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お
も
る
と
沖
縄
学
の
父
と
言
わ
れ
る
伊
波
普
猷
の
後
を
受
け
て
、
戦
後
い
ち
は
や
く
お
も
ろ
研
究
を
進
め
た
の
が
仲
原
善
忠
だ
っ
た
。

仲
原
は
終
戦
か
ら
二
年
目
、
沖
縄
研
究
の
衰
退
を
恐
れ
た
民
俗
学
者
柳
田
国
男
の
編
集
で
出
さ
れ
た
『
沖
縄
文
化
論
叢
』
に
、
い
ち
早

く
「
セ
ヂ
（
霊
力
）
の
信
仰
に
つ
い
て
」
と
い
う
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
核
心
の
課
題
を
正
面
か
ら
鋭
く
解
析
し
た
論
文
を
発
表
し

て
い
る
。
こ
の
時
の
こ
の
論
文
は
柳
田
の
激
賞
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
仲
原
は
そ
の
後
雑
誌
「
文
化
沖
縄
」
（
後
に
「
沖
縄
文

化
」
）
な
ど
に
次
々
と
お
も
ろ
の
注
釈
を
発
表
し
、
後
に
そ
れ
ら
を
『
お
も
ろ
新
釈
』
二
九
五
七
年
）
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
概
説

の
な
か
で
仲
原
は
「
せ
ぢ
」
に
代
表
さ
れ
る
霊
力
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て
「
不
可
視
の
霊
力
」
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
お
も
ろ

さ
う
し
』
に
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
霊
力
は
実
は
目
に
見
え
な
い
不
可
思
議
な
霊
的
力
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
も
ろ

の
セ
ヂ
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
正
面
か
ら
論
じ
た
論
文
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
。
本
論
は
そ
う
し
た
現
状
に
か

ん
が
み
，
お
も
ろ
の
霊
力
研
究
の
進
展
を
願
っ
て
、
初
歩
的
な
段
階
で
は
あ
る
が
、
私
な
り
の
提
案
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

仲
原
以
後
の
お
も
ろ
研
究
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
仲
原
善
忠
・
外
間
守
善
編
『
校
本
お
も
ろ
さ
う
し
』
、
同
『
お
も
ろ
さ

う
し
辞
典
・
総
索
引
』
や
、
外
間
守
善
に
よ
る
岩
波
書
店
思
想
大
系
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
、
岩
波
文
庫
本
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
上

下
な
ど
が
世
に
出
、
最
近
に
な
っ
て
も
波
照
間
永
吉
の
『
定
本
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
出
版
さ
れ
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
研
究
の
基
盤
の

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
霊
力
の
諸
相
と
表
現

霊
力
は
不
可
視
か

池
宮
正
治
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「
せ
い
、
せ
、
す
へ
、
す
ゑ
、
し
ひ
、
せ
ぢ

こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
な
か
の
霊
力
の
一
つ
で
、
も
と
は
漢
語
の
「
精
」
か
ら
出
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
異

表
記
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
語
の
「
精
」
に
は
、
た
ま
し
い
の
意
や
、
不
思
議
な
力
を
も
つ
も
の
の
意
が
あ
る
。
こ
の
「
せ

い
」
か
ら
「
い
」
が
脱
落
し
た
も
の
が
「
せ
」
で
あ
る
。
お
も
ろ
に
は
ｅ
や
ｉ
や
ａ
に
つ
く
「
い
」
が
脱
落
す
る
傾
向
が
あ
る
。
「
す

へ
」
と
「
し
ひ
」
は
ｓ
ｉ
ｉ
や
ｓ
ｈ
ｉ
ｉ
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
Ｓ
ｉ
音
や
ｚ
ｉ
音
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
か
ど
う
か

今
後
の
課
題
で
あ
る
）
。
「
せ
ぢ
」
は
「
せ
い
ぢ
」
か
ら
出
た
も
の
で
、
漢
字
に
直
せ
ば
「
精
地
」
に
な
る
。
「
地
」
は
一
種
の
添
え
字

と
も
、
精
と
い
う
霊
力
の
基
底
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
と
も
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
巻
十
二
の
五
の
お
も
ろ
、

す
る
。

整
備
と
普
及
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
研
究
も
着
実
に
深
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
基
礎
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
『
お
も

ろ
さ
う
し
』
の
核
心
部
分
の
一
つ
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
霊
力
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
述
べ
つ
つ
本
稿
の
主
題
を
追
考
す
る
こ
と
に

一
き
こ
ゑ
あ
お
り
や
へ
や
（
聞
こ
え
あ
お
り
や
へ
神
女
は
）

せ
ぢ
ま
さ
て
お
れ
わ
ち
へ
（
セ
ヂ
勝
っ
て
降
り
た
ま
い
て
）

世
も
つ
せ
ぢ
（
世
を
保
つ
セ
ヂ
を
）

あ
ぢ
お
そ
い
に
み
お
や
せ
（
按
司
襲
い
王
に
奉
れ
）

又
と
よ
む
く
に
も
り
や
（
鳴
響
む
国
守
り
Ⅱ
国
王
は
）

け
お
そ
わ
て
お
れ
わ
ち
へ
（
怪
生
Ⅱ
霊
力
備
わ
っ
て
降
り
た
ま
い
て
）
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又
さ
し
ぶ
な
お
さ
と
り
よ
わ
ち
へ
（
差
し
者
〈
懸
依
者
〉
に
降
り
変
わ
っ
て
）

お
ぽ
つ
だ
け
お
き
（
や
）
つ
め
（
お
ぽ
つ
録
〈
の
神
の
〉
お
掴
み
Ⅱ
ご
加
護
）

又
き
ら
な
お
さ
と
り
よ
わ
ち
へ
（
綺
羅
直
さ
Ⅱ
吉
日
を
取
り
た
ま
い
て
）

か
ぐ
ら
た
け
お
き
（
や
つ
め
）
（
か
ぐ
ら
嶽
の
ご
加
護
）

又
き
み
て
づ
り
め
づ
ら
し
や
（
君
手
摺
り
珍
し
と
）

せ
ぢ
ま
さ
て
お
れ
わ
ち
へ
（
霊
力
優
れ
て
降
り
た
ま
い
て
）

又
み
も
の
あ
す
び
め
づ
ら
し
や
（
見
事
な
神
遊
び
す
ば
ら
し
く
）

せ
ぢ
ま
さ
て
お
れ
よ
わ
ち
へ
（
霊
力
優
れ
て
降
り
た
ま
い
て
）

又
あ
ぢ
お
そ
い
や
い
み
や
か
ら
ど
（
按
司
お
そ
い
Ⅱ
王
は
今
か
ら
こ
そ
）

又
せ
ぢ
ま
さ
て
ち
よ
わ
れ
（
霊
力
優
れ
て
ま
し
ま
せ
）

一
き
こ
ゑ
大
き
み
ぎ
や
（
聞
こ
え
た
大
君
が
）

せ
ぢ
と
よ
み
せ
い
ぐ
さ
（
セ
ヂ
豊
か
な
勢
軍
）

し
ま
う
ち
の
と
よ
み
（
島
中
の
騒
動
）

又
と
よ
む
せ
だ
か
こ
が
（
嶋
轡
む
勢
高
子
が
）

せ
ぢ
と
よ
み
せ
い
ぐ
さ
（
精
地
豊
か
な
勢
軍
）

又
き
こ
ゑ
あ
ん
じ
お
そ
い
ぎ
や
（
聞
こ
え
た
按
司
襲
い
Ⅱ
王
が
）

の
十
七
の
お
も
ろ
、
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せ
ぢ
と
よ
み
い
ぐ
さ
（
精
地
鳴
響
む
軍
）

又
と
よ
む
あ
ん
じ
お
そ
い
ぎ
や
（
鴨
響
む
按
司
襲
い
が
）

せ
ぢ
と
よ
み
い
ぐ
さ
（
精
地
鳴
響
む
軍
）

又
ゑ
そ
こ
か
よ
わ
ぎ
や
め
（
斎
底
Ⅱ
船
が
か
よ
う
ま
で
）

せ
ぢ
や
り
や
り
お
そ
う
（
セ
ヂ
遣
り
遣
り
守
ら
ん
）

又
み
お
う
ね
か
よ
わ
ぎ
や
め
（
み
御
船
が
通
う
ま
で
）

せ
ぢ
や
り
や
り
お
そ
は
（
セ
ヂ
遣
り
遣
り
守
ら
ん
）

又
せ
い
ぐ
さ
お
し
た
て
ば
（
勢
軍
を
押
し
立
て
る
と
）

け
お
や
り
や
り
ま
ぶ
ら
（
霊
力
を
遣
り
に
遣
っ
て
守
ろ
う
）

又
せ
ひ
や
く
お
し
た
て
ば
（
勢
火
矢
子
押
し
立
て
る
と
）

け
お
や
り
や
り
ま
ぶ
ら
（
霊
力
を
遣
り
に
遣
っ
て
守
ろ
う
）

又
だ
し
ち
ゃ
う
ち
く
ぎ
（
ダ
シ
チ
ャ
の
打
ち
釘
を
）

ち
ゃ
は
れ
ま
わ
ら
し
（
ひ
た
す
ら
ま
わ
し
て
）

注
「
せ
い
く
さ
」
「
せ
ひ
や
く
」
の
「
せ
」
は
当
面
軍
勢
の
「
勢
」
と
考
え
て
お
く
。

こ
の
お
も
ろ
の
最
後
の
二
行
は
、
真
珠
湊
の
竣
工
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
「
真
珠
湊
碑
文
」
（
一
五
一
一
一
一
年
）
に
も
「
だ
し
き
や

く
ぎ
つ
さ
し
よ
わ
ち
へ
、
あ
さ
か
が
れ
と
ど
め
わ
ち
へ
」
と
あ
っ
て
、
ダ
シ
チ
ャ
木
の
木
釘
を
打
っ
て
工
事
の
落
成
と
し
た
と
あ

る
。
な
お
こ
こ
の
「
だ
し
ち
ゃ
」
は
方
言
名
ダ
シ
チ
ャ
で
和
名
シ
マ
ミ
サ
オ
ノ
キ
と
い
う
（
天
野
鉄
夫
『
琉
球
列
島
植
物
方
言
集
』
）
。

と
す
れ
ば
こ
の
お
も
る
も
何
か
の
竣
工
式
の
お
も
ろ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
お
も
ろ
の
内
容
か
ら
推
し
量
れ
ば
、
王
府
官
船
の
一
つ
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こ
の
お
も
ろ
は
尚
永
王
の
六
（
一
五
七
八
）
年
十
月
十
五
日
の
「
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
」
の
時
の
お
も
ろ
で
、
「
精
選
び
や
り

お
れ
わ
ち
へ
」
と
天
上
か
ら
地
上
の
祭
場
に
降
り
立
つ
表
現
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
お
れ
わ
ち
へ
」
は
、
本
土
古
語
の
「
あ
も
る
」

「
せ
や
り
と
み
」
（
勢
遣
り
富
）
の
竣
工
と
み
ら
れ
る
。
十
二
の
八
四
の
お
も
ろ
、

又又又又又又 又
き
こ
ゑ
大
き
み
ぎ
や
（
聞
得
大
君
が
）

す
へ
ゑ
ら
び
や
り
お
れ
わ
ち
へ
（
精
を
選
ん
で
、
降
り
た
ま
い
て
）

あ
ん
じ
お
そ
い
し
ゆ
（
按
司
お
そ
い
Ⅱ
王
こ
そ
）

き
み
ほ
こ
て
ち
よ
わ
れ
（
君
な
る
神
女
を
誇
っ
て
ま
し
ま
せ
）

と
よ
む
せ
だ
か
こ
が
（
鳴
響
む
精
高
子
神
女
が
）

ま
せ
ね
が
て
お
れ
わ
ち
へ
（
真
精
を
願
っ
て
降
り
た
ま
い
）

い
け
な
き
み
よ
り
お
ろ
ち
へ
（
こ
の
世
の
君
に
依
り
お
ろ
し
て
）

な
り
き
よ
き
み
つ
き
お
ろ
ち
へ
（
成
り
子
君
に
付
き
お
ろ
し
て
）

き
み
き
み
む
ほ
こ
て
（
君
君
も
喜
び
）

か
み
が
み
む
ほ
こ
て
（
神
々
も
喜
び
）

あ
が
ま
ぶ
る
お
ぢ
お
そ
い
（
我
等
が
護
る
按
司
襲
い
王
）

て
に
が
下
（
天
の
下
）

い
と
か
け
て
ち
よ
わ
れ
（
糸
を
掛
け
ま
わ
し
て
統
治
ま
し
ま
せ
）
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二
、
け
い
、
け
、
け
お
、
け
を
、
け
う
、
け
ふ
、
き
や
う
、
き
や

右
の
並
び
で
考
え
る
と
、
も
と
の
形
は
「
け
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
け
い
」
は
「
怪
異
」
か
ら
で
た
こ
と
ば
で
「
怪
し
い
こ

と
」
「
不
思
議
な
こ
と
」
の
意
で
あ
る
。
兼
好
の
「
徒
然
草
」
に
も
「
重
き
怪
異
な
り
と
て
云
々
」
と
あ
る
「
怪
異
」
で
あ
る
。
こ
の

「
け
い
」
か
ら
例
に
よ
っ
て
「
い
」
が
脱
落
し
て
「
け
」
と
な
っ
た
の
が
右
に
挙
げ
た
「
け
』
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
け
」
（
怪
、

性
）
は
「
物
の
ケ
」
の
ケ
の
よ
う
に
単
独
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
脱
落
説
を
言
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
「
け
ふ
」
「
け

お
」
「
け
を
」
「
け
う
」
は
「
キ
ウ
」
や
「
キ
ュ
ー
」
に
近
い
発
音
だ
と
思
わ
れ
、
つ
ま
り
同
音
の
異
表
記
で
あ
る
。
「
け
ふ
」
の
「
ふ
」

は
し
ば
ふ
（
芝
生
）
、
よ
も
ぎ
ふ
（
蓬
生
）
な
ど
の
「
ふ
」
で
も
の
の
集
ま
る
意
が
あ
る
。
「
き
や
う
」
も
「
け
ふ
」
か
ら
変
化
し
て

「
キ
ョ
ー
」
、
「
き
や
」
は
「
き
や
う
」
か
ら
「
う
」
が
脱
落
し
「
キ
ャ
」
と
発
音
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

首
里
城
の
南
西
隅
に
展
開
す
る
王
国
第
一
の
聖
域
「
京
の
内
」
の
「
京
」
は
全
く
の
当
て
字
で
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
霊
力
の
「
け

ふ
」
が
同
様
に
発
音
さ
れ
た
た
め
に
「
京
」
に
宛
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
で
、
京
都
の
「
京
」
と
は
何
の
連
絡
も
な
い
。
「
き
や
」
は
上

の
「
き
や
う
」
の
「
う
」
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
。

京
の
内
の
「
う
ち
」
は
皇
居
の
内
裏
を
も
い
う
が
、
琉
球
で
も
正
殿
の
後
背
域
を
「
う
ち
」
ま
た
「
な
か
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
王

の
政
治
行
政
向
き
を
い
う
「
お
も
て
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
各
地
の
聖
域
に
も
、
京
の
内
の
「
内
」
の
よ
う
に
「
う
ち
」

に
似
て
い
て
、
天
降
り
す
る
と
い
う
幻
視
を
と
も
な
い
つ
つ
、
国
王
や
上
級
の
神
女
た
ち
が
森
嶽
に
現
れ
る
、
出
席
す
る
、
つ
ま
り
王

や
王
妃
に
つ
い
て
言
え
ば
、
行
幸
行
啓
す
る
と
い
う
敬
意
を
と
も
な
う
表
現
で
も
あ
る
。
主
催
の
上
級
神
女
は
神
が
か
る
こ
と
も
な
く
、

職
能
的
な
「
さ
し
ぷ
」
や
「
も
づ
き
」
に
「
お
れ
か
わ
て
」
あ
る
い
は
「
お
れ
な
お
ち
凸
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
さ
し

ぷ
」
や
「
も
づ
き
」
こ
そ
上
級
の
神
女
に
代
わ
っ
て
、
霊
力
を
お
ぎ
お
ろ
す
専
門
の
神
女
で
あ
る
こ
と
を
お
も
ろ
は
明
か
し
て
い
る
。
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と
い
っ
て
い
る
。
巻
一
の
三
六
の
お
も
ろ
、

一
あ
ん
じ
お
そ
い
や
（
按
司
襲
い
Ⅱ
王
は
）

金
う
ち
に
ち
よ
わ
れ
（
黄
金
内
Ⅱ
京
の
内
に
こ
ら
れ
て
）

世
の
さ
う
せ
し
よ
わ
れ
（
世
の
左
右
せ
Ⅱ
政
を
な
さ
る
の
で
）

大
き
み
す
け
い
や
り
よ
わ
れ
（
大
君
神
女
こ
そ
〈
王
に
〉
怪
異
Ⅱ
霊
力
を
遣
り
た
ま
え
）

又
あ
ん
じ
お
そ
い
や
（
按
司
襲
い
Ⅱ
王
は
）

け
お
の
う
ち
に
ち
よ
わ
ち
へ
（
京
の
内
に
来
た
ま
い
て
）

世
の
さ
う
せ
し
よ
わ
ち
へ
（
政
治
を
執
り
行
い
た
ま
い
て
）

せ
だ
か
こ
す
け
い
や
り
よ
わ
め
（
精
高
子
神
女
こ
そ
怪
異
を
遣
わ
し
た
ま
え
）

又
あ
ん
じ
お
そ
い
や
（
按
司
襲
い
Ⅱ
王
は
）

お
ぎ
も
う
ち
は
な
げ
く
な
（
御
心
中
は
嘆
く
な
）

大
き
み
す
け
い
や
り
よ
わ
れ
（
大
君
こ
そ
怪
異
を
遣
り
た
ま
う
）

又
た
た
み
き
よ
は
（
尊
び
子
Ⅱ
王
は
）

あ
よ
び
つ
ち
は
な
げ
く
な
（
心
中
は
嘆
く
な
）

又
首
里
も
り
犬
ご
ろ
が
（
首
里
森
の
大
子
等
Ⅱ
兵
士
ら
が
）

し
ま
ひ
ろ
く
そ
へ
て
（
島
を
広
く
平
ら
げ
て
）

あ
ん
じ
お
そ
い
に
（
按
司
襲
い
Ⅱ
王
に
）
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み
や
こ
し
ま
は
ち
へ
お
わ
れ
（
ぱ
）
（
宮
古
島
に
走
っ
て
行
か
れ
る
と
）

し
ま
ひ
ろ
く
そ
へ
て
（
島
広
く
添
え
て
）

又
け
お
の
し
よ
が
（
怪
生
の
主
が
）

や
へ
ま
し
ま
は
ち
へ
お
わ
ち
へ
（
八
重
山
島
に
走
っ
て
い
ら
し
て
）

く
に
ひ
ろ
く
そ
ゑ
て
（
国
広
く
添
え
て
）

又
や
ゑ
ま
し
ま
い
つ
こ
（
八
重
山
の
兵
士
）

あ
せ
ら
た
め
や
ら
は
（
吾
兄
ら
Ⅱ
兵
士
が
抵
抗
す
る
な
ら
）

大
き
み
す
よ
し
ら
め
（
大
君
こ
そ
攻
め
よ
う
）

又
果
た
ら
し
ま
く
は
ら
（
果
て
の
し
ま
の
子
ら
Ⅱ
兵
士
）

ち
か
わ
た
め
や
ら
は
（
地
下
人
を
矯
め
や
る
と
）

せ
た
か
こ
す
よ
し
ら
め
（
精
高
子
神
女
こ
そ
支
配
せ
よ
）

又
あ
せ
ら
た
め
や
ら
は
（
吾
兄
ら
Ⅱ
兵
士
が
抵
抗
す
る
な
ら
）

お
き
な
ま
す
も
ら
ん
（
沖
謄
に
こ
そ
盛
ら
ん
）

大
き
み
す
よ
し
ら
め
（
大
君
こ
そ
寄
せ
よ
う
）

又
き
み
は
ゑ
が
（
君
南
風
が
）

世
そ
へ
て
み
お
や
せ
（
整
備
し
て
さ
し
あ
げ
よ
）

又
み
し
ま
か
ず
こ
ろ
こ
ろ
（
三
島
Ⅱ
首
里
中
の
兵
ど
も
が
）

国
ひ
ろ
く
そ
へ
て
（
国
を
広
く
平
定
し
て
）
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と
あ
る
。
「
と
り
き
や
わ
ち
へ
」
は
新
旧
の
舟
玉
を
取
り
変
へ
て
霊
力
を
更
新
す
る
意
で
あ
ろ
う
。
お
も
ろ
の
な
か
の
「
鷲
が
舞
合
い

「
つ
つ
」
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
一
一
例
出
て
い
る
。
巻
十
三
の
四
一
一
の
「
つ
つ
」
を
こ
れ
ま
で
「
霊
力
。
神
霊
」
と
し
て
き
て
い

る
が
、
こ
の
語
は
和
船
の
中
央
に
立
て
る
帆
柱
を
受
け
る
凹
形
の
柱
の
こ
と
で
、
こ
の
下
に
船
の
守
り
神
で
あ
る
船
霊
を
安
置
す
る
例

だ
っ
た
。
琉
球
の
船
の
民
俗
に
も
同
様
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
お
も
ろ
で
伺
え
る
の
で
あ
る
。
近
世
に
は
琉
球
の
唐
船
の
船
尾

舳
屋
に
マ
ソ
を
祭
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
母
屋
に
は
、
そ
の
他
関
帝
王
な
ど
を
収
め
、
船
上
に
は
、
七
つ
星
旗
、
五
色
旗
、
ム
カ

デ
旗
、
日
の
丸
旗
な
ど
航
海
の
不
安
を
打
ち
消
す
装
置
が
翻
っ
て
い
た
。
十
三
の
四
二
、

一
き
こ
へ
せ
の
き
み
と
（
聞
こ
え
せ
の
君
神
女
と
）

つ
つ
と
り
き
や
わ
ち
へ
（
船
霊
を
取
り
交
わ
し
て
）

又
と
よ
む
せ
の
き
み
と
（
鳴
響
む
せ
の
き
み
神
女
と
）

又
せ
の
き
み
が
お
う
ね
や
（
せ
の
君
神
女
が
守
る
御
船
は
）

わ
し
が
ま
や
い
と
み
（
鷲
が
舞
会
い
富
Ⅱ
船
号
）

又
あ
じ
お
そ
い
が
お
う
ね
や
（
按
司
襲
い
王
の
御
船
は
）

げ
ら
へ
し
ま
う
ち
と
み
（
立
派
な
島
打
ち
富
）

又
わ
し
が
ま
や
い
と
み
（
鷲
が
舞
会
い
富
と
）

げ
ら
へ
し
ま
う
ち
と
み
と
（
立
派
な
島
打
ち
富
と
）

三
、
つ
つ
、
せ
び

「
つ
つ
」
は
『
お
も
ろ
さ
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富
」
と
「
島
打
ち
富
」
は
王
府
官
船
の
名
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
同
巻
二
二
一
一
番
の
お
も
ろ
に
み
ら
れ
る
「
つ
つ
」
も
同
様
の
霊
力
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
鬼
鷲
は
魚
を
捕
食
す
る
ミ
サ
ゴ
で
あ
ろ
う
。
唐
船
の
瞳
に
は
羽
を
広
げ
た
大
き
な
鷲
の
図
が
描
か
れ
て
い
た
。
舳
先
に

は
虎
面
、
鳥
眼
が
描
か
れ
る
。
目
的
地
へ
ま
つ
し
ぐ
ら
に
到
達
す
る
願
意
の
表
徴
で
あ
る
。

四
、
つ
じ
や
、
つ
ぢ
や
こ
、
つ
じ
や
こ
が
れ
、
つ
じ
や
こ
の
い
し
、
つ
ぢ
や
の
た
ま
つ
ぢ
や
こ
の
ま
が
れ
、

こ
こ
の
「
つ
じ
や
」
は
、
四
国
・
中
国
・
九
州
地
方
で
粒
の
こ
と
を
「
つ
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
と
同
じ
で
、
こ
れ
に
子
称
辞
ア
が
付

い
た
も
の
で
あ
る
。
十
三
の
十
七
に
は
「
た
ま
ゑ
れ
い
つ
じ
や
ゑ
れ
い
お
な
り
あ
ん
じ
」
（
珠
を
も
ら
え
、
粒
を
も
ら
え
姉
妹
按

司
よ
）
と
あ
り
、
「
た
ま
」
と
「
つ
じ
や
」
が
対
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
つ
ぢ
や
こ
」
は
こ
の
「
つ
じ
や
」
に
さ
ら
に
接
尾
語

「
こ
」
が
つ
い
て
う
じ
や
こ
」
と
な
っ
た
も
の
で
、
「
つ
じ
や
こ
の
－
い
し
」
や
「
－
ま
が
れ
」
「
－
た
ま
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

ら
は
そ
の
材
質
や
形
状
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
神
女
の
、
勾
玉
を
中
心
に
し
た
首
輪
や
両
手
首
に
ま
く
手
玉
の
こ
と
を
指
し
て
い
る

一
お
く
と
ま
う
お
に
わ
し
（
沖
渡
に
舞
う
鬼
鷲
）

つ
つ
が
う
ゑ
つ
か
い
（
帆
柱
の
上
に
止
ま
っ
て
使
い
）

あ
ん
ま
ぶ
て
（
わ
れ
ら
を
守
っ
て
）

こ
の
と
わ
た
し
よ
わ
れ
（
こ
の
海
を
〈
無
事
に
〉
渡
し
た
ま
え
）

又
と
な
か
ま
う
お
に
わ
し
（
沖
海
に
舞
う
鬼
鷲
）

せ
び
が
う
へ
つ
か
い
（
蝉
〈
帆
柱
上
の
滑
車
Ⅱ
帆
柱
〉
の
上
に
と
ま
っ
て
使
い
）
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の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
い
し
」
は
宝
石
や
奇
石
で
あ
ろ
う
し
、
「
ま
が
れ
」
は
金
銀
と
い
っ
た
貴
金
属
の
玉
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
た
ま
」

の
な
か
に
は
真
珠
も
含
ま
れ
よ
う
（
『
真
珠
湊
碑
文
』
）
。

珠
と
言
え
ば
『
古
事
記
』
の
「
五
百
津
（
い
ほ
つ
）
の
御
統
（
み
す
ま
る
）
の
珠
」
を
想
起
す
る
が
、
古
来
珠
は
魂
の
象
徴
で
も
あ

り
、
糸
に
貫
い
て
多
く
の
人
々
の
心
を
集
め
ま
と
め
る
意
味
が
あ
っ
た
。
お
も
ろ
に
み
ら
れ
る
珠
に
も
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
た
霊
能
を

認
め
、
そ
の
輝
き
が
霊
力
の
発
現
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
三
の
一
一
一
一
一
一
の
お
も
ろ
、

十
五
の
六
の
お
も
ろ
、

一
ゑ
ら
ぷ
む
す
び
よ
も
へ
（
永
良
部
結
び
思
い
Ⅱ
人
名
）

く
れ
る
て
や
な
ち
や
な
（
暮
れ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
か
）

い
み
や
こ
よ
り
（
今
よ
り
）

め
づ
ら
ご
ゑ
や
ら
に
（
珍
ら
声
遣
ろ
う
）

又
た
び
だ
つ
あ
ん
や
（
旅
立
つ
我
は
）

又
な
っ
た
な
し
や
れ
ば
（
夏
の
手
な
し
Ⅱ
筒
袖
の
普
段
着
な
の
で
）

は
だ
か
ら
む
さ
わ
ら
ん
（
肌
に
も
障
ら
な
い
）

又
つ
じ
や
の
た
ま
や
れ
ば
（
粒
の
珠
な
の
で
）

く
ぴ
か
ら
む
さ
わ
ら
ん
（
首
に
も
障
ら
な
い
）

た
く
し
た
ら
な
づ
け
て
だ
よ
（
沢
岻
太
郎
名
付
け
テ
ダ
よ
）
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こ
こ
の
沢
岻
太
郎
名
付
け
は
一
五
一
一
一
一
年
に
建
立
し
た
「
真
珠
湊
碑
文
」
に
三
司
官
の
一
人
と
し
て
名
が
出
て
い
る
人
物
で
「
た
る

か
ね
も
い
た
く
し
の
大
や
く
も
い
」
そ
の
人
で
あ
る
。
唐
名
は
毛
文
英
、
名
は
盛
里
。
「
た
ら
な
つ
け
」
と
い
う
の
は
尚
清
王
の
名

付
け
親
だ
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
尚
真
王
の
大
永
一
一
（
一
五
二
二
）
年
中
国
に
使
い
し
、
翌
年
今
に
残
る
瑞
泉
の
あ
の
龍
頭
や
、
国

王
の
渡
御
に
使
わ
れ
る
輿
（
塔
御
鵜
）
を
も
た
ら
し
た
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
一
五
二
五
年
「
王
舅
達
魯
加
禰
国
柱
大
人
寿
蔵
之
銘
」

が
建
立
さ
れ
そ
の
功
績
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
に
亡
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
も
ろ
は
、
珠
粒
の
石
と
金
の
輝
き
の
よ
う
な
テ
ダ
精
が
着
い
た
の
で
、
沢
岻
が
長
生
き
す
る
の
だ
と
歌
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
辞
典
・
総
索
引
」
は
、
こ
こ
の
「
つ
じ
や
こ
の
い
し
」
を
「
磁
石
の
石
」
と
し
、
十
一
一
一
の
二
二
四
「
っ
し
ゃ
こ
か
ね
」

に
も
「
（
磁
石
金
）
磁
性
を
持
っ
た
金
（
か
ね
）
の
意
で
磁
鉄
鉱
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
。
久
米
島
仲
里
村
島
尻
に
産
し
た
」
と
記
し
て

い
る
。
さ
ら
に
文
庫
本
に
は
本
文
の
う
じ
や
こ
か
ね
」
に
「
粒
子
金
」
を
宛
て
な
が
ら
「
磁
性
を
持
っ
た
金
（
か
ね
）
の
意
。
磁
鉄

鉱
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
。
久
米
島
に
産
し
た
」
と
従
来
の
注
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
つ
じ
や
こ
」
は
お
も
ろ
全
体
か
ら

見
て
、
や
は
り
珠
を
意
味
す
る
粒
子
と
解
す
べ
き
も
の
で
、
磁
石
説
は
認
め
が
た
い
。
こ
れ
で
は
珠
粒
の
石
と
金
の
そ
れ
の
輝
き
の
よ

う
に
テ
ダ
の
精
が
つ
く
と
い
う
、
こ
の
お
も
ろ
の
も
っ
と
も
核
心
の
理
解
が
ま
っ
た
く
霞
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
珠
粒
の
光
や
輝
き
に
こ

そ
テ
ダ
精
と
い
う
視
覚
的
な
霊
力
を
認
め
、
そ
の
マ
ジ
カ
ル
・
パ
ワ
ー
で
「
殿
す
世
は
ち
よ
わ
れ
」
と
予
祝
し
、
長
寿
を
祝
福
し
て
い

つ
じ
や
こ
の
い
し
と
か
ね
と
や
に
（
粒
の
石
の
金
と
の
よ
う
に
）

て
だ
し
ひ
っ
か
ば
（
テ
ダ
精
が
付
く
と
）

と
の
す
世
は
ち
よ
わ
れ
（
殿
こ
そ
〈
い
つ
ま
で
も
〉
こ
の
世
に
ま
し
ま
せ
）

又
よ
か
る
た
ら
な
づ
け
く
て
だ
よ
〉
（
良
く
あ
る
太
郎
名
付
け
テ
ダ
よ
）
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五
、
も
の
、
も
づ
き
、
む
づ
き
、
さ
し
ぷ

「
も
の
」
は
「
物
の
怪
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
も
ろ
に
は

必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。
僅
か
に
「
む
づ
き
」
と
「
も
づ
き
」
し
か
な
い
。
こ
の
「
む
」
と
「
も
」
は
「
も
の
」
か
ら
の
変
化

で
神
仏
や
魂
魂
の
ほ
か
下
級
の
霊
妙
な
モ
ノ
を
さ
す
。
モ
ノ
に
懸
か
れ
る
こ
と
を
、
那
覇
で
ム
ン
ニ
ウ
サ
ー
リ
ー
ン
（
物
に
襲
わ
れ
る
）

と
か
、
ム
ン
ニ
ム
タ
リ
ー
ン
（
物
に
持
た
れ
る
）
と
い
う
。
お
も
ろ
の
「
も
づ
き
」
と
「
む
づ
き
」
は
、
モ
ノ
が
懸
い
た
人
の
意
に
な

る
。
対
語
は
「
さ
し
ぶ
」
で
、
こ
れ
は
モ
ノ
が
差
し
た
者
の
意
で
、
太
陽
由
来
の
霊
力
が
刺
し
入
っ
た
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
神
霊
が
懸
依
し
た
神
女
の
こ
と
で
あ
る
。
巻
三
の
七
の
お
も
ろ
、

る
の
で
あ
る
。

｜
き
こ
ゑ
大
き
み
ぎ
や
（
聞
得
大
君
が
）

と
よ
む
せ
だ
か
こ
が
（
鳴
響
む
精
高
子
が
）

又
さ
し
ぶ
お
れ
ふ
さ
て
（
差
し
者
神
女
に
降
り
相
応
い
て
）

む
づ
き
お
れ
な
お
ち
へ
（
物
付
き
神
女
に
降
り
直
し
て
）

（
後
略
）

（
前
略
）

お
も
ろ
は
、
霊
力
が
神
女
の
体
に
上
か
ら
差
し
入
っ
た
り
付
い
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
ふ
さ
て
」
は
「
ふ
さ
い
て
」
で
、
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ふ
さ
わ
し
い
、
フ
ィ
ッ
ト
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
似
合
う
、
調
和
す
る
、
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
の
は
、
王
を
含
む
身
分
の
高

い
者
に
対
す
る
賛
美
の
表
現
の
一
つ
で
あ
っ
て
（
拙
稿
「
お
も
ろ
の
表
現
－
適
合
調
和
す
る
讃
歌
－
」
琉
球
大
学
法
文
学
部
紀
要
『
日

本
東
洋
文
化
論
集
』
ｎ
号
一
一
○
○
四
年
三
月
）
、
「
お
れ
な
お
ち
へ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
聞
得
大
君
や
せ
ん
き
み
、
さ
す
か
さ
と
い
っ

た
高
級
神
女
に
代
っ
て
、
よ
り
専
門
的
な
霊
能
者
で
あ
る
「
さ
し
ぷ
」
「
む
づ
き
」
に
懸
依
す
る
意
で
あ
る
。
「
さ
し
ぶ
」
は
差
す
者
、

霊
力
が
差
し
入
っ
た
者
、
「
む
づ
き
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
霊
力
（
も
の
）
が
寄
り
付
い
た
者
の
意
で
あ
る
。

「
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
霊
妙
な
力
を
持
っ
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
付
い
た
者
の
こ
と
を
「
も
づ
き
」
Ⅱ
「
む
づ
き
」
と
い

う
。
そ
う
し
た
霊
能
を
持
っ
た
者
を
さ
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
対
語
が
「
さ
し
ぶ
」
で
、
霊
が
差
し
入
っ
た
者
の
意
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
「
さ
し
ぷ
」
の
「
ぷ
」
は
「
も
の
」
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。
「
ま
も
の
」
は
国
王
な
ど
の
身
分
の
高
い
人
に
使
わ
れ
る
。

民
間
で
は
物
に
懸
か
れ
た
り
、
襲
わ
れ
た
り
す
る
例
が
多
い
の
だ
が
、
お
も
ろ
に
は
そ
う
し
た
モ
ノ
は
意
外
に
少
な
い
。
五
の
五
八
の

お
も
ろ
、

一
つ
る
こ
に
く
げ
し
や
（
鶴
子
憎
げ
さ
）

よ
か
る
に
く
げ
し
や
（
良
く
あ
る
憎
げ
さ
）

み
や
が
の
と
り
（
冥
加
の
鳥
で
あ
る
）

み
や
が
の
わ
し
（
冥
加
の
鷲
）

又
な
か
く
ま
う
と
り
や
（
中
辺
Ⅱ
中
空
に
舞
う
鳥
は
）

く
も
べ
ま
う
と
り
や
（
雲
辺
に
舞
う
鳥
は
）

又
と
り
む
物
し
る
と
（
鳥
も
物
知
る
と
）
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こ
こ
の
「
み
や
が
の
と
り
」
を
冥
加
の
鳥
と
し
て
み
た
。
冥
加
と
い
う
の
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
神
仏
の
加
護
を
受
け
る
こ
と

を
い
う
が
、
当
時
の
琉
球
は
仏
教
国
で
も
あ
り
、
マ
ソ
を
含
む
多
く
の
神
仏
に
す
が
っ
た
の
で
、
鳥
や
鷲
は
船
人
に
と
っ
て
は
冥
加
と

写
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
「
物
知
り
」
は
単
な
る
知
識
が
豊
か
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
奄
美
沖
縄
で
は
占
い
な
ど
に

関
与
す
る
「
物
知
り
」
が
い
て
、
霊
的
な
モ
ノ
を
呼
び
出
し
た
り
判
定
し
た
り
す
る
。
こ
れ
は
物
の
怪
の
「
物
」
に
も
通
じ
る
こ
と
ば

だ
と
思
わ
れ
る
。
上
の
お
も
ろ
は
、
鳥
も
鷲
も
物
知
る
と
歌
う
が
、
古
琉
球
で
も
鳥
は
霊
魂
の
運
搬
者
と
し
て
船
を
守
護
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
久
米
を
経
由
し
て
慶
良
間
を
舞
い
越
え
て
那
覇
に
向
か
う
鳥
Ⅱ
船
と
は
、
中
国
か
ら
帰
国

す
る
渡
唐
船
で
あ
ろ
う
。

六
、
し
け
、
し
け
か
け
、
ま
し
け
ず
Ⅱ
ま
し
け
づ
、
し
け
う
ち
、
し
け
ち
、
し
け
ち
も
り
、
し
け
ち
な
わ
、
し
け
て
お
り

こ
こ
に
挙
げ
た
「
し
け
」
関
連
の
語
の
う
ち
、
神
前
に
備
え
る
神
酒
を
意
味
す
る
「
し
げ
ち
」
の
ほ
か
は
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
「
し

け
」
と
読
む
ら
し
い
。
『
琉
球
国
由
来
記
』
十
三
の
三
七
八
、
玉
城
間
切
志
堅
原
の
イ
リ
ノ
嶽
の
神
名
「
敷
地
カ
ナ
マ
ン
ノ
御
イ
ベ
」

の
こ
の
「
敷
地
」
は
「
し
け
ち
」
あ
る
い
は
「
し
け
う
ち
」
で
あ
ろ
う
。
同
中
城
間
切
伊
集
和
字
慶
村
の
シ
キ
マ
タ
ノ
嶽
の
神
名
「
シ

キ
森
ノ
セ
ジ
御
イ
ベ
」
と
あ
る
「
シ
キ
」
、
こ
の
ふ
た
つ
の
「
シ
キ
」
も
「
辞
典
・
総
索
引
」
に
あ
る
「
聖
所
。
神
の
在
所
。
『
聖
な
る
』

の
意
の
美
称
辞
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
聖
所
」
や
「
聖
な
る
」
の
こ
と
ば
が
日
本
や
琉
球
の
こ
う
し
た
場
所
を
い
う
こ
と
ば
と
し

わ
し
も

又
く
め
は

け
ら
ま

物
し
る
と

い
な
へ
や
り

ま
い
こ
ゑ
て

（
鷲
も
物
知
る
と
）

（
久
米
は
早
す
ぎ
て
）

（
慶
良
間
も
舞
い
越
え
て
）
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も
る
、

て
は
な
か
な
か
あ
て
は
め
が
た
い
が
、
聖
と
俗
を
区
画
す
る
い
わ
ば
結
界
と
し
て
「
糸
」
や
「
縄
」
と
と
も
に
「
し
け
」
が
か
け
ま
わ

さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
理
解
す
る
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
故
こ
う
し
た
聖
域
に
奉
仕
す
る
神
女
を
「
し
け
か
け
の
か
み
に
し
や
」

「
し
け
か
け
の
の
ろ
」
と
い
い
、
そ
の
場
所
つ
ま
り
聖
域
を
「
い
と
か
け
の
ま
み
や
」
「
な
わ
か
け
の
ま
み
や
」
と
あ
る
章
句
の
例
と
も

矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
こ
の
他
の
「
し
け
」
や
「
ま
し
け
」
は
霊
力
の
一
種
で
あ
る
ら
し
い
。
巻
十
の
三
一
一
一
の
お
も
ろ
、

航
海
安
全
の
霊
力
の
あ
る
「
シ
ケ
」
を
も
っ
て
願
掛
け
し
、
そ
の
シ
ケ
の
力
で
航
海
の
安
全
を
祈
っ
て
い
る
。
巻
十
三
の
五
一
の
お

又又又又又又又

き
こ
ゑ
お
に
の
き
み
（
聞
こ
え
鬼
の
君
）

ゑ
や
れ
し
く
（
ヱ
ヤ
レ
頻
り
に
）

し
け
か
け
て
こ
が
せ
（
シ
ケ
〈
霊
力
〉
か
け
て
漕
が
せ
よ
）

と
よ
む
お
に
の
き
み
（
嶋
饗
む
鬼
の
君
）

あ
さ
ど
れ
が
し
よ
れ
ば
（
朝
凪
が
す
る
と
）

よ
う
ど
れ
が
し
よ
れ
ば
（
夕
凪
が
す
る
と
）

い
た
き
よ
ら
は
お
し
う
け
て
（
板
美
ら
Ⅱ
船
を
押
し
浮
け
て
）

た
な
き
よ
ら
は
お
し
う
け
て
（
棚
美
ら
Ⅱ
船
を
押
し
浮
け
て
）

ふ
な
こ
ゑ
ら
で
の
せ
て
（
舟
子
を
選
ん
で
乗
せ
て
）

て
か
ぢ
ゑ
ら
で
の
せ
て
（
手
舵
Ⅱ
船
員
を
選
ん
で
乗
せ
て
）
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七
、
東
方
に
「
と
よ
む
」
日
と
月
１
照
り
輝
く
霊
力

「
と
よ
む
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
お
も
ろ
で
は
、
国
王
を
初
め
と
す
る
テ
ダ
的
な
人
物
や
神
女
に
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る

い
は
地
名
に
も
冠
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
有
名
な
」
と
か
「
名
高
い
」
と
意
訳
さ
れ
る
が
、
原
意
は
山
内
盛
嘉
の
「
南
島
八
重
垣
」
に

あ
る
よ
う
に
、
日
や
月
が
光
を
放
っ
て
差
し
昇
る
こ
と
で
も
あ
る
。
月
は
太
陽
に
比
べ
て
さ
す
が
に
少
な
い
が
、
巻
七
の
六
の
お
も
ろ
、

こ
こ
の
「
て
お
り
」
は
手
折
り
で
、
手
踊
り
を
す
る
意
で
あ
る
が
、
官
船
「
手
折
り
富
」
の
航
海
を
祝
福
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
た
ま
」
と
「
し
け
」
が
対
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
た
ま
」
は
美
称
辞
で
も
あ
り
、
霊
力
の
象
徴
で
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
し
け
」

に
も
同
様
の
内
実
が
揺
曳
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
お
わ
も
り
が
（
オ
ワ
モ
リ
神
女
が
）

「
け
お
の
き
み
あ
ま
へ
て
（
怪
生
の
君
と
喜
ん
で
）

ぶ
れ
ま
て
は
り
や
し
よ
わ
（
群
れ
舞
い
て
Ⅱ
喜
ん
で
走
ら
せ
た
ま
え
）

又
た
ま
て
お
り
や
（
玉
の
手
折
り
Ⅱ
踊
り
手
）

し
け
て
お
り
や
（
シ
ケ
の
つ
い
た
踊
り
手
）

又
お
し
う
け
わ
ち
へ
（
〈
船
を
〉
押
し
浮
け
た
ま
い
て
）

く
り
う
け
わ
ち
へ
（
〈
船
を
〉
割
り
浮
け
た
ま
い
て
）

き
こ
ゑ
せ
ぢ
あ
ら
き
み
（
聞
こ
え
た
セ
ヂ
荒
い
君
Ⅱ
神
女
）
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こ
こ
の
「
と
よ
む
」
は
村
々
に
一

昔
を
ヤ
ー
・
ト
ゥ
ユ
ン
（
家
と
よ
」

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
琉
歌
に
、

「
と
よ
む
」
の
多
く
は
人
に
つ
い
て
、
名
前
や
名
声
が
と
ど
ろ
く
意
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
巻
こ
の
十
一
、

一
中
ぐ
す
く
あ
つ
る
（
中
城
に
あ
る
）

う
ら
と
よ
む
つ
づ
み
（
浦
鳴
響
む
鼓
）

う
ち
ち
へ
な
り
あ
が
ら
せ
（
打
っ
て
鳴
り
あ
が
ら
せ
）

又
と
よ
む
く
に
あ
つ
る
（
鴫
響
む
国
に
あ
る
）

あ
が
る
い
に
と
よ
む
（
東
方
に
照
る
）

き
く
や
な
き
た
け
か
ら
（
キ
ク
ヤ
ナ
キ
嶽
の
方
か
ら
）

あ
が
て
お
わ
る
月
し
ゆ
（
上
が
っ
て
こ
ら
れ
る
月
こ
そ
）

し
よ
り
も
り
ち
よ
わ
る
（
首
里
森
に
お
ら
れ
る
）

あ
が
た
た
み
が
な
し
し
ゆ
（
我
等
が
尊
い
御
方
さ
ま
〈
王
〉
こ
そ
）

ま
だ
に
や
び
き
よ
わ
ち
へ
（
確
か
に
影
引
き
た
ま
い
て
）

又
と
よ
む
せ
ぢ
あ
ら
ぎ
み
（
鴨
響
む
セ
ヂ
荒
い
君
）

は
村
々
に
鼓
を
鳴
り
響
か
せ
る
意
味
に
と
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
宮
古
で
も
家
内
か
ら
聞
こ
え
る
大
き
な

（
家
と
よ
む
）
と
い
う
よ
し
で
、
こ
こ
の
例
に
近
い
。
こ
れ
で
「
と
よ
む
」
が
聴
覚
で
も
視
覚
で
も
表
現
さ
れ
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東
の
空
か
ら
さ
し
昇
る
太
陽
に
神
性
を
認
め
、
畏
敬
の
念
を
こ
め
て
大
主
と
呼
び
、
火
の
鳥
の
佳
声
さ
え
聞
い
て
い
る
。
そ
の
声
は

う
ら
ら
か
に
聞
こ
え
て
す
ば
ら
し
い
と
、
讃
え
る
。
同
巻
の
八
○
に
も
八

と
い
う
古
歌
も
あ
る
。
こ
こ
の
「
と
よ
む
」
は
「
月
」
に
か
か
り
、
月
の
光
が
こ
う
こ
う
と
照
る
さ
ま
を
い
っ
て
い
る
。
吉
の
浦
は
月

の
名
所
で
あ
る
。
ま
た
幻
の
組
踊
に
「
月
の
豊
た
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
特
に
日
の
出
の
「
と
よ
む
」
の
な
か
に
は
霊
力
の
発
現
を
ふ

く
む
も
の
が
多
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
の
七
五
の
お
も
ろ
、

｜
あ
が
る
い
の
大
ぬ
し
（
東
方
の
大
主
）

あ
け
ま
も
ど
る
み
れ
ば
（
夜
明
け
前
の
も
ど
ろ
を
見
る
と
）

べ
に
の
と
り
の
ま
や
へ
み
も
ん
（
紅
の
鳥
の
舞
合
い
、
見
物
）

又
て
だ
が
あ
な
の
大
ぬ
し
（
テ
ダ
の
穴
の
大
主
）

一
あ
が
る
い
の
大
ぬ
し
（
東
方
の
大
主
）

ふ
ゑ
の
と
り
の
か
こ
へ
の
（
日
の
鳥
の
佳
声
の
）

う
ら
う
ら
と
き
き
き
よ
ら
や
（
う
ら
ら
か
に
聞
い
て
す
ば
ら
し
い
）

又
て
だ
が
あ
な
の
大
ぬ
し
（
太
陽
の
穴
の
大
主
）

と
よ
む
中
城
吉
の
浦
の
お
月
み
影
照
り
わ
た
て
さ
び
や
な
い
さ
め
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と
あ
る
。
朝
日
が
い
ま
し
も
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
東
天
に
差
す
光
が
「
あ
け
ま
も
ど
ろ
」
つ
ま
り
夜
明
け
前
の
「
も
ど
る
」
（
陽
光
）
で

あ
る
。
こ
の
「
も
ど
る
」
は
目
も
眩
む
よ
う
な
光
景
を
い
う
も
の
で
、
本
土
語
の
「
も
ど
ろ
く
」
の
語
幹
に
近
い
。
目
が
く
ら
む
の
で

あ
る
。
あ
の
紅
蓮
の
ほ
む
ら
の
な
か
に
鳳
凰
の
飛
翔
す
る
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
ら
し
い
の
で
あ
る
。

お
も
る
人
は
誕
生
し
た
ば
か
り
の
陽
光
に
神
聖
な
力
を
感
じ
、
そ
れ
が
霊
力
と
な
っ
て
身
に
降
り
注
ぐ
と
も
考
え
た
ら
し
い
。
古
琉

球
期
の
碑
文
の
碑
頭
を
飾
る
日
輪
鳳
凰
紋
や
ノ
ロ
扇
の
日
輪
鳳
凰
紋
は
こ
の
思
想
を
図
案
化
し
た
も
の
で
、
ビ
ン
ヌ
ト
ゥ
イ
（
紅
の
鳥
）

と
言
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
神
女
の
持
つ
日
輪
鳳
凰
紋
の
扇
は
航
海
安
全
と
豊
穣
を
願
い
、
テ
ダ
な
る
国
王
の
長
寿
延
命
を
祈
念
す
る

図
柄
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
女
自
身
は
、
『
混
効
験
集
』
の
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
本
地
は
弁
才
天
だ
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
弁
才
天
は
も
と
も
と
の
イ
ン
ド
で
は
河
の
神
だ
っ
た
た
め
に
、
転
じ
て
航
海
や
天
候
を
支
配
す
る
神
と
考
え
ら
れ
、

天
候
や
航
海
の
守
護
神
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
四
の
三
の
お
も
ろ
に
は
、
神
女
が
、

を
満
た
す
こ
と
が
「
き
、

で
あ
る
。
同
巻
の
六
に
、

（
後
略
）

と
歌
わ
れ
る
。

せ
ぢ
ま
さ
て
あ
す
べ
ぱ
（
セ
ヂ
勝
っ
て
神
遊
び
す
る
と
）

’て
る
か
は
が
て
り
よ
る
や
に
き
よ
ら
や
（
テ
ル
カ
ワ
Ⅱ
日
神
が
照
る
よ
う
に
見
事
だ
）

（
前
略
）

テ
ル
カ
ワ
は
東
天
の
旭
日
で
も
あ
り
、
セ
ヂ
の
根
源
で
も
あ
る
。
神
女
の
奉
仕
す
る
森
嶽
に
陽
光
が
降
り
注
い
で
セ
ヂ

が
「
き
よ
ら
や
」
と
い
う
感
嘆
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
空
間
に
陽
光
が
「
照
る
」
か
た
ち
で
セ
ヂ
が
感
得
さ
れ
て
い
る
の
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太
陽
は
東
方
の
黄
金
穴
か
ら
生
ま
れ
、
霊
力
を
逓
減
さ
せ
な
が
ら
西
の
テ
ダ
の
穴
に
沈
み
、
太
地
の
闇
の
わ
た
な
か
で
再
生
し
て
東

方
の
こ
が
れ
穴
か
ら
昇
天
す
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
朝
日
は
最
も
瑞
々
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
も
っ
と
も
強
い
霊
力
を
発
散
し
つ
つ
差

し
昇
る
。
ア
オ
リ
ヤ
ヘ
神
女
は
、
霊
力
の
充
満
し
た
黄
金
の
花
の
よ
う
な
陽
光
を
浴
び
て
、
霊
力
を
増
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
七
の

一
一
一
六
に
あ
る
「
こ
が
れ
す
へ
」
（
黄
金
精
）
も
霊
力
の
視
覚
的
表
現
だ
が
、
こ
の
例
は
集
中
多
く
の
例
が
あ
る
。
巻
三
の
九
に
、

「
し
け
う
ち
」
な
る
聖
域
に
朝
日
由
来
の
美
し
い
霊
力
を
か
け
渡
す
の
で
あ
る
。
曙
光
は
美
し
い
花
が
咲
渡
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
そ

れ
を
見
事
な
光
景
と
し
て
感
嘆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
良
い
結
果
を
期
待
す
る
予
祝
歌
の
特
色
で
も
あ
る
。

同
巻
の
八
の
お
も
ろ
を
見
て
み
る
。

き
こ
ゑ
あ
お
り
や
へ
や
（
聞
こ
え
ア
オ
リ
ヤ
ヘ
神
女
が
）

し
け
う
ち
あ
や
か
け
わ
ち
へ
（
聖
域
に
綾
な
る
霊
力
を
か
け
た
ま
い
て
）

ち
よ
ら
の
は
な
の
さ
い
わ
た
る
み
も
ん
（
美
し
い
花
〈
陽
光
〉
が
咲
渡
る
見
事
さ
）

あ
が
る
い
の
こ
が
れ
あ
な
（
東
方
の
黄
金
穴
か
ら
）

こ
が
れ
は
な
の
さ
き
よ
れ
ば
（
黄
金
の
花
が
咲
く
と
）

あ
お
り
や
ゑ
や
（
あ
お
り
や
え
神
女
は
）

お
れ
よ
み
ぎ
や
お
れ
わ
ち
へ
（
そ
れ
を
見
に
来
ら
れ
て
）
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
霊
力
の
根
源
の
主
要
な
も
の
の
一
つ
が
太
陽
で
、
そ
れ
も
東
方
の
黄
金
穴
か
ら
今
し
も
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
み
づ
み
づ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
巻
十
の
二
一
に
「
あ
が
る
い
の
み
づ
か
わ
」
「
て
だ
が
あ
な
の
み
づ
か
わ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
東
方
の
テ
ダ
が
穴
か
ら
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
、
生
命
力
豊
か
な
朝
日
と
曙
光
、
こ
れ
が
「
瑞
々
し
い
日
（
太
陽
）
」

で
あ
り
「
日
の
穴
の
瑞
々
し
い
日
（
太
陽
）
」
な
の
で
あ
る
。
頭
上
の
テ
ダ
は
強
い
ひ
ざ
し
と
な
っ
て
降
り
注
ぐ
が
、
朝
の
陽
光
に
く

ら
べ
て
霊
力
が
豊
か
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
赤
ら
セ
ヂ
」
は
そ
の
朝
日
そ
の
も
の
か
ら
放
射
発
散
さ
れ

る
霊
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
霊
力
の
一
つ
で
あ
る
「
せ
い
（
精
）
」
の
異
表
記
で
あ
る
「
こ
が
れ
す
へ
」
「
こ
が
れ
す
ゑ
」
「
こ
が
れ
せ

ひ
」
が
つ
い
た
も
の
も
そ
う
し
た
霊
力
で
あ
る
。
巻
五
の
四
二
の
お
も
ろ
、

又
あ
か
ら
せ
ぢ
お
る
ち
へ
（
赤
い
セ
ヂ
を
降
ろ
し
て
）

ま
へ
ぶ
し
や
よ
ま
よ
わ
ち
へ
（
ま
武
者
を
迷
わ
し
て
）

又
ひ
ぢ
ゑ
る
せ
ぢ
お
る
ち
へ
（
火
出
る
セ
ヂ
を
お
ろ
し
て
）

お
か
す
き
や
よ
ゆ
こ
ち
へ
（
侵
す
者
た
ち
を
だ
ま
し
て
）

（
後
略
）

（
前
略
）

あ
か
わ
り
ぎ
や
お
も
る
（
ア
カ
ワ
リ
神
女
の
お
も
ろ
は
）

く
ち
ま
さ
し
や
あ
も
の
（
口
正
し
く
あ
る
の
で
）

と
も
も
と
（
十
百
年
Ⅱ
千
年
Ⅱ
い
つ
ま
で
も
）
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「
不
可
視
の
霊
力
」
は
、
上
に
伽

は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ア
カ
ワ
リ
神
女
が
お
も
ろ
を
歌
う
こ
と
で
、
歌
う
神
女
の
口
か
ら
発
す
る
お
も
ろ
は
口
ま
さ
し
く
霊
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

「
か
が
お
ら
に
」
は
霊
力
を
輝
か
し
て
い
よ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
は
や
こ
れ
以
上
例
を
示
す
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
お
も
ろ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
霊
力
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
鮮
や
か
に
視
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
仲
原
善
忠
が
指
摘
し
た

「
不
可
視
の
霊
力
」
は
、
上
に
例
示
し
る
る
述
べ
た
よ
う
に
、
鮮
や
か
に
見
え
る
も
の
と
し
て
多
く
の
お
も
ろ
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と

お
が
で
か
が
お
ら
に
（
〈
王
の
お
顔
を
〉
拝
見
し
て
輝
い
て
い
た
い
）

又
と
し
の
は
じ
ま
り
に
（
年
の
始
ま
り
）

（
下
略
）

最
後
に
次
の
一
首
を
あ
げ
て
本
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
巻
七
の
三
六
の
お
も
ろ
、

｜
わ
か
さ
あ
し
と
き
や
（
若
さ
が
あ
っ
た
時
に
は
）

た
ま
き
や
ゑ
ら
で
さ
ち
や
物
（
珠
綱
き
の
太
刀
を
選
ん
で
差
し
た
も
の
を
）

ひ
や
く
さ
な
て
か
ら
は
（
百
歳
に
な
っ
た
か
ら
に
は
）

こ
が
れ
す
へ
つ
き
や
り
（
〈
身
に
〉
黄
金
の
精
が
つ
き
）

御
ま
へ
か
が
お
ら
に
（
〈
王
の
〉
御
前
に
輝
い
て
居
よ
う
）

又
わ
か
さ
あ
し
と
き
や
（
若
か
っ
た
こ
ろ
に
は
）

よ
ろ
い
ゑ
ら
で
さ
ち
や
物
（
鎧
を
選
ん
で
着
た
も
の
を
）
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前
号
に
発
表
し
た
拙
稿
「
琉
球
国
王
の
神
号
と
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
」
の
な
か
で
、
尚
寧
と
尚
永
は
た
え
ず
並
立
し
て
登
場
す
る
異

例
の
政
権
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
述
べ
、
奄
美
お
も
ろ
が
地
方
お
も
ろ
に
で
は
な
く
、
外
洋
関
係
の
お
も
ろ
を
集
め
た
巻
十
三
に
収

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
島
津
入
り
後
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
い
た
。
こ
れ
を
全
面
的
に
改
め
る
必
要
は

な
い
が
、
各
巻
の
表
題
を
の
せ
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
一
の
冒
頭
の
「
お
も
ろ
御
さ
う
し
目
録
」
の
巻
五
、
巻
七
、
巻
八
、
巻
九
、

巻
十
五
、
巻
十
六
、
巻
十
八
の
各
巻
の
表
紙
の
表
題
の
右
肩
に
は
、
共
通
し
て
尚
豊
王
の
神
名
「
首
里
天
ぎ
や
す
へ
あ
ん
じ
お
そ
い
が

な
し
」
と
あ
る
。
当
該
の
各
巻
に
も
同
様
に
あ
る
。
他
の
国
王
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
神
名
は
い
っ
さ
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
尚

補
記

主
要
参
考
文
献

仲
原
善
忠
『
お
も
ろ
新
釈
』
一
九
五
七
年

仲
原
善
忠
・
外
聞
守
善
『
お
も
ろ
さ
う
し
辞
典
・
総
索
引
』
一
九
六
七
年

外
間
守
善
・
西
郷
信
綱
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
（
日
本
思
想
大
系
一
八
）
一
九
七
二
年

外
間
守
善
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
上
下
（
岩
波
文
庫
）
二
○
○
○
年

こ
の
お
も
ろ
は
、
生
ま
れ
た
て
の
東
天
の
曙
光
に
の
み
霊
力
が
充
満
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
長
寿
者
に
は
長

寿
者
だ
け
が
も
つ
「
ひ
や
く
さ
せ
ぢ
」
（
百
歳
セ
ヂ
）
や
「
黄
金
精
」
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
王
の
御
前
に
出
て
発
揮
す
る
こ
と
で
王

の
長
寿
を
予
祝
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
長
寿
に
対
す
る
希
望
と
畏
敬
そ
れ
に
尊
敬
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
の
類
稀
な
生
命
力

に
対
し
て
百
歳
セ
ヂ
と
い
う
霊
力
を
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
セ
ヂ
も
「
か
が
お
ら
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
視
覚
的
に
捉
え
ら

れ
る
霊
力
で
あ
る
。
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寧
王
の
後
を
受
け
た
尚
豊
王
の
時
に
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
編
集
が
一
応
完
了
・
成
立
し
、
こ
れ
が
一
七
○
九
年
の
王
城
火
災
の
さ
い

焼
失
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尚
豊
の
神
名
が
七
冊
に
し
か
な
い
の
は
、
そ
の
後
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
過
酷
な
保
存
状
況
や
、
現

在
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
錯
簡
・
重
複
な
ど
編
集
上
の
混
乱
を
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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