
筋
も
美
し
く

ゆ
み
美
ら
さ
あ
む
ぬ

ゆ
み
糸
も
よ
く
揃
っ
て

吹
か
ば
飛
ぶ

吹
く
と
飛
ぶ
よ
う
な

手
巾
し
ょ
て
待
ち
ゅ
ら

手
巾
を
織
っ
て
待
ち
ま
し
ょ
う

こ
の
歌
の
内
容
は
、
岸
の
浦
は
真
っ
白
い
綿
花
が
開
花
し
あ
た
か
も
月
夜
の
浜
辺
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
綿
花
か
ら
糸
を
と
っ
て
手

巾
を
織
り
、
愛
し
い
人
を
待
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
類
似
の
歌
詞
は
沖
縄
本
島
に
も
あ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
お
『
八
重
山
島
年
来
記
』
に
よ
れ
ば
、

八
重
山
に
お
い
て
綿
布
が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
六
四
一
一
年
（
崇
禎
十
五
）
以
降
で
、
大
城
与
人
が
慶
良
間
に
流
刑
中
、
そ

こ
で
綿
布
の
製
法
を
学
び
、
赦
免
さ
れ
帰
島
し
た
そ
の
年
に
島
中
の
女
性
に
稽
古
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
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む
り
く

和
名
は
モ
ク
セ
イ
科
の
マ
ッ
リ
カ
で
、
学
名
は
］
四
⑫
目
口
巨
曰
囲
日
ｇ
ｏ
し
】
［
・
で
あ
る
。

中
国
・
セ
イ
ロ
ン
原
産
の
低
木
で
、
高
さ
二
’
三
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
さ
し
木
で
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
春
か
ら
秋
に
か
け
て
香

り
の
よ
い
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
ち
な
み
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ソ
で
は
国
花
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
中
国
・
台
湾
や
八
重

山
地
方
で
は
、
こ
の
花
を
摘
ん
で
乾
燥
さ
せ
、
お
茶
に
入
れ
て
香
り
を
つ
け
る
の
に
利
用
し
て
い
る
。

古
謡
の
中
で
は
、
そ
の
花
が
特
に
謡
わ
れ
て
い
る
。
登
野
城
の
「
な
さ
ま
星
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
二
二
一
一
一
頁
）
に
は
、

あ
ん

ぴ
ら
ま
家
ぬ
東
た
ん
が

び
ら
丈
の
家
の
東
方
に

む
り
く
花
ぬ
咲
か
り
ん
ち
よ

む
り
く
花
が
咲
い
て
い
る

花
折
り
ゆ
な
つ
き
し

花
を
折
る
の
を
口
実
に

ぴ
ら
ま
家
ゆ
見
舞
い
し
く

ぴ
ら
主
の
家
を
見
に
行
こ
う

こ
の
他
、
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
四
七
頁
に
収
載
さ
れ
て
い
る
黒
島
の
「
ぱ
い
ふ
た
う
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
に
は
、

ば
な
⑪
ふ
ん
て
い
き
Ｕ

花
木
綿
手
拭
し

花
木
綿
の
手
巾
で

ぶ

手
招
き
ば
し
居
り
ば

手
招
き
を
し
て
い
る
と

と
い
う
句
が
見
え
る
。
但
し
『
八
重
山
古
謡
』
（
下
巻
二
四
八
頁
）
で
は
、

ち
ぃ
か
ん
染
み
手
拭
ば
か
み

絞
り
染
め
の
手
巾
を
被
っ
て

ｂ
の
Ｉ

手
招
き
し
ろ
者

手
招
き
を
し
て
い
る
者
は

と
な
っ
て
お
り
、
木
綿
の
手
拭
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
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八
重
山
の
各
地
に
あ
る
「
首
里
子
ユ
ソ
タ
」
の
大
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
首
里
の
御
曹
子
は
気
品
が
高
い
故
に
一
人
の
妻

に
満
足
せ
ず
、
よ
そ
の
島
へ
渡
り
、
女
性
の
元
で
日
夜
歓
楽
に
お
ぼ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
程
日
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
首
里
王
府

か
ら
登
城
す
る
よ
う
通
達
が
き
た
が
、
女
性
の
と
こ
ろ
で
礼
服
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
宅
に
も
ど
り
本
妻
に
事
情
を
説
明
す

る
。
最
初
は
冷
や
や
か
な
態
度
を
と
っ
た
本
妻
も
非
を
許
し
て
蝶
型
の
羽
衣
の
よ
う
な
礼
服
を
取
り
出
し
草
履
を
持
た
せ
て
送
り
出
す
。

と
こ
ろ
が
途
中
大
雨
が
降
り
、
礼
服
を
濡
ら
し
て
し
ま
い
、
登
城
を
断
念
し
て
戻
り
、
本
妻
を
苦
し
め
た
罰
が
あ
た
っ
た
の
だ
と
反
省
・

戯
梅
す
る
。
「
む
り
く
花
」
は
平
得
の
「
首
里
子
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
繍
』
三
四
三
頁
）
の
み
に
見
え
る
が
、
礼
服

の
こ
と
で
本
妻
の
も
と
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
首
里
子
は
、
ば
つ
が
悪
く
正
面
か
ら
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ぐ
し
く
端
飛
び
越
や
Ｉ

石
垣
の
端
を
飛
び
越
え
て

む
り
く
花
ん
飛
び
越
や
－

（
生
け
垣
の
）
む
り
く
花
を
飛
び
越
え
て

む
り
く
花
ん

と
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
黒
島
の
二

と
、

と
あ
り
、
む
り
く
の
花
を
折
る
ふ
り
を
し
て
恋
男
に
会
う
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

夜
の
子
守
歌
（
『
岩
崎
卓
爾
全
集
』
七
一
頁
）
に
も
、

あ
ん
た
ん

び
ら
ま
い
家
の
東
方
が

ぴ
ら
ま
の
家
の
東
方
に

む
り
く
花
咲
か
り
ょ
う
り

む
り
く
花
が
咲
い
て
い
る

花
折
り
な
つ
け
で
い
け

花
折
り
を
口
実
に
し
て

ぴ
ら
ま
む
見
や
あ
く

び
ら
ま
を
見
に
行
こ
う

花
折
り
な
つ
け
で
い
け

ぴ
ら
ま
む
見
や
あ
く

同
様
な
歌
詞
が
あ
る
。

「
南
が
星
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」

（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
三
四
頁
）
に
は
、
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実
り
や
ね
－
ぬ

と
謡
わ
れ
て
い
ろ
。

む
ろ
ん
ぎ

和
名
は
ア
カ
ネ
科
の
サ
ソ
ダ
ソ
カ
で
、
学
名
は
反
○
国
Ｃ
宮
口
の
ロ
⑪
】
の
Ｐ
、
日
丙
で
あ
る
。

モ
ロ
ッ
コ
お
よ
び
中
国
南
部
原
産
の
常
緑
低
木
で
一
’
一
・
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
高
さ
に
な
る
。
デ
イ
ゴ
、
オ
オ
ゴ
チ
ョ
ウ
と
と

も
に
沖
縄
の
三
大
名
花
に
数
え
ら
れ
る
。
花
は
燈
色
で
、
茎
頂
に
ゴ
ム
マ
リ
の
よ
う
に
丸
く
集
ま
っ
て
咲
く
が
、
果
実
は
見
あ
た
ら
な

こ
の
植
物
は
、

四
一
四
頁
）
に
、

南
が
星

南
が
星
（
ケ
ソ
タ
ウ
ル
座
の
ア
ル
フ
ァ
と
ペ
ー
タ
ー
星
）

む
り
く
花

む
り
く
花
が

白
さ
は
い

真
っ
白
く
美
し
く

は
く
し
ぶ
る

咲
い
て
い
る
よ
う
だ

と
あ
り
、
南
が
星
の
美
し
さ
を
む
り
く
花
に
噸
え
て
い
る
。

い
◎

む
ろ
ん
ぎ
や
花
咲
か
ち

美
ら
ざ
あ
し
が

咲
ち
美
ら
さ
あ
し
が

小
浜
の
豊
年
祭
に
お
け
る
ア
ヵ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
が
家
々
を
訪
れ
る
時
の
歌
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鰯
』

む
ろ
ん
ぎ
は
花
を
咲
か
せ

美
し
く
あ
る
が

咲
き
清
ら
さ
あ
る
が

果
実
は
で
き
な
い

'よ
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沖
縄
で
は
昔
か
ら
「
や
ま
む
む
」

を
よ
く
見
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

古
謡
で
も
山
に
入
っ
て
「
む
，

古
謡
で
も
山
に
入
っ
て
「
む
ん
」
を
折
る
こ
と
を
謡
っ
た
し
の
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。

ひ
と
９
む
て
い

ま
ず
西
表
島
網
取
の
「
早
朝
に
起
き
て
ぃ
よ
朝
ぱ
な
ぬ
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
〈
室

芸
能
発
表
会
・
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
一
一
九
頁
）
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

ひ
と
り
む
て
ぃ

早
朝
に
起
き
て
ぃ
よ

早
朝
に
起
き
て

朝
ぱ
な
に
す
り
て
ぃ
よ

朝
ま
だ
き
に

年
寄
り
ぬ
石
せ
ら
道

年
寄
り
が
石
こ
ろ
道
を

杖
ば
ち
き

杖
を
つ
き
な
が
ら

む
ん和
名
は
ヤ
マ
モ
モ
科
の
ヤ
マ
モ
モ
、
学
名
は
三
胃
］
８
日
す
日
の
・
陣
凶
・
で
あ
る
。

山
地
に
自
生
す
る
常
緑
高
木
で
雌
雄
異
株
。
一
一
、
一
一
一
月
頃
に
花
が
咲
き
、
四
、
五
月
頃
に
実
が
な
る
。
実
は
－
１
一
・
五
セ
ン
チ
く

ら
い
で
、
表
面
に
多
汁
質
の
突
起
が
密
生
す
る
。
赤
く
熟
し
た
実
は
水
分
が
多
く
、
甘
酸
つ
ば
く
て
お
い
し
い
味
が
す
る
。
熟
し
た
実

は
ジ
ャ
ム
や
果
実
酒
に
、
青
い
実
は
塩
漬
け
に
し
て
食
す
る
。
樹
皮
と
林
に
は
タ
ソ
ー
ー
ソ
が
含
ま
れ
て
お
り
、
天
然
の
染
料
と
な
る
。

沖
縄
で
は
昔
か
ら
「
や
ま
む
む
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
農
家
の
女
性
が
か
ご
い
っ
ぱ
い
の
「
や
ま
む
む
」
を
頭
に
の
せ
、
売
り
歩
く
姿

な
お
、
『
南
島
歌
謡
大
成
』
の
対
訳
の
元
に
な
っ
た
宮
本
演
彦
「
南
島
・
村
々
の
祭
り
附
ア
ヵ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
・
マ
ュ
ソ
ガ
ナ
シ
の
詞
章
」

（
『
南
島
研
究
』
一
二
）
で
は
「
楯
子
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
ク
チ
ナ
シ
は
実
が
な
る
植
物
で
あ
り
、
こ
の
歌
詞
に
あ
わ
な
い
の

で
、
そ
の
同
定
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

「
第
三
十
回
八
重
山
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ク
ソ
ク
ル
ミ
ソ
ガ
シ
通
だ
ら

あ
ま
向
か
い
し
く
ま
向
か
い
し

晃
り
ば
ど
う

鳥
ぬ
鳴
け
ド
ワ
ド
ワ

鳩
ぬ
鳴
け
ド
ワ
ド
ワ

鳴
き
ぶ
り

四
ぴ

頚
す
ら
し

首
持
た
い

兇
り
ば
ど
う

桃
ぬ
実
れ
赤
ん
た
り

ふ
ん

た
ぶ
ぬ
実
れ
黒
ん
た
り

実
り
ぶ
り

上
的

折
り
食
ん
で
い

取
り
食
ん
で
い

届
か
る
け

桃
ぬ
枝
サ
バ
サ
（

た
ぶ
ぬ
枝
サ
バ
サ
バ

あ
り
ぶ
り

や
っ
と
の
思
い
で
通
っ
て
い
る

あ
っ
ち
を
向
い
た
り
こ
っ
ち
を
向
い
た
り
し
て

見
て
い
る
と

鳥
の
鳴
き
声
が
ド
ワ
ド
ワ

鳩
の
鳴
き
声
が
ド
ワ
ド
ワ
と

鳴
い
て
い
る

頚
を
延
ば
し

首
を
も
た
げ
て

見
る
と

桃
の
実
り
様
は
赤
く

桃
の
実
り
様
は
黒
く

実
っ
て
お
り

折
っ
て
食
べ
よ
う
と

取
っ
て
食
べ
よ
う
と

し
て
い
た
が

桃
の
枝
は
サ
バ
サ
パ

た
ぶ
の
枝
は
サ
バ
サ
パ

だ
っ
た
の
で
（
枝
は
折
れ
）
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ふ
ん
ば
り
し
て
い
や
ん
１
－

翠
丸
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ

な
お
、
類
似
の
内
容
を
も
つ
鳩
間
の
「
友
利
道
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会
「
第
十
七
回
八
重
山
芸
能
発
表

会
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
’
八
頁
）
お
よ
び
竹
富
の
「
高
那
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
四
五
頁
）
で
は
、
老

人
が
登
っ
て
落
ち
た
木
は
、
単
に
「
木
」
と
の
み
あ
っ
て
、
特
定
の
木
の
名
称
は
挙
げ
て
い
な
い
。

石
垣
の
「
い
ぐ
じ
ゃ
－
ま
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
二
○
五
頁
）
に
は
、

む
ん

桃
山
ぬ
ゆ
や
ん
ど
う

桃
山
の
た
め
に

た
ぶ
山
ぬ
ち
ぃ
に
ゃ
ん
ど
う

た
ぶ
山
の
た
め
に

上
▲
ぴ
げ

桃
折
ぶ
ら
ぱ
子
ぬ
父

桃
を
折
る
の
な
ら
お
父
さ
ん

水
桃
ゆ
折
り
よ
う
り

山
桃
を
折
っ
て
下
さ
い

卜

と
あ
り
、
い
ぐ
じ
ゃ
－
ま
（
人
名
）
が
山
桃
を
折
り
に
山
に
入
る
と
い
う
の
で
水
桃
を
折
っ
て
き
て
下
さ
い
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
同
訂

類
の
古
謡
と
し
て
新
城
下
地
の
「
う
ふ
ぬ
ぴ
ぃ
－
だ
ジ
ラ
パ
」
（
『
節
祭
ジ
ラ
．
ハ
集
』
三
八
頁
）
、
平
得
の
「
う
１
ぬ
ざ
き
い
ユ
ソ
タ
」

（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
四
○
八
頁
）
が
あ
る
が
、
特
に
後
者
で
は
、

水
桃
か
ら
折
り
よ
う
り

山
桃
を
折
っ
て
下
さ
い

う
を
む
ん

美
味
桃
か
ら
折
り
よ
う
り

美
味
し
い
桃
を
折
っ
て
下
さ
い

う
堂
む
ん

と
あ
り
、
水
桃
の
対
句
が
美
味
桃
（
お
い
し
い
桃
）
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
白
保
の
「
た
な
取
り
ジ
ラ
・
ハ
」
（
『
八
重
山
古

謡
』
上
巻
五
三
六
頁
）
の
最
後
の
一
一
句
に
は
、

家
ぬ
妻
ぬ
桃
折
ら
ぱ

妻
へ
の
み
や
げ
の
桃
を
折
る
際
は

山
端
ぬ
石
桃

山
畑
の
石
桃
を



現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

や
ま
ざ
み
・
や
ん
だ
る

和
名
は
タ
コ
ノ
キ
科
の
ツ
ル
ア
ダ
ソ
で
、
学
名
は
印
①
］
ｏ
曰
の
冒
す
Ｈ
Ｂ
ｏ
ｍ
ｐ
ｐ
ｐ
出
の
日
い
］
・
で
あ
る
。

海
岸
か
ら
山
地
に
か
け
て
生
え
る
大
型
の
蔓
性
藤
本
で
、
断
崖
か
ら
垂
れ
下
が
っ
た
り
、
樹
幹
を
よ
じ
の
ぼ
る
よ
う
に
伸
び
て
い
く
。

葉
は
細
長
い
剣
状
で
、
枝
の
先
の
方
に
束
生
す
る
。
中
脇
裏
面
は
突
起
し
、
逆
向
き
の
細
い
刺
が
疎
ら
に
あ
る
。
茎
の
先
の
淡
黄
色
を

し
た
美
し
い
広
卵
形
の
苞
の
間
か
ら
数
個
の
肉
穂
花
序
を
出
し
、
特
有
の
香
り
が
あ
る
。
苞
は
食
用
に
も
な
る
。

古
見
の
「
古
見
ぬ
浦
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
九
四
頁
）
に
は
、
次
の
歌
詞
が
あ
る
。

山
ざ
み
ぬ
節
だ
き

山
ぎ
み
の
節
の
よ
う
に

節
か
た
さ
お
う
り
み
り

足
繁
く
通
っ
て
来
て
下
さ
い

何
時
ん
お
う
り
語
ら

い
つ
で
も
語
り
あ
い
ま
し
ょ
う

こ
こ
に
見
え
る
山
ざ
み
と
は
山
あ
ざ
み
、
す
な
わ
ち
山
あ
だ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
幹
は
節
が
幾
重
ね
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
節
の
よ
う
に
足
繁
く
通
っ
て
き
て
下
さ
い
と
謡
っ
て
い
る
。
あ
だ
ん
の
幹
の
特
徴
を
よ
く
観
察
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
比
嶮
的
に
表

外
ど
う
み
〈
妾
）
ぬ
桃
折
ら
ぱ

妾
へ
の
み
や
げ
の
桃
を
折
る
際
は

山
底
い
桃
折
ろ
う
り

山
奥
の
桃
を
折
っ
て
下
さ
い

と
、
船
材
を
採
り
に
山
へ
入
っ
た
ギ
シ
ャ
マ
が
、
妻
へ
は
石
桃
、
妾
へ
は
山
奥
の
桃
を
折
っ
て
帰
っ
た
と
謡
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
こ

と
か
ら
、
水
桃
は
美
味
し
い
桃
、
石
桃
は
質
の
悪
い
桃
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
し
て
も
妻
と
妾
を
水
桃
と
石
桃
と

で
差
別
す
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
謡
っ
て
い
る
の
は
、
夫
婦
の
不
変
の
契
り
を
謡
っ
た
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
」
と
対
照
的
で
あ
る
。
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西
表
の
子
守
歌
（
那
根
亨
『
西
表
の
方
言
と
民
俗
』
〈
自
家
版
、
一
九
七
七
年
〉
九
五
頁
）
に
は
、

い
や
氏
か
い

コ
ネ
マ
ぬ
父
帰
り
お
－
る
ん
ど

坊
や
の
お
父
さ
ん
は
や
が
て
帰
っ
て
く
る
ょ

ら
と
屯
っ

山
か
ら
ぬ
土
産
何
か
ら
ら

山
か
ら
の
土
産
は
何
だ
ろ
う
ね

や
ん
だ
ろ
う
ば
持
ち
お
る
ど

や
ん
だ
る
を
持
っ
て
く
る
よ

位
ふ
な
よ
コ
ネ
マ
泣
ふ
な
よ

位
く
な
よ
坊
や
泣
く
な
よ

と
あ
ろ
。
「
や
ん
だ
ろ
」
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
子
供
へ
の
お
み
や
げ
に
持
っ
て
帰
っ
た
の
か
、
花
か
食
用
と
も
な
る
苞
か
、
に
わ
か

に
判
断
し
難
い
。

や
ま
ふ
く
ん

和
名
は
ニ
レ
科
の
ウ
ラ
ジ
ロ
エ
ノ
キ
で
、
学
名
は
日
忌
日
印
Ｃ
風
呂
巨
一
⑫
団
炉
・
で
あ
る
。

屋
敷
の
周
囲
に
植
え
ら
れ
た
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
科
の
フ
ク
ギ
と
は
異
な
り
、
・
山
地
に
生
え
る
常
緑
の
中
高
木
を
特
に
山
福
木
と
呼
ん
で

い
る
。
幹
は
直
立
し
て
、
高
さ
五
’
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
樹
皮
は
灰
白
色
を
梢
ぴ
て
い
る
。
葉
は
卵
状
披
針
形
で
、
先
の
方

は
次
第
に
尖
っ
て
い
る
。
葉
の
表
面
は
緑
色
で
、
裏
面
は
絹
毛
の
た
め
銀
灰
色
を
し
て
い
る
。
核
果
は
卵
円
形
で
黒
く
熟
す
る
。
ウ
ラ

ジ
ロ
エ
ノ
キ
の
名
は
、
葉
の
裏
が
銀
灰
色
で
白
っ
ぽ
い
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
生
長
の
早
い
木
で
あ
る
。

竹
富
の
「
マ
ソ
ノ
ウ
マ
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
一
一
一
頁
）
は
、

や
主
ふ
く
ん
に

山
福
木
の
よ
う
に

ぬ
い
で
ぃ
生
り

抜
き
出
た
生
ま
れ
の

マ
ソ
ノ
ウ
マ

マ
ソ
ノ
ウ
マ
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や
ら
ぶ

和
名
は
オ
ト
ギ
リ
ゾ
ウ
科
の
テ
リ
ハ
ポ
ク
で
、
学
名
は
○
口
』
０
℃
け
］
］
」
巨
日
目
○
℃
ご
」
一
色
Ｂ
ｒ
・
で
あ
る
。

海
岸
近
く
に
見
ら
れ
る
常
緑
の
高
木
で
幹
は
直
立
し
、
高
さ
七
’
十
一
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
る
。
樹
皮
は
灰
黒
色
で
厚
く
亀
裂
す
る
。

葉
は
倒
卵
状
楕
円
形
で
硬
い
革
質
。
表
面
に
は
光
沢
が
あ
り
、
先
は
円
頭
で
く
ぼ
み
、
対
生
す
る
。
葉
の
中
肋
は
裏
面
に
隆
起
す
る
。

初
夏
に
な
る
と
、
葉
の
付
け
根
か
ら
出
る
総
状
花
序
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
実
は
、
三
’
四
セ
ソ
チ
も
あ
る
大
き
な
丸
い
実
で
茶
色

に
熟
す
る
。
防
風
防
潮
林
に
適
し
、
屋
敷
や
畑
の
周
り
、
公
園
や
街
路
樹
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
材
は
硬
く
て
繊
密
な
の
で
用
材

と
し
て
優
れ
て
い
て
、
指
物
・
挽
き
物
の
他
、
船
材
、
建
築
材
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
乾
燥
し
た
樹
皮
を
取
り
除
い
た
核
果
は
ビ
ー

玉
の
代
わ
り
と
し
て
子
ど
も
の
遊
び
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
種
に
穴
を
あ
け
て
中
味
を
取
り
除
け
ば
笛
に
な
る
。

古
謡
で
は
、
波
照
間
の
わ
ら
べ
歌
「
い
な
ま
道
ち
ゆ
ら
さ
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
五
四
頁
）
に
、

ち
ゅ

い
な
ま
道
美
ら
さ

稲
ま
道
が
美
し
さ
は

と
あ
り
、
マ
ソ
ノ
ウ
マ
（
真
武
能
と
い
う
役
人
）
の
生
ま
れ
は
山
福
木
の
よ
う
だ
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
山
福
木
が
ま
つ
す
ぐ
に
上
に
伸

び
し
か
も
生
長
が
早
い
こ
と
か
ら
、
非
凡
の
秀
才
で
あ
っ
た
真
武
能
の
出
生
の
比
喰
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
川
平
の
「
松
金
ジ
ラ
バ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
九
三
頁
）
に
は
、

桁
で
い
す
や

桁
に
は

山
福
木

山
福
木
を

取
り
い
出
し

取
り
出
し

と
見
え
る
。
各
地
に
あ
る
同
古
謡
の
中
で
「
山
福
木
」
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
川
平
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
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や
ら
ぶ
木
ぬ
美
ら
さ

や
ら
ぶ
木
が
美
し
い

ぬ
る
び

名
石
村
美
童

名
石
村
の
乙
女
は

い
る

色
ぬ
美
ら
さ

色
が
き
れ
い
だ

と
見
え
、
名
石
村
の
乙
女
の
美
し
さ
に
待
遇
す
る
も
の
と
し
て
い
な
ま
道
に
生
え
る
「
や
ら
ぶ
木
」
の
美
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
黒
島
の
「
や
ら
ぶ
種
子
ア
ュ
ー
」
（
『
竹
富
町
古
謡
集
』
第
一
集
）
は
、
愛
し
い
一
人
っ
子
を
旅
に
出
し
た
母
親
が
身
近
に
あ

る
も
の
に
な
ぞ
ら
え
て
息
子
の
無
事
の
帰
還
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

槌
に

や
ら
ぶ
種
子
ん

や
ら
ぶ
の
種
子
の
よ
う
に

由
●
く

回
り
来
よ

転
が
っ
て
来
な
さ
い

ぴ
す
り
上
ら

一
人
子

一
人
っ
子

く
る

転
び
種
子
ん

転
が
る
種
子
の
よ
う
に

転
び
来
よ

転
が
り
来
な
さ
い

た
ん
か
子

一
人
っ
子

と
あ
り
、
や
ら
ぶ
の
種
子
が
こ
ろ
こ
ろ
転
が
る
よ
う
に
早
く
帰
っ
て
き
て
欲
し
い
と
の
思
い
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
竹
富
の
「
く
い
ち
ゃ
踊
り
」
の
中
羽
の
歌
詞
（
『
竹
富
島
誌
』
’
八
八
頁
）
に
は
、

今
年
作
た
る
粟
や

今
年
作
っ
た
粟
が

や
ら
ぶ
ぬ
実
る
だ
ぎ

や
ら
ぶ
の
実
よ
う
に

稔
る
っ
か
１

豊
作
で
あ
っ
た
な
ら

う
ふ
や
と
Ｉ
ら

大
家
炊
事
屋
ん
作
て
ぃ

母
屋
も
炊
事
屋
も
建
て
て
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俵
ぱ
ひ
た
て
い
ば
し

俵
を
引
き
立
て
よ
う

と
あ
り
、
粟
の
豊
作
と
や
ら
ぶ
の
実
の
な
り
様
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
「
く
い
ち
ゃ
踊
り
」
は
も
と
も
と
は
宮
古
の
も
の
で
、
宮
古
の

く
う
と
し
出
た
に

な
の
う

ア
ー
ク
〈
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅲ
宮
古
篇
』
一
一
五
一
ハ
頁
）
に
も
、
「
今
年
蒔
き
種
子
ぬ
や
ら
う
（
ヤ
ラ
プ
）
ぬ
実
い
だ
き
稔
ら

ぱ
よ
」
と
似
た
よ
う
な
歌
詞
が
見
え
る
。

「
や
ら
ぶ
」
製
の
容
器
が
出
て
く
る
古
謡
も
あ
る
。
大
川
の
「
世
果
報
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
繭
』
一
二
六
頁
）
に
は
、

や
ら
ぶ
パ
ダ
ス
ん

や
ら
ぶ
製
の
バ
ダ
ス
（
酒
器
）
も

出
だ
し
飾
り
よ
う
り

出
し
て
飾
っ
て
下
さ
い

と
、
「
や
ら
ぶ
」
で
作
っ
た
バ
ダ
ス
と
称
さ
れ
る
酒
を
入
れ
る
容
器
が
見
え
る
。
こ
の
「
や
ら
ぶ
バ
ダ
ス
」
は
小
浜
の
「
山
か
し
ぬ
ア

ョ
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
’
六
九
頁
）
に
も
出
て
く
る
。
ま
た
鳩
間
の
「
伊
武
田
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
日
本
民
謡

大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
一
三
四
頁
）
に
は
、

ま
い
ふ
し
ゃ
く

米
神
酒

米
の
神
酒
を

や
ら
ぶ
皿
に

や
ら
ぶ
の
Ⅲ
に

し
ん
立
て
い

な
み
な
み
と
つ
い
で

と
、
「
や
ら
ぶ
」
で
作
っ
た
皿
が
見
え
る
。

一
方
、
黒
島
の
「
野
底
浜
ア
ョ
ウ
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
一
六
六
頁
）
に
は
、

ク
ソ
ミ
マ
タ
淵
に
生
や
き
よ
－
た
る
ク
ソ
ミ
マ
タ
淵
に
生
え
て
い
る

や
ら
ぶ
木
い

や
ら
ぶ
木
が

古
見
船
ぬ
臘
床
な
る
と
う
ん

古
見
船
の
臘
床
と
な
っ
て
も
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ゆ
な
（
ゆ
う
な
）

和
名
は
ア
オ
イ
科
の
オ
オ
ハ
マ
ポ
ウ
で
、
学
名
は
函
冒
⑫
目
印
已
旨
８
色
⑫
Ｆ
・
で
あ
る
。

海
岸
線
に
多
く
見
ら
れ
る
常
緑
の
亜
高
木
。
幹
は
直
立
し
、
分
枝
が
多
く
高
さ
四
’
八
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
樹
皮
は
内
皮
が

発
達
し
、
幾
重
に
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
葉
は
卵
円
形
で
表
面
は
艶
が
あ
り
、
裏
面
は
短
い
毛
が
あ
り
灰
白
色
を
し
て
い
る
。
径
十

セ
ソ
チ
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
花
を
夏
季
に
多
く
咲
か
せ
る
。
花
の
色
は
黄
色
で
、
中
心
基
部
は
暗
紫
色
で
あ
る
。
朝
開
い
た
花
は
夕
方

に
は
燈
色
に
変
わ
り
、
形
状
を
保
っ
た
ま
ま
散
る
。
果
実
は
卵
円
形
で
一
、
五
セ
ソ
チ
程
度
。
防
潮
防
風
林
と
し
て
屋
敷
内
に
も
植
栽

さ
れ
、
日
常
生
活
の
中
で
い
ろ
い
ろ
と
利
用
さ
れ
て
き
た
。
葉
は
お
に
ぎ
り
を
丸
め
た
り
、
食
べ
物
を
包
ん
だ
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ

た
。
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
の
で
、
便
所
の
近
く
に
植
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
近
年
、
街
路
樹
や
緑
陰

樹
と
し
て
公
園
等
に
も
植
栽
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
沖
縄
を
代
表
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
っ
て
県
内
外
で
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
花
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
暮
ら
し
の
中
で
身
近
に
存
在
し
た
植
物
で
は
あ
る
が
、
意
外
な
こ
と
に
古
謡
に
謡
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
新
城

し
も
じ

の
下
地
の
「
ざ
ん
と
う
る
ジ
ラ
．
ハ
」
（
『
節
祭
ジ
ラ
．
ハ
集
』
一
一
一
○
頁
）
に
、

ゆ
な
山
に
入
り

ゆ
な
山
に
入
っ
て

ゆ
な
か
じ
い
ば
剥
げ

ゆ
な
の
表
皮
を
剥
い
で

夫
婦
抜
き
か
な
し
や
－
抜
き

夫
婦
の
別
れ
、
愛
し
い
人
と
の
別
れ
は

な
ら
ぬ

あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
、
「
や
ら
ぶ
」
の
木
が
古
見
船
の
臘
床
に
用
い
ら
れ
る
程
大
木
に
な
る
ま
で
夫
婦
は
一
緒
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
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ん
み和
名
は
バ
ラ
科
の
ウ
メ
で
、
学
名
は
勺
日
ご
Ｐ
ｍ
Ｂ
ｐ
Ｂ
の
ｍ
・
陣
凶
・
で
あ
る
。

中
国
原
産
の
落
葉
亜
高
木
で
、
六
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
高
さ
に
な
る
。
早
春
、
白
色
の
花
が
前
年
の
枝
の
葉
腋
に
、
二
１
三
個
集
ま
っ

て
咲
く
。
園
芸
品
種
が
多
く
、
現
在
、
約
四
百
種
に
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
梅
の
実
は
シ
ソ
の
葉
と
ま
ぜ
、
塩
淡
物
と
し
て
食
用
、

古
く
は
薬
用
と
さ
れ
た
が
、
近
年
は
果
実
酒
や
梅
干
し
、
ジ
ャ
ム
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
文
献
で
は
『
古
事
記
』
『
日
本

書
紀
』
『
風
土
記
』
等
に
は
見
え
な
い
が
、
『
万
葉
集
』
に
は
二
七
首
の
梅
と
い
う
言
葉
の
入
っ
た
歌
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
万
葉

歌
人
が
梅
の
花
を
好
ん
で
詠
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

八
重
山
の
歌
謡
に
も
梅
が
出
て
く
る
。
「
古
見
ぬ
浦
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
九
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
梅
香
し
や
女
童
」

（
但
し
現
在
の
安
室
流
の
歌
詞
は
「
梅
ぬ
花
女
童
」
と
な
っ
て
い
る
）
と
あ
り
、
乙
女
の
美
し
さ
を
梅
の
花
の
香
り
に
嗽
て
い
る
。
ま

た
、
「
黒
島
口
説
」
（
大
浜
安
伴
『
声
楽
譜
附
八
重
山
古
典
民
謡
工
工
四
』
下
巻
九
三
頁
）
に
は
「
し
ん
と
う
心
は
梅
桜
匂
い
引

か
み
じ

し
」
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
な
お
上
地
の
「
ざ
ん
と
う
り
ぃ
ユ
ソ
タ
」
（
西
大
舛
高
壱
「
新
城
島
の
節
祭
－
巻
蹄
の
ル
ー
ル
と
唄
の
解
説

ｌ
」
（
自
家
製
パ
ソ
フ
、
一
九
七
四
年
）
で
は
、

あ
ら

し
る
ぴ
山
．
ま
り
や
歩
き

し
る
び
山
を
さ
が
し
歩
き

あ
だ
に
山
ま
り
や
歩
き

あ
だ
ん
山
を
探
し
歩
き

あ
だ
な
し
ば
切
り
と
う
し

あ
だ
な
し
を
切
り
取
り

よ
な
か
じ
ば
ぱ
き
い
と
う
し

よ
な
か
じ
の
表
皮
を
剥
ぎ
取
っ
て

と
、
「
ゆ
な
山
」
の
箇
所
が
「
し
る
び
山
」
と
な
っ
て
い
る
。
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か
さ
る
袖
衣
花
の
女
童
引
き
連
り
て
と
と
い
う
歌
詞
が
あ
る
。

「
目
出
度
節
」
（
安
室
流
協
和
会
『
八
重
山
古
典
音
楽
工
工
四
全
巻
』
三
五
頁
）
の
「
松
竹
梅
」
の
歌
詞
で
は
、

ぬ
き
ぱ
い
梅
は

軒
近
く
に
咲
く
梅
は

初
春
ぐ
と
う
に

春
が
来
る
た
び
に

花
ん
匂
ん
勝
る
な
り

花
の
色
も
匂
い
も
さ
ら
に
増
し
て
美
し
い
こ
と
よ

と
、
梅
の
花
と
匂
い
の
す
ば
ら
し
さ
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

「
ぼ
す
ぽ
１
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
七
二
頁
）
に
は
、

の
う

女
童
ぼ
す
ぽ
－
何
ぼ
す
ぽ
Ｉ

乙
女
の
腰
巻
き
は
ど
ん
な
腰
巻
き
か

紺
地
な
－
ぬ
悔
い
花

紺
地
の
梅
の
花

と
、
乙
女
の
腰
巻
き
は
木
綿
を
紺
染
め
に
し
た
梅
の
花
と
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
喜
舎
場
永
殉
氏
は
、
こ
れ
を
女
性
の
月
の
物
に
よ
る
汚

れ
を
比
噛
的
に
表
現
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

な
お
石
垣
の
「
古
見
ぬ
補
い
ブ
ナ
レ
ー
マ
ュ
ソ
タ
」
（
『
石
垣
村
古
謡
集
』
二
八
頁
）
は
、
西
表
島
古
見
村
の
プ
ナ
レ
ー
マ
が
、
織

り
上
げ
た
御
用
布
を
納
め
る
た
め
蔵
元
へ
行
き
、
検
査
に
合
格
し
て
の
帰
り
に
大
和
屋
や
仲
縄
屋
に
立
ち
寄
り
、
色
を
売
っ
て
お
み
や

げ
を
持
ち
帰
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
代
償
は
そ
れ
ぞ
れ
た
っ
た
一
個
の
品
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
仲
縄
屋
で
得
た
も
の
と
し
て
「
梅
の
露
」

と
い
う
言
葉
が
見
え
る
。

も
う
倉
⑥
ロ

沖
縄
く
や
１
１
か
ら
ぬ
儲
物

沖
縄
星
か
ら
の
儲
け
物
は

ん
み
ぬ
つ
よ
－
ま
あ
か
び
て
い
－
じ

梅
の
露
た
だ
一
個

「
梅
の
露
」
が
植
物
の
梅
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。
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の
う

ロ
ロ
ゆ
見
ｈ
ソ
ば
く
れ
何

目
を
見
た
ら
こ
れ
何
だ

う
ん
か
に
ふ
ん
変
わ
ら
ぬ

う
ん
か
に
ふ
ん
に
そ
っ
く
り
だ

と
見
え
、
女
の
目
を
ヤ
マ
プ
ド
ウ
の
実
に
愉
え
て
い
る
。
「
う
ん
か
に
ふ
ん
」
の
「
う
ん
」
は
「
鬼
」
の
意
味
で
「
か
に
ふ
ん
」
を
形

れ
た
。

か
に
ん

和
名
は
ブ
ド
ウ
科
の
エ
ビ
ヅ
ル
で
、
学
名
は
ぐ
旨
、
陣
９
３
』
甘
口
ｐ
ｐ
ｍ
の
で
あ
る
。

別
名
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
カ
ネ
ブ
、
ま
た
俗
称
と
し
て
ヤ
マ
プ
ド
ウ
と
も
呼
ば
れ
て
い
ろ
。
海
岸
近
く
か
ら
山
地
の
林
縁
、
や
ぶ
等
に
見

ら
れ
る
雌
雄
異
株
の
常
緑
の
つ
る
性
植
物
。
茎
は
葉
と
対
生
す
る
巻
き
ひ
げ
で
他
の
物
に
巻
き
つ
き
、
長
さ
三
’
六
メ
ー
ト
ル
く
ら
い

に
な
る
。
葉
は
心
状
円
形
で
三
’
五
に
浅
裂
し
、
下
面
に
は
灰
色
か
ら
褐
色
の
綿
毛
が
密
布
す
る
。
花
は
淡
黄
色
の
小
さ
な
花
が
円
錐

花
序
に
密
に
咲
く
。
実
は
球
形
で
小
型
の
ブ
ド
ウ
の
よ
う
に
房
状
に
つ
き
、
後
に
黒
褐
色
に
熟
す
る
。
実
は
食
べ
ら
れ
る
が
渋
み
が
あ

り
、
美
味
で
は
な
い
。
ツ
ル
の
節
と
節
を
切
り
取
っ
た
ク
ダ
を
ロ
に
含
ん
で
吹
い
た
時
出
て
く
る
汁
液
が
目
薬
の
代
用
と
し
て
用
い
ら

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

石
垣
の
「
し
ゃ
が
む
や
－
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
一
一
一
○
頁
）
と
い
う
ユ
ソ
タ
は
、
夜
中
に
女
の
家
に
行
き
、
炬
火
の
明
か
り

で
女
の
眉
・
目
・
鼻
・
ロ
・
胸
・
お
腹
。
そ
し
て
下
半
身
等
を
照
ら
し
て
み
た
光
景
、
さ
ら
に
は
交
接
の
様
子
を
比
輸
的
に
謡
っ
た
も

（
２
）
草
本
類
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か
や
。
が
や

和
名
は
イ
ネ
科
の
チ
ガ
ャ
で
、
学
名
は
閂
ヨ
ロ
の
『
四
国
昌
一
】
且
『
】
８
国
の
：
ぐ
・
く
日
・
日
巳
。
［
○
・
両
・
匹
巨
９
．
で
あ
る
。

海
岸
近
く
か
ら
山
手
ま
で
の
日
当
た
り
の
良
い
原
野
や
路
傍
、
荒
地
、
畑
地
等
い
た
る
と
こ
ろ
に
自
生
す
る
多
年
生
草
本
。
根
茎
は

白
地
で
細
長
く
、
地
中
を
縦
横
に
は
い
広
が
り
ふ
え
る
。
葉
は
線
形
披
針
形
で
、
長
さ
二
十
’
六
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
に
な
る
。
茎
の
頂

き
に
銀
白
色
の
綿
毛
の
よ
う
な
花
を
つ
け
る
。
ぎ
っ
し
り
と
群
生
す
る
こ
と
が
多
く
、
花
の
時
期
に
は
｜
面
白
い
穂
に
被
わ
れ
た
美
し

い
光
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
く
生
長
し
た
も
の
は
、
茅
葺
き
屋
根
や
壁
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
を
束
に
し
て

ト
ウ
ヅ
ル
モ
ド
キ
の
茎
で
巻
く
よ
う
に
編
み
上
げ
、
大
な
く
の
蓋
や
篭
な
ど
を
作
り
生
活
の
中
で
利
用
し
た
。
根
茎
は
、
し
ゃ
ぶ
る
と

容
す
る
語
で
あ
る
。

か
ぎ

か
に
ふ
葛

か
に
ふ
の
葛
で

や
だ
そ
う
い

あ
っ
た
そ
な

と
見
え
る
が
、
各
地
に
あ
る
こ
の
種
の
古
謡
の
中
で
は
、
川
平
の
古
謡
に
の
み
こ
の
植
物
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

ろ
う
。

や
Ｉ

ま
た
与
那
国
の
家
タ
カ
ビ
の
一
つ
「
だ
と
だ
ぎ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鰯
』
’
’
二
一
頁
）
に
は
、

し
ぶ
り
か
に
ん
ぱ
糸
に
し
て

し
ぶ
り
か
に
ん
（
の
蔓
）
を
糸
に
し
て

と
見
え
る
。
「
し
ぶ
り
」
の
意
味
は
不
明
だ
が
、
恐
ら
く
「
し
ゃ
が
む
や
－
」
の
「
う
ん
」
同
様
、
「
か
に
ん
」
を
形
容
す
る
語
で
あ

川
平
の
「
松
金
ジ
ラ
バ
」
（
『

桁
で
い
す
や

桁
は

『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
繍
』
一
九
三
頁
）
に
も
、
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甘
味
が
あ
り
、
薬
用
と
な
る
。

か
し
ら

「
か
や
」
を
題
材
に
し
た
古
謡
は
多
い
。
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
二
一
五
頁
）
に
は
、
八
重
山
の
頭
に
な
っ
た

マ
チ
ィ
ソ
ガ
ー
ー
が
首
里
王
府
の
拝
式
に
臨
席
す
る
際
の
正
装
を
謡
っ
た
箇
所
に
、

白
絹
や

白
絹
は

か
や
ぬ
ぱ
な

茅
の
花
の

た
ら
し

よ
う
だ

と
あ
り
、
茅
の
花
が
衣
装
の
白
色
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

側
１
世

登
野
城
の
「
大
浜
村
う
や
き
よ
う
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会
「
第
十
一
回
八
重
山
芸
能
発
表
会
．
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
一
一
一

頁
）
は
、
大
浜
村
の
「
ウ
ム
チ
ェ
ご
と
「
ミ
イ
ゴ
二
は
縁
が
あ
っ
て
夫
婦
に
な
っ
た
が
、
縁
結
び
を
し
て
幾
日
も
た
た
な
い
う
ち

に
、
「
ウ
ム
チ
ェ
三
が
目
が
見
え
な
く
な
り
、
「
ミ
イ
ゴ
己
は
鼻
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
う
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

相
手
を
見
捨
て
て
は
い
け
な
い
よ
、
と
い
う
内
容
の
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
で
あ
る
が
、
夫
婦
の
不
変
の
契
り
の
比
喰
と
し
て
、

網
張
ぬ
茅
ぬ

網
張
に
生
え
る
茅
が

パ
フ
茅
と
う

パ
フ
茅
と
し
て

す
ら
り
と
う
ん

刈
り
取
ら
れ
て
も

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
網
張
と
い
う
と
こ
ろ
は
湿
地
帯
で
茅
は
あ
ま
り
生
長
し
な
い
が
、
そ
れ
が
パ
フ
茅
（
い
ろ
い
ろ
な
も
の

に
使
用
で
き
る
く
ら
い
高
く
伸
び
た
茅
）
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
あ
り
え
な
い
こ
と
に
夫
婦
の
契
り

の
永
遠
性
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
「
野
底
浜
ア
ョ
ゥ
」
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
か
や
」
の
利
用
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
西
表
租
納
の
「
大
野
が
や
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
八
九
頁
）
に
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う
ふ
□
が
や

大
野
茅
１
）
ぱ
ゆ
い

大
野
原
の
茅
を
標
と
し
て
結
い

す
り
ま
ら
ぎ
し
ぱ
ゆ
い

結
ん
で
標
と
し
て
結
い

女
童
ぱ
し
ぱ
ゆ
い

乙
女
を
標
と
し
て
結
い

肝
ば
見
り
し
ば
ゆ
い

心
を
見
て
標
と
し
て
結
い

と
、
茅
の
両
方
の
先
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
あ
る
い
は
禁
止
を
意
味
し
た
り
、
魔
除
け
に
も
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
乙
女
に
対
し
て
標
を
た
て
る
こ
と
の
比
噛
と
し
て
茅
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

茅
の
用
途
を
謡
っ
た
も
の
も
あ
る
。
波
照
間
の
「
ま
や
し
く
マ
ャ
び
ら
ア
ユ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
○
一
一
頁
）

く
村
の
マ
ャ
と
い
う
兄
が
女
性
の
た
め
に
骨
身
を
削
っ
て
働
い
た
こ
と
を
謡
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

冬
な
り
ぱ

冬
に
な
る
と

か
や
み
な
い

茅
縄
の

帯
し
め

帯
を
し
め

夏
な
り
ぱ

夏
に
な
れ
ば

ば
ら
み
な
ぬ

藁
縄
の

い
し
い
し
い

鉢
巻
き
を

と
あ
り
、
茅
で
縄
っ
た
帯
が
見
え
る
。

ま
た
大
川
の
「
ち
ぃ
と
う
ベ
ー
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
六
○
頁
）
に
謡
わ
れ
た
「
ち
ぃ
と
う
べ
Ｉ
」
と
は
茅
で
作
っ

'よ
、

しし、ぱ夏帯か冬
よしらなしやな
ういみりめみり
りしなぱなぱ
いぬい

し
て

は
、
ま
や
し
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と
見
え
る
。
ま
た
一

ジ
ラ
パ
」
（
『
南
《

歌
詞
が
見
ら
れ
る
。

茅
し
家
ば

苫
し
家
ぱ

造
り
よ
う
り

茅
し
家
ぬ

苫
し
家
ぬ

ま
し
ぬ
茅
葺
き
て
し

よ
い
茅
を
葺
い
て

引
き
金
や
う
す
い
て
し
引
き
金
は
押
さ
え
に
し
て

と
あ
る
。
ま
た
石
垣
の
「
網
張
い
み
だ
と
う
ま
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
六
一
頁
）
に
は
、

下
ぬ
家
や

下
方
の
家
は

瓦
葺
き
で
ん
ど
う

瓦
葺
き
で
あ
る
が

上
ぬ
家
や

上
方
の
家
は

茅
葺
き
で
ん
ど
う

茅
葺
き
で
あ
る

と
見
え
る
。
ま
た
石
垣
の
ユ
ソ
タ
「
く
ん
ぬ
て
－
ず
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鰯
』
三
一
七
頁
）
は
、
大
浜
の
「
古
見
や
辻

ジ
ラ
パ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
儲
』
二
二
一
頁
）
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
大
浜
の
古
謡
に
は
な
い
、
次
の
よ
う
な

た
笠
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
「
か
や
」
坐

し
か
し
「
か
一

三
頁
）
に
は
、

は
主
に
屋
根
の
材
料
に
使
わ
れ
る
。
例
え
ば
竹
富
の
「
家
ぬ
か
ざ
い
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』

茅
の
家
を

苫
の
家
を

造
っ
て

茅
の
家
の

苫
の
家
の
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八
重
山
薦
』
一
七
六
頁
）
に
は
、

ま
た
宮
良
の
雨
乞
い
に
関
わ
る
「
す
ば
ん
が
－
に
カ
ソ
フ
チ
ィ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
堕
山
筋
』
五
六
頁
）
に
は
、

天
ぬ
神
加
那
志
雨
欲
し
や
ぬ

天
の
神
様
雨
が
欲
し
い

水
元
ぬ
神
加
那
志
水
欲
し
や
ぬ

水
元
の
神
様
水
が
欲
し
い

大
野
茅
枯
り
程

大
野
の
茅
が
枯
れ
る
程

と
、
旱
魅
の
指
標
の
一
つ
と
し
て
大
野
の
茅
が
枯
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

枯
れ
た
茅
は
火
が
つ
き
や
す
い
。
ぱ
た
り
焼
き
を
造
る
工
程
を
謡
っ
た
竹
富
の
「
ぱ
な
り
焼
き
ア
ョ
ー
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ

中
な
ん
が

中
に

ち
な
み
に
大
浜
で
は
、
「
茅
し
家
苫
し
家
」
は
「
番
所
屋
ゆ
ら
い
屋
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

茅
も
生
長
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
隠
れ
場
に
な
る
。
波
照
間
の
「
ナ
カ
マ
イ
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
五
一
頁
）
で

は
、
ナ
カ
マ
イ
と
称
す
る
女
子
が
山
に
薪
を
取
り
に
出
か
け
、
偶
然
に
出
会
っ
た
昔
の
恋
人
に
誘
わ
れ
、
恋
を
語
り
合
う
場
所
と
し
て
、

茅
ぬ
下

茅
の
下
や

ゆ
し
い
き
下

ス
ス
キ
の
下
が

あ
り
ど
う
し

あ
る
で
は
な
い
か

茅
ぬ
下

茅
の
下
や

ゆ
し
い
き
下

ス
ス
キ
の
下
は

た
ま
は
ん
ち
よ

い
や
で
す

と
、
茅
の
下
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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日
三
日
干
し
晒
し

三
日
間
干
し
晒
し

日
五
日
干
し
晒
し

五
日
間
干
し
晒
し

赤
土
ば
く
な
し

赤
土
を
こ
れ

白
土
ば
く
な
し

白
土
を
こ
れ

土
鍋
ぱ
造
り

土
鍋
を
造
り

泥
鍋
ぱ
造
り

泥
鍋
を
造
り

山
ふ
あ

枯
茅
し
微
温
ぴ

枯
れ
た
茅
を
微
温
火
し
て

か
り
ス
ス
キ

枯
薄
し
焼
き
す
け

枯
れ
た
ス
ス
キ
で
焼
き
つ
け

と
、
枯
れ
た
茅
火
で
焼
く
こ
と
が
見
え
る
。

ま
た
石
垣
の
ユ
ソ
タ
「
し
ゃ
が
む
や
Ｉ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
二
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、

ゆ
し
い
き
炬
火

ス
ス
キ
の
炬
火
は

あ
る
む
ぬ

た
く
さ
ん
あ
る

茅
炬
火
ん

茅
の
炬
火
も

し
て
い
む
ぬ

茅
の
炬
火
も
捨
て
る
程
あ
る

と
、
こ
れ
を
炬
火
に
し
て
用
い
て
い
る
。

さ
で
い
ふ
き
ゃ

和
名
は
ヒ
ガ
ソ
バ
ナ
科
の
ハ
マ
ユ
ウ
で
、
ハ
マ
オ
モ
ト
と
も
い
う
。
学
名
は
○
回
目
巨
己
、
②
】
且
２
日
Ｆ
・
で
あ
る
。
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茎
の
部
分
は
、
白
く
て
き
れ
い
な
層
が
幾
重
ね
仁
も
重
な
っ
て
い
て
、
広
げ
て
皿
の
代
用
と
し
た
。
ま
た
玩
具
に
も
用
い
た
。
茎
の

両
端
を
切
り
表
皮
を
は
が
し
て
ビ
ニ
ー
ル
の
よ
う
な
薄
い
皮
を
筒
状
に
と
り
、
そ
の
片
方
を
縛
っ
て
片
方
か
ら
く
だ
で
吹
い
て
遊
ん
だ

り
、
風
船
ま
た
は
水
玉
に
し
、
そ
れ
に
木
の
実
を
し
ぼ
っ
て
色
を
つ
け
た
り
し
て
遊
ん
だ
。
葉
を
火
の
中
に
投
げ
込
み
、
は
じ
け
た
薄

皮
を
と
っ
て
、
ね
ぶ
と
の
吸
い
出
し
等
に
も
利
用
し
た
。

こ
の
植
物
は
、
黒
島
の
「
ん
ざ
と
う
ら
じ
る
く
ぶ
し
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
一
九
一
頁
）
に
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

さ
で
い
ふ
き
ゃ
ば

浜
木
綿
を

か
ぶ
し
い
め
ば

カ
プ
シ
目
を

あ
き
ゆ
取
り

的
と
し
て

さ
で
い
ふ
き
ゃ
や

浜
木
綿
の

か
ぶ
し
い
め
ぬ

カ
プ
シ
目
の

ば
し
か
ら

端
の
方
か
ら

古
謡
の
内
容
は
、
ソ
ザ
ト
ウ
ラ
家
の
ジ
ル
ク
プ
ン
と
い
う
男
が
、
「
さ
で
い
ふ
き
ゃ
」
を
輪
切
り
に
し
た
も
の
的
に
し
て
弓
を
射
て

い
た
ら
、
そ
れ
を
見
よ
う
と
人
々
が
集
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
群
衆
の
中
か
ら
「
い
ば
ん
と
う
家
」
と
い
う
富
裕
な
家
の
マ
ト
ゥ
ル
ギ
と

い
う
女
を
選
ん
で
妻
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

花
を
咲
か
せ
る
。

海
岸
の
砂
浜
や
岩
場
に
多
く
見
ら
れ
る
大
型
の
多
年
生
草
本
。
葉
は
披
針
形
、
先
は
尖
り
、
長
さ
三
十
’
百
二
十
セ
ン
チ
く
ら
い
に

な
り
、
多
肉
質
の
白
い
葉
柄
は
何
枚
も
重
な
り
あ
っ
て
巻
き
、
太
さ
五
’
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
の
円
柱
状
に
な
っ
て
茎
の
よ
う
な
感
じ
に

な
る
。
春
か
ら
夏
に
か
け
葉
の
間
か
ら
高
さ
三
十
’
六
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
の
花
茎
を
出
し
、
先
端
に
白
色
を
し
た
芳
香
の
あ
る
美
し
い
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だ
で
い
ふ

和
名
は
イ
ネ
科
の
ダ
ソ
チ
ク
で
、
学
名
は
シ
『
巨
己
・
口
・
ロ
貝
炉
で
あ
る
。

海
岸
近
く
か
ら
山
手
の
畑
地
や
原
野
、
牧
草
地
周
辺
に
自
生
す
る
低
木
状
の
大
型
多
年
生
草
本
。
幹
は
木
質
状
で
直
立
ま
た
は
斜
上
、

疎
に
分
岐
し
て
高
さ
一
一
’
四
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
る
。
葉
は
線
形
で
、
幅
ニ
ー
セ
セ
ソ
チ
、
長
さ
一
一
一
十
’
六
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
で
先

は
次
第
に
尖
る
。
秋
頃
に
赤
紫
色
の
小
さ
な
花
が
頂
生
の
円
錐
花
序
に
密
に
つ
き
大
き
な
穂
状
に
な
る
。
以
前
は
畑
地
の
防
風
林
と
し

ま
た
小
浜
の
「
南
さ
こ
だ
ジ
ラ
マ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
三
四
八
頁
）
で
は
「
浜
さ
き
ぶ
」
と
出
て
く
る
。
こ
の
古
謡
の
内
容

は
せ
っ
か
く
美
人
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
西
表
島
南
風
見
村
と
い
う
寒
村
に
生
ま
れ
た
が
た
め
に
、
よ
か
ら
ぬ
風
評
を
受
け
身
の
不
遇
を

か
こ
っ
て
い
る
が
、
も
し
主
邑
の
古
見
村
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
役
人
の
賄
女
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
を
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、

美
人
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
の
比
嶮
と
し
て
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

は
ま
さ
き
ぶ

浜
さ
き
ぶ
の

び
し
か
ぬ

真
皮
の
よ
う
な

生
り
や
だ
そ

生
ま
れ
で
あ
っ
た

似
た
歌
詞
は
石
垣
島
野
底
の
「
マ
ッ
ー
ー
ャ
マ
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
九
二
頁
）
に
も
見
え
る
。

は
ま
さ
で
ぃ
く

浜
さ
で
い
く
の
よ
う
に

ど
う
白
か
い

体
が
白
く
美
し
い

生
り
ば
し

生
ま
れ
を
し
て

こ
こ
で
は
、
ハ
マ
ユ
ウ
の
茎
の
白
さ
が
マ
ッ
ニ
ャ
マ
と
い
う
美
女
の
比
喰
と
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。
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て
植
え
ら
れ
た
。
ま
た
木
質
化
し
た
茎
は
竹
の
代
わ
り
に
、
茅
葺
き
の
茅
を
押
さ
え
る
の
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
掘
立
小
屋
の
場
合
、

そ
れ
を
叩
き
な
ら
し
茅
と
組
み
合
わ
せ
つ
つ
丸
竹
で
押
さ
え
、
ふ
が
ら
縄
で
締
め
く
く
っ
て
周
囲
の
壁
に
し
た
（
『
石
垣
市
史
』
民
俗

婦
を
誉
め
讃
え
た
後
、

▲
Ｐ

だ
で
い
ふ
茎
王
水

だ
で
い
ふ
の
茎
の
玉
水

茎
溜
ま
る
玉
水

茎
に
溜
ま
る
玉
水

茎
溜
ま
る
玉
水

茎
に
溜
ま
る
王
水
で

身
撫
で
い
し
ゃ
ぴ
ら

身
体
を
撫
で
ま
し
ょ
う

と
で
み
ず

と
謡
わ
れ
て
い
る
が
、
ダ
ソ
チ
ク
の
茎
に
溜
・
ま
る
玉
水
で
撫
水
を
す
る
の
は
、
若
返
る
、
．
ま
た
は
新
生
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

や
ｌ

鳩
間
の
「
家
タ
カ
ピ
」
の
一
つ
「
あ
‐
‐
ぱ
－
れ
－
の
唄
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
一
七
頁
）
に
、

だ
で
い
く
竹
ば

だ
で
い
く
竹
を

あ
む
い
ば
し

編
み
物
に
し
て

と
見
え
る
「
だ
で
い
く
竹
」
も
「
だ
で
い
ふ
」
す
な
わ
ち
ダ
ソ
チ
ク
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但
し
宮
良
当
壮
『
八
重
山
語
蕊
』
（
『
宮
良

当
壮
全
集
』
８
所
収
）
お
よ
び
森
田
孫
榮
「
八
重
山
石
垣
市
の
住
」
（
『
八
重
山
芸
能
文
化
論
』
第
二
部
第
一
一
章
一
）
で
は
「
だ
で
ぃ

ふ
」
を
島
葦
と
解
し
て
い
る
。

上
、
一
一
一
八
三
頁
）
。

こ
の
植
物
は
川
平
の
「
節
ジ
ラ
パ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
蔚
』
一
八
九
頁
）
に
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
富
貴
な
老
夫
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和
名
は
キ
ク
科
の
ア
キ
ノ
ノ
ゲ
シ
で
、
秋
に
咲
く
ノ
ゲ
シ
の
意
で
つ
け
ら
れ
た
。
学
名
は
Ｆ
四
Ｃ
目
８
冒
昌
Ｂ
ｒ
で
あ
る
。

日
当
た
り
の
よ
い
原
野
や
道
ば
た
に
生
え
る
一
一
年
生
草
本
。
茎
は
直
立
し
、
高
さ
五
十
’
百
セ
ソ
チ
く
ら
い
に
達
す
る
。
葉
は
長
楕

円
形
披
針
形
で
、
羽
状
に
分
裂
し
、
互
生
す
る
。
頭
花
は
黄
色
の
舌
状
花
か
ら
な
り
、
円
錐
花
序
に
つ
く
。
葉
を
ち
ぎ
る
と
白
汁
が
出

て
、
苦
み
が
あ
る
が
、
食
べ
ら
れ
る
。
家
畜
の
餌
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

こ
の
植
物
は
「
山
崎
ぬ
ア
ブ
ジ
ャ
ー
マ
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
五
八
頁
）
に
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

と
う
ん
菜
茎
ぬ
故
や
ん
ど
う

と
う
ん
菜
の
茎
（
新
芽
）
の
故
に

ん
が
な
び
ち
い
ぬ
ち
ぃ
に
や
ん
ど
う

ん
が
な
の
若
芽
の
た
め
に

す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
の
内
容
は
、
山
崎
村
の
ア
プ
ジ
ャ
ー
マ
（
年
寄
り
）
が
大
工
の
娘
ソ
ギ
シ
ャ
マ
と
司
（
神
女
）
の
娘
ナ
ビ
シ
ィ

ケ
を
編
し
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
ど
う
し
て
若
い
娘
二
人
が
、
事
も
あ
ろ
う
に
あ
ん
な
年
寄
り
に
編
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
「
と
う
ん

菜
」
の
新
茎
と
「
ん
が
な
」
の
若
芽
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

喜
舎
場
永
殉
氏
に
よ
れ
ば
、
「
と
う
ん
菜
」
も
「
ん
が
な
」
も
味
噌
の
あ
え
も
の
に
す
る
と
お
い
し
い
の
で
、
恐
ら
く
「
味
噌
あ
え
」

ぴ
ぼ
り
や
ふ
た
り
◇

を
与
え
て
編
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
が
、
当
を
得
た
解
釈
で
あ
ろ
う
。
宮
良
当
壮
氏
が
紹
介
し
た
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
「
兄
と
妹
」

（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
四
、
四
七
二
頁
、
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鯛
』
一
一
一
七
頁
）
に
は
、

左
Ｉ
立

長
間
出
で
え

長
間
と
い
う
と
こ
ろ
へ
出
て

い
し
や
い
め
－
本

い
し
や
い
め
－
（
食
用
野
草
）
の
根
を

い
ら

選
び
引
き

選
ん
で
引
き

■
Ｉ
ぢ
ぺ
Ｉ

真
地
道
入
り

真
地
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
て

と
う
ん
な
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ぱ
そ
－

和
名
は
バ
シ
ョ
ウ
科
の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
バ
シ
ョ
ウ
（
イ
ト
パ
シ
ョ
ウ
）
で
、
学
名
は
旨
巨
い
ロ
ケ
巴
ケ
ご
目
“
○
・
一
一
四
で
あ
る
。

東
南
ア
ジ
ア
原
産
の
多
年
生
草
本
で
、
幹
は
太
く
、
円
柱
状
で
直
立
す
る
。
葉
は
大
き
く
、
外
側
に
反
り
返
り
、
下
面
は
白
っ
ぽ
い

上
□

し
」
ぅ
の
‐
‐
菜
茎

と
う
の
Ｉ
菜
の
茎
を

い
⑤

選
び
摘
み

選
ん
で
摘
み

時
入
ら
な
あ

時
を
お
か
ず
に

や
Ｉ
⑥
ぺ
Ｉ

家
持
ち
這
入
仇
ソ

家
に
持
っ
て
入
り

ぴ
之

暇
／
、
と
（
な
あ

暇
を
と
ら
ず
に

家
持
ち
来
い

家
に
持
っ
て
帰
り

す
’
な
い
あ

蔬
盛
ぱ
寵
や
あ

和
え
物
を
和
え

み
た
り
◇

妹
し
」
一
一
人

妹
と
二
人
で

び
ぽ
勺
●

兄
Ｌ
」
’
一
人

兄
と
二
人
で

ん
■
ん
世

】
白
々
し
」

お
い
し
く

ん
き
ょ
う
り

い
た
だ
き

と
ば
こ
ば

香
々
Ｌ
」

香
ば
し
く

ん
き
ょ
う
っ
た
ゆ
う

食
べ
た
よ

と
、
「
と
う
の
－
菜
」
の
茎
を
和
え
物
に
し
た
こ
と
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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粉
を
帯
び
る
。
山
の
斜
面
や
川
辺
り
に
自
生
し
て
い
る
が
、
糸
を
と
る
た
め
に
栽
培
も
さ
れ
て
い
る
。
実
は
小
さ
く
て
種
子
が
多
く
、

堅
い
の
で
食
用
に
は
適
さ
な
い
。
幹
の
部
分
（
葉
の
基
部
）
の
繊
維
か
ら
と
れ
た
糸
で
芭
蕉
布
が
作
ら
れ
る
。
葉
は
食
べ
物
や
弁
当
を

包
ん
だ
り
、
皿
代
わ
り
に
な
っ
た
り
し
た
。
法
事
や
祝
い
事
の
際
の
大
量
の
食
材
を
並
べ
た
り
、
覆
っ
た
り
す
る
の
に
も
使
わ
れ
た
。

カ
ー
サ
ー
餅
と
い
え
ば
沖
縄
本
島
で
は
、
ゲ
ッ
ト
ウ
の
葉
を
用
い
る
こ
と
が
主
流
だ
が
、
八
重
山
地
方
で
は
豊
年
祭
に
イ
ト
バ
シ
ョ
ゥ

の
葉
で
餅
を
包
む
。
ま
た
高
熱
が
出
た
時
、
病
人
の
額
や
体
に
葉
を
あ
て
が
い
、
熱
取
り
と
し
て
利
用
し
た
。

古
謡
で
は
、
そ
の
芯
な
い
し
は
茎
の
白
さ
を
人
間
の
色
白
さ
に
瞼
え
て
い
ろ
。
例
え
ば
大
浜
の
「
芭
蕉
や
び
ち
ぃ
ジ
ラ
バ
」
（
『
八

重
山
古
謡
』
上
巻
四
七
四
頁
）
に
は
、

芭
蕉
や
び
ち
ぃ

芭
蕉
の
芯
は

白
さ
生
り
ば
し

白
い
生
ま
れ

と
、
芭
蕉
の
芯
が
白
色
で
あ
る
こ
と
を
謡
い
、
役
人
の
子
は
出
生
か
ら
し
て
役
人
の
よ
う
な
生
ま
れ
で
、
親
の
血
統
の
よ
い
と
こ
ろ

の
子
は
親
に
似
て
す
ば
ら
し
い
子
が
生
ま
れ
る
比
愉
と
し
て
い
る
。

ま
た
石
垣
の
「
イ
ソ
ダ
レ
ュ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
二
六
七
頁
）
は
、
富
貴
な
家
に
生
ま
れ
、
着
こ
な
し
も
よ
く
、
書
道

に
も
た
け
て
い
た
と
い
う
イ
ソ
ダ
レ
と
い
う
男
を
褒
め
称
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

い
ん
だ
れ
ぬ
生
り
や

い
ん
だ
れ
の
生
ま
れ
は

上
々

芭
蕉
ぬ
茎
白
さ
生
り

芭
蕉
の
茎
の
よ
う
な
白
い
生
ま
れ

と
、
こ
こ
で
は
イ
ソ
ダ
レ
と
い
う
個
人
の
出
生
に
つ
い
て
の
比
嶮
と
し
て
芭
蕉
の
茎
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
ぼ
す
ぽ
－
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
七
二
頁
）
に
は
、

の
Ｉ

び
ら
ま
ぼ
す
ぽ
－
何
ぼ
す
ぽ
１

男
の
禅
は
ど
う
い
う
も
の
か
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な
お
黒
島
の
「
い
し
が
－
ぬ
金
盛
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
二
一
三
頁
）
に
は
、
芭
蕉
の
幹
で
作
っ
た
船
が
見
え
る
。

芭
蕉
船
ば
作
り
よ
う
り

芭
蕉
の
船
を
作
っ
て
下
さ
い

虫
ぬ
船
ぱ
い
ば
し

虫
の
船
を
こ
し
ら
え
て
下
さ
い

こ
こ
で
の
船
は
、
作
物
に
害
虫
が
つ
か
な
い
よ
う
に
、
昆
虫
を
捕
ま
え
て
海
に
流
す
虫
払
い
の
行
事
に
用
い
ら
れ
る
船
の
こ
と
で
あ

る
。
但
し
古
謡
は
宮
古
の
与
那
国
征
討
に
関
わ
る
も
の
で
、
金
盛
と
い
う
豊
見
上
が
親
戚
関
係
を
結
ぼ
う
と
与
那
国
に
渡
っ
た
が
拒
否

さ
れ
た
た
め
、
虫
払
い
の
芭
蕉
の
船
に
炬
火
を
つ
け
て
海
に
流
し
て
帰
島
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
、
安
心
し
て
寝
静
ま
っ
た
時
を

見
計
ら
い
島
人
を
殺
害
す
る
が
、
乙
女
た
ち
の
決
死
の
行
動
に
よ
り
殺
數
を
止
め
宮
古
に
帰
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

芭
蕉
な
い
紅
露
染
め

芭
蕉
布
を
紅
露
と
い
う
染
色
材
料
で
染
め
た
も
の
だ

と
、
糸
芭
蕉
か
ら
取
っ
た
繊
維
で
織
っ
た
芭
蕉
布
の
棒
が
見
え
る
。

新
川
の
「
左
や
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
七
八
頁
）
に
は
、

芭
蕉
縄
さ
－
リ

芭
蕉
の
縄
で

か
い
ぶ
ら
れ

掻
き
縛
ら
れ

藁
縄
さ
－
リ

藁
縄
で

ふ
ん
た
ぱ
ら
れ

が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ

と
、
芭
蕉
で
綱
っ
た
綱
が
見
え
る
。

こ
の
古
謡
の
中
で
は
、

芭
蕉
本
に
な
い
》

ジ
プ
タ
竹
に
切
叱

な
い
ぱ
し

切
り
ば
し

芭
蕉
の
株
を
な
ぎ
倒
す
よ
う
に

ジ
プ
タ
竹
を
切
り
倒
す
よ
う
に
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ろ
｡

び
１
る

和
名
は
サ
ト
イ
モ
科
の
ク
ワ
ズ
イ
モ
で
、
学
名
は
シ
一
○
８
の
蔵
。
」
・
【
四
ｍ
目
８
で
あ
る
。

荒
山
地
や
原
野
、
林
緑
、
畑
の
周
辺
な
ど
身
近
に
見
ら
れ
る
大
型
の
多
年
草
本
で
、
大
き
な
も
の
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
近
く
に
も

な
る
。
葉
は
長
い
柄
の
あ
る
広
卵
状
の
矢
じ
り
形
で
、
茎
の
先
の
方
に
束
生
す
る
。
花
梗
は
葉
の
つ
け
根
か
ら
出
て
肉
穂
花
序
を
包
む
。

仏
炎
包
は
黄
緑
色
。
実
は
赤
く
熟
す
る
。
根
茎
は
大
き
な
イ
モ
と
な
り
、
サ
ト
イ
モ
や
田
芋
に
似
て
い
る
が
食
べ
ら
れ
な
い
。
和
名
は

こ
の
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
草
全
体
が
有
糠
で
、
液
汁
が
皮
膚
に
つ
く
と
か
ゆ
く
な
り
、
炎
症
を
お
こ
す
。
つ
や
の

あ
る
広
い
葉
は
、
物
を
包
ん
だ
り
、
か
ぶ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
植
物
は
竹
富
の
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
〈
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
三
五
頁
）
に
、
松
金
が
頭
職
を
拝
命
し
、
正
月
早
期
の
遥
拝
式

に
臨
席
す
る
時
の
礼
服
の
色
の
比
喰
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

青
絹
や

青
絹
布
の
衣
装
は

び
－
る
山

び
－
ろ
山
の

と
、
も
う
一
カ
所
芭
蕉
の
記
事
が
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
は
島
人
の
殺
害
状
況
の
比
嶮
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
松
金
が
着
た
青
絹
布
の
衣
装
は
山
に
ク
ワ
ズ
イ
モ
が
生
い
茂
っ
た
光
景
の
よ
う
に
青
々
と
輝
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

青
絹
や

び
－
る
山

た
ら
し

よ
う
だ
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和
名
は
イ
ラ
ク
サ
科
の
マ
オ
で
、
学
名
は
団
○
の
声
の
『
】
囚
昌
ぐ
田
の
目
昌
呂
で
あ
る
。

高
さ
一
’
二
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
亜
高
木
。
葉
は
広
卵
形
で
長
さ
八
’
十
五
セ
ソ
チ
に
も
な
り
、
裏
面
に
は
白
毛
が
あ
る
。
花
は
円

錐
花
序
に
つ
く
が
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
。
葉
や
茎
を
ち
ぎ
る
と
ほ
の
か
な
芳
香
が
あ
る
。
一
般
に
苧
麻
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
樹
皮
か

ら
繊
維
が
と
れ
る
。
そ
の
繊
維
の
こ
と
も
「
ぶ
Ｉ
」
と
よ
ぶ
。
苧
麻
が
栽
培
さ
れ
る
以
前
は
、
山
野
に
自
生
す
る
ノ
ヵ
ラ
ム
シ
を
利
用

し
て
い
た
よ
う
で
、
一
四
七
七
年
に
与
那
国
島
近
海
で
救
助
さ
れ
た
済
州
島
の
漂
流
民
の
見
聞
記
（
『
季
朝
実
録
』
所
収
）
に
、
「
麻
・

木
綿
な
し
。
亦
蚕
を
養
わ
ず
。
た
だ
苧
を
織
り
て
布
と
な
す
。
」
と
見
え
る
苧
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
に
入
り
琉
球
王
府
は
苧

麻
の
栽
培
を
奨
励
し
、
「
ぶ
－
」
で
織
ら
れ
た
布
は
婦
女
子
の
人
頭
税
と
し
て
王
府
へ
貢
納
さ
れ
た
。

沖
縄
で
は
、
ひ
ど
く
驚
い
た
時
や
事
故
に
遭
っ
た
時
な
ど
、
魂
の
一
部
が
抜
け
落
ち
る
と
信
じ
ら
れ
、
魂
を
元
に
戻
す
マ
ブ
ャ
ー
グ

ミ
の
風
習
が
あ
る
。
八
重
山
で
は
そ
の
マ
プ
ャ
ー
グ
ミ
の
際
に
「
ぶ
－
」
が
用
い
ら
れ
ろ
。
例
え
ば
繊
維
状
の
「
ぶ
－
」
に
い
く
つ
か

の
結
び
目
を
作
り
、
輪
に
し
て
手
首
や
首
に
巻
い
た
り
す
る
。

歌
謡
の
中
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
貢
納
布
と
の
関
連
で
出
て
く
る
。
ま
ず
平
得
の
「
新
城
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
上
巻
三
七
六

頁
）
は
、
ア
ラ
グ
シ
ク
と
称
す
る
村
に
生
ま
れ
た
女
童
に
つ
い
て
、

い
み
し
や
か
ら

幼
少
の
頃
か
ら

ぶ
う
ん
女
が

苧
麻
を
紡
ぐ
の
が
上
手
な
娘
が

生
り
や
と
う
り

生
ま
れ
て
い
た

ぶ
Ｉ

（
中
略
）

な
ら
掴
ぬ

自
分
の
櫃
の
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満
ち
余
り

満
ち
余
る
程

ぶ
ば
う
み

苧
麻
を
紡
ん
で
い
た

と
謡
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
竹
富
の
「
は
ら
だ
て
い
ぬ
マ
ブ
リ
ョ
ウ
マ
ュ
ソ
タ
」
〈
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
三
一
一
一
頁
）
に
も
、

五
歳
な

五
歳
の
時
に
は

ぶ
ｌ
ま
ん
－
み

苧
麻
糸
を
紡
い
で

名
取
ら
り
よ

賞
賛
さ
れ
た

と
、
織
物
の
天
才
少
女
の
こ
と
を
謡
っ
た
古
謡
が
あ
る
。

さ
ら
に
波
照
間
の
「
古
見
浦
い
み
や
ら
ぴ
ア
ユ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
五
六
頁
）
「
な
し
い
な
村
船
頭
ぬ
家
ジ
ラ
パ
」

（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
五
七
一
頁
）
「
ま
へ
ら
ち
ユ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
六
一
頁
）
に
も
、
「
し
る
ぶ
む
と
う
（
白

い
苧
麻
糸
）
」
を
紡
ぐ
婦
女
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

新
城
島
の
苧
麻
は
特
に
良
質
だ
っ
た
よ
う
で
、
竹
富
の
「
仲
筋
ぬ
ヌ
ベ
ー
マ
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
二
二
七
頁
）
に
は
、
一
人

娘
の
ヌ
ベ
ー
マ
を
新
城
島
の
役
人
の
賄
女
と
し
て
嫁
が
せ
た
の
は
、

赤
麺
ぬ
ゆ
い
ん
ど
う

赤
璽
の
故
に

し
ろ
み
ぶ
ぬ
欲
し
や
ん
ど
う

白
い
苧
麻
が
欲
し
い
た
め
に

と
、
赤
喪
と
白
い
苧
麻
の
た
め
だ
と
謡
わ
れ
て
い
る
。

新
川
の
「
大
本
綴
ア
ョ
ウ
」
（
『
八
重
山
古
謡
ウ
』
上
巻
二
七
七
頁
）
に
、

赤
苧
麻

赤
苧
麻
の

二
十
舛
ぬ

極
細
上
の
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御
用
布

御
用
布
で
あ
る

と
見
え
る
赤
苧
麻
の
布
は
、
最
高
級
の
御
用
布
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

大
浜
の
「
マ
ミ
ド
ウ
マ
ジ
ラ
バ
」
（
『
大
浜
の
古
謡
集
』
三
一
一
頁
）
に
は
、

む

あ
じ
ぃ
ら
ぶ
－
ぬ
生
い
そ
－
ん
や

あ
じ
ぃ
ら
ぶ
ｌ
ば
生
え
る
よ
う
に

か
た
が
－
ぶ
－
ぬ
生
い
そ
－
ん
や

か
た
が
Ｉ
ぶ
ｌ
が
生
え
る
よ
う
に

と
、
「
あ
じ
ぃ
ら
ぶ
－
」
「
か
た
が
－
ぶ
１
」
と
出
て
く
る
が
、
「
あ
じ
ぃ
ら
」
は
畦
、
「
か
た
が
－
」
は
風
が
吹
き
こ
ま
な
い
よ
う

に
し
た
場
所
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
苧
麻
を
植
え
た
場
所
に
よ
る
名
称
で
あ
ろ
う
。

竹
富
の
「
深
山
蜘
蛛
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
七
五
頁
）
は
、
あ
る
男
が
「
ぶ
む
と
う
無
ん
蜘
蛛
ざ
ぎ
ど
う
（
苧

麻
糸
の
な
い
蜘
蛛
で
さ
え
も
）
」
網
を
張
り
蝿
や
蚊
を
捕
ま
え
て
い
る
と
し
て
、
発
奮
し
成
功
を
お
さ
め
た
と
い
う
内
容
の
古
謡
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
ぶ
１
の
糸
と
蜘
蛛
の
糸
を
か
ら
め
た
巧
み
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
波
照
間
に
吹
く
風
に
つ
い
て
謡
っ
た

「
く
く
る
澱
ア
ユ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
五
六
二
頁
）
で
は
、

我
が
親
ぬ

わ
が
親
が

植
ぴ
や
る

植
え
て
あ
る

ま
ぶ
ん
だ
き

苧
麻
の
よ
う
仁

と
、
風
根
の
強
さ
を
苧
麻
の
根
の
強
さ
に
輪
え
て
い
る
。

ま
む
て
ぃ
か
ん
だ

石
垣
の
方
一
一
一
口
で
は
ピ
．
ハ
ー
ジ
ィ
と
い
う
。
和
名
は
コ
シ
ョ
ウ
科
の
ヒ
ハ
ッ
モ
ド
キ
で
、
学
名
は
勺
冒
の
『
Ｈ
２
『
ｏ
守
凹
ｏ
目
曰
く
昌
一
で
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イ
ソ
ド
シ
ナ
・
ジ
ャ
ワ
・
マ
レ
ー
原
産
の
つ
る
性
草
本
で
、
四
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
長
さ
に
な
る
。
葉
は
長
楕
円
形
で
、
先
は
尖
り
、

表
面
に
つ
や
が
あ
る
。
果
実
は
円
錐
形
で
長
さ
三
セ
ソ
チ
く
ら
い
で
、
や
が
て
赤
く
熟
す
。
葉
や
実
に
は
独
特
の
香
り
が
あ
り
、
食
用

に
供
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
菜
を
細
か
く
刻
ん
で
炊
き
ご
飯
に
入
れ
た
り
、
山
羊
汁
に
入
れ
て
食
す
。
ま
た
辛
味
が
あ
る
実
は
、
蒸

し
て
乾
燥
さ
せ
、
粉
に
し
て
香
辛
料
を
作
る
。

こ
の
植
物
は
与
那
国
の
「
か
ん
た
世
ド
ゥ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
七
九
頁
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

ま
む
て
い
か
ん
だ

ま
む
て
ぃ
か
ん
だ

ぐ
し
く
か
ん
だ

石
垣
に
か
ら
む
蔓
が

は
ゆ
た
ば

桑
の
木
に
お
い
か
ぶ
っ
て
い
た

ま
む
て
い
か
ん
だ

ま
む
て
ぃ
か
ん
だ

ぐ
し
く
か
ん
だ

石
垣
に
か
ら
む
蔓
を

と
う
り
や
は
ん
し

取
り
除
き

な
お
、
以
前
は
八
重
山
地
方
の
ど
の
集
落
で
も
石
垣
に
は
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
普
及
に
よ
り
か
な
り
少
な

く
な
っ
た
。
対
語
の
「
ぐ
し
く
か
ん
だ
」
の
ぐ
し
く
は
石
垣
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
植
物
の
特
徴
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の

あ
る
。

ま
ん
つ
ぁ
・
や
ま
く
に
ぶ

で
あ
る
。

和
名
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
科
の
モ
ロ
コ
シ
ソ
ウ
で
、
学
名
は
Ｆ
枡
目
四
・
三
四
切
涛
・
蚕
目
囚
巨
昼
・
で
あ
る
。
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ゆ
し
い
き
い

和
名
は
イ
ネ
科
の
ス
ス
キ
で
、
学
名
は
冨
厨
８
口
日
巨
い
い
旨
の
口
⑰
】
⑫
缶
且
の
厨
・
で
あ
る

各
地
の
原
野
に
大
型
の
多
年
生
草
本
で
、
大
き
な
も
の
は
、
高
さ
二
・
五
’
三
〆
１
ト
ル
に
も
な
る
。
沖
縄
で
は
ス
ス
キ
の
名
の
っ

石
灰
岩
地
帯
の
林
野
に
多
く
見
ら
れ
る
多
年
生
草
本
。
茎
は
直
立
し
て
高
さ
一
一
十
’
七
十
セ
ソ
チ
く
ら
い
で
、
葉
は
膜
質
で
卵
状
披

針
形
を
し
て
い
る
。
黄
色
の
鐘
状
の
花
が
葉
の
つ
け
根
か
ら
細
長
い
柄
を
出
し
、
下
向
き
に
咲
く
。
果
実
は
球
形
で
白
色
で
あ
る
。
葉

を
乾
燥
さ
せ
る
と
独
特
な
香
気
を
発
散
し
虫
除
け
に
も
な
る
の
で
、
家
の
中
や
玄
関
に
吊
り
下
げ
た
り
、
箪
笥
の
中
に
入
れ
た
り
す
る
。

こ
の
植
物
は
与
那
国
の
「
す
ゆ
り
で
い
ぬ
ド
ゥ
ソ
タ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
九
一
頁
）
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
首
里
の
子
が

傾
倒
し
た
女
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
。

う
み
や
す
い
か
だ
い
や

思
っ
て
い
る
女
性
の
匂
い
は

そ
よ
り
ま
ん
た
か
だ
い
ど
ぅ
す

そ
よ
り
ま
ん
た
の
匂
い
が
す
る

恐
ら
く
、
そ
の
女
性
は
い
つ
も
モ
ロ
コ
シ
ソ
ウ
の
匂
い
が
染
み
つ
い
た
衣
装
を
着
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
小
浜
の
「
ひ
や
ん
だ
ん
岳
ア
ョ
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
鯛
』
一
六
九
頁
）
で
は
、
ひ
や
ん
だ
ん
岳
の
上
の
道
は

山
乙
女
の
通
う
道
、
下
の
道
は
磯
乙
女
の
通
う
道
だ
と
い
い
、
磯
藻
の
匂
い
が
す
る
磯
乙
女
に
対
し
て
、

山
女
童
ぬ
か
ん
ざ
や

山
乙
女
の
匂
い
は

山
九
年
母
ぬ
か
ん
ざ
と
す

山
九
年
母
の
匂
い
が
す
る

と
、
山
乙
女
の
匂
い
は
山
九
年
母
の
匂
い
が
す
る
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
山
に
住
ん
で
い
る
と
モ
ロ
コ
シ
ソ
ウ
が
い
つ
で
も
手
軽
に
得
ら

れ
る
た
め
、
そ
の
乾
燥
さ
せ
た
葉
か
ら
出
る
芳
香
が
衣
服
や
体
に
染
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
謡
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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く
植
物
に
、
ト
キ
ワ
ス
ス
キ
、
ス
ス
キ
、
ハ
チ
ジ
ョ
ウ
ス
ス
キ
、
イ
ト
ス
ス
キ
、
ヨ
シ
ス
ス
キ
、
ヒ
ト
モ
ト
ス
ス
キ
な
ど
が
あ
る
が
、

ス
ス
キ
の
仲
間
は
前
の
四
種
で
あ
る
。
ス
ス
キ
の
名
は
「
す
く
す
く
立
つ
木
（
草
）
」
の
意
味
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

八
重
山
で
は
昔
か
ら
十
五
夜
に
ス
ス
キ
を
供
え
る
習
慣
が
あ
る
。
葉
を
根
本
か
ら
切
っ
て
魔
除
け
の
サ
ソ
を
結
ん
だ
り
、
細
か
く
切
っ

て
堆
肥
を
作
る
な
ど
、
生
活
の
中
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
花
が
咲
き
終
わ
っ
た
あ
と
、
穂
を
束
ね
て
ほ
う
き
も
作
る
。

こ
う
し
た
「
ゆ
し
い
き
と
は
各
地
の
稲
作
に
関
わ
る
歌
謡
の
中
で
謡
わ
れ
て
い
る
。

川
平
の
「
ま
ゆ
ん
が
な
し
」
が
唱
え
る
カ
ソ
フ
チ
ィ
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一
二
頁
）
に
は
、

ゆ
し
い
き
い
だ
き

ス
ス
キ
の
よ
う
に

い
ば
い
だ
き
ぬ
ん
ぐ
と
う
に

力
芝
草
の
よ
う
に

む
と
う
い
さ
か
い

繁
茂
し
て

と
あ
り
、
西
表
租
納
の
「
稲
が
種
ア
ョ
ウ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
四
六
五
頁
）
と
「
田
植
ぴ
ジ
ラ
ー
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻

ゆ
し
い
き
い
だ
き

ス
ス
キ
の
よ
う
に

い
ば
い
草

力
芝
草
の
よ
う
に

む
と
う
よ
う
り

分
蘂
し
て
繁
茂
し
て
下
さ
い

と
あ
る
。
ま
た
竹
富
の
「
根
う
り
ユ
ソ
タ
」
お
よ
び
「
ま
み
ど
１
」
に
は
、

ゆ
し
い
き
い
だ
ぎ
栄
り
ょ
う
り

ス
ス
キ
の
よ
う
に
栄
え
て
下
さ
い

い
ば
ん
だ
ぎ
む
と
う
よ
う
り

力
芝
草
の
よ
う
に
繁
茂
し
て
下
さ
い

と
あ
り
、
与
那
国
の
「
稲
が
種
子
ア
ョ
ウ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
七
五
頁
）
に
は
、

い
ば
い
だ
き

む
と
う
い
』

と
あ
り
、
西
表
租
錨

四
九
五
頁
）
に
も
、
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し
か
し
竹
富
の
「
イ
ダ
フ
ソ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
’
四
四
頁
）
に
、
イ
ダ
フ
ソ
ビ
ギ
ロ
ー
マ
と
い

う
男
が
、
畑
に
出
て
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
「
ゆ
し
き
い
か
た
ん
が
す
で
い
ち
い
か
た
ん
が
居
り
て
ぬ
思
い
う
ど
う
」
と
あ
る
よ

う
な
、
雨
宿
り
で
き
る
場
所
で
は
な
い
。

な
お
枯
れ
た
ス
ス
キ
は
茅
と
同
様
、
火
を
燃
や
す
の
に
適
し
て
い
る
。
ぱ
な
り
焼
き
の
工
程
を
謡
っ
た
竹
富
の
「
ぱ
な
り
焼
き
ア
ョ
ー
」

〈
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
’
七
六
頁
）
に
は
、
「
柏
ス
ス
キ
し
焼
き
す
け
」
と
見
え
る
。
ま
た
与
那
国
の
「
ゆ
な
は
は

ら
節
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
六
一
八
頁
）
で
は
、
月
夜
の
浜
遊
び
で
与
那
覇
原
の
乙
女
を
見
初
め
た
男
が
、
急
い
で

家
に
一
戻
り
、
お
ば
あ
さ
ん
に
彼
女
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
が
、
暗
い
の
で
夜
が
明
け
る
ま
で
待
ち
な
さ
い
と
い
わ
れ
、
夜
明
け
ま
で
待

て
な
い
、
今
す
ぐ
自
分
が
選
ん
だ
乙
女
を
見
て
欲
し
い
と
、

丸
い

藁
炬
火
ん
で
ん
あ
い
ど
す
る

藁
の
炬
火
も
あ
る
で
は
な
い
か

ど
し
き
た
い
ん
で
ん
あ
り
ど
す

ス
ス
キ
の
炬
火
も
あ
る
で
は
な
い
か

ど
う
し
き
だ
き
で
き
ら
し
よ
う
り

ス
ス
キ
の
よ
う
に
成
育
さ
せ
て
下
さ
い

い
ひ
や
だ
き
で
き
ら
し
よ
う
り

力
芝
草
の
よ
う
に
生
長
さ
せ
て
下
さ
い

と
あ
る
。
「
波
照
間
島
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
四
○
○
頁
）
に
も
同
様
な
歌
詞
が
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
ス
キ
は
強
靭
な
根
を
有
す
る
た
め
、
稲
の
発
育
を
そ
れ
に
あ
や
か
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
ス
ス
キ
の
茂
み
は
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
で
も
あ
る
。
波
照
間
の
「
ナ
カ
マ
イ
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下
巻
六
五
一

頁
）
に
は
、
「
茅
ぬ
下
ゆ
し
き
い
下
あ
り
ど
う
し
」
と
見
え
、
登
野
城
の
「
あ
か
ん
に
田
ユ
ソ
タ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八

重
山
篇
』
三
五
九
頁
）
に
も
「
ゆ
す
ぎ
む
ら
し
か
に
ん
き
－
ぬ
側
な
ん
が
」
男
女
が
腕
や
股
を
か
ら
め
て
寝
た
こ
と
が
謡
わ
れ
て

い
る
。
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ゆ
り和
名
は
ユ
リ
科
の
テ
ッ
ポ
ウ
ュ
リ
で
、
学
名
は
ロ
』
旨
日
一
目
、
＆
・
日
日
目
ワ
Ｅ
５
．
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
岩
場
か
ら
山
裾
の
原
野
に
か
け
て
見
ら
れ
る
多
年
生
草
本
で
、
沖
縄
で
は
単
に
ユ
リ
と
い
う
場
合
に
は
こ
の
種
を
指
す
。

地
下
に
は
球
状
ま
た
は
一
局
球
形
の
鱗
茎
が
あ
り
、
鱗
片
は
淡
黄
色
を
し
て
い
る
。
葉
は
線
状
披
針
形
で
先
は
尖
っ
て
い
る
。
春
に
芳
香

の
あ
る
純
白
色
の
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
。

こ
の
花
は
、
小
浜
の
「
う
ろ
ん
っ
い
ん
い
ジ
ラ
マ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
二
四
六
頁
）
に
、

百
合
ぬ
花

百
合
の
花
が

白
さ
美
し
や

白
く
美
し
く

咲
き
ぱ
し

咲
い
て
い
る

ま
た
新
城
の
「
く
Ｌ

う
な
歌
詞
が
見
え
る
。

こ
の
花
は
、
小
》

百
合
ぬ
花

白
さ
美
し
や

咲
き
ぱ
し

と
謡
わ
れ
て
い
る
。

藁
炬
火
ん
き
火
ば
く
み
て

藁
の
炬
火
に
火
を
入
れ

ど
し
き
た
い
ば
あ
が
ら
し

ス
ス
キ
の
炬
火
で
明
る
く
し

と
せ
が
む
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
藁
の
炬
火
と
並
ん
で
ス
ス
キ
の
炬
火
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
炬
火
に
つ
い
て
は
、
石
垣

の
「
し
ゃ
が
む
や
－
」
に
も
見
え
る
。

う
ふ
ど
う
も
し
じ
虫
ぶ

大
道
頂
登
て
ぃ

「
く
い
ぬ
ぱ
な
節
」
（
『
八
重
山
民
謡
誌
』
一
一
六
六
頁
）
に
は
、
百
合
の
花
の
色
と
白
い
カ
ヵ
ソ
を
か
け
た
、
次
の
ょ

大
道
岡
の
頂
上
に
登
っ
て
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和
名
は
キ
ク
科
の
ホ
ソ
バ
ワ
ダ
ソ
で
、
学
名
は
房
の
瓜
⑪
」
目
８
。
］
四
国
の
蔚
顛
・
で
あ
る
。

海
岸
近
く
の
岩
場
か
ら
山
裾
に
か
け
て
見
ら
れ
る
多
年
生
草
本
。
茎
は
時
に
木
化
し
、
高
さ
十
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
な
り
、

多
数
の
枝
を
四
方
に
伸
ば
し
て
広
が
る
。
葉
は
、
へ
ら
状
長
楕
円
形
で
、
先
は
円
い
か
、
ま
た
は
鈍
く
尖
り
、
茎
や
枝
の
先
に
ロ
ゼ
ッ

ト
状
に
集
ま
る
。
苦
味
が
強
く
、
胃
腸
薬
に
な
る
。
生
葉
の
青
汁
を
服
用
す
る
他
、
肉
汁
や
魚
汁
に
入
れ
て
食
べ
る
。
特
に
海
岸
の
岩

場
で
潮
風
を
受
け
て
い
る
も
の
ほ
ど
薬
効
が
大
き
い
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
植
物
は
、
前
述
し
た
「
と
う
ん
な
」
と
同
じ
く
「
山
崎
ぬ
ア
ブ
ジ
ャ
ー
マ
節
」
の
一
節
に
出
て
く
る
。
ま
た
宮
良
当
壮
氏
が
紹

介
し
た
「
越
地
節
」
（
『
宮
良
当
壮
全
集
』
ｕ
、
三
六
六
頁
）
に
は
、

ｂ
ぶ
ど
う

親
ぬ
持
た
し
ょ
う
ろ
夫
や

親
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
夫
は

あ
が
る

東
か
い
見
り
ば

東
の
方
を
見
る
と

百
合
ぬ
花
で
ぃ
見
り
ぱ

百
合
の
花
と
見
て
い
た
の
は

か
か
ん

と
争
冤
Ｃ
が
下
装

マ
ル
（
と
い
う
名
の
女
性
）
の
カ
カ
ソ
で
は
な
い
か

首
里
・
那
覇
で
作
ら
れ
、
八
重
山
に
伝
播
し
た
と
思
わ
れ
る
小
浜
の
「
は
ぴ
ら
」
（
琉
球
大
学
八
重
山
芸
能
研
究
会

童
山
芸
能
発
表
会
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
」
九
頁
）
と
い
う
若
衆
踊
り
の
「
出
羽
」
の
歌
詞
の
一
節
に
も
、

春
や
野
ん
山
に

春
は
野
も
山
も

ゆ
い

百
〈
ロ
ぬ
花
盛
い

百
合
の
花
盛
り
で
あ
る

ん
が
な ゆ
い

百
〈
ロ
ぬ

と
見
え
る
。

「
第
九
回
八
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い
す
ば
た

磯
端
ぬ

と
あ
る
。

八
重
山
歌
謡
全
体
の
中
に
占
め
る
植
物
群
は
、
動
物
や
天
体
お
よ
び
自
然
現
象
を
凌
駕
し
て
お
り
、
そ
の
種
類
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
「
山
の
木
節
」
や
「
山
樫
根
ア
ョ
ウ
」
「
野
底
浜
ア
ョ
ウ
」
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」
の
よ
う
に
、
一
つ
の
古
謡
の

歌
詞
の
ほ
と
ん
ど
が
植
物
を
題
材
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
の
叙
事
的
古
謡
で
は
、
長
い
歌
詞
の
一
節
に
お
い
て
植
物
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
中
に
は
主
題
と
は
直
接
関
係
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
同
一
植
物
で
も
歌
謡
に
よ
っ
て
取
り

上
げ
方
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
個
々
の
植
物
が
八
重
山
歌
謡
の
中
で
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
を

鳥
戯
す
る
た
め
に
一
つ
の
分
類
を
試
み
て
お
き
た
い
。

Ｉ
比
輸
的
表
現

（
イ
）
人
間
に
関
わ
る
も
の

①
あ
で
ふ
（
ア
デ
ク
）
の
堅
さ
↓
人
間
の
体
の
丈
夫
さ
…
「
川
平
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
」

②
う
し
く
（
ア
コ
ウ
）
が
松
を
抱
く
↓
恋
人
を
抱
く
…
「
平
良
と
ど
ろ
き
」

③
か
し
ぃ
（
ウ
ラ
ジ
ロ
カ
シ
）
枝
の
交
差
↓
男
女
の
交
わ
り
…
「
ぱ
い
さ
き
ょ
だ
ジ
ラ
バ
」
の

④
が
じ
ま
る
（
ガ
ジ
ュ
マ
ル
）
気
根
の
抱
石
↓
恋
人
同
士
の
抱
擁
…
「
と
う
が
に
す
ざ
１
」

ん
が
な

二
謡
法
上
の
分
類 磯
端
に
生
え
て
い
る
ん
が
た
の
よ
う
な
も
の
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〃
木
の
曲
が
り
↓
人
間
の
ひ
ね
く
れ
た
心
・
：
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」

〃
枝
持
ち
の
よ
さ
↓
乙
女
の
容
貌
の
よ
さ
：
．
「
大
浜
が
じ
ま
る
節
」

⑤
か
ね
－
ら
（
ハ
マ
ゴ
ゥ
）
の
木
か
ら
船
材
が
取
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
…
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
（
ア
ユ
）
」

⑥
き
だ
（
リ
ュ
ゥ
キ
ュ
ゥ
コ
ク
タ
ソ
）
の
枝
葉
の
繁
茂
↓
村
の
繁
栄
…
「
マ
ソ
ノ
ウ
マ
節
」

⑦
き
ゃ
ん
ぎ
（
イ
ヌ
マ
キ
）
か
ら
船
材
が
取
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
…
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
（
ア
ユ
）
」

⑧
く
う
じ
（
ト
ゥ
ヅ
ル
モ
ド
キ
）
を
割
い
た
形
↓
腹
を
上
に
し
て
寝
た
姿
…
「
ぱ
い
ふ
た
フ
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

⑨
く
ば
（
ピ
ロ
ゥ
）
葉
が
風
で
左
右
に
揺
れ
る
↓
噂
の
否
定
・
・
・
「
く
い
が
ま
節
」

〃
木
か
ら
船
材
が
取
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
．
：
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
（
ア
ユ
）
」

⑩
く
ぱ
で
ー
さ
（
モ
モ
タ
マ
ナ
）
の
枝
持
ち
の
よ
さ
↓
乙
女
の
身
持
ち
の
よ
さ
…
「
石
ぬ
屏
風
節
」

⑪
さ
く
ら
（
ヒ
ヵ
ソ
ザ
ク
ラ
）
の
花
の
美
し
さ
↓
乙
女
の
美
し
さ
…
「
古
見
ぬ
浦
節
」
「
桃
里
節
」

⑫
し
い
と
う
ち
ぃ
（
ソ
テ
ッ
）
焼
け
た
蘇
鉄
↓
西
表
の
乙
女
の
色
黒
さ
…
「
竹
富
ぬ
ぎ
ら
い
ち
・
ヱ
ー
ま
ユ
ソ
タ
」

⑬
じ
ぐ
（
デ
ィ
ゴ
）
か
ら
四
寸
角
の
材
木
が
一
一
一
本
取
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
…
「
野
底
浜
ア
ユ
〈
波
照
間
〉
」

⑭
す
ん
む
と
う
（
シ
マ
オ
オ
タ
ニ
ワ
タ
リ
）
の
木
の
曲
が
り
↓
人
間
の
ひ
ね
く
れ
た
心
…
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」

⑮
ま
つ
（
リ
ュ
ゥ
キ
ュ
ゥ
マ
ツ
）
か
ら
唐
船
の
竜
骨
が
と
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
…
「
と
－
が
に
す
ざ
－
」

⑯
ま
－
に
（
ク
ロ
ッ
グ
）
の
心
皮
〈
柔
和
〉
・
芭
蕉
の
茎
〈
白
〉
↓
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
親
に
似
る
…

「
芭
蕉
や
び
ち
ぃ
ジ
ラ
バ
」
「
い
ん
だ
れ
ユ
ソ
タ
」

⑰
び
ん
に
き
（
オ
ヒ
ル
ギ
）
の
曲
が
り
↓
人
間
の
ひ
ね
く
れ
た
心
…
「
び
ん
に
木
ユ
ソ
タ
」

⑱
ふ
が
ら
（
ク
ロ
ッ
ク
の
葉
鞘
の
基
部
に
で
き
る
黒
い
繊
維
）
↓
陰
毛
…
「
し
ゃ
が
む
や
－
」
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⑲
山
ざ
み
（
ツ
ル
ァ
ダ
ソ
）
の
幹
の
節
↓
深
い
思
い
（
何
度
も
逢
い
に
来
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
）
・
・
・
「
古
見
ぬ
浦
節
」

⑳
や
丈
ふ
く
ん
（
ウ
ラ
ジ
ロ
ェ
ノ
キ
）
の
生
長
↓
個
人
の
出
世
…
「
マ
ソ
ノ
ゥ
マ
節
」

⑳
や
ら
ぶ
（
テ
リ
ハ
ポ
ク
）
種
子
の
形
〈
転
が
る
〉
↓
帰
還
（
親
が
一
人
息
子
の
帰
り
を
待
つ
気
持
ち
）
・
・
・
「
や
ら
ぶ
種
子
ア
ュ
ー
」

木
か
ら
船
材
が
取
れ
る
ま
で
↓
不
変
の
契
り
…
「
野
底
浜
ユ
ソ
タ
（
ア
ユ
）
」

〃

⑳
ん
承
（
ウ
メ
）
花
の
香
り
↓
乙
女
の
美
し
さ
・
・
・
「
古
見
ぬ
浦
節
」

⑳
ば
そ
う
〈
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
パ
シ
ョ
ウ
）
の
株
↓
人
間
の
林
立
し
て
い
る
様
…
「
い
し
が
－
ぬ
金
盛
ユ
ソ
タ
」

＠
は
ま
さ
き
ぶ
・
は
ま
さ
で
い
く
〈
ハ
マ
ユ
ウ
）
の
色
↓
乙
女
の
体
が
白
く
美
し
い
…
「
南
さ
こ
だ
ジ
ラ
マ
」
「
マ
ッ
ー
ー
ャ
マ
節
」

⑳
か
に
ふ
ん
（
エ
ピ
ヅ
ル
）
の
実
↓
女
の
目
…
「
し
ゃ
が
む
や
－
」

⑳
ん
が
な
（
ホ
ソ
・
ハ
ワ
ダ
ソ
）
の
苦
さ
↓
親
の
決
め
た
夫
…
「
越
地
節
」

①
あ
だ
ん
（
ア
ダ
ソ
）
の
柱
↓
貧
家
…
「
松
金
ユ
ソ
タ
」

②
く
Ｉ
る
（
オ
キ
ナ
ワ
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
）
染
め
↓
交
接
の
際
の
汚
れ
・
・
・
「
ぼ
す
ぽ
－
節
」

③
じ
ぐ
・
ず
ぐ
（
デ
イ
ゴ
）
の
花
↓
赤
色
…
「
さ
し
ぬ
が
ん
ァ
ご
「
松
金
ユ
ソ
タ
」

〃
柱
↓
貧
家
・
・
・
「
松
金
ユ
ソ
タ
」

④
む
り
く
（
マ
ッ
リ
カ
）
の
花
↓
南
が
星
の
見
…
「
南
が
星
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」

⑤
ま
つ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
）
の
葉
の
屋
根
↓
豪
華
な
邸
宅
…
「
家
た
か
び
」

⑥
や
ら
ぶ
（
テ
リ
ハ
ポ
ク
）
の
種
子
の
実
り
様
↓
粟
の
豊
作
…
「
く
い
ち
ゃ
踊
り
」

⑦
ぴ
－
る
（
ク
ワ
ズ
イ
モ
）
↓
青
色
の
礼
服
…
「
松
金
ユ
ソ
タ
」

⑳
ん
が
な
（
ホ
ソ

（
巳
人
間
以
外
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⑧
ま
つ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ

⑨
や
ら
ぶ
（
テ
リ
ハ
ポ
ク

Ⅲ
有
用
性
に
よ
る
も
の

①
あ
で
ふ
（
ア
デ
ク
）
↓

②
い
じ
よ
う
（
モ
ッ
コ
ク

③
き
だ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ

⑪
ん
み
く
ウ
メ
）

Ⅱ
対
偶
的
表
現

①
赤
よ
う
ら
（
デ
ィ
ゴ
）
の
花
の
咲
く
時
期
Ⅱ
青
春
の
花
盛
り
の
時
期
…
「
桃
里
節
」

②
あ
こ
う
（
ア
コ
ゥ
）
の
根
下
り
↓
我
々
皆
の
根
下
り
場
所
…
「
樫
木
根
ア
ュ
ウ
」

③
あ
さ
ん
ぐ
る
ラ
カ
ノ
キ
）
の
根
下
り
↓
我
々
皆
の
根
下
り
場
所
…
「
樫
木
根
ア
ュ
ウ
」

④
い
し
ぶ
（
シ
マ
シ
ラ
キ
）
の
根
下
り
↓
我
々
皆
の
根
下
り
場
所
…
「
樫
木
根
ア
ュ
ウ
」

⑤
か
し
ぃ
（
ウ
ラ
ジ
ロ
ヵ
ど
の
根
下
り
場
所
↓
我
々
皆
の
根
下
り
場
所
…
「
樫
木
根
ア
ュ
ウ
」

⑥
た
ぶ
（
タ
プ
ノ
キ
）
Ⅱ
村
の
乙
女
の
美
し
さ
…
「
い
な
ま
道
美
ら
さ
」

⑦
ふ
ち
ん
（
す
ん
む
と
ぅ
・
シ
マ
オ
オ
タ
ニ
ワ
タ
リ
）
の
根
下
り
↓
我
々
皆
の
根
下
り
場
所
…
「
樫
木
根
ア
ュ
ウ
」

⑧
ま
つ
（
リ
ュ
ゥ
キ
ュ
ゥ
マ
ツ
）
の
上
に
山
鳥
が
寝
る
Ⅱ
昔
の
恋
人
は
我
身
の
上
を
寝
場
所
と
し
た
…
「
登
野
城
あ
さ
ぱ
な
」

⑨
や
ら
ぶ
（
テ
リ
ハ
ポ
ク
）
Ⅱ
村
の
乙
女
の
美
し
さ
…
「
い
な
ま
道
美
ら
さ
」

⑧
ぶ
－
（
苧
麻
〉
の
根
の
強
さ
↓
風
根
の
強
さ
…
「
く
く
る
澱
ァ
己

⑨
ゆ
し
い
き
い
（
ス
ス
キ
）
の
株
↓
稲
の
繁
茂
…
「
稲
が
種
ア
ョ
ウ
」
「
波
照
間
島
節
」

⑩
ゆ
り
（
テ
ッ
ポ
ゥ
ュ
リ
）
の
花
〈
白
〉
↓
カ
カ
ソ
の
色
…
「
く
い
ぬ
ぱ
な
節
」

⑪
ん
み
く
ウ
メ
）
の
花
↓
乙
女
の
腰
巻
き
の
汚
れ
…
「
ぼ
す
ぽ
－
節
」

》
（
ア
デ
ク
）
↓
建
築
〈
甥
の
結
婚
祝
い
品
〉
…
「
ウ
ソ
ダ
マ
リ
ジ
ラ
バ
」

ふ
か
い

も
く
ど
日
人

｛
う
（
モ
ッ
コ
ク
）
↓
建
築
・
・
・
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
「
家
た
か
び
」
「
俘
海
バ
ナ
カ
ー
バ
ナ
筑
登
之
」

（
リ
ュ
ゥ
キ
ュ
ゥ
コ
ク
タ
ソ
）
の
芯
↓
櫓
を
は
め
る
も
の
…
「
古
見
山
ジ
ラ
。
ハ
」
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ふ
か
い

ち
く
ど
り
ん

④
き
ゃ
ん
ぎ
（
イ
ヌ
マ
キ
）
↓
建
築
…
「
松
金
ユ
ソ
タ
」
「
家
た
か
び
」
「
桴
海
學
ハ
ナ
ヵ
ー
バ
ナ
筑
登
之
」

「
く
ん
な
１
く
ち
い
」

⑤
か
し
ぃ
（
ウ
ラ
ジ
ロ
カ
シ
）
↓
造
船
…
「
た
な
取
り
ジ
ラ
バ
」
「
黒
島
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
」
「
造
船
の
ア
ャ
ゴ
」

「
池
い
ぶ
し
ぃ
ジ
ラ
バ
」
「
古
見
山
ジ
ラ
バ
」
「
出
船
の
歌
」

⑥
く
に
ぶ
ん
ぎ
（
ヒ
ラ
ミ
レ
モ
ソ
）
の
実
↓
鳳
玉
…
「
北
夫
婦
い
ふ
に
ぶ
木
ユ
ソ
タ
」
「
は
い
き
た
ユ
ソ
タ
」

「
む
す
ぴ
ぬ
だ
ん
ご
ま
ジ
ラ
バ
」
「
く
い
が
ま
節
」
「
竹
富
ぬ
ぎ
ら
ち
え
－
ま
ユ
ソ
タ
〈
黒
島
〉
」

「
九
年
母
を
謡
っ
た
子
守
歌
〈
竹
富
〉
」
「
な
さ
主
屋
ユ
ソ
タ
」

⑦
あ
で
ふ
（
ア
デ
ク
）
↓
甥
の
結
婚
祝
い
品
（
建
築
資
材
）
…
「
ウ
ソ
ダ
マ
リ
ジ
ラ
バ
」

⑧
く
ぱ
（
ピ
ロ
ウ
）
↓
扇
…
「
ぱ
い
ふ
た
フ
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

〃
↓
笠
・
・
・
「
な
ゆ
ち
や
る
む
ん
」
「
馬
乗
し
や
」

〃
↓
玩
具
一
二
味
線
の
棹
…
「
山
原
ユ
ソ
タ
」

〃
↓
馬
の
鞍
：
．
「
ま
ま
ら
ま
ユ
ソ
タ
」

⑨
こ
う
ば
な
ぎ
（
シ
マ
ト
ネ
リ
コ
）
↓
滑
車
…
西
表
節
祭
ア
ソ
ガ
マ
の
「
船
」

⑩
し
ん
だ
ん
（
セ
ソ
ダ
こ
↓
嫁
入
り
道
具
…
「
昼
の
子
守
歌
」

⑪
す
る
ん
て
ぃ
（
ホ
ソ
バ
ム
ク
イ
ヌ
ビ
ワ
）
↓
造
船
…
「
な
が
な
ん
ド
ゥ
ソ
タ
」

⑫
そ
う
ぎ
（
ク
サ
ト
ベ
ラ
）
の
枝
葉
↓
敷
き
物
…
「
慶
田
盛
ぬ
ク
ソ
チ
ャ
ー
マ
ュ
ソ
タ
」
「
マ
ヵ
ル
セ
ー
ジ
ラ
マ
」

⑬
ふ
が
ら
（
ク
ロ
ッ
ク
の
繊
維
）
↓
綱
…
「
二
月
じ
ら
ば
」
「
古
見
山
ジ
ラ
バ
」
「
あ
１
ぱ
－
れ
－
の
唄
」

「
だ
－
と
だ
き
」
「
家
た
か
び
」

－３０７



⑭
ぱ
そ
う
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
バ
シ
ョ
ウ
）
↓
綱
…
「
ま
や
ユ
ソ
タ
」

〃
↓
糸
・
・
・
「
ぼ
す
ぽ
－
節
」

⑮
ば
ん
し
る
（
バ
ン
ジ
ロ
ウ
）
↓
み
や
げ
…
「
西
表
の
子
守
歌
」

⑯
む
み
ん
（
ワ
タ
）
↓
糸
を
と
る
…
「
月
夜
浜
節
」

〃
↓
手
拭
・
・
・
「
ぱ
い
ふ
た
フ
ソ
タ
カ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

⑰
や
ま
ふ
く
ん
（
ウ
ラ
ジ
ロ
ェ
ノ
キ
）
↓
家
の
桁
…
「
松
金
ジ
ラ
バ
〈
川
平
〉
」

⑱
や
ら
ぶ
（
テ
リ
ハ
ポ
ク
）
↓
皿
…
「
伊
武
田
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」

〃
↓
ば
だ
す
（
酒
器
）
・
・
・
「
世
果
報
」
「
山
か
し
ぬ
ア
ョ
ウ
」

⑲
や
ん
だ
る
（
や
ま
ざ
み
ツ
ル
ァ
ダ
ソ
）
↓
み
や
げ
…
「
西
表
の
子
守
歌
」

⑳
か
に
ん
（
エ
ビ
ヅ
ル
）
↓
糸
…
「
だ
と
だ
ぎ
」

〃
↓
家
の
桁
：
．
「
松
金
ジ
ラ
バ
〈
川
平
〉
」

⑪
か
や
（
チ
ガ
ャ
）
↓
笠
く
ち
い
と
う
ベ
ー
〉
…
「
ち
ぃ
と
う
ベ
ー
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

〃
↓
家
：
．
「
家
ぬ
か
ざ
い
」
「
網
張
ぬ
み
た
ご
う
丈
ユ
ソ
タ
」
「
く
ん
ぬ
て
－
ず
ユ
ソ
タ
」

〃
枯
れ
た
茅
↓
燃
や
す
：
．
「
ぱ
な
り
焼
き
ア
ョ
ー
」

〃
↓
炬
火
…
「
し
ゃ
が
む
や
１
」

＠
だ
で
い
く
（
だ
で
い
ふ
ダ
ソ
チ
ク
）
↓
編
み
戸
…
「
あ
－
ぱ
－
れ
の
唄
」

⑳
と
う
の
１
菜
（
と
う
ん
な
ア
キ
ノ
ノ
ゲ
シ
）
の
茎
↓
和
え
物
に
し
て
食
べ
る
…
「
兄
と
妹
」

⑳
ゆ
し
い
き
い
（
ス
ス
キ
）
の
枯
れ
た
も
の
↓
燃
や
す
・
・
・
「
ぱ
な
り
焼
き
ア
ョ
ー
」

－３０８



⑧
た
て
い
ふ
（

⑨
ま
ん
つ
ぁ
（

Ｖ
情
景
描
写

①
あ
こ
う
（
ァ

②
あ
だ
ん
（
ァ

③
く
ば
（
ピ
ロ

④
く
ば
で
ー
さ

〃

Ⅳ
特
性
に
よ
る
ｊ
ｂ
の

①
き
た
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ

②
く
に
ぶ
ん
ぎ
（
こ
う

①
き
た
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
コ
ク
タ
ソ
）
〔
上
質
〕
↓
箸
…
牛
ぬ
ユ
ソ
グ
ト
ゥ

②
く
に
ぶ
ん
ぎ
（
ヒ
ラ
ミ
レ
モ
ソ
）
〔
芳
香
〕
…
「
あ
が
ろ
う
ざ
節
」
「
古
見
や
辻
ジ
ラ
バ
」

「
こ
い
な
ユ
ソ
タ
」
「
お
ふ
に
や
も
い
」

③
く
わ
（
シ
マ
グ
ワ
）
〔
呪
的
な
木
〕
↓
神
鳥
（
霊
鳥
）
が
坐
す
・
・
「
仲
本
ア
ャ
グ
」

〃
↓
名
妓
：
。
「
か
ん
た
世
ユ
ソ
タ
」

④
む
り
く
〈
マ
ッ
リ
カ
）
の
花
〔
芳
香
〕
↓
折
る
口
実
…
「
な
さ
ま
屋
ユ
ソ
ク
」
「
夜
の
子
守
歌
」

⑤
ま
つ
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
）
〔
長
寿
木
〕
…
「
目
出
度
節
」

⑥
ん
み
（
ウ
メ
）
〔
花
と
香
り
〕
…
「
目
出
度
節
」

⑦
さ
で
ぃ
ふ
き
や
（
ハ
マ
ユ
ウ
）
〔
材
質
〕
↓
弓
の
的
…
「
ん
ざ
と
う
ら
じ
る
く
ぶ
し
ユ
ソ
タ
」

⑧
た
て
い
ふ
（
ダ
ソ
チ
ク
）
〔
聖
木
〕
↓
茎
に
溜
ま
る
王
水
で
撫
水
を
す
る
と
新
生
…
「
節
ジ
ラ
パ
〈
川
平
〉
」

⑨
ま
ん
つ
ぁ
（
モ
ロ
コ
シ
ソ
ウ
）
〔
芳
香
〕
↓
乙
女
の
匂
い
…
「
す
ゆ
り
で
ぃ
ユ
ソ
タ
」
「
ひ
や
ん
だ
ん
岳
ア
ョ
ウ
」

／
（
ア
コ
ウ
）
・
・
・
「
鷲
ユ
ソ
タ
」
「
山
樫
根
ア
ュ
ウ
」

但
（
ア
ダ
乙
…
「
黒
島
口
説
」
「
ざ
ん
取
り
ユ
ソ
タ
」

（
ピ
ロ
ゥ
）
…
「
鳩
間
節
」
「
く
ぱ
い
葉
ユ
ソ
タ
」

」
ー
さ
（
モ
モ
タ
マ
ナ
）
…
「
殿
様
節
」 ↓
炬
火
…
「
ゆ
な
は
は
ら
節
」
「
し
ゃ
が
む
や
１
」
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Ⅵ
そ
の
他

《
祈
願
》

⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤
ゆまむゆむまぷぶ
りむりうんつしＵ
へてくなへへきい
テいへヘヤリヘ－、

ヅかマオマユヒデ

ポんツオイウノレイ
ウだリハモキギゴ
ユへ力マーユー￣

リヒーポ：ウ！；

￣ハのウョマョ弓
のツ花一早ツ井東
花モＩ；朝一戸方
：ドヨョに；ぬの

ョキ首ざ起言端後
う￣里んきといの
ろ；子とてまあぶ
んヨーういたぶ｜
つ力、るよ松だじ
いんジ朝節１い
んたうぱ￣まの
ぬ世パな言ユ上
ジユ ーぬ岡ソの
ラソユぬグ_

マタソ親ト
ー￣

グ方ウ
トユーヨ

はウ：／

ぴ￣グ

らヨト
いウジーヘ

出ぐ￣
羽じ
、－プ

や
￣

ﾖピ
ユ

ソ

タ
ー

《
そ
の
他
》

《
時
期
》

《
用
途
》

《
誘
惑
》

た
ぶ
〈
タ
ブ
ノ
キ
）
の
実
の
実
り
様
↓
豊
作
…
「
米
稔
ら
ぱ
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」

ゆ
し
い
き
い
（
ス
ス
キ
）
の
根
↓
稲
の
生
育
・
・
・
「
川
平
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
」
「
稲
が
種
ア
ョ
ウ
」

と
う
ん
な
（
ア
キ
ノ
ノ
ゲ
シ
）
…
「
山
崎
ぬ
ア
プ
ジ
ャ
ー
マ
節
」

ん
が
な
（
ホ
ソ
バ
ワ
ダ
ソ
）
…
「
山
崎
ぬ
ア
プ
ジ
ャ
ー
マ
節
」

ふ
い
ぴ
ゃ
（
く
に
ぶ
ん
ヒ
ラ
ミ
レ
モ
ソ
）
の
若
芽
↓
公
用
船
の
船
出
…
「
浦
船
ジ
ラ
バ
」

ア
デ
ィ
ソ
ガ
ー
（
樫
木
の
果
実
）
の
殻
…
「
鳩
間
ユ
ソ
タ
」

ば
そ
う
（
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
バ
シ
ョ
ウ
）
の
幹
↓
虫
の
船
…
「
い
し
が
－
ぬ
金
盛
ユ
ソ
タ
」

か
に
ん
き
（
ハ
マ
ゴ
ウ
）
側
↓
隠
れ
場
所
・
・
・
「
あ
か
ん
に
田
ユ
ソ
タ
」

か
や
〈
チ
ガ
ャ
）
↓
隠
れ
場
所
…
「
あ
か
ん
に
田
ユ
ソ
タ
」

「
波
照
間
島
節
」
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本
稿
で
は
、
八
重
山
歌
謡
に
見
え
る
植
物
の
う
ち
名
称
の
見
え
る
も
の
を
可
能
な
限
り
拾
い
上
げ
る
よ
う
に
つ
と
め
た
が
、
稲
・
粟
・

麦
・
芋
・
豆
な
ど
の
穀
物
や
、
す
び
ら
（
韮
）
・
い
ら
っ
き
ょ
う
・
し
ぶ
る
。
な
べ
ら
な
ど
の
食
料
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
植
物
は
、
紙

数
そ
の
他
の
理
由
か
ら
今
回
は
割
愛
し
た
。

な
お
、
「
○
○
木
（
竹
）
」
と
出
て
く
る
も
の
の
中
に
は
植
物
名
と
は
限
ら
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
か
ば
ざ
木
」

は
「
九
年
母
木
」
の
対
句
で
「
香
ば
し
い
木
」
の
意
味
で
あ
り
、
与
那
国
の
「
だ
と
だ
ぎ
」
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
一

一
三
頁
）
に
見
え
る
「
な
ん
だ
木
」
「
く
ん
が
に
木
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
銀
木
、
黄
金
木
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
、

「
う
ぶ
ん
く
木
」
の
「
う
ぶ
ん
く
」
は
、
福
里
武
市
・
宮
良
保
全
・
富
里
康
子
『
与
那
国
民
謡
工
工
四
』
に
よ
れ
ば
地
名
で
あ
り
、
川

か
や
枯
れ
↓
早
魅
の
指
標
↓
雨
乞
い
・
・
・
「
す
ば
ん
が
－
に
カ
ソ
フ
チ
ィ
」

す
で
い
ち
（
ソ
テ
ッ
）
の
側
↓
雨
宿
り
…
「
イ
ダ
フ
ソ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

す
ん
な
－
（
す
ん
む
と
う
シ
マ
オ
オ
タ
ー
ー
ワ
ク
リ
）
↓
曲
が
り
…
「
あ
１
ぱ
－
石
ユ
ソ
グ
ト
ゥ
」

ゆ
し
き
（
ス
ス
キ
）
の
側
↓
雨
宿
り
…
「
イ
ダ
フ
ソ
ュ
ソ
グ
ト
ゥ
」

〃
下
↓
隠
れ
場
所
・
・
・
「
ナ
カ
マ
イ
ジ
ラ
バ
」

〃
陰
↓
隠
れ
場
所
。
：
「
あ
か
ん
に
田
ユ
ソ
タ
」

ん
に
ん
（
く
に
ぶ
ん
ヒ
ラ
メ
レ
モ
ソ
）
の
実
↓
食
物
…
「
ま
－
ん
に
ん
て
ぃ
節
」

以
上
の
分
類
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
八
重
山
歌
謡
に
植
物
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

か
と
い
う
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
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平
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
（
『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ
八
重
山
篇
』
’
’
七
頁
）
に
出
て
く
る
「
か
－
ば
た
木
」
も
言
葉
か
ら
し
て
「
川
端
に
生
え

て
い
る
木
」
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
こ
－
で
－
木
」
（
川
平
の
カ
ソ
フ
チ
ィ
）
や
「
ち
ん
ど
り
竹
」

（
「
だ
と
だ
ぎ
」
）
も
必
ず
し
も
特
定
の
植
物
の
名
称
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
あ
え
て
取
り
上
げ
な
か
っ

た
。
ま
た
波
照
間
の
わ
ら
べ
歌
「
い
な
主
道
ち
ゆ
ら
さ
」
（
『
日
本
民
謡
大
観
八
重
山
諸
島
篇
』
五
四
頁
）
に
は
、

ち
ゅ

あ
ぶ
し
道
美
ら
さ

畦
道
が
美
し
い
の
は

し
ら
ふ
木
ぬ
美
ら
さ

し
ら
ふ
木
が
美
し
い

ぬ
る
び

東
村
美
童

名
石
村
の
乙
女
は

い
る

色
ぬ
美
ら
さ

色
が
き
れ
い
だ

と
あ
り
、
こ
こ
に
「
し
ら
ふ
木
」
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
白
い
稲
穂
の
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
、
特
定
の
木
の
名
称
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
、
見
送
っ
た
。

し
か
し
植
物
名
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
、
同
定
が
困
難
な
も
の
も
あ
る
。
波
照
間
の
「
ナ
カ
マ
イ
ジ
ラ
バ
」
（
『
八
重
山
古
謡
』
下

巻
六
五
一
一
頁
）
に
出
て
く
る
「
う
き
じ
木
」
「
ぱ
ぱ
ら
木
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
古
謡
の
内
容
は
、
ナ
カ
マ
イ
と
称
す
る
女
子

が
山
に
薪
を
取
り
に
出
か
け
、
偶
然
に
出
会
っ
た
昔
の
恋
人
に
誘
わ
れ
て
、
「
う
き
じ
枝
ぱ
ぱ
ら
枝
折
り
や
持
ち
」
海
岸
に
あ
る

宿
に
行
き
、
そ
の
木
の
枝
を
敷
い
て
そ
の
上
で
昔
の
こ
と
を
語
り
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
『
八
重
山
古
謡
』
の
対
訳
で
は
、

「
ウ
キ
ジ
と
称
す
る
潅
木
の
枝
を
．
ハ
パ
ラ
木
の
枝
を
折
り
持
っ
て
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
う
き
じ
木
」
や
「
ぱ
ぱ
ら
木
」
と
い

う
方
言
名
の
樹
木
は
見
あ
た
ら
な
い
。
敷
物
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
「
そ
う
ぎ
」
す
な
わ
ち
ク
サ
ト
ベ
ラ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
ク

サ
ト
ベ
ラ
を
方
言
で
「
う
き
じ
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
な
い
。
「
う
き
じ
」
は
あ
る
い
は
「
う
ぎ
ち
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
和
名
ク
マ
ッ
ヅ
ラ
科
の
タ
イ
ワ
ソ
ゥ
オ
ク
サ
ギ
、
学
名
、
【
の
日
目
８
口
目
ケ
。
⑫
四
宛
Ｃ
耳
ワ
・
陣
言
一
屋
・
ぐ
閂
・
・
目
呉
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