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は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
沖
縄
に
は
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
た
宗
教
的
芸
能
者
が

か
っ
て
居
た
。
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
と
は
「
京
太
郎
」
の
意
の
方
言
で
あ
り
、
京
都
か
ら

下
っ
て
来
た
芸
人
で
あ
る
と
称
し
た
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
名
称
を
も
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
芸
人
達
が
本
土
よ
り
渡
っ
て
来
た
人
々
で
あ
り
、

そ
の
芸
能
が
、
御
伽
草
子
『
京
太
郎
物
語
』
等
に
語
ら
れ
た
も
の
と
関
わ
り
を
持
つ

１

こ
と
も
、
今
日
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
に
関
す
る
論

考
は
少
な
か
ら
ぬ
数
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
御
伽
草
子
の
そ
れ
に

２

対
し
て
は
纒
ま
っ
た
発
言
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
芸
能

に
関
し
て
、
門
外
漢
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
何
程
の
こ
と
が
言
え
る
訳
で
も

な
い
が
、
説
話
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
由
来
讃
と
『
京
太
郎
物

語
』
と
を
比
較
検
討
す
る
の
も
、
全
く
無
意
味
な
こ
と
で
も
な
か
ろ
う
と
考
え
、
稿

を
求
め
ら
れ
た
機
会
に
、
両
者
の
比
較
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
管
見
を
申
し
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

｜
『
京
太
郎
物
語
』
と
そ
の
モ
チ
ー
フ

御
伽
草
子
『
京
太
郎
物
語
』
の
、
現
在
ま
で
に
所
在
の
確
認
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス

『
京
太
郎
物
語
』
と
そ
の
周
辺

濱
中

修

ト
は
、
明
治
二
十
二
年
に
中
島
鹿
山
氏
が
書
写
し
て
今
は
大
阪
府
立
図
書
館
に
蔵
さ

れ
て
い
る
一
本
の
み
で
あ
る
。
故
に
、
今
日
に
お
け
る
伝
本
状
況
だ
け
か
ら
判
断
す

る
な
ら
、
本
作
の
流
布
は
誠
に
片
々
た
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

し
か
し
、
既
に
慶
長
頃
に
書
写
さ
れ
た
『
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
』
に
「
よ
み
け
る
さ

（
マ
マ
）

う
し
は
な
に
シ
蛍
そ
、
け
ん
し
、
さ
こ
ろ
も
、
し
茂
ら
、
お
ち
雲
、
き
や
う
た
う
ふ
」
（
大

東
急
記
念
文
庫
本
）
と
し
て
そ
の
名
が
出
、
更
に
芭
蕉
が
こ
れ
を
承
け
て
「
梅
が
香

や
し
ら
シ
お
ち
く
ぼ
京
太
郎
」
亀
柿
表
紙
』
『
忘
梅
こ
の
句
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
文
学
作
品
と
し
て
の
『
京
太
郎
物
語
』
は
少
な
く
と
も
中
世
末
に
は
成
立

し
、
し
か
も
か
な
り
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
作
は
、
短
編
性
が

一
つ
の
特
徴
と
も
言
え
る
御
伽
草
子
の
中
で
も
、
殊
に
短
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
内

３

容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

皇
太
子
時
代
の
用
明
天
皇
は
、
或
時
、
筑
紫
か
ら
宮
中
に
奉
仕
に
来
て
い
た
者

共
の
噂
話
か
ら
太
宰
大
弐
殿
の
娘
の
美
麗
な
る
を
知
り
、
単
身
、
宮
殿
を
抜
け

出
し
て
筑
紫
に
向
か
う
船
に
便
乗
す
る
。
身
を
鬘
し
て
い
る
の
で
船
員
達
か
ら

折
椎
を
受
け
そ
う
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
何
と
か
到
着
す
る
。
土
地
の
賤
の
女

の
家
に
居
候
し
て
い
る
或
夜
、
京
太
郎
の
吹
く
美
し
い
笛
の
音
に
誘
わ
れ
た
姫

の
琴
と
合
奏
を
し
、
意
気
投
合
す
る
。
都
か
ら
の
命
令
で
、
皇
子
探
索
の
為
宇

佐
神
宮
で
流
鏑
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
射
手
が
い
な
い
。
京
太
郎

が
そ
の
役
を
勤
め
た
と
こ
ろ
、
検
分
の
官
人
が
皇
子
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、

太
宰
大
弐
は
恐
權
し
、
か
つ
娘
と
の
結
婚
を
喜
ぶ
。
都
へ
の
還
幸
途
中
、
大
和

の
二
上
山
で
急
に
産
気
づ
い
た
妃
は
山
中
に
て
、
麿
子
親
王
を
出
産
す
る
。
麿

子
親
王
は
聖
徳
太
子
と
相
談
し
て
禅
林
寺
を
建
立
し
、
そ
の
後
彼
の
末
喬
は
世
々

に
栄
え
た
。
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皇
太
子
時
代
の
用
明
天
皇
が
、
恋
故
に
身
を
雲
し
て
九
州
に
下
り
、
長
者
の
館
で

下
男
と
し
て
働
く
う
ち
に
笛
の
力
に
よ
っ
て
娘
の
愛
を
獲
得
し
、
流
鏑
馬
の
こ
と
か

ら
皇
太
子
た
る
こ
と
が
露
顕
し
て
、
娘
を
伴
っ
て
都
に
帰
っ
た
、
と
す
る
こ
の
作
品

の
内
容
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
形
で
、
幸
若
舞
曲
『
烏
帽
子
折
』
中
の
挿
話
と
し
て

も
語
ら
れ
て
い
る
。
皇
太
子
時
代
の
用
明
天
皇
は
、
豊
後
に
下
る
に
当
た
っ
て
、
「
草

苅
山
路
」
と
い
う
名
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
説
話
は
普
通
草
苅
山
路
の
話
と

称
さ
れ
て
い
る
。

『
烏
帽
子
折
』
は
『
京
太
郎
物
語
』
と
同
一
話
で
あ
る
が
、
細
部
に
は
相
違
も
ま

た
存
す
る
。
笛
が
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
書
と
も
同
じ
で
あ
る
が
、

後
者
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
京
太
郎
と
娘
と
の
笛
・
琴
合
奏
の
件
と
、
麿
子
親
王

の
出
産
の
事
は
、
前
者
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
逆
に
、
前
者
に
存
す
る
絵
姿

女
房
型
の
モ
チ
ー
フ
と
、
九
州
の
長
者
の
名
を
真
野
長
者
と
特
定
し
て
い
る
件
が
、

後
者
で
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
り
、
こ
の
両
書
は
、
単
純
に
、
何
れ
か
が

古
い
、
新
し
い
と
割
り
切
れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
両
書
共
通
し

て
、
そ
の
舞
台
が
九
州
で
あ
る
こ
と
は
、
幸
若
舞
曲
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
点
と
共
に
、

こ
の
説
話
が
九
州
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
唱
導
家
・
芸
能
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
豊

４

後
地
方
の
真
野
長
者
の
説
話
に
徴
し
て
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
沖
縄
の
チ
ョ
ン
ダ

ラ
ー
達
は
、
ニ
ン
ブ
チ
ャ
ー
（
念
仏
者
）
の
名
の
如
く
、
宗
教
活
動
に
従
事
し
な
が

ら
、
人
形
芝
居
等
を
行
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
近
世
の
九
州
に
も
、
同
様
な

⑤

宗
教
芸
能
者
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
三
隅
治
雄
氏
が
紹
介
し
て
お
り
、
徳
之
島
の

６

キ
ョ
ー
ダ
ラ
節
の
存
在
と
も
ど
も
、
沖
縄
の
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
が
、
九
州
よ
り
渡
っ

た
宗
教
芸
能
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

さ
て
、
『
京
太
郎
物
語
』
が
、
昔
話
の
「
絵
姿
女
房
」
を
重
要
な
骨
格
と
し
て
利
用

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
絵
姿
女
房
だ
け
で
は
、
本
作
の
展
開
は
充
分

に
説
明
さ
れ
な
い
。
芭
蕉
の
「
梅
が
香
や
し
ら
鼻
落
窪
京
太
郎
」
の
句
か
ら
、
継
子

７

物
語
と
の
関
連
を
考
え
た
の
は
、
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
。
今
日
残
っ
て
い
る
大
阪
府

立
図
書
館
本
の
『
京
太
郎
物
語
』
は
用
明
天
皇
が
主
人
公
で
あ
り
、
継
子
話
で
は
な

い
が
、
物
語
展
開
の
か
な
り
の
部
分
は
、
継
子
讃
の
昔
話
で
あ
る
「
灰
坊
太
郎
」
に

依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
奥
備
中
の
昔
話
』
よ
り
、
杉
俊
雄
氏
の
語
り
の

８

大
要
を
紹
介
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

昔
、
朝
日
長
者
と
夕
日
長
者
が
少
し
離
れ
た
所
に
住
ん
で
い
た
。
朝
日
長
者
に

は
友
次
と
い
う
子
供
が
い
た
が
、
母
親
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
後
妻
が
入
っ
て

来
た
。
実
子
を
産
ん
だ
継
母
は
、
友
次
を
亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
、
悪
計
を
企

て
る
。
病
を
装
い
、
そ
の
病
の
療
治
に
は
子
供
の
肝
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る

と
言
い
募
っ
て
、
父
親
に
友
次
の
殺
害
を
迫
る
。
父
親
は
し
ぶ
し
ぶ
こ
れ
を
了

承
し
、
山
中
で
友
次
を
殺
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
子
供
に
可
愛
が
ら
れ
て
い

た
犬
の
シ
ロ
・
ク
ロ
の
二
匹
が
こ
れ
を
阻
ん
だ
の
で
、
ク
ロ
の
肝
を
持
ち
帰
る

こ
と
と
な
っ
た
。
山
中
に
捨
て
置
か
れ
た
友
次
は
、
そ
の
夜
、
亡
き
実
母
の
声

を
聞
き
、
願
い
の
も
の
を
出
し
て
く
れ
る
笛
と
扇
を
授
け
ら
れ
る
。
翌
朝
、
母

の
使
わ
し
め
の
小
鳥
に
導
か
れ
て
夕
日
長
者
の
家
に
至
り
、
風
呂
焚
き
と
し
て

住
み
込
む
。
秋
祭
り
の
見
物
の
日
、
灰
太
郎
は
件
の
笛
と
扇
を
用
い
て
衣
裳
と

名
馬
を
出
し
、
皆
よ
り
遅
れ
て
出
掛
け
る
。
そ
の
帰
り
、
立
派
な
若
者
に
身
を

変
え
た
ま
ま
の
灰
太
郎
を
見
た
長
者
の
娘
は
恋
の
病
に
陥
る
。
占
い
に
依
っ
て
、

家
中
の
男
の
婿
定
め
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
使
用
人
が
次
々
に
繰
り
出
す
も
、

不
首
尾
で
あ
る
。
最
後
に
灰
太
郎
も
呼
び
出
さ
れ
た
の
で
、
風
呂
に
入
っ
て
身
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二
麿
子
親
王
伝
承

『
京
太
郎
物
語
』
は
、
主
人
公
た
る
用
明
天
皇
（
因
み
に
、
用
明
天
皇
が
物
語
の

主
人
公
と
し
て
設
定
さ
れ
た
の
は
、
聖
徳
太
子
信
仰
の
隆
盛
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は

９

容
易
に
推
測
さ
れ
る
）
の
恋
故
の
冒
険
を
語
る
物
語
で
あ
る
の
だ
が
、
物
語
は
そ
の

末
尾
に
至
っ
て
用
明
天
皇
に
つ
い
て
の
叙
述
を
忘
れ
、
そ
の
皇
子
の
麿
子
親
王
に
偏

重
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
進
行
か
ら
す
れ
ば
、
皇
子
の
誕
生
の
記
事
は
、

不
自
然
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
後
、
用
明
天
皇
の
こ
と
が
語
ら
れ
ず
、
麿
子
親
王

に
偏
し
た
叙
述
の
ま
ま
物
語
が
摺
筆
さ
れ
て
い
る
点
が
、
読
者
に
少
し
ば
か
り
の
唐

突
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
語
構
成
の
上
か
ら
す
れ
ば
首
尾
不
照
応
で

あ
り
破
綻
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
結
末
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
麿
子
親
王
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
。

を
清
め
、
立
派
な
衣
裳
を
身
に
着
け
て
娘
の
前
に
出
る
と
、
娘
は
す
ぐ
さ
ま
灰

太
郎
に
杯
を
差
し
出
し
た
。
そ
こ
で
、
灰
太
郎
は
夕
日
長
者
の
家
に
婿
入
り
を

し
た
。

即
ち
、
富
家
の
息
子
が
家
を
出
て
、
長
者
の
館
で
身
を
雲
し
て
下
働
き
の
奉
公
を

す
る
が
、
彼
は
笛
を
得
意
と
し
、
祭
見
物
に
際
し
て
そ
の
本
身
を
垣
間
見
せ
、
娘
の

心
を
得
て
結
婚
す
る
、
と
い
う
展
開
で
あ
る
が
、
『
京
太
郎
物
語
』
と
の
類
似
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
京
太
郎
物
語
』
に
し
て
も
、
『
烏
帽
子
折
』
の
草
苅

山
路
に
し
て
も
、
絵
姿
女
房
を
大
枠
と
し
て
採
用
し
、
そ
れ
に
灰
坊
太
郎
の
モ
チ
ー

フ
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
説
話
を
語
っ

て
活
動
し
て
い
た
芸
能
者
が
、
口
承
文
芸
を
自
在
に
利
用
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
た

こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
。

麿
子
親
王
は
用
明
天
皇
の
皇
子
で
、
当
麻
氏
の
母
に
因
ん
で
当
麻
皇
子
と
も
称
す

る
。
征
新
羅
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
、
遠
征
途
上
に
そ
の
妃
を
喪
っ
た
為
に
任
を

果
た
さ
な
か
っ
た
。
当
麻
寺
の
前
身
と
さ
れ
る
禅
林
寺
を
建
立
し
た
。
麿
子
親
王
に

関
し
て
は
、
こ
れ
ぐ
ら
い
し
か
そ
の
事
蹟
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
結
局
、
後
世
、
伝

説
上
に
登
場
す
る
の
は
彼
が
聖
徳
太
子
の
弟
で
あ
っ
た
か
ら
と
理
解
す
る
し
か
な
か

プ
（
一
ア
『
ノ
Ｏ

こ
の
麿
子
親
王
は
、
中
世
以
降
、
丹
波
・
丹
後
で
は
七
仏
薬
師
の
寺
々
（
清
園
寺
．

施
薬
寺
・
元
興
寺
・
神
宮
寺
・
等
楽
寺
・
成
願
寺
・
多
禰
寺
）
を
中
心
に
、
酒
呑
童

子
退
治
に
も
類
似
し
た
鬼
賊
退
治
の
名
将
軍
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
聖
徳

太
子
信
仰
の
影
響
が
、
そ
の
異
腹
の
弟
た
る
麿
子
親
王
に
ま
で
及
ん
だ
結
果
で
あ
ろ

う
し
、
ま
た
彼
が
「
為
征
新
羅
将
軍
」
含
日
本
書
記
』
推
古
天
皇
十
一
年
四
月
条
）

と
い
う
経
歴
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
鬼
賊
退
治
讃
の
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
と
認

め
ら
れ
た
の
で
も
あ
ろ
う
。
麿
子
親
王
の
鬼
賊
退
治
讃
は
、
七
仏
薬
師
の
寺
々
を
中

心
に
幾
種
類
も
絵
巻
物
等
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
諸
本
間
に
内
容
上
の
大
き

な
相
違
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
近
世
未
刊
の
清
園
寺
の
略
縁
起
に
よ
っ

００

て
そ
の
物
語
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

抑
当
山
は
人
皇
三
十
二
代
、
用
明
天
皇
第
三
の
皇
子
麿
子
親
王
の
御
開
基
に
て
、

本
尊
は
親
王
御
自
作
の
薬
師
瑠
璃
光
如
来
に
て
ま
し
ま
す
。
其
由
来
を
尋
る
に
、

其
頃
当
国
三
ヶ
獄
に
彙
胡
、
伽
棲
夜
叉
、
槌
熊
と
い
う
三
つ
の
悪
鬼
の
首
領
す

ん
て
百
千
の
巻
属
を
つ
か
い
、
国
中
に
充
満
し
あ
ま
た
の
人
を
害
し
け
る
に
よ

り
、
人
倫
の
通
路
た
ヌ
ほ
と
ん
ど
魔
国
と
な
ら
ん
と
す
。
此
よ
し
都
に
奏
問
を

遂
け
れ
ば
、
帝
哀
襟
を
な
や
ま
さ
せ
た
ま
ひ
、
急
き
僻
批
を
あ
つ
め
御
評
定
の

う
へ
、
麻
呂
子
親
王
智
勇
兼
備
な
れ
は
、
彼
悪
鬼
退
治
の
大
将
軍
と
し
て
当
国
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に
御
下
向
あ
る
へ
し
と
勅
詔
を
下
し
給
ひ
け
れ
は
、
親
王
っ
っ
し
ん
て
御
う
け

あ
ら
せ
ら
れ
、
御
と
も
に
は
岩
田
、
河
田
、
公
手
、
公
庄
の
四
人
の
勇
士
を
は

し
め
御
勢
都
合
一
万
騎
に
て
、
橘
の
ミ
や
こ
を
御
出
馬
あ
ら
せ
ら
れ
て
当
国
に

向
は
せ
給
ふ
。
親
王
当
国
に
来
り
給
ふ
時
地
中
に
馬
の
噺
く
声
聞
へ
け
る
に
よ

り
士
卒
に
命
し
て
ほ
ら
し
め
給
へ
は
栗
毛
の
龍
馬
躍
り
出
た
り
。
親
王
御
覧
じ

て
、
こ
れ
天
の
賜
な
り
と
喜
ひ
給
ひ
て
直
さ
ま
此
馬
に
め
さ
れ
け
る
に
、
無
双

の
俊
足
に
て
い
か
な
る
鳥
道
嶮
岨
と
い
へ
ど
も
あ
だ
か
も
平
地
を
ゆ
く
か
如
し
。

そ
の
馬
の
出
た
る
地
を
噺
き
の
里
と
名
つ
く
。
さ
て
手
配
り
を
定
め
三
上
ヶ
獄

を
囲
ミ
彼
悪
鬼
を
攻
給
ふ
に
悪
鬼
本
よ
り
妖
術
自
在
に
て
、
空
を
翔
り
海
を
渡

り
岩
を
く
く
り
雲
を
起
し
雨
を
よ
ひ
、
或
は
顕
れ
或
は
隠
れ
切
レ
と
も
き
づ
っ

か
ず
、
射
れ
と
も
あ
た
ら
ず
如
何
と
も
せ
ん
す
べ
な
か
り
け
り
。
こ
の
時
親
王

こ
れ
神
明
仏
陀
の
加
護
に
あ
ら
す
ん
は
人
力
を
以
て
敵
し
か
た
し
と
お
ぼ
し
め

し
て
、
薬
師
如
来
並
に
、
当
国
大
神
宮
に
丹
誠
を
い
き
ん
て
、
御
祈
願
あ
ら
せ

ら
れ
け
れ
は
奇
な
る
哉
、
一
つ
の
犬
額
に
鏡
を
戴
き
忽
然
と
し
て
出
来
り
親
王

の
御
前
に
脆
き
け
り
。
親
王
こ
れ
を
御
覧
し
て
、
こ
れ
こ
そ
仏
神
の
御
加
護
な

ら
め
と
そ
れ
よ
り
こ
の
犬
を
真
先
に
た
て
て
進
ミ
給
ふ
に
、
悪
鬼
と
も
鏡
の
光

り
に
あ
た
れ
ハ
忽
チ
通
力
を
失
ひ
恐
れ
わ
な
な
き
逃
走
る
を
、
こ
こ
か
し
こ
に

追
い
つ
め
、
鬘
胡
迦
棲
夜
叉
の
二
首
領
な
ら
ひ
に
害
属
あ
ま
た
安
々
と
討
取
た

ま
ひ
け
り
。
悪
鬼
首
領
の
内
槌
熊
一
つ
残
り
居
け
る
か
、
親
王
の
御
前
に
出
て
、

何
卒
一
命
を
助
け
給
は
れ
と
そ
願
ひ
け
る
。
親
王
聞
し
め
し
て
、
汝
、
罪
赦
し

が
た
し
と
い
へ
と
も
、
此
処
に
七
堂
伽
藍
を
建
立
す
へ
き
地
を
汝
よ
く
一
夜
の

内
に
開
き
平
ら
け
は
、
願
ひ
に
任
せ
命
を
助
け
得
さ
す
べ
し
と
の
た
ま
ひ
し
か

ば
、
槌
熊
大
に
喜
び
岸
を
崩
し
岩
を
砕
き
木
を
伐
り
土
を
は
こ
ひ
て
、
一
夜
の

内
に
境
内
広
く
ひ
き
な
ら
し
け
り
。
親
王
す
な
わ
ち
彼
か
命
を
助
け
、
当
国
竹

野
村
斎
の
宮
の
巖
窟
に
追
籠
め
永
く
出
る
事
な
か
ら
し
め
、
御
手
っ
か
ら
刻
ま

せ
給
ふ
七
仏
薬
師
の
内
一
仏
を
安
置
し
給
ひ
鎌
鞍
山
清
園
寺
と
名
付
給
ひ
し
よ

り
今
天
保
十
二
丑
の
年
ま
て
千
二
百
六
十
四
年
の
星
霜
を
経
て
、
仏
閣
僧
坊
僅

に
十
の
一
を
余
す
と
い
へ
と
も
法
燈
明
ら
け
く
薬
師
如
来
の
霊
験
日
々
に
あ
ら

た
な
る
霊
場
な
り
。
猶
縁
起
本
書
に
委
し
。
こ
こ
に
は
あ
ら
ま
し
を
し
る
す
の

み
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
麿
子
親
王
は
源
頼
光
に
も
比
す
べ
き
英
雄
と
し
て
造
形
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
と
、
『
京
太
郎
物
語
』
末
尾
の
麿
子
親
王
の

記
述
に
は
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
京
太
郎
物
語
』
に
お
け
る
親
王

の
記
事
は
、
そ
の
誕
生
潭
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

后
妃
も
懐
妊
ま
し
舅
鼻
け
り
。
月
み
ち
、
日
い
た
り
け
れ
は
、
御
産
の
期
も
ち

か
く
な
ら
せ
給
ひ
け
り
。
は
る
シ
畠
の
み
ち
す
か
ら
を
、
す
き
さ
せ
ま
し
蚤
塾

て
、
今
は
都
ち
か
き
龍
田
山
を
こ
え
た
ま
ひ
、
二
上
の
へ
ん
を
過
さ
せ
ま
し
／
、

け
る
に
、
御
産
の
気
色
た
ち
ま
ち
に
あ
ら
は
れ
給
ひ
け
れ
は
、
道
の
ほ
と
り
の

人
屋
を
皇
居
と
か
ま
へ
た
て
ま
つ
る
に
、
あ
た
は
さ
り
け
れ
は
、
竹
林
樹
下
を

御
産
所
と
し
て
平
産
な
ら
せ
給
ひ
け
り
。
厳
き
皇
子
に
て
そ
お
は
し
ま
し
け
る
。

麿
子
親
王
、
こ
の
御
事
也
。

皇
子
の
思
い
が
け
な
い
急
な
出
産
、
と
い
う
話
柄
は
、
異
腹
の
兄
で
あ
る
聖
徳
太

子
の
厩
戸
で
の
誕
生
説
話
を
す
ぐ
想
起
さ
せ
る
。
二
人
の
皇
子
が
兄
弟
で
あ
る
と
い

う
点
か
ら
し
て
も
、
麿
子
親
王
の
誕
生
護
が
こ
の
よ
う
に
物
語
ら
れ
た
の
は
、
明
ら

か
に
兄
の
説
話
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
両
者
は
異
常
誕
生
讃
と
い
う
枠
組
み
で
は
同

一
な
の
で
あ
る
。
西
田
長
男
氏
は
聖
徳
太
子
の
厩
戸
誕
生
謹
を
、
キ
リ
ス
ト
の
馬
槽
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生
育
讃
や
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
馬
匹
哺
育
謹
等
と
同
じ
く
、
馬
を
は
じ
め
と
す

る
動
物
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
子
供
が
後
に
偉
人
と
な
る
と
す
る
世
界
共
通
の
信
仰

００

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
京
太
郎
の
場
合
に
は
、
動
物
哺
育
の
要
素

は
な
い
が
、
山
中
で
の
出
産
と
い
う
点
に
、
そ
う
し
た
信
仰
の
一
端
が
現
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

中
世
説
話
、
御
伽
草
子
の
類
に
は
、
保
昌
、
弁
慶
、
公
時
等
、
山
中
生
育
謹
を
伝

え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
麿
子
親
王
の
場
合
の
如
く
、
そ
れ
が
王
子
で
あ
っ
た
と

す
る
伝
承
も
ま
た
存
す
る
。

そ
の
最
も
著
名
な
例
は
『
熊
野
の
御
本
地
』
で
あ
ろ
う
。
天
竺
摩
訶
陀
国
の
善
財

王
の
女
御
五
衰
殿
は
、
他
の
千
人
の
后
に
憎
ま
れ
、
そ
の
策
謀
に
よ
っ
て
深
山
に
て

斬
ら
れ
る
が
、
母
の
死
の
直
前
に
生
ま
れ
た
王
子
は
、
首
の
な
い
母
の
乳
房
に
す
が

り
、
ま
た
虎
狼
野
干
の
庇
護
に
よ
っ
て
山
中
で
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
『
厳
島
の
本
地
』

の
場
合
で
も
、
足
引
の
宮
な
る
后
の
こ
と
と
し
て
ほ
ぼ
同
一
趣
向
の
話
が
語
ら
れ
て

Ｏ

い
る
。
ま
た
、
『
阿
弥
陀
の
御
本
地
』
で
は
、
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

天
竺
の
、
さ
い
し
や
う
国
の
せ
ん
し
や
う
太
子
は
十
六
の
時
に
と
う
し
や
う
国

の
あ
し
く
夫
人
の
噂
を
聞
き
、
見
ぬ
恋
に
憧
れ
て
片
道
三
年
三
月
の
旅
を
経
て

訪
ね
、
逗
留
し
た
賤
の
家
の
主
の
手
引
で
夫
人
と
契
り
を
結
ぶ
。
夫
人
の
父
の

大
王
の
勘
気
を
蒙
っ
て
二
人
は
都
か
ら
七
十
五
日
の
遠
き
に
在
る
た
つ
せ
の
洞

に
棄
て
ら
れ
る
。
山
中
に
て
数
年
暮
ら
す
う
ち
に
夫
婦
に
は
二
人
の
太
子
が
生

ま
れ
る
。
せ
ん
し
や
う
太
子
は
家
族
の
為
に
故
国
に
一
旦
帰
る
が
、
そ
の
迎
え

を
待
ち
兼
ね
た
夫
人
は
子
供
を
連
れ
て
の
旅
の
道
で
病
死
す
る
。
帝
の
位
に
つ

い
た
せ
ん
し
や
う
王
の
行
列
に
行
き
遇
っ
た
兄
弟
よ
り
夫
人
の
死
を
知
っ
た
王

は
位
を
子
供
に
譲
っ
て
修
行
者
と
な
り
、
後
に
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
。

即
ち
、
『
阿
弥
陀
の
御
本
地
』
は
興
味
深
い
こ
と
に
、
「
見
ぬ
恋
」
「
貴
人
の
雲
し
」

「
山
中
出
産
」
と
い
う
、
三
つ
の
説
話
的
モ
チ
ー
フ
を
『
京
太
郎
物
語
』
と
共
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
両
書
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
想
定
す
る
よ
り

も
、
唱
導
的
文
芸
の
世
界
に
お
い
て
は
口
承
文
芸
的
モ
チ
ー
フ
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ

る
一
般
的
な
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
偶
然

に
も
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
一
致
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
小
さ
く
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
「
見
ぬ
恋
」
や
「
貴
人
の
鬘
し
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
貴
人
の
恋
愛
冒
険
證
に
多

く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
結
び
付
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
山

中
誕
生
謹
も
ま
た
、
多
く
貴
人
の
そ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

想
定
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

山
中
誕
生
の
も
う
ひ
と
つ
の
系
譜
は
、
神
の
子
の
場
合
で
あ
る
。
『
義
経
記
』
巻
七
、

一
荒
乳
山
の
事
」
、
『
二
荒
山
縁
起
』
や
猟
師
の
「
山
神
祭
文
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
山

の
神
の
出
産
や
、
『
廊
御
子
記
』
の
日
吉
十
禅
師
権
現
の
御
子
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
亜
型
と
し
て
児
童
の
山
中
生
育
・
放
浪
を
も
付
け
加
え
る
な

ら
ば
、
保
昌
、
延
昌
、
弁
慶
、
公
時
な
ど
を
も
そ
の
例
に
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、
後
に
異
常
な
る
事
業
を
な
し
と
げ
る
英
雄
・
異
能
の
誕
生
讃
と
し
て
も
利
用

さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

山
中
誕
生
讓
が
、
上
述
の
如
く
の
説
話
上
の
約
束
事
を
担
っ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

な
ら
ば
、
二
上
山
で
竹
林
樹
下
を
産
所
と
し
て
誕
生
し
た
麿
子
親
王
は
何
か
し
ら
偉

大
な
る
事
業
を
成
し
遂
げ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
京
太
郎
物
語
」
で
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
彼
が
聖
徳
太
子
と
相
談
の
上
で
禅
林
寺
を
建
立
し
た
こ
と
と
、
彼
の

子
孫
が
栄
え
た
と
い
う
二
点
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
山
中
に
て
生
を
亨
け

た
皇
子
の
事
蹟
と
し
て
は
や
や
物
足
り
な
い
、
と
の
感
を
否
め
な
い
が
、
先
に
見
て
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来
た
丹
波
・
丹
後
地
方
の
鬼
賊
退
治
讃
を
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
中
誕

生
謹
を
持
つ
皇
子
の
事
業
と
し
て
、
鬼
賊
退
治
讃
は
ま
た
無
く
相
応
し
い
も
の
で
あ

る
。
山
中
生
育
讃
を
持
つ
保
昌
は
、
御
伽
草
子
の
世
界
で
頼
光
を
助
け
て
大
江
山
の

酒
呑
童
子
を
退
治
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
残
さ
れ
て
い
る
、
丹
波
・
丹
後
地
方

の
鬼
賊
退
治
と
同
じ
説
話
で
あ
っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く
、
『
京
太
郎
物
語
』
が
書
物

に
纏
め
ら
れ
る
時
点
に
お
い
て
、
麿
子
親
王
は
説
話
世
界
で
既
に
活
動
し
て
い
た
可

能
性
は
大
い
に
あ
ろ
う
（
数
多
の
親
王
の
中
で
特
に
彼
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
の
父

用
明
天
皇
の
場
合
と
同
様
、
聖
徳
太
子
と
の
関
わ
り
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
）
。

『
京
太
郎
物
語
』
の
末
尾
で
、
用
明
天
皇
の
こ
と
を
差
し
置
い
て
麿
子
親
王
の
記

事
が
偏
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
首
尾
不
照
応
の
よ
う
で
あ
る
が
、
口

承
文
芸
に
親
炎
し
て
い
た
物
語
作
者
に
と
っ
て
は
、
「
見
ぬ
恋
」
「
貴
人
の
雲
し
」
な

ど
の
異
常
な
恋
愛
の
末
に
、
異
常
な
出
産
を
設
定
す
る
こ
と
は
ご
く
自
然
の
筆
の
運

び
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
異
常
な
出
産
は
、
そ
の
子
供
の
偉
人
性
を
約
束

す
る
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
京
太
郎
物
語
』
に
お
い
て
、
麿
子
親
王
説
話
が
、

そ
の
展
開
の
糸
口
た
る
山
中
誕
生
を
の
み
伝
え
て
麿
子
親
王
の
偉
大
さ
を
十
分
に
は

造
形
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
親
王
の
鬼
賊
退
治
讃
の
存
在
は
、
本
作
に
お
け
る
該

モ
チ
ー
フ
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
よ
う
。
二
上
山
に
お
け
る

麿
子
親
王
の
竹
林
樹
下
の
慌
た
だ
し
い
誕
生
は
、
親
王
の
悲
惨
で
は
な
く
栄
光
で
あ

り
、
偉
大
さ
の
証
左
な
の
で
あ
る
。

三
『
京
太
郎
物
語
』
と
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
由
来
謹

チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
が
沖
縄
に
移
住
す
る
ま
で
の
経
緯
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
「
絵
姿

女
房
」
の
話
型
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
に
関
す
る
先
駆
的
な
研

究
を
な
し
た
宮
良
当
壮
氏
の
『
沖
縄
の
人
形
芝
居
』
よ
り
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
翁
の

⑬

語
る
由
来
讃
を
次
に
引
用
す
る
。

京
都
の
街
近
く
に
一
つ
の
岩
窟
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
貧
乏
な
夫
婦
と
、
そ
の
間

に
生
ま
れ
た
子
供
と
三
人
で
暮
ら
し
て
ゐ
た
。
夫
は
そ
の
妻
が
余
り
に
美
人
な

の
で
、
そ
の
側
を
離
れ
て
野
良
で
仕
事
を
す
る
の
を
厭
が
っ
て
ゐ
た
。
併
し
い

つ
ま
で
も
か
う
し
て
ゐ
て
は
食
に
も
困
る
の
で
、
丹
念
し
て
漸
く
妻
の
絵
姿
を

描
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
畑
で
自
分
の
仕
事
を
す
る
目
の
前
に
棒
を
立
て
シ
掲
げ

そ
れ
を
見
な
が
ら
仕
事
を
す
る
よ
う
に
し
て
ゐ
た
。
か
う
し
た
日
が
幾
日
か
続

い
た
。
所
が
或
日
突
然
旋
風
が
襲
っ
て
来
て
そ
の
肖
像
を
捲
き
騰
げ
て
し
ま
っ

た
。
夫
の
落
胆
は
一
方
で
は
な
か
っ
た
。

所
で
、
そ
の
絵
像
は
幸
か
不
幸
か
、
京
の
お
城
の
庭
中
へ
墜
ち
た
。
役
人
は
そ

れ
を
拾
ひ
取
っ
て
驚
喜
し
た
。
併
し
お
答
を
蒙
っ
て
は
大
変
だ
と
直
に
お
上
へ

差
出
し
た
。
お
上
で
は
こ
れ
を
御
覧
に
な
っ
て
非
常
な
る
御
機
嫌
、
そ
し
て
仰

せ
ら
れ
る
の
に
は
、
こ
ん
な
絵
が
あ
る
か
ら
に
は
天
下
何
処
か
に
か
う
い
ふ
美

人
が
ゐ
る
に
相
違
な
い
と
。
そ
れ
で
早
速
家
来
共
を
四
方
へ
走
ら
せ
て
京
の
内

外
を
探
さ
し
め
ら
れ
た
。
所
が
却
々
見
付
か
ら
な
か
っ
た
。
時
に
例
の
岩
窟
の

中
で
は
妻
と
子
供
と
が
食
事
を
し
て
ゐ
た
。
そ
こ
へ
捜
索
人
が
踏
み
込
ん
で
来

て
、
子
供
を
残
し
て
妻
女
を
竣
っ
て
行
っ
た
。
妻
の
絵
像
を
失
っ
て
落
胆
し
な

が
ら
畑
か
ら
戻
っ
て
来
た
夫
は
、
そ
の
由
を
聞
い
て
狂
は
ん
ば
か
り
に
驚
き
且

つ
悲
し
ん
だ
。
併
し
お
上
の
仰
せ
と
あ
っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ

た
。
今
ま
で
命
と
頼
ん
で
ゐ
た
妻
を
奪
い
去
ら
れ
た
夫
は
、
せ
め
て
も
う
一
度

、
、
、
、
、
、

だ
け
で
も
妻
の
顔
を
見
た
い
と
思
ひ
、
日
夜
苦
心
し
て
遂
に
人
形
芝
居
と
万
歳

と
を
案
出
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
子
供
に
も
仕
込
ん
だ
。
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愈
々
正
月
元
日
の
あ
し
た
、
父
子
は
京
の
お
城
へ
乗
り
込
ん
で
目
出
度
く
そ
の

新
案
の
芸
当
を
演
じ
て
、
暴
く
ば
か
り
の
拍
手
と
賞
讃
を
浴
び
せ
ら
れ
た
。
こ

の
時
妻
（
今
は
お
上
の
側
女
）
は
早
く
も
自
分
の
夫
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い

チ
ヌ
プ
ク
ル

て
ゐ
た
。
併
し
口
に
出
す
訳
に
も
行
か
な
い
の
で
、
角
袋
と
い
う
ふ
も
の
を
作

り
、
そ
の
底
の
方
に
数
多
の
小
判
を
入
れ
、
そ
の
上
の
方
に
お
米
を
盛
っ
て
小

判
を
隠
し
て
や
っ
た
。
そ
の
時
夫
は
美
々
し
く
着
飾
っ
た
天
女
の
や
う
に
麗
は

し
く
な
っ
た
妻
の
姿
を
見
て
た
宜
拝
鮠
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
父
子
は
屡
々
お
城
へ
行
っ
た
。
そ
の
都
度
妻
は
角
袋
を
作
っ
て
例
の
よ

う
や
小
判
を
入
れ
て
や
っ
た
。
幾
度
か
重
な
る
中
に
到
頭
発
覚
し
て
、
父
子
を

こ
の
地
に
置
く
こ
と
は
お
上
の
御
為
で
な
い
と
、
遂
に
島
流
し
に
処
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
島
が
即
ち
沖
縄
島
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
彼
等
は
チ
ョ
ー

ト
ゥ
・
タ
ラ
－
（
京
都
太
郎
）
と
い
は
れ
て
、
人
形
芝
居
や
万
歳
や
念
仏
を
唱

へ
、
鉦
叩
き
な
ど
を
し
て
各
地
を
廻
り
歩
い
た
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
如
く
、
こ
の
由
来
讃
は
典
型
的
な
絵
姿
女
房
の
展
開
を
示
し

て
い
る
。
比
較
の
為
に
、
昔
話
の
絵
姿
女
房
の
例
も
引
い
て
お
こ
う
。
岩
手
県
紫
波

⑭

郡
煙
山
村
の
話
例
で
あ
る
。

昔
あ
っ
た
ぢ
も
な
。
若
者
が
夏
に
川
の
邊
を
通
る
と
、
天
女
は
三
人
降
り
で
水

を
浴
び
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
一
人
の
羽
衣
を
隠
す
た
ら
二
人
は
天
に
登
っ
た
。

け
れ
ど
も
羽
衣
を
隠
さ
れ
た
一
人
は
登
り
か
ね
で
ゐ
だ
の
で
、
若
者
は
そ
の
天

女
を
つ
れ
て
來
て
女
房
に
し
た
。
そ
し
て
働
き
さ
ば
行
か
な
い
で
毎
日
女
房
の

顔
ば
か
り
見
て
ゐ
る
が
ら
、
天
女
は
姿
繪
を
描
い
で
あ
げ
る
か
ら
そ
れ
を
畠
さ

持
っ
て
出
で
眺
な
が
ら
稼
げ
と
て
、
一
枚
の
姿
繪
を
描
い
で
や
る
と
若
者
は
そ

の
姿
繪
を
竹
さ
挟
ん
で
畠
の
畔
さ
立
で
、
向
ふ
の
む
ね
〈
畦
〉
を
打
ち
時
は
向

ふ
の
畦
さ
持
っ
て
立
て
、
手
前
の
む
ね
を
打
ち
と
き
は
こ
っ
ち
の
畔
さ
持
っ
て

來
て
眺
め
な
が
ら
働
い
て
ゐ
る
ど
、
不
意
に
風
は
吹
い
で
來
て
そ
の
姿
繪
を
巻

き
上
げ
て
ど
こ
さ
が
持
っ
て
い
っ
た
。
す
る
と
そ
の
姿
繪
は
飛
ん
で
行
て
殿
様

の
御
殿
の
お
庭
さ
落
ち
た
の
で
、
役
人
は
そ
れ
を
拾
っ
て
殿
様
さ
差
上
げ
る
ど
、

殿
様
は
御
覧
に
な
っ
て
領
内
を
く
ま
な
く
探
し
て
こ
の
姿
繪
の
女
を
召
し
出
せ

と
の
言
ひ
つ
け
で
、
そ
れ
入
、
手
配
を
し
て
そ
の
天
女
を
尋
ね
出
さ
れ
て
御
殿

さ
召
し
連
れ
ら
れ
て
行
く
事
に
な
っ
た
ら
、
天
女
は
若
者
さ
桃
の
種
を
三
つ
渡

し
て
、
こ
の
種
を
植
ゑ
る
と
三
年
目
に
は
實
は
生
る
か
ら
、
そ
の
實
を
持
て
殿

様
の
御
殿
さ
桃
實
り
に
來
い
と
い
ひ
置
い
て
出
で
行
っ
た
。
そ
こ
で
若
者
は
桃

の
種
を
大
切
に
し
て
そ
だ
て
る
と
、
丁
度
三
年
目
に
見
事
な
桃
は
な
っ
た
が
ら
、

そ
の
實
を
取
て
叺
俵
さ
い
れ
、
殿
様
の
御
殿
近
ぐ
さ
行
て
、

桃
實
ろ
、
桃
實
ろ

と
ふ
れ
て
歩
い
た
。
す
る
と
三
年
の
間
一
度
も
笑
っ
た
こ
と
の
な
が
っ
た
天
女

は
、
そ
の
聲
を
聞
ぎ
っ
け
る
と
初
め
て
笑
っ
た
の
で
、
殿
様
は
ひ
ど
く
喜
ん
で

桃
寶
を
御
殿
の
お
庭
さ
呼
入
れ
、
こ
こ
ら
中
を
ふ
れ
て
歩
げ
と
言
つ
け
だ
。
若

者
は
お
庭
前
を
桃
寶
ろ
桃
實
ろ
と
鯛
れ
て
歩
ぐ
と
、
天
女
は
げ
た
ノ
‐
、
と
笑
っ

た
の
で
殿
様
は
た
ま
り
兼
で
、
今
度
は
俺
は
桃
實
に
な
る
が
ら
、
そ
の
方
は
俺

の
座
さ
坐
て
ゐ
ろ
と
て
、
殿
様
は
若
者
の
著
物
を
著
て
叺
俵
を
背
負
ひ
庭
さ
下

り
で
、

桃
實
ろ
、
桃
實
ろ

と
呼
び
歩
ぐ
ど
、
天
女
は
若
者
さ
逢
っ
た
嬉
し
さ
に
な
ん
ぼ
も
笑
ふ
の
で
、
殿

様
は
自
分
の
な
り
〈
格
好
〉
は
氣
に
入
た
も
の
と
合
鮎
し
て
、
桃
實
ろ
ノ
‐
、
と

鯛
れ
で
門
の
外
ま
で
出
て
た
ら
、
門
番
は
來
て
こ
の
桃
實
は
不
埒
な
者
で
あ
る
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と
て
、
門
を
締
め
で
殿
様
を
追
出
し
た
の
で
、
若
者
と
天
女
は
御
殿
で
末
睦
ま

し
く
榮
へ
だ
た
と
さ
・
ど
っ
と
は
ら
い
。

柳
田
国
男
は
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
所
収
の
論
考
「
絵
姿
女
房
」
で
、
黒
川
能
の
由

来
護
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
瓜
子
姫
型
の
発
端
部
を
持
つ
絵
姿
女
房
型
の
芸

０１

能
由
来
讃
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
意
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

昔
、
黒
川
村
の
孫
在
家
と
い
う
所
に
い
た
百
姓
の
孫
三
郎
は
或
時
、
川
上
か
ら

流
れ
て
来
る
瓜
を
拾
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
瓜
か
ら
女
児
が
生
ま
れ
、
や
が
て
美

し
い
姫
様
と
な
る
。
孫
三
郎
が
そ
の
姿
を
眺
め
て
ば
か
り
い
て
働
か
な
い
の
で
、

姫
は
絵
姿
を
持
た
せ
る
。
畠
仕
事
中
、
そ
の
絵
姿
が
風
に
吹
か
れ
て
城
中
に
落

ち
、
殿
様
は
絵
姿
に
似
た
娘
を
捜
索
さ
せ
る
。
孫
三
郎
が
家
に
帰
る
と
姫
は
城

に
連
れ
て
い
か
れ
て
居
な
い
。
彼
は
栗
売
り
に
姿
を
変
え
て
城
の
回
り
を
三
度

廻
る
。
笑
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
姫
が
こ
れ
に
笑
っ
た
の
で
、
殿
は
衣
裳
を
交
換

し
て
自
分
が
城
外
に
出
る
が
、
門
番
に
答
め
ら
れ
て
城
に
帰
れ
な
い
。
孫
三
郎

は
い
つ
ま
で
も
此
処
に
い
た
く
な
い
の
で
、
姫
と
も
ど
も
能
面
等
の
宝
物
を
持

ち
出
し
て
黒
川
村
に
帰
る
。
孫
三
郎
は
能
楽
の
座
頭
と
な
り
、
そ
の
子
孫
は
明

治
ま
で
連
綿
と
続
い
た
。

小
島
瓊
禮
氏
は
こ
の
例
に
対
し
て
「
日
本
の
絵
姿
女
房
は
、
遊
行
宗
教
芸
人
の
類

００

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
痕
跡
が
き
わ
め
て
濃
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
等
、
遊
行

の
芸
能
者
に
と
っ
て
、
こ
の
話
型
は
、
城
に
入
る
為
に
主
人
公
が
物
売
り
の
口
上
を

唱
え
る
な
ど
の
種
々
の
芸
を
行
っ
て
い
る
、
と
云
う
点
で
、
芸
能
者
の
由
来
讃
と
し

て
相
応
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、
や

や
疑
問
を
覚
え
る
の
は
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
場
合
で
あ
る
。
黒
川
能
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
、

両
者
の
由
来
讃
は
同
じ
の
如
く
見
え
て
、
そ
の
実
、
重
要
な
部
分
で
決
定
的
な
違
い

が
あ
る
。
黒
川
能
の
場
合
は
、
姫
は
神
秘
的
な
瓜
子
姫
で
あ
り
、
主
人
公
は
城
の
殿

様
と
身
分
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
ま
た
自
ら
の
意
志
で
城
を
抜
け

出
し
て
芸
能
者
の
道
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー

の
場
合
は
、
女
房
の
素
性
に
関
し
て
何
の
言
及
も
な
い
も
の
の
、
岩
窟
に
母
子
と
も

ど
も
住
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
貧
困
ぶ
り
は
察
せ
ら
る
し
、
ま
た
、

夫
の
計
略
は
不
首
尾
に
終
わ
り
、
島
流
し
の
憂
き
目
を
見
る
の
で
あ
る
。
黒
川
能
の

場
合
と
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
が
沖
縄
社
会
の
中
で
占
め

る
身
分
の
低
さ
に
そ
の
差
異
の
理
由
を
求
め
る
考
え
も
当
然
存
し
よ
う
が
、
し
か
し
、

封
建
社
会
の
中
で
彼
等
同
様
、
被
差
別
的
な
地
位
に
置
か
れ
た
本
土
の
多
く
の
芸
能

者
・
職
人
達
は
、
自
ら
の
家
祖
な
り
職
祖
な
り
を
、
神
や
皇
族
に
結
び
付
け
て
語
り
、

一
般
社
会
に
対
し
て
権
益
を
主
張
し
た
り
、
そ
の
職
能
・
家
系
を
誇
っ
た
り
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
狩
人
と
山
の
神
、
大
工
と
聖
徳
太
子
、
木
地
師
と
惟
喬
親
王
、
琵
琶

法
師
と
人
康
親
王
、
な
ど
の
如
く
で
あ
る
。
故
に
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
の
社
会
的
地

位
の
低
さ
で
、
彼
等
の
由
来
讃
の
惨
め
さ
を
説
明
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

以
下
、
『
京
太
郎
物
語
』
や
「
絵
姿
女
房
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
こ
の
問
題
を
考
え

て
行
き
た
い
。

今
日
伝
わ
る
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
由
来
讃
や
そ
の
出
し
物
は
、
『
京
太
郎
物
語
』
と
そ

の
内
容
が
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
の
だ
が
、
彼
等
は
果
た
し
て
京
太
郎
の
物
語
を
知
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
更
な
が
ら
の
問
題
設
定
の
如
く
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
や
は
り
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
「
京
太
郎
」
と
い
う
名
前
の
一
致
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
次
に
「
絵
姿
」
「
見
ぬ
恋
」
と
い
う
関
連
性
の
あ
る
昔
話
の
モ
チ
ー
フ
を

用
い
て
い
る
点
。
現
在
、
書
物
の
形
で
伝
わ
る
『
京
太
郎
物
語
』
に
は
絵
姿
の
モ
チ
ー
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フ
は
な
い
が
、
九
州
地
方
の
口
承
で
は
、
は
っ
き
り
と
絵
姿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
物
語
が
、
幸
若
舞
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
話
は
も
と
も
と
書
承
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
芸
能
者
が
口
承
で

伝
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宗
教
的
遊
行
芸
能
集
団
た
る
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
も

勿
論
そ
う
し
た
一
員
で
あ
る
し
、
何
れ
の
物
語
も
京
太
郎
説
話
の
舞
台
を
九
州
に
設

定
し
て
い
る
の
は
、
沖
縄
の
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
が
九
州
か
ら
渡
っ
て
来
た
こ
と
を
想

像
さ
せ
る
に
有
力
な
要
件
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
そ
の
海
上
の
筋
道
た
る
徳
之
島

に
「
キ
ョ
ー
ダ
ラ
」
節
が
伝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
尚
更
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
来
れ
ば
、
近
世
初
頭
に
彼
等
が
沖
縄
に
渡
っ
て
来
る
以
前
、
九
州
に
お
い
て
彼

等
が
用
明
天
皇
の
筑
紫
下
り
の
説
話
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
で
あ
る
と
言
え
よ

ア
『
ノ
０

以
上
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
改
め
て
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
由
来
讃
を
検
討

す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

先
ず
第
一
に
、
『
京
太
郎
物
語
』
に
し
て
も
「
絵
姿
女
房
」
に
し
て
も
、
ヒ
ー
ロ
ー

は
ヒ
ロ
イ
ン
を
獲
得
し
、
幸
福
な
結
婚
や
再
会
を
遂
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
チ
ョ

ン
ダ
ラ
ー
の
場
合
は
妻
と
別
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
云
う
違
い
が

注
目
さ
れ
る
。
前
者
は
天
皇
や
城
の
殿
様
の
身
分
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後

者
で
は
逆
に
流
罪
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
異
睦
彼
等
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達

が
、
現
に
沖
縄
の
地
で
芸
能
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
事
実
に
話
を
適
合
さ
せ
た
結

果
と
思
わ
れ
る
。
幸
福
な
結
婚
の
ま
ま
の
話
で
は
、
何
故
彼
等
が
故
郷
を
捨
て
て
沖

縄
に
移
住
し
て
い
る
の
か
が
説
明
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
改
変
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の
女
房
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
う
。
近
代
に
な
っ
て
採
話
さ
れ
た
彼
等
の
伝
承
で
は
、
そ
の
妻
は
単
に
美

人
と
の
み
あ
っ
て
、
そ
の
出
自
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
故
に
、
今
日
残
る
彼
等
の
伝

承
の
み
で
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
妻
は
美
人
で
は
あ
る
が
、
岩
窟
に
す
む
よ
う
な

身
分
卑
し
き
貧
民
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
等
の
伝
承
を
広
く

絵
姿
女
房
讃
の
世
界
に
還
元
し
て
み
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
黒
川
能
の
由
来
護
の
女

房
が
瓜
子
姫
で
あ
っ
た
如
く
、
そ
の
多
く
が
天
女
や
龍
女
や
長
者
の
娘
で
あ
る
と
云

う
事
実
を
看
過
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
姿
女
房
に
お
い
て
は
そ

の
妻
が
非
凡
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
約
束
事
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
チ
ョ
ン

ダ
ラ
ー
の
妻
の
場
合
も
単
に
卑
し
い
貧
民
と
解
釈
す
る
だ
け
で
は
片
手
落
ち
な
の
か

も
知
れ
な
い
。

柳
田
国
男
は
絵
姿
女
房
霞
に
つ
い
て
「
此
等
の
貧
し
い
青
年
が
女
房
の
傍
に
ば
か

り
へ
ば
り
附
い
て
、
田
畑
が
草
に
な
る
ま
で
働
き
に
出
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

亦
一
種
の
物
草
太
郎
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
其
様
に
貧
し
く
且
つ
惰
け
者
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
兼
て
定
ま
る
女
房
の
縁
に
引
か
れ
て
、
意
外
な
る
理
由
を
以
て
危
難

を
乗
越
し
、
末
に
は
栄
え
て
長
者
の
祖
に
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
も
と
は
此
説
話

伽

の
骨
子
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
神
秘
な
る
女
性
の
援
助
に
よ
っ
て
貧

し
い
若
者
が
末
永
く
栄
え
る
物
語
が
絵
姿
女
房
讃
の
基
本
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず

確
認
し
て
お
こ
う
。

次
に
注
目
さ
れ
る
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
由
来
讃
に
お
け
る
他
の
絵
姿
女
房
護
と
の
差

異
は
子
供
の
存
在
で
あ
る
。
由
来
讃
で
は
、
男
は
子
供
と
共
に
人
形
芝
居
と
万
歳
を

案
出
し
て
城
に
乗
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
語
り
口
は
他
の
絵
姿
女

房
護
で
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
何
故
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
見
た
如
く
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
由
来
讃
は
、
彼
等
の
特
殊
な
事
情
に
基
づ
い
て
、
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女
房
と
別
離
す
る
話
柄
を
選
択
し
て
い
る
。
絵
姿
女
房
讃
の
枠
組
み
の
中
で
、
男
を

し
て
繁
栄
に
導
く
神
秘
的
な
力
の
源
泉
は
「
女
房
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ョ
ン

ダ
ラ
ー
由
来
護
は
そ
の
女
房
を
切
り
離
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
女
房
」
に

代
わ
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
血
を
受
け
継
い
だ
子
供
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
由
来
讃
に
お
け
る
女
房
と
子
供
の
存
在
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、

母
子
が
身
を
潜
め
て
い
た
京
都
近
郊
の
岩
窟
も
ま
た
別
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
ね
ば
な

本
稿
で
は
先
に
、
『
京
太
郎
物
語
』
に
お
け
る
麿
子
親
王
の
二
上
山
で
の
山
中
誕
生

が
、
そ
の
子
供
の
非
凡
さ
を
証
明
す
る
説
話
的
約
束
事
で
あ
る
こ
と
を
み
て
来
た
が
、

沖
縄
の
京
太
郎
の
子
供
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
約
束
事
に
従
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
首
里
郊
外
安
仁
屋
村
で
の
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
の
生
活
が
い
か
に
貧

し
か
っ
た
と
は
云
え
、
彼
等
の
由
来
讃
に
お
い
て
そ
の
始
祖
を
、
岩
窟
で
誕
生
さ
せ
、

生
育
さ
せ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
枠
組
み
に
用
い
た
絵
姿
女
房
讃
に
既
に
そ
の
よ
う

な
モ
チ
ー
フ
が
存
す
る
の
な
ら
ば
と
も
か
く
そ
う
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
や
は
り
、

こ
の
岩
窟
誕
生
讃
は
、
山
中
誕
生
讃
の
変
形
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
阿
弥
陀
の

御
本
地
』
で
、
王
子
夫
妻
が
追
放
さ
れ
た
の
が
、
山
中
の
「
た
つ
せ
の
洞
」
で
、
二

人
の
太
子
が
そ
こ
で
誕
生
し
た
こ
と
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。

以
上
の
如
く
考
え
れ
ば
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
が
自
ら
の
由
来
を
説
明
す
る
に
当
た
っ

て
、
何
故
こ
と
さ
ら
に
惨
め
に
語
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
先
の
疑
問
の
解
答
が
得

ら
れ
よ
う
。
彼
等
の
始
祖
伝
承
も
、
本
土
の
芸
能
者
や
職
人
の
そ
れ
と
同
様
、
自
ら

００

の
由
来
を
誇
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
沖
縄
移
住
を
物
語
る
も

う
ひ
と
つ
の
伝
承
が
こ
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
即
ち
、
彼
等
の
別
伝
に
よ
れ

ば
、
彼
等
の
始
祖
の
父
子
は
流
刑
に
処
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
実
際
は
一
万
石
か
ら

ス
ヱ
よ
い
。

五
万
石
ま
で
の
扶
持
米
や
田
地
金
銀
宝
物
な
ど
を
遣
る
か
ら
沖
縄
へ
行
け
と
い
っ
て

遣
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
所
が
愈
々
沖
縄
へ
下
っ
て
見
る
と
、
今
に
下
る
ノ
、

と
噂
だ
け
は
非
常
に
高
か
っ
た
が
、
結
局
何
物
も
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
い

０９

う
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
は
単
な
る
芸
人
で
も
流
人
で

も
な
く
、
実
は
所
領
を
賜
る
筈
の
身
分
の
者
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
意
識
は
、
本
土
の
芸
能
者
・
職
人
と
同
種
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

結
び

以
上
、
本
稿
で
は
、
『
京
太
郎
物
語
』
の
麿
子
親
王
の
二
上
山
で
の
誕
生
讃
を
、
中

世
に
広
く
流
布
し
た
山
中
誕
生
讃
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
の

由
来
讃
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
本
土
の
芸
能
者
・
職
人
の
伝
承
同
様
、
も
と
も
と
誇

り
を
以
て
語
ら
れ
る
べ
き
職
能
説
明
伝
承
と
し
て
解
し
た
。
永
い
年
月
の
間
に
は
、

口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
伝
承
は
多
少
の
変
化
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
伝
承
が
形
骸

化
し
て
そ
の
真
意
が
忘
れ
去
ら
れ
る
場
合
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
九
州
の
地

よ
り
宗
教
的
芸
能
者
の
一
団
が
沖
縄
に
渡
っ
て
か
ら
数
百
年
の
歳
月
を
経
て
近
代
に

至
る
ま
で
、
自
ら
の
職
能
・
家
系
を
説
明
す
る
伝
承
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
来
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
何
故
な
ら
、
彼
等
自
身
が
重
要
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
書

物
と
違
っ
て
口
頭
伝
承
は
世
代
の
移
り
替
わ
り
時
に
お
い
て
断
絶
し
て
し
ま
う
運
命

な
の
だ
か
ら
。
彼
等
の
伝
承
は
勿
論
事
実
で
は
な
い
。
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
、
と
い

う
願
望
を
表
現
し
た
物
語
で
あ
ろ
う
。
で
あ
れ
ば
、
そ
の
伝
承
の
惨
め
な
側
面
と
い

う
の
は
あ
く
ま
で
物
語
の
表
層
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
真
意
は
別
に
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

中
世
の
九
州
と
近
世
・
近
代
の
沖
縄
。
こ
の
時
代
的
に
も
空
間
的
に
も
隔
た
っ
た
二

地
点
の
間
に
、
チ
ョ
ン
ダ
ラ
ー
達
の
物
哀
し
い
伝
承
は
、
意
外
な
る
連
続
性
を
今
日
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(10(13 Ⅲ
「
当
山
略
縁
起
」
『
大
江
町
誌
史
料
編
』
（
昭
五
六
）

⑪
西
田
長
男
・
三
橋
健
『
神
々
の
原
影
』
（
昭
五
八
）
五
四
頁

⑰
承
応
元
年
刊
『
阿
弥
陀
の
御
本
地
』
横
山
重
・
太
田
武
夫
編

集
第
四
』
所
収

(9)（8） ①
小
島
瑠
禮
「
念
仏
者
の
芸
術
」
『
中
世
唱
善

「
念
仏
者
の
伝
承
文
芸
」
『
講
座
日
本
の
民

四
）

②
後
藤
丹
治
「
京
太
郎
物
語
と
種
彦
の
作
」

③
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
に
拠
る
。

側
柳
田
国
男
「
絵
姿
女
房
」
『
定
本
柳
田
国

⑤
三
隅
治
雄
「
日
本
の
中
の
沖
縄
の
文
芸
」

⑥
小
川
学
夫
「
徳
之
島
「
キ
ョ
ー
ダ
ラ
節
」

い
折
口
信
夫
「
偶
人
信
仰
の
民
俗
化
並
び
に

の
我
々
に
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
五
巻
』

巻
L＝＝

宮
良
当
壮
「
沖
縄
の
人
形
芝
居
」
『
宮
良
当
壮
全
集
第
一

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
集
成
・
本
格
昔
話
二
二
○
四
頁

稲
田
浩
二
・
立
石
憲
利
編
『
奥
備
中
の
昔
話
』
（
昭
四
九
）

柳
田
国
男
「
海
南
小
記
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
第
一
巻
』
、
同
「
流
さ
れ
王
」
『
同

柳
田
国
男
「
絵
姿
女
房
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
第
八
巻
』

三
隅
治
雄
「
日
本
の
中
の
沖
縄
の
文
芸
」
『
文
学
』
（
昭
五
九
・
六
）

小
川
学
夫
「
徳
之
島
「
キ
ョ
ー
ダ
ラ
節
」
考
」
『
奄
美
の
文
化
』
（
昭
五
二

折
口
信
夫
「
偶
人
信
仰
の
民
俗
化
並
び
に
伝
説
化
せ
る
道
」
『
折
口
信
夫
全
集
第

、、

汗

《
術
」
『
中
世
唱
導
文
学
の
研
究
』
（
昭
六
二
）
。
福
田
晃

『
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
７
．
民
間
宗
教
文
芸
』
（
昭
五

『
宮
良
当
壮
全
集
第
十
二
巻
』
一
八
頁

『
中
世
国
文
学
研
究
』
（
昭
一
八
）
等
。

『
室
町
時
代
物
語

側
注
側
に
同
じ
。

㈹
注
①
小
島
論
文

⑰
注
側
一
九
七
頁

⑱
『
京
太
郎
物
語
と
類
似
す
る
御
伽
草
子
『
文
正
草
子
』
が
、
本
来
「
賤
し
き
塩

売
り
の
文
正
」
の
果
報
を
語
る
祝
儀
物
と
し
て
の
め
で
た
さ
に
溢
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
も
、
こ
の
話
型
が
も
つ
上
昇
志
向
的
傾
向
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

側
注
側
二
一
頁

（
昭
和
六
二
年
九
月
成
稿
）


