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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

219



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
、
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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
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