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ゆ
る
や
か
な
共
有

― 

石
垣
島
川
平
の
来
訪
神
儀
礼
に
お
け
る
「
神
口
」
―

澤 

井
　
真 

代

◆ キーワード　琉球諸島／儀礼／マユンガナシ／カンフツ／聞き手

は
じ
め
に

　

琉
球
諸
島
に
お
い
て
、
儀
礼
の
場
や
日
常
の
農
作
業
な
ど
の
仕
事
の
場
、

ま
た
あ
そ
び
の
場
な
ど
、
生
活
の
様
々
な
場
面
で
発
せ
ら
れ
る
歌
や
唱
え

言
に
つ
い
て
は
、
特
に
文
学
研
究
の
分
野
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
琉
球
全
域
の
、
テ
キ
ス
ト
や
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
多
様
な
歌
や

唱
え
言
が
体
系
的
に
整
理
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
文
学
史
的
展
開
が
考
察
さ
れ

た（
１
）。

た
だ
、
歌
や
唱
え
言
に
つ
い
て
の
俯
瞰
的
な
捉
え
方
か
ら
成
果
が
出

さ
れ
た
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
「
こ
と
ば
（
２
）」

が
各
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
実

際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
探
る
立
場
か
ら
の
個
別
具
体
的
問
題

へ
の
取
り
組
み
は
、
ま
だ
あ
ま
り
多
く
な
い
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
本
稿
で
は
、

特
に
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
事
例
に
即
し
考
察
す
る
。

　

各
地
域
の
人
々
の
生
活
を
見
つ
め
、
あ
る
事
柄
が
当
該
社
会
に
お
け
る

人
々
に
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
、
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
分
野
と
し
て
、
民
俗
学
、（
文
化
／
社
会
）
人
類
学
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
琉
球
諸
島
は
民
俗
学
と
人
類
学
が
交
差
す
る
場
と
し
て
、
そ

の
文
化
が
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
民
俗
／
族
誌
に
記
述
さ
れ
、
社
会
や
文

化
に
お
け
る
多
様
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
儀

礼
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
様
々
な
形
で
扱
わ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

琉
球
諸
島
の
儀
礼
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
の
歌
や
唱
え
言
が
問
題
化
さ

れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
方
言
話
者
に

と
っ
て
さ
え
も
難
解
な
、
儀
礼
に
お
け
る
歌
や
唱
え
言
の
意
味
内
容
が
、

他
地
域
か
ら
来
た
研
究
者
に
は
さ
ら
に
理
解
し
難
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
（
渡
邊
二
〇
〇
四
：
一
七
二（
３
））。

　

こ
の
理
由
の
背
景
に
は
、
歌
や
唱
え
言
に
つ
い
て
の
考
察
の
大
部
分
が

そ
の
意
味
内
容
の
把
握
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
伺
わ
れ
る
。
し
か
し
、

人
々
に
よ
っ
て
実
際
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
し
て
日

常
と
は
異
な
る
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
ら
れ
る
儀
礼
の
場
の

こ
と
ば
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
内
容
を
捉
え
る
の
み
で
は
考
察
し
き
れ

な
い
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
４
）。

こ
と
ば
が
ど
の
よ
う

に
発
せ
ら
れ
、
聞
か
れ
、
身
に
つ
け
ら
れ
、
受
け
と
め
ら
れ
る
の
か
、
こ

と
ば
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
は
、
担
い
手
の
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
行
為
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と
思
考
を
注
意
深
く
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
琉
球
諸
島
の
儀
礼
で
行
な
わ
れ
る
歌
や
唱
え
言
を

あ
ら
た
め
て
見
る
と
、
も
う
一
つ
の
多
様
性
―
発
し
方
、
聞
き
方
、
習
得

方
法
な
ど
、
人
と
こ
と
ば
の
関
わ
り
方
に
お
け
る
多
様
性
に
気
付
か
さ
れ

る
。
今
後
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
歌
や
唱
え
言
の
比
較
に
よ
り
、
琉
球
諸

島
の
文
化
研
究
に
新
た
な
示
唆
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

筆
者
は
地
域
間
の
比
較
を
い
ず
れ
行
な
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

目
下
石
垣
島
川か
び
ら平

集
落
一
地
域
の
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
の
諸
相
を
考
察

し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
、
一
年
に
一
度
行
な
わ
れ
る
来
訪
神
「
マ

ユ
ン
ガ
ナ
シ
」
の
儀
礼
に
お
け
る
唱
え
言
「
カ
ン
フ
ツ
（
神
口
）」
に
着
目

す
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
従
来
、
秘
儀
的
な
こ
と
ば
と
見
な

さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
調
査（
５
）に

基
づ
き
、
カ
ン
フ
ツ
が
川
平
の
人
々

に
ゆ
る
や
か
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
た
い
。

一
．
川
平
の
年
中
儀
礼
と
二
つ
の
神
口

　

川
平
は
、
八
重
山
諸
島
の
行
政
・
交
通
上
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る

石
垣
島
の
南
部
地
域
か
ら
、
北
西
に
約
一
八
キ
ロ
、
乗
り
合
い
バ
ス
で

約
四
十
分
の
地
点
に
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
十
二
月
現
在
で
三
六
九
世
帯

七
四
一
人
が
住
み
、
農
業
（
サ
ト
ウ
キ
ビ
、
米
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
、

肉
用
牛
な
ど
）、
観
光
業
、
食
品
加
工
業
、
黒
真
珠
養
殖
が
営
ま
れ
て
い
る
。

　

川
平
に
は
集
落
単
位
の
儀
礼
が
年
間
に
二
六
回
あ
り
、
そ
れ
ら
は
農
作

物
の
生
育
過
程
に
沿
っ
て
作
物
の
つ
つ
が
な
い
生
育
や
豊
作
を
祈
願
す
る

儀
礼
―
麦
・
粟
や
米
の
播
種
儀
礼
、
作
付
け
に
あ
た
っ
て
の
儀
礼
、
作
物

の
茎
や
葉
の
順
調
な
生
育
を
祈
願
す
る
儀
礼
、
風
害
や
虫
害
の
除
去
祈
願

儀
礼
、
豊
か
な
実
り
の
祈
願
、
麦
や
豆
の
初
上
げ
及
び
稲
の
初
穂
取
り
の

儀
礼
、
収
穫
感
謝
祭
―
と
、
住
民
の
健
康
祈
願
儀
礼
か
ら
成
る
。

　

儀
礼
は
旧
暦
で
行
な
わ
れ
る
が
、
儀
礼
の
内
容
か
ら
見
た
年
の
か
わ
り

め
は
旧
暦
の
一
月
一
日
で
は
な
く
、
播
種
儀
礼
に
先
立
っ
て
毎
年
旧
暦
九

～
十
月
頃
の
戊
戌
の
日
か
ら
五
日
間
に
わ
た
り
行
な
わ
れ
る
「
節
祭
」
に

あ
る
。
こ
の
節
祭
初
日
の
夜
に
、
蓑
笠
を
身
に
着
け
て
来
訪
神
「
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
（
真
世
加
那
志（
６
））」

に
成
り
代
わ
っ
た
男
性
達
が
家
々
を
訪
問
し
、

人
々
に
向
か
っ
て
「
カ
ン
フ
ツ
」
を
唱
え
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ

ツ
で
は
、
来
る
年
に
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
幸
せ
の
数
々
―
農
作
物
の
順
調

な
生
育
と
豊
作
、
人
々
や
牛
馬
の
健
康
な
ど
―
が
唱
え
上
げ
ら
れ
る
。
各

家
で
は
饗
応
の
膳
を
用
意
し
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
も
て
な
す
。

　

川
平
で
は
、
同
じ
く
カ
ン
フ
ツ
と
呼
ば
れ
る
唱
え
言
が
も
う
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、
女
性
神
役
「
ツ
カ
サ
（
司
）」
が
年
間
の
儀
礼
を
通
し
て
、
個
々

の
儀
礼
目
的
に
沿
っ
た
祈
願
内
容
を
神
に
伝
え
る
唱
え
言
で
あ
る
。
ツ
カ

サ
は
集
落
の
四
箇
所
の
拝
所
「
オ
ン
（
御
嶽
）」
に
一
人
ず
つ
就
き
、
オ
ン

に
属
す
神
役
の
中
で
祈
願
の
役
割
を
最
も
重
く
担
う
が
、
そ
の
役
割
の
中

核
に
、
神
に
向
け
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る
こ
と
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
作
物
の
播
種
、
生
育
途
中
、
収
穫
、
豊
作
感
謝
の
各
過
程

に
沿
っ
て
、
年
間
を
通
し
て
人
と
し
て
の
ツ
カ
サ
か
ら
神
に
祈
願
の
カ
ン

フ
ツ
が
唱
え
ら
れ
る
一
方
で
、
一
年
の
節
目
の
儀
礼
に
お
い
て
は
神
と
し

て
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
か
ら
人
に
向
か
っ
て
、
年
間
を
通
し
て
起
こ
る
べ
き

幸
せ
が
カ
ン
フ
ツ
に
よ
っ
て
唱
え
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
７
）。

こ
れ
ら
二
つ
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の
カ
ン
フ
ツ
の
詳
細
な
比
較
は
次
の
機
会
に
行
な
い
、
本
稿
で
は
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

二
．
過
去
の
枠
組
み
に
よ
る
、
現
在
へ
の
祈
願

　

八
重
山
の
他
地
域
と
比
べ
る
と
川
平
の
年
中
儀
礼
の
数
は
多
く
、
方
法

も
古
式
が
守
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
川
平
は
信
仰
の
篤
い
集
落
と
し
て

知
ら
れ
る
。
し
か
し
他
地
域
と
同
様
に
川
平
の
儀
礼
も
、
近
代
に
お
け
る

社
会
や
生
活
の
変
化
と
共
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
儀
礼
で
豊
作
を
祈
願
す

る
作
物
は
、
現
在
の
川
平
で
作
ら
れ
て
い
る
作
物
と
異
な
る
。
祈
願
対
象

の
中
心
で
あ
る
米
の
種
類
も
異
な
り
、
儀
礼
の
暦
に
は
現
在
の
川
平
で
作

ら
れ
る
二
期
米
で
は
な
く
、
明
治
の
は
じ
め
頃
ま
で
八
重
山
一
円
で
作
ら

れ
て
い
た
在
来
米
の
生
育
暦
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
、
儀
礼
の
暦
と
現

在
の
人
々
が
行
な
う
米
作
の
過
程
は
多
少
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

差
異
は
と
り
た
て
て
問
題
に
さ
れ
ず
、
人
々
は
あ
く
ま
で
現
在
の
川
平
に

つ
い
て
祈
願
を
行
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
生
活
に
沿
っ
た
儀
礼
の
枠
組
み

に
概
ね
沿
い
な
が
ら
、
む
し
ろ｢

昔
の
通
り
」
に
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
が

重
視
さ
れ
な
が
ら
、
現
在
の
川
平
集
落
に
お
け
る
作
物
の
豊
作
や
住
民
の

健
康
に
つ
い
て
、
多
く
の
時
間
と
労
力
と
資
力
を
も
っ
て
祈
願
が
行
な
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
内
容
に
も
言
え
る
。

　

カ
ン
フ
ツ
の
冒
頭
で
は
、「
神
の
国
か
ら
幸
せ
を
も
た
ら
し
に
き
た
」
と

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
自
身
の
来
歴
が
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
川
平
の
人
々
が
耕
し

て
い
た
土
地
の
名
が
一
つ
一
つ
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
幸
せ
を
ふ
り

ま
い
て
き
た
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
土
地
の
名
は
川
平
内

の
地
名
に
と
ど
ま
ら
ず
、
石
垣
島
北
部
の
平
久
保
か
ら
、
川
平
の
西
部
の

崎
枝
集
落
に
至
る
広
範
囲
に
及
ぶ
。
そ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
す
ぐ
の

頃
ま
で
川
平
の
人
々
が
、
船
に
乗
っ
て
集
落
外
に
も
耕
作
に
出
か
け
て
い

た
こ
と
（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
七
六
：
二
一
五
～
六
）
に

よ
る
。

　

次
に
、
麦
、
粟
、
稲
、
黍
、
小
豆
、
甘
蔗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
物
に
つ
い
て
、

整
地
、
播
種
、
作
付
け
、
除
草
、
収
穫
の
行
程
と
、
各
段
階
で
起
こ
る
べ

き
望
ま
し
い
結
果
が
一
つ
一
つ
唱
え
上
げ
ら
れ
る
。
続
い
て
家
の
人
々
の

健
康
、
子
孫
繁
栄
、
家
畜
の
繁
昌
、
貢
布
の
上
出
来
が
よ
ま
れ
る
。
貢
布

と
は
、
一
六
三
七
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
、
琉
球
王
府
に
よ
り
宮
古
と

八
重
山
に
敷
か
れ
て
い
た
人
頭
税
制
度
の
も
と
で
女
性
が
織
っ
て
上
納
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
布
の
こ
と
で
あ
る
（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会

編
一
九
七
六
：
五
〇
～
二
）。

　

以
上
の
よ
う
な
カ
ン
フ
ツ
に
出
て
く
る
作
物
の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
既
に

作
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
遠
隔
地
へ
の
耕
作
や
人
頭
税
制
度
な
ど
、
か
つ

て
の
川
平
の
人
々
の
生
活
に
即
し
た
内
容
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な｢

過
去
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
現
在
の
人
々
の
幸
せ
を
祈
願
す
る
」
あ

り
方
は
、
現
在
の
川
平
に
生
活
す
る
人
に
と
っ
て
の
カ
ン
フ
ツ
の
「
覚
え

に
く
さ
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
実
際
に
集
落
外
へ

耕
作
に
出
か
け
て
い
た
人
で
あ
れ
ば
、
具
体
的
な
土
地
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
カ
ン
フ
ツ
に
出
て
く
る
土
地
の
名
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方

で
、
集
落
外
で
の
耕
作
を
過
去
の
話
と
し
て
し
か
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
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人
は
、
土
地
の
名
の
み
を
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
し

た
困
難
が
起
こ
り
な
が
ら
も
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
現
在
ま
で
、

人
々
に
幸
せ
な
新
年
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。

三
．
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
―
共
有
さ
れ
る
こ
と
ば

（
１
）
個
別
の
先
行
研
究

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
従
来
、「
神
」
に
よ
る
唱
え
言
と
し
て
、

そ
の
秘
儀
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
８
）。

こ
う
し
た
研
究
傾
向
の

背
景
に
は
、
折
口
信
夫
が
川
平
を
含
む
南
島
の
来
訪
神
儀
礼
に
ふ
れ
た
こ

と
を
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
「
国
文
学
の
発
生
」
論
や
「
ま
れ
び
と
」

論
を
展
開
し
た
経
緯
が
あ
る
。
折
口
は
「
国
文
学
の
発
生
」
第
一
稿
～
第

四
稿
（
一
九
二
四
～
九
年
）
に
お
い
て
、「
他
界
（「
常
世
」）
か
ら
、
時
節

を
定
め
て
人
の
住
む
場
所
を
訪
れ
る
神
（「
ま
れ
び
と
」）
が
唱
え
る
言
葉

（「
呪
言
」「
神
語
」）
が
、
日
本
文
学
の
初
源
の
姿
で
あ
る
」
と
い
う
論
を

展
開
し
た
。
こ
の
論
に
基
づ
き
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
琉
球
諸

島
の
文
学
に
お
い
て
、「
神
に
よ
る
唱
え
言
＝
始
原
的
な
こ
と
ば
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
フ
ツ
の
「
神
の
こ
と
ば
」
と
し
て
の
性
質
が
着
目

さ
れ
る
一
方
で
、
カ
ン
フ
ツ
の
担
い
手
で
あ
る
人
々
の
実
際
は
、
あ
ま
り

問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
フ
ツ
の
「
秘
儀
性
」
や
「
神

の
こ
と
ば
」
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
前
提
と
す
る
の
で

は
な
く
、
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
人
々
の
行
為
や
思
考
を
ふ
ま
え
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
習
得
過
程
や
聞
き
手
の
問
題
に
着
目
し
な
が

ら
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
と
い
う
「
神
の
こ
と
ば
」
が
川
平
の
人
々

に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

（
２
）
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
秘
儀
性

　

川
平
は
公
民
館
や
小
・
中
学
校
は
集
落
に
一
つ
で
あ
る
が
、「
上
の
村
」

と
「
下
の
村
」
と
い
う
区
分
が
あ
り
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
儀
礼
は
上
・
下
の

村
で
別
々
に
行
な
わ
れ
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
、

上
の
村
と
下
の
村
の
そ
れ
ぞ
れ
に
概
ね
八
人
ず
つ
で
あ
る
。
成
員
の
組
織

は
オ
ン
の
神
役
組
織
と
は
別
個
で
、
上
・
下
の
村
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
の
中

に
「
フ
ー
ム
ト
ゥ
（
大
元
）」
と
呼
ば
れ
る
長
が
い
る
。
成
員
は
戌
年
生
ま

れ
の
男
性
か
ら
選
ぶ
べ
き
と
さ
れ
る
が
、
近
年
は
な
り
手
が
少
な
く
、
戌

年
で
な
い
男
性
か
ら
も
選
出
さ
れ
る
も
の
の
、
フ
ー
ム
ト
ゥ
は
必
ず
戌
年

と
さ
れ
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
儀
礼
の
開
始
と
終
了
の
手
続
き
や
、
儀
礼
十

日
前
か
ら
始
ま
る
カ
ン
フ
ツ
の
練
習
は
、
フ
ー
ム
ト
ゥ
の
家
で
行
な
わ
れ

る
。

　

カ
ン
フ
ツ
習
得
の
過
程
に
つ
い
て
成
員
・
元
成
員
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　

カ
ン
フ
ツ
は
口
か
ら
口
へ
教
え
る
の
が
基
本
だ
が
、
最
近
は
覚
え
の

わ
る
い
人
は
書
く
（
一
九
三
四
年
生
の
成
員
に
よ
る
談
話
。
二
〇
〇
六

年
十
一
月
聴
取
）。

　

カ
ン
フ
ツ
の
台
帳
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
、
書
き
写
し
て
は
い
け

な
い
。
写
し
間
違
え
て
は
い
け
な
い
か
ら
。
自
分
は
先
輩
の
上
手
か
ら
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習
っ
て
、
畑
の
あ
ぜ
で
一
休
み
し
て
い
る
と
き
や
、
魚
釣
り
を
し
な
が

ら
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
唱
え
て
練
習
し
た
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
と
、何
回
も
先
輩
に
聞
き
に
い
っ
た
。
こ
う
し
て
覚
え
て
い
る
頃
は
、

各
人
の
カ
ン
フ
ツ
も
確
か
だ
っ
た
（
大
正
～
昭
和
初
期
が
生
年
の
元
成

員
に
よ
る
談
話
。
二
〇
〇
六
年
七
月
聴
取
）。

　

カ
ン
フ
ツ
の
習
得
に
お
い
て
は
口
か
ら
口
へ
の
伝
授
が
基
本
で
あ
り
、

筆
記
具
の
使
用
は
書
き
写
す
際
の
間
違
い
へ
の
懸
念
か
ら
不
確
か
な
方
法

と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
筆
記
具
を
利
用
し
て
の
習
得
も
行
な
わ
れ
つ

つ
あ
る
と
い
う
。
た
だ
、
現
在
で
も
筆
記
具
の
使
用
は
限
定
的
で
あ
り
、

儀
礼
の
場
で
は
決
し
て
テ
キ
ス
ト
を
見
て
は
な
ら
ず
、
カ
ン
フ
ツ
は
必
ず

暗
唱
さ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ン
フ
ツ
の
節
回
し
や
独
特
な
声
の
出
し
方
、
儀

礼
の
場
に
お
け
る
神
と
し
て
の
態
度
や
作
法
と
い
っ
た
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ

成
員
と
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
先
輩
か
ら
後
輩
へ
対
面
で
教
え
ら
れ
る
事

柄
が
大
部
分
で
あ
る
。

　

筆
記
具
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
カ
ン
フ
ツ
は
練
習
す
る

と
き
も
人
前
で
み
だ
り
に
口
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
こ
れ
は
先
の

元
成
員
が
畑
の
あ
ぜ
や
海
上
に
お
い
て
練
習
し
て
い
た
頃
と
現
在
に
変
わ

り
な
い
。
カ
ン
フ
ツ
の
練
習
は
、
儀
礼
の
十
日
前
か
ら
フ
ー
ム
ト
ゥ
の
家

で
行
な
わ
れ
る
全
成
員
で
の
練
習
以
外
の
個
人
的
な
練
習
も
、
基
本
的
に

成
員
以
外
の
人
に
は
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ

ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
習
得
過
程
に
お
け
る
練
習
の
場
や
時
に
制
限

が
あ
り
、
成
員
が
カ
ン
フ
ツ
を
習
得
す
る
過
程
―
習
得
の
「
舞
台
裏
」
―

が
成
員
以
外
の
人
に
見
え
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
秘

儀
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
９
）。

　

し
か
し
、
カ
ン
フ
ツ
は
成
員
の
間
で
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
は
な

い
。
習
得
過
程
が
秘
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
人
間
ら
し
さ
」
が
隠
さ
れ
た

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
、「
神
」
の
こ
と
ば
と
し
て
川
平
の
人
々
に

向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
を
人
々
は
ど
の
よ
う
に
聞
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
訪
れ
る
側
と
迎
え
る
側

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
は
「
六
尺
棒
」
と
い
う
背
丈
ほ
ど
の
長
さ
の
杖
を
持
ち
、

こ
れ
を
音
を
立
て
て
突
き
な
が
ら
歩
く
が
、
訪
問
す
る
べ
き
家
の
庭
先
に

来
る
と
六
尺
棒
を
両
手
で
持
っ
て
胸
元
に
当
て
、
棒
の
先
を
前
の
地
面
に

差
し
出
し
て
体
を
支
え
、
立
っ
た
ま
ま
う
つ
む
き
加
減
で
一
時
間
近
く
か

け
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る）

（（
（

。
カ
ン
フ
ツ
の
大
部
分
か
、
あ
る
い
は
す
べ
て

を
年
輩
者
の
「
ム
ト
ゥ
（
元
）」
が
唱
え
、そ
の
間
若
輩
者
の
「
ト
ゥ
ム
（
伴
）」

は
脇
で
控
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
一
組
が
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
順

序
に
従
い
三
、四
軒
の
家
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
手
ぬ
ぐ
い

を
頭
か
ら
顎
に
巻
き
ク
バ
笠
を
深
く
被
っ
た
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
顔
は
家
の

人
々
に
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る
声
色
も
日
常
的
な
声
と

は
異
な
る
た
め
、
迎
え
る
側
が
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
を
誰
で
あ
る
か
特
定

で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　

一
方
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
家
で
は
、
掃
除
や
饗
応
の
膳
の
用
意
を

は
じ
め
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
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る
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
立
つ
庭
と
、
カ
ン
フ
ツ
を
聞
く
家
の
人
々
が
座
る
部

屋
と
の
間
の
戸
や
窓
は
あ
ら
か
じ
め
取
り
払
わ
れ
る
。
ま
た
カ
ン
フ
ツ
を

唱
え
終
え
た
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
は
家
の
中
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
も
て
な
さ
れ

る
が
、
蓑
笠
を
身
に
着
け
た
神
が
屋
内
で
動
き
や
す
い
よ
う
に
、
引
き
戸

な
ど
を
取
り
去
っ
て
お
く
。
そ
の
う
え
で
、
座
布
団
や
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ

が
口
を
す
す
ぐ
水
を
用
意
す
る
。

　

こ
う
し
て
整
え
ら
れ
た
「
神
を
迎
え
る
場
」
の
中
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ

が
訪
れ
る
。
神
を
迎
え
る
準
備
に
つ
い
て
見
る
だ
け
で
も
、
迎
え
る
側
の

人
々
に
よ
る
様
々
な
は
た
ら
き
が
、
こ
の
儀
礼
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要

素
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
迎
え
る
側
の
人
々
は
カ
ン
フ
ツ
の
聞

き
手
、
受
け
と
め
手
と
し
て
も
、
儀
礼
過
程
の
進
行
に
も
関
わ
る
次
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
４
）
カ
ン
フ
ツ
の
聞
き
手 

― 

当
主

　

来
訪
す
る
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
直
接
応
対
す
る
の
は
、
各
家
の
当
主
で
あ

る
。
カ
ン
フ
ツ
を
聞
く
間
の
当
主
は
、
た
だ
聞
い
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、

内
容
の
区
切
り
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
定
型
句
）
（（
（

の
後
で
、
正
座
の
ま
ま
頭

を
下
げ
て
「
ウ
ー
」
と
言
う
返
事
を
入
れ
な
が
ら
聞
く
。
こ
れ
は
、
あ
り

が
た
い
こ
と
ば
に
対
す
る
感
謝
を
込
め
た
返
事
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
当

主
は
、
カ
ン
フ
ツ
が
唱
え
ら
れ
る
進
み
具
合
を
聞
き
取
っ
て
、
こ
の
後
の

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
へ
の
饗
応
の
準
備
に
つ
い
て
、
汁
物
を
温
め
る
よ
う
に
言

う
な
ど
家
族
に
指
示
を
出
す
）
（（
（

。

　

さ
ら
に
当
主
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
家
に
上
げ
て
も
て
な
す
場
面
に
お

い
て
、
儀
礼
過
程
を
進
行
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ユ
ン
ガ

ナ
シ
は
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る
以
外
に
は
こ
と
ば
を
話
さ
ず
、
も
て
な
し
に

対
し
て
「
ン
フ
ー
」
と
鼻
か
ら
息
を
出
す
音
で
答
え
る
以
外
に
は
、
黙
っ

て
い
る
。
黙
っ
て
座
る
の
み
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
対
し
当
主
は
、
お
礼
を

言
い
、
酒
食
を
す
す
め
、
次
の
家
に
送
り
出
す
過
程
を
、
主
体
的
に
進
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
時
、
当
主
か
ら
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
へ
話
し
か
け
る
時
の
こ
と
ば
は
、

敬
語
を
多
く
含
む
川
平
方
言
で
あ
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
話
し

か
け
る
こ
と
ば
の
中
に
は
、
カ
ン
フ
ツ
の
文
言
が
部
分
的
に
取
り
込
ま
れ

て
い
る
。
カ
ン
フ
ツ
中
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
、
神
に
敬
意
を
表
す
る

方
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
唱
え
ら
れ
る
カ
ン
フ
ツ
の
中
に
定
型
句
を
聞
き
取
っ

て
適
切
に
返
事
を
入
れ
、
唱
え
ら
れ
る
カ
ン
フ
ツ
の
進
行
状
況
を
把
握
し
、

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
対
し
カ
ン
フ
ツ
中
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
話
し
か
け
て

儀
礼
の
場
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
主
に
は
、
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て

の
知
識
が
相
当
程
度
必
要
で
あ
る
。
当
主
に
は
神
を
迎
え
る
う
え
で
の
知

識
と
そ
れ
を
実
践
す
る
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
知
識
と
実
践
の
中
核
に
、

カ
ン
フ
ツ
を
運
用
す
る
能
力
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
作
法
を
よ
く
知
ら
な
い
人
が
新
し
く
当
主
に

な
る
と
、
作
法
を
知
る
人
に
頼
ん
で
事
前
に
迎
え
方
を
習
い
に
行
っ
た
り
、

当
日
横
に
つ
い
て
指
導
し
て
も
ら
う）

（（
（

。
し
か
し
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え

る
作
法
が
最
も
身
に
つ
く
方
法
と
は
、
自
ら
が
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。
川
平
で
は
し
ば
し
ば
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
マ
ユ
ン
ガ



64

ナ
シ
に
立
っ
た
人
で
な
い
と
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
ら
れ
な
い
」。
す
な

わ
ち
、
こ
の
儀
礼
を
つ
つ
が
な
く
進
め
る
う
え
で
最
も
ふ
さ
わ
し
い
当
主

と
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
元
成
員
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
現
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
よ
り
も
カ
ン
フ
ツ
や
儀
礼
に
詳
し
い
当
主
＝
元
成
員
が
、
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
を
迎
え
、
カ
ン
フ
ツ
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る
経
験
を
共
有
す
る
現
成
員
と
当
主

（
元
成
員
）
の
間
で
、
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
の
知
識
を
駆
使
し
た
や
り
と
り

が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
訪
れ
た
先
の
家
族
皆
に
向
け
て
唱
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
カ
ン
フ
ツ
は
さ
ら
に
、
当
主
以
外
の
人
々
に
も
様
々
な
形
で

聞
か
れ
、
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
当
主
以
外
の
聞
き
手
、
受
け
と
め
手

　

儀
礼
当
日
の
夜
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
訪
れ
て
き
た
家
の
人
々
は
、
庭
に

面
し
た
部
屋
）
（（
（

に
集
ま
る
。
当
主
は
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
正
面
の
位
置
に
正
座

し
、
そ
の
他
の
家
族
は
当
主
の
後
や
横
に
座
る
。
当
主
の
妻
は
、
饗
応
の

準
備
の
た
め
に
台
所
に
立
つ
こ
と
も
多
い
。

　

カ
ン
フ
ツ
が
唱
え
ら
れ
る
間
は
そ
の
声
の
み
が
響
き
渡
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
家
族
同
士
で
交
わ
さ
れ
る
儀
礼
の
段
取
り
に
つ
い
て

の
会
話
や
、台
所
で
膳
を
準
備
す
る
音
が
聞
か
れ
る
。
一
方
で
カ
ン
フ
ツ
は
、

人
々
に
向
け
て
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
言
一
句
を
人
に
分
か

り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
神
と
し
て
の
低
い
声
で
唱

え
ら
れ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
フ
ツ
の
声
と
他
の
音
が
重
な
る
と
カ
ン

フ
ツ
が
部
分
的
に
聞
こ
え
に
く
く
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の

中
で
、
カ
ン
フ
ツ
は
家
の
人
々
に
聞
か
れ
て
い
る
。

　

調
査
中
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
訪
れ
て
く
る
と
怖
が
っ
て
泣
い
て
し
ま
う

小
さ
い
子
ど
も
を
し
ば
し
ば
見
か
け
た
。
し
か
し
、
小
学
生
以
上
の
子
ど

も
は
、
カ
ン
フ
ツ
を
熱
心
に
聞
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
時
に
は
当
主
の

す
ぐ
横
に
座
ら
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
か
つ
て
そ
う
し
た
子
ど
も
の
一
人
で
あ
っ

た
女
性
は
、
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

小
さ
い
頃
、マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
が
珍
し
く
、面
白
く
思
え
て
、

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
家
に
来
る
と
父
の
傍
で
じ
っ
と
聞
い
て
い
て
、
カ
ン

フ
ツ
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
。
一
年
に
い
っ
ぺ
ん
の
こ
と
だ
け
ど
、
子
ど

も
は
も
の
覚
え
が
良
い
し
（
大
正
～
昭
和
初
期
が
生
年
の
女
性
に
よ
る

談
話
。
二
〇
〇
一
年
十
二
月
、
二
〇
〇
七
年
七
月
聴
取
）。

　

こ
の
女
性
は
現
に
、
カ
ン
フ
ツ
を
部
分
的
に
節
を
つ
け
て
唱
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

た
だ
、
こ
の
女
性
は
出
身
が
下
の
村
で
嫁
ぎ
先
が
上
の
村
で
あ
り
、
下
の

村
の
カ
ン
フ
ツ
は
よ
く
聞
い
て
い
れ
ば
覚
え
ら
れ
た
が
、
結
婚
後
に
聞
く
上

の
村
の
カ
ン
フ
ツ
は
難
し
い
の
で
簡
単
に
は
覚
え
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
こ

の
談
話
は
「
下
の
村
の
カ
ン
フ
ツ
よ
り
も
上
の
村
の
カ
ン
フ
ツ
の
方
が
難
し

い
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
文
脈
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
上
・
下
の
村
の
カ
ン
フ
ツ
の
相
異
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
習
得
上
の
難
し
さ
は
両
者
で
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
上
の
村
の
カ
ン
フ
ツ
の
方
が
唱
え
る
の
に
よ
り
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時
間
が
か
か
る
。
し
か
し
そ
れ
は
内
容
が
多
い
か
ら
で
は
な
く
、
定
型
句

の
繰
り
返
し
が
多
い
こ
と
と
、
唱
え
方
が
よ
り
ゆ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
。
カ
ン
フ
ツ
の
習
得
に
お
け
る
上･

下
の
村
の
相
異
は
今
後
さ
ら
に

調
査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
下
の
村
の
カ
ン
フ
ツ
も

上
の
村
の
も
の
と
同
様
に
一
年
に
一
度
聞
く
の
み
で
覚
え
る
の
は
難
し
い

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
調
査
中
、
成
員
と
し
て
の
経
験
が
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
マ
ユ

ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
意
味
内
容
を
川
平
の
多
く
の
人
が
把
握
し
て
い

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
伺
わ
れ
た
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
、
成
員
以
外
の
人
々

に
よ
る
、
日
常
の
場
に
お
け
る
カ
ン
フ
ツ
の
伝
承
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

　

子
ど
も
の
頃
、
両
親
が
畑
仕
事
で
遅
く
な
る
日
も
多
く
、
そ
う
い
う

と
き
に
は
祖
父
母
の
家
に
行
っ
た
。
行
く
と
、
お
じ
い
さ
ん
が
頭
か
ら

足
ま
で
体
を
き
れ
い
に
拭
い
て
く
れ
て
、
着
物
を
着
替
え
さ
せ
て
く
れ

て
、
膝
の
上
に
の
せ
て
く
れ
た
。
右
膝
に
も
左
膝
に
も
、
前
に
も
孫
を

座
ら
せ
て
い
た
。
そ
う
し
て
よ
く
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
て
意
味
も
教
え
て

聞
か
せ
て
く
れ
た
（
一
九
二
八
年
生
の
女
性
に
よ
る
談
話
。
二
〇
〇
六

年
十
一
月
聴
取
）。

　

こ
の
女
性
も
、
部
分
的
に
カ
ン
フ
ツ
を
節
を
つ
け
て
唱
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
談
話
に
お
け
る
「
右
膝
に
も
左
膝
に
も
、
前
に
も
孫
を
座
ら
せ
て

い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
次
の
よ
う
な
カ
ン
フ
ツ
中
の
一
く
だ
り
を
念
頭

に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

「
ピ
ダ
リ
ィ
ヌ
、
ム
ム
ト
ン
、
ニ
リ
ィ
ヌ
、
ム
ム
ト
ン
、
ム
ム
ヤ
ラ
イ
、

ダ
キ
ィ
シ
オ
リ
ィ
、
タ
ボ
ラ
リ
ィ
ヌ
、
カ
フ
ウ
デ
ド
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
ィ

デ
ィ
ー
ド
ゥ
シ
サ
リ
ィ
、
ト
ゥ
ー
ド
ゥ
、
シ
ィ
サ
リ
ィ
」

「
左
の
股
と
右
の
股
と
両
股
に
も
子
供
を
抱
か
れ
る
程
子
宝
に
恵
ま
れ
る

よ
う
真
世
ガ
ナ
シ
ィ
と
し
て
申
し
伝
え
ま
す
」

（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
七
六
：
一
三
一
）

　

こ
の
よ
う
に
カ
ン
フ
ツ
中
の
表
現
を
用
い
て
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
を

語
る
女
性
は
ま
た
、
カ
ン
フ
ツ
の
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
、
聞
く
と
す
べ
て
頭
の
下
が
る
思
い

が
す
る
。
カ
ン
フ
ツ
の
内
容
は
、
も
の
つ
く
り
の
行
程
そ
の
も
の
。
私

は
も
の
を
作
っ
て
子
ど
も
を
育
て
て
生
活
し
て
き
た
か
ら
、
実
感
が
あ

る
（
一
九
二
八
年
生
の
女
性
に
よ
る
談
話
。
二
〇
〇
六
年
十
一
月
聴
取
）。

　
「
も
の
つ
く
り
の
行
程
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
カ
ン
フ
ツ
の
詞
章
と
し
て
、

次
の
箇
所
に
つ
い
て
そ
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
た
。

「
ウ
ー
ト
ー
ド
、
ク
ヌ
ト
ヌ
チ
ィ
、
フ
ゥ
シ
ュ
ウ
、
ハ
ン
セ
ー
マ
イ
ヌ
、

キ
ラ
マ
イ
、
シ
ヌ
グ
、
デ
、
ス
ー
ド
、
キ
ュ
ウ
ヌ
、
ピ
ィ
、
ユ
カ
ー
ル
ー

ピ
ィ
、
ム
ト
バ
シ
、
ナ
シ
ョ
ウ
リ
タ
、
タ
ニ
ウ
リ
タ
、
ク
シ
ラ
イ
、
ト
ウ
ー

リ
、
①
フ
ウ
イ
ビ
リ
、
ナ
カ
イ
ビ
ー
リ
ィ
、
ム
ト
バ
シ
、
②
ウ
ュ
ウ
ベ
ー
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テ
ィ
、
ト
ウ
マ
タ
ド
ウ
ー
ヌ
、
ウ
イ
ニ
、
フ
チ
ポ
ー
リ
ィ
マ
キ
ポ
ー
リ
ィ
、

シ
、
フ
カ
ー
バ
、（
以
下
略
）」

（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
七
六
：
一
二
六
、
傍
線
引
用
者
）

①
「
フ
ウ
イ
ビ
リ
、
ナ
カ
イ
ビ
ー
リ
ィ
」
に
つ
い
て

　

昔
は
（
カ
ン
フ
ツ
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
田
に
）
ス
ス
キ
を

立
て
て
い
た
。
ス
ス
キ
の
形
の
よ
う
に
稲
も
育
つ
よ
う
に
と
の
願
い
を

こ
め
て
。
父
母
も
や
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
た
自
分
も
、
や
っ

て
い
た
。

②
「
ウ
ュ
ウ
ベ
ー
テ
ィ
、
ト
ウ
マ
タ
ド
ウ
ー
ヌ
、
ウ
イ
ニ
」
に
つ
い
て

　

十
本
の
指
の
よ
う
な
形
を
し
た
農
具
で
、
種
を
播
い
た
後
に
土
を
か

ぶ
せ
て
か
き
ま
わ
す
こ
と
。

（
一
九
二
八
年
生
の
女
性
談
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
聴
取
）

　

一
方
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、『
川
平
村
の
歴
史
』（
一
九
七
六
：
一
二
六
）

を
参
考
に
訳
を
挙
げ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
殿
内
の
御
主
人
様
、
奥
様
の
、
キ
ラ
マ

イ
シ
ヌ
グ
（
稲
の
品
種
名
）
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
の
日
、
善
い
日
を

基
に
し
て
、
苗
代
田
を
整
地
し
て
下
さ
い
。
①
イ
ビ
リ
（
す
す
き
三
本

を
束
ね
て
立
て
た
苗
代
の
角
）
を
も
と
に
し
て
、
②
両
手
で
む
ら
の
な

い
様
に
播
き
ま
す
と
、（
以
下
略
）」

　

①
に
つ
い
て
は
『
川
平
村
の
歴
史
』
と
女
性
の
解
釈
は
同
じ
で
あ
る
が
、

②
に
つ
い
て
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
解
釈
の
相
異
は
、
人
と
人
と

の
間
で
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
箇
所
に
つ
い
て
、
一
人
の
男

性
（
成
員
）
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

①
「
フ
ウ
イ
ビ
リ
、
ナ
カ
イ
ビ
ー
リ
ィ
」
に
つ
い
て

　

ス
ス
キ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
フ
ウ
イ
ビ
リ
、
ナ
カ
イ
ビ
リ
と
二
つ

言
う
の
で
、
大
き
い
畝
、
小
さ
い
畝
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

②
「
ウ
ュ
ウ
ベ
ー
テ
ィ
、
ト
ウ
マ
タ
ド
ウ
ー
ヌ
、
ウ
イ
ニ
」
に
つ
い
て

　

両
手
で
、
と
い
う
意
味
。

（
一
九
三
四
年
生
の
成
員
談
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
聴
取
）

　

こ
の
成
員
男
性
の
場
合
、
②
は
『
川
平
村
の
歴
史
』
と
同
様
の
意
味
に

捉
え
て
い
る
が
、
①
は
異
な
っ
て
い
る
。
先
の
女
性
と
は
、
両
方
と
も
異

な
る
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
成
員
と
し
て
カ
ン
フ
ツ
を

唱
え
る
経
験
を
も
と
に
意
味
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
以
外
の
人
も
、
カ
ン
フ
ツ
を
儀
礼
の
場
や
日
常
に

お
い
て
聞
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
、
少
し
ず

つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
例
に
は
今
後
さ
ら
に
あ
た
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
が
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
と
し
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
経
験
を
も
つ
人
以
外
の
人
々
も
、
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
ら

れ
る
ほ
ど
に
身
に
つ
け
、
内
容
を
捉
え
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
捉
え
方
は
、
自
ら
の
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
も
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の
で
、
人
ご
と
に
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
捉
え
ら
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
の
カ
ン
フ
ツ

　

一
年
に
一
度
の
儀
礼
に
お
い
て
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
よ
っ
て
カ
ン
フ
ツ
が

唱
え
ら
れ
る
。
そ
の
カ
ン
フ
ツ
を
、
か
つ
て
の
唱
え
手
で
あ
っ
た
当
主
が

受
け
と
め
、
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
応
対
す
る
。
そ
の
ま

わ
り
で
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
と
当
主
の
や
り
と
り
を
見
つ
め
る
家
族
が
い

る
。
そ
の
中
の
子
ど
も
は
、
カ
ン
フ
ツ
を
よ
く
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ

る
程
度
覚
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、儀
礼
の
日
以
外
に
日
常
で
も
、

年
長
者
が
子
ど
も
に
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
が
あ
る
。
教
え
ら

れ
た
こ
と
を
素
地
に
子
ど
も
は
、
自
ら
の
経
験
に
即
し
て
カ
ン
フ
ツ
を
理

解
し
て
い
く
。
従
来
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
秘
儀
的
で
あ
る
と

い
う
見
方
が
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た
秘
儀
性
は
成
員
が

カ
ン
フ
ツ
を
習
得
す
る
過
程
に
特
に
存
在
し
、
成
員
以
外
の
人
も
含
め
た

川
平
の
全
体
に
お
い
て
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
様
々
な
レ
ベ

ル
で
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

（（
（

。

　

儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
に
は
、
聞
く
人
に
と
っ
て
の
「
分
か
り
に
く
さ
」

ゆ
え
の
象
徴
効
果
を
も
つ
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が）

（（
（

、
こ
れ
と
は
対
照
的

に
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
が
あ
る
程
度
人
々

に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
一
年
に
一
度
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ

る
カ
ン
フ
ツ
は
、
カ
ン
フ
ツ
を
各
々
の
方
法
で
身
に
つ
け
て
い
る
人
々
に

よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
は
生
活
上
の
実
感
を
伴
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う

あ
り
方
を
す
る
、
儀
礼
に
お
け
る
「
神
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

二
章
で
見
た
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
カ
ン
フ

ツ
の
内
容
も
、
人
々
の
生
活
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
フ
ツ
の
「
神

が
唱
え
る
」
側
面
だ
け
で
な
く
、
人
々
に
よ
る
捉
え
方
に
つ
い
て
、
今
後

さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
．
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
、
石
垣
島
川
平
の
来
訪
神
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
儀
礼
に
お
け
る

唱
え
言
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
、
そ
の
習
得
が
従
来
は
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員

の
み
に
限
ら
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
様
々
な
立
場
の
人
々

が
こ
の
カ
ン
フ
ツ
を
何
ら
か
の
形
で
身
に
つ
け
、
カ
ン
フ
ツ
が
川
平
に
お

い
て
ゆ
る
や
か
に
共
有
さ
れ
て
い
る
様
態
の
一
端
を
示
し
た
。
成
員
以
外

の
人
々
に
よ
る
日
常
の
場
に
お
け
る
カ
ン
フ
ツ
の
伝
承
に
つ
い
て
、
今
回

挙
げ
る
こ
と
の
で
き
た
事
例
が
少
な
く
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
調
査

を
続
け
た
い
。

　

今
日
の
川
平
で
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
も
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え

る
家
も
共
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
、
今
回
着
目
し
た
事

例
の
よ
う
な
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
元
成
員
が
年
を
経
て
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を

迎
え
る
側
に
立
つ
と
い
う
場
合
も
限
ら
れ
て
く
る
。
今
後
は
、
川
平
の
今

日
的
な
変
化
の
中
で
見
え
て
く
る
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
儀
礼
の
特
質
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

最
後
に
、
川
平
の
儀
礼
で
発
せ
ら
れ
る
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ

以
外
の
様
々
な
歌
、
唱
え
言
、
ま
た
儀
礼
の
場
に
特
有
の
、
敬
語
表
現
を

多
用
す
る
川
平
方
言
に
よ
る
発
話
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
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の
歌
、
唱
え
言
、
発
話
と
い
う
三
つ
の
こ
と
ば
の
形
態
を
厳
密
に
区
別
す

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
日
本
音
楽
学
で
は
「
音
節
の
引
き
の
ば
し
」
と
「
言

葉
の
ふ
し
ま
わ
し
（
本
来
の
言
語
的
抑
揚
と
は
異
な
る
音
調
変
化
を
伴
う

一
定
の
抑
揚
を
も
つ
こ
と
）」（
平
野
一
九
八
九
：
九
四
）
の
二
つ
の
指
標

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
徴
付
け
ら
れ
て
お
り
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
ま
ず
発
話
に
は
、
先
の
二
つ
の
指
標
は
見
ら
れ
な
い
。
川
平
の
儀
礼
に

お
け
る
発
話
も
、
言
語
コ
ー
ド
の
面
で
特
徴
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
一

方
で
歌
に
は
、「
そ
の
音
楽
の
形
式
に
お
け
る
組
織
的
な
法
則
」（
平
野

一
九
八
九
：
九
四
）
に
基
づ
い
た
形
で
の
先
の
指
標
が
、
二
つ
と
も
含
ま

れ
る
と
い
う
。
川
平
の
歌
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。
対
し
て
唱

え
言
に
は
、
音
楽
的
組
織
で
は
な
く
、
日
本
語
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど

の
言
語
的
抑
揚
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
た
形
で
、
二
つ
の
指
標
が
含
ま
れ

る
（
小
島
一
九
九
七
：
一
一
〇
～
一
二
六
）
と
い
う
。
さ
ら
に
川
平
の
唱

え
言
に
つ
い
て
付
記
す
る
と
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
低
い
声
で
、

女
性
神
役
ツ
カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ
は
極
め
て
小
さ
な
さ
さ
や
き
声
で
唱
え
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
的
な
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
や
抑
揚
の
指
摘
し
に

く
い
こ
と
ば
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
唱
え
言
は
こ
う
し
た
点
に
お
い

て
特
に
、
通
常
の
発
話
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

儀
礼
の
内
容
を
構
成
す
る
要
素
の
中
核
に
、
唱
え
言
す
な
わ
ち
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
や
ツ
カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
儀
礼
の
中
心
部
分
の
周
り
で
は
、
敬
語
を
多
く
含
む
川
平
方
言
に
よ

る
発
話
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
先
に
見
た
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ

を
迎
え
る
家
の
当
主
が
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
対
し
て
話
し
か
け
る
際
の
こ
と

ば
や
、
ま
た
各
戸
訪
問
を
す
べ
て
終
え
た
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
対
し
て
、
女

性
神
役
の
ツ
カ
サ
が
労
を
ね
ぎ
ら
う
時
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ

シ
成
員
が
フ
ー
ム
ト
ゥ
の
家
へ
帰
る
時
に
歩
き
な
が
ら
歌
う
「
オ
ー
パ
ン

ヤ
ジ
ラ
バ
」
や
「
節
ジ
ラ
バ
」
の
よ
う
に
、
儀
礼
の
場
の
移
動
や
転
換
に

お
い
て
は
歌
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
の
展
開
は
、

川
平
に
お
い
て
年
間
に
行
な
わ
れ
る
他
の
儀
礼
に
も
見
ら
れ
る
。
今
後
は
、

こ
う
し
た
こ
と
ば
の
そ
れ
ぞ
れ
が
人
々
に
ど
の
よ
う
に
担
わ
れ
て
い
る
か

を
探
り
、
そ
の
過
程
で
他
地
域
と
の
比
較
検
討
も
行
な
っ
て
い
き
た
い
。

し
か
し
ま
ず
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
と
、
女
性
神
役
の
ツ
カ
サ

に
よ
る
カ
ン
フ
ツ
―
ツ
カ
サ
の
み
に
そ
の
習
得
が
厳
し
く
限
ら
れ
る
こ
と

ば
―
の
対
照
性
を
検
討
し
、
川
平
の
儀
礼
に
お
い
て
中
核
を
な
す
と
言
い

得
る
二
つ
の
唱
え
言
を
め
ぐ
る
人
々
の
知
識
と
実
践
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

注（
１
） 

こ
う
し
た
研
究
の
集
大
成
と
し
て
『
南
島
歌
謡
大
成
』
全
五
巻
（
外

間
他
編
一
九
七
七
～
一
九
八
〇
、
角
川
書
店
）
が
あ
る
。

（
２
） 

本
稿
で
は
「
こ
と
ば
」
と
い
う
語
を
歌･

唱
え
言･

発
話
に
関
し
て

用
い
る
際
、
文
字
で
記
録
さ
れ
得
る
側
面
の
み
で
な
く
、
声
に
よ
っ

て
発
せ
ら
れ
る
様
態
と
し
て
捉
え
、
か
つ
、
音
楽
的
側
面
よ
り
も
言

語
の
側
面
に
着
目
す
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
。

（
３
） 

な
お
渡
邊
は
こ
う
し
た
理
由
を
挙
げ
た
う
え
で
、
社
会
人
類
学
の
立

場
か
ら
沖
縄
本
島
東
村
の
女
性
神
役
に
よ
る
神
歌
を
対
象
に
、
そ
の
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伝
承
の
実
態
と
社
会
的
意
味
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
渡
邊

二
〇
〇
四
）。

（
４
） 
内
田
（
二
〇
〇
〇
）
は
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
を
対
象
に
、
儀
礼
の

場
に
お
い
て
は
神
歌
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
形
式

を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
を
、
渡
邊

（
二
〇
〇
四
）
は
沖
縄
本
島
東
村
の
神
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
は

変
化
し
や
す
く
、
ま
た
神
役
は
意
味
を
必
ず
し
も
把
握
し
て
い
な
い

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
５
） 

筆
者
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
以
来
、
主
に
儀
礼
の
時
期
に
合
わ
せ
て
川

平
に
お
い
て
短
期
的
滞
在
を
繰
り
返
し
、
儀
礼
過
程
の
観
察
と
聞
き

取
り
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
。

（
６
） 「
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
（
真
世
加
那
志
）」
と
は
、「
良
い
世
の
中
を
も
た

ら
す
神
さ
ま
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
本
儀
礼
の
起
源
を
語
る
も

の
と
し
て
、
昔
、
年
の
か
わ
り
め
の
時
節
に
唱
え
言
を
す
る
神
が
川

平
を
訪
れ
、
そ
れ
が
三
年
続
く
間
に
集
落
が
裕
福
に
な
り
、
以
降
は

戌
年
生
れ
の
男
性
数
人
が
神
に
成
り
代
わ
っ
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
、

儀
礼
を
続
け
て
き
た
と
い
う
話
が
あ
る
（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員

会
編
一
九
七
六
：
三
四
〇
～
四
）。

（
７
） 

こ
こ
で
人
（
ツ
カ
サ
）
か
ら
神
へ
、
神
（
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
）
か
ら
人

へ
の
二
つ
の
カ
ン
フ
ツ
が
あ
る
と
や
や
図
式
的
に
述
べ
た
が
、
ツ
カ

サ
が
年
間
を
通
し
て
祈
る
対
象
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
そ
の
も
の
で
は

な
い
。
ツ
カ
サ
は
、
オ
ン
に
常
駐
す
る
神
、
米
作
の
時
期
に
合
わ
せ

て
川
平
に
迎
え
る
神
（「
ニ
ラ
ン
タ
フ
ヤ
ン
」）、
火
の
神
と
い
っ
た
、

「
目
に
見
え
な
い
」
神
々
に
対
し
て
年
間
を
通
し
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱

え
、
祈
願
し
て
い
る
。

（
８
） 

た
と
え
ば
、「
神
フ
ツ
は
一
言
一
句
で
も
あ
や
ま
つ
時
は
、
神
罰
立

ち
ど
こ
ろ
に
下
る
と
信
じ
ら
れ
、
ま
た
こ
の
神
授
の
言
葉
を
他
人
に

漏
ら
す
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。」（
湧
上
一
九
七
一
：
四
五
）
と
い
う

よ
う
に
、
カ
ン
フ
ツ
の
伝
承
と
実
践
を
め
ぐ
る
厳
格
さ
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
９
） 

ま
た
、
儀
礼
当
日
に
成
員
が
人
か
ら
神
に
成
り
代
わ
る
場
面
や
神
か

ら
人
に
戻
る
場
面
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
家
か
ら
家
へ
移
動
す
る
場
面

を
、
成
員
以
外
の
人
は
見
て
は
な
ら
ず
、
人
々
は
自
宅
に
お
い
て
マ

ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
待
つ
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
人
が
成
り
代
わ
る
神
と

し
て
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
「
人
ら
し
さ
」
が
見
え
に
く
い
よ
う
に
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
10
） 

な
お
、
成
員
が
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
成
り
代
わ
る
過
程
と
、
マ
ユ
ン
ガ

ナ
シ
儀
礼
を
終
え
る
手
続
き
は
澤
井
（
二
〇
〇
五
：
二
〇
～
一
）
に

略
述
し
て
い
る
が
、
成
員
達
は
フ
ー
ム
ト
ゥ
の
家
の
庭
で
の
神
装
後
、

甕
に
用
意
さ
れ
た
水
で
一
人
ず
つ
口
を
す
す
ぐ
と
、
以
降
は
カ
ン
フ

ツ
を
唱
え
る
以
外
の
こ
と
ば
を
発
し
な
い
こ
と
を
補
足
す
る
。

（
11
） 

定
型
句
は
「
マ
ー
ユ
ン
ガ
ナ
シ
イ
デ
、
カ
ン
、
カ
ザ
ル
、
ビ
ン
ト
ォ
ー

ド
ウ（
マ
ー
ユ
ン
ガ
ナ
シ
イ
が
、か
く
唱
え
、か
ざ
る
の
で
あ
る
）」（
川

平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
七
六
：
一
〇
七
）
と
い
っ
た
、
そ

れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
が
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
の
文
言
で
、
内
容
の
区
切
り
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
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な
お
、
カ
ン
フ
ツ
の
詞
章
は
、
筆
者
自
身
が
調
査
に
お
い
て
音
声

資
料
を
取
得
し
、
そ
れ
を
も
と
に
書
き
起
こ
す
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、

現
在
の
川
平
で
は
カ
ン
フ
ツ
の
録
音
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
本
稿
で
は
、
川
平
の
人
が
執
筆
・
編
纂
し
た
字
史
『
川
平
村
の
歴

史
』
中
に
掲
げ
ら
れ
る
詞
章
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
カ
ン
フ
ツ
の

詞
章
の
全
文
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
（
一
九
八
九
：
一
六
七
～

二
〇
八
）、
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
七
六
：
一
〇
七

～
一
二
一
・
一
二
二
～
一
三
二
）、
外
間
・
宮
良
編
（
一
九
七
九
：

一
九
～
三
四
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）
な
お
、
カ
ン
フ
ツ
へ
の
返
事
を
中
心
と
し
た
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
儀
礼

に
お
け
る
神
を
迎
え
る
側
の
問
題
は
、
澤
井
（
二
〇
〇
五
）
で
論
じ

て
い
る
。

（
13
）
な
お
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
儀
礼
に
お
い
て
神
に
対
し
て
使
う
当
主
の
こ

と
ば
を
含
め
、
川
平
の
年
中
儀
礼
で
は
敬
語
を
多
用
す
る
川
平
方
言

に
よ
っ
て
発
話
を
行
な
う
場
面
が
頻
繁
に
あ
る
。
こ
う
し
た
儀
礼
の

場
に
特
徴
的
な
発
話
に
つ
い
て
は
、
澤
井
（
二
〇
〇
七
）
で
論
じ
て

い
る
。

（
14
） 

近
年
、
迎
え
方
を
習
わ
ず
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
こ
と
自
体

を
止
め
て
し
ま
う
家
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎

え
る
家
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
成
員
を
辞
め
て
、
迎
え
る
側
の

当
主
に
ま
わ
っ
た
人
も
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
も
、
マ
ユ
ン
ガ

ナ
シ
儀
礼
に
お
け
る
神
を
迎
え
る
側
の
は
た
ら
き
の
大
き
さ
が
伺
わ

れ
る
。

（
15
） 

な
お
、
当
主
は
カ
ン
フ
ツ
を
、
唱
え
方
の
上
手
・
下
手
の
評
価
基
準

を
も
っ
て
聞
い
て
い
る
。
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る
声
は
「
よ
く
タ
ン
が

出
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
る
低
い
声
が
よ
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
急

い
で
い
る
よ
う
な
印
象
も
、
逆
に
緩
慢
な
印
象
も
与
え
ず
、
か
つ
小

一
時
間
に
お
さ
ま
る
唱
え
方
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
に
は
基
本
的

に
落
ち
着
い
て
ゆ
っ
く
り
と
唱
え
、
定
型
句
の
部
分
で
少
し
ス
ピ
ー

ド
を
速
め
る
と
良
い
と
い
う
。
当
主
の
こ
う
し
た
評
価
も
、
元
成
員

と
し
て
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
た
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
時
に
使
わ
れ
る
部
屋
は
、
多
く
の
場
合
そ

の
家
の
「
一
番
座
」
で
あ
る
。
一
番
座
と
は
、
そ
の
家
に
お
い
て
最

も
良
い
と
さ
れ
る
部
屋
で
床
の
間
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
客
を
通
す

と
き
な
ど
に
使
わ
れ
る
。
普
通
は
南
面
の
部
屋
が
東
か
ら
順
に
一
番

座
、
二
番
座
と
さ
れ
、
二
番
座
に
は
仏
壇
が
つ
く
ら
れ
る
。

（
17
） 

内
田
（
二
〇
〇
〇
：
五
七
～
八
）
も
、
宮
古
島
狩
俣
の
神
歌
の
一
つ

｢

タ
ー
ビ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
人
々
に
一
語
一
句
わ
か
る
よ
う
に

よ
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
場
に
い
る
人
々
も
始
終
神
歌

を
聞
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
記
述
し
て
い

る
。
今
後
「
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
」
を
対
象
と
す
る
う
え
で
は
、
こ

う
し
た
各
事
例
の
場
の
実
際
を
含
め
て
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

（
18
） 
川
平
で
は
「
シ
ツ
（
節
祭
）
の
カ
ル
イ
（
嘉
例
）
を
付
け
る
」
と
い

う
言
い
方
が
あ
る
。
子
ど
も
を
当
主
の
横
に
座
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
も
た
ら
す
「
シ
ツ
の
カ
ル
イ
」
を
、
よ
り
多
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く
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

（
19
） 

第
三
一
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
）
に
お
い

て
、
共
有
さ
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
の
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ

に
つ
い
て
口
頭
発
表
し
た
際
、
高
木
史
人
氏
か
ら
、
川
田
順
造
氏
に

よ
る
「
シ
ン
ロ
ー
グ
」
の
概
念
に
つ
い
て
ご
教
示
頂
い
た
。
西
ア
フ

リ
カ
の
モ
シ
族
社
会
で
は
「
親
密
な
小
集
団
」
と
し
て
の
「
座
」
に

お
い
て
「
お
話
」
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
潜
在
的
な
話
し

手
」
で
あ
る
聞
き
手
の
相
槌
、
介
入
、
訂
正
、
補
足
の
中
で
進
行
す

る
と
い
う
（
川
田
一
九
九
二
：
八
四
、九
九
）。
こ
う
し
た
共
に
座
を

つ
く
る
人
々
の
発
話
が
一
つ
の
話
に
総
合
さ
れ
る
事
態
を
指
し
て
、

川
田
氏
は
シ
ン
ロ
ー
グ
（
共
話
）
と
い
う
造
語
を
行
な
っ
た
（
川
田

一
九
九
二
：
一
五
三
）。「
座
」
に
お
け
る
「
お
話
」
に
対
し
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
儀
礼
に
お
け
る
唱
え
言
と
い
う
違
い
が
あ
る

こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
両
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
多
様
な
発
話
が

そ
の
場
で
一
つ
の
話
を
つ
く
る
シ
ン
ロ
ー
グ
に
対
し
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ

シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
発
し
手
も
テ
キ
ス
ト
も
基
本
的
に
一
通
り
に
固
定

し
て
い
る
が
、
神
に
よ
る
一
通
り
の
発
話
が
、
人
々
に
よ
っ
て
あ
る

範
囲
内
で
の
多
様
性
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
対
照

的
な
方
向
性
を
も
つ
。

（
20
） 

た
と
え
ば
、
渡
邊
が
対
象
と
し
た
沖
縄
本
島
東
村
の
神
歌
は
、
聞
く

人
々
に
と
っ
て
の
「
分
か
り
に
く
さ
」
と
象
徴
効
果
を
も
つ
（
渡
邊

二
〇
〇
四
：
一
九
一
～
二
一
六
）。
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