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◆ キーワード　八重山諸島／豊年祭／ことば／担い手／習得過程

石
垣
島
川
平
の
儀
礼
に
お
け
る
歌
・
唱
え
言
・
発
話

―
習
得
過
程
で
の
関
連
付
け
、
実
践
を
め
ぐ
る
対
照
性
と
共
通
性
に
着
目
し
て
―

澤 

井　

真 

代

一
．
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
の
背
景
へ
の
視
点

　

奄
美
、
沖
縄
、
宮
古
、
八
重
山
の
島
々
を
含
む
琉
球
諸
島
の
各
集
落
で

は
年
間
に
わ
た
り
、
農
作
物
の
豊
作
や
、
豊
漁
、
住
民
の
健
康
な
ど
を
祈

願
す
る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
儀
礼
で
は
様
々
な
歌
や
唱
え
言
が

発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
八
重
山
の
諸
集
落
の
事
例
を

対
象
に
、
儀
礼
過
程
の
展
開
に
沿
っ
て
唱
え
ら
れ
、
歌
わ
れ
る
歌
謡
を
検

討
し
た
波
照
間
永
吉
は
、
集
落
の
儀
礼
の
な
か
に
歌
謡
が
そ
の
構
成
要
素

の
一
つ
と
し
て
「
嵌
め
込
ま
れ
、
機
能
し
て
い
る
」（
波
照
間
一
九
九
六
：

三
〇
七
）
と
指
摘
し
、
儀
礼
と
歌
謡
の
強
い
結
び
つ
き
を
説
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
解
は
、
歌
謡
の
「
生
態
的
な
有
り
方
」（
波
照
間
一
九
九
三
：

七
六
）
の
記
述
を
目
指
し
た
『
沖
縄
の
神
歌（

１
）』

の
編
纂
作
業
に
生
か
さ
れ

て
い
る
。『
沖
縄
の
神
歌
』
に
お
い
て
は
、
琉
球
諸
島
各
地
の
調
査
対
象
集

落
に
お
け
る
一
つ
ず
つ
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
歌
謡
の
「
歌

詞｣｢

歌
謡
に
伴
う
儀
礼
的
所
作｣｢

歌
形
」「
歌
唱
法
」「
儀
礼
過
程
」「
歌
謡
目

録（
歌
謡
名
、
歌
唱
主
体
、
歌
形
、
歌
唱
法
に
つ
い
て
の
目
録
）」
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
儀
礼
過
程
に
注
意
を
払
っ
た
詳
細
な
観
点

か
ら
の
、
琉
球
諸
島
全
域
の
儀
礼
に
お
け
る
歌
謡
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ

る
『
沖
縄
の
神
歌
』
は
、
儀
礼
及
び
儀
礼
に
お
け
る
歌
謡
が
多
く
の
場
合

衰
退
に
向
か
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
負
い
な
が
ら
筆
者
は
、
儀
礼
の
場
で
起
こ
る
事

柄
自
体
の
分
析
や
記
述
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
事
柄
が
儀
礼
の
場
で
起
こ

る
に
至
る
背
景
や
、
起
こ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
背
景
へ
と
、
考
察
を
す

す
め
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
儀
礼
の
場
に
お
け
る
歌
謡
の
歌
詞
や
歌
い

方
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
あ
る
こ
と
ば

（
２
）が

儀
礼
の
場
で
発
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
担
い
手
の
習
得
過
程
や
、
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
人
々

の
知
識
の
偏
在
と
遍
在
の
様
相
を
含
め
て
、
こ
と
ば
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
本
稿
で
は
、
八
重
山
諸
島
石
垣
島
川
平
集
落
の
儀
礼
に
お

け
る
歌
・
唱
え
言
・
発
話
を
対
象
に
、
ま
ず
一
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
の

継
起
の
概
要
を
提
示
し
、
続
い
て
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
各
々
と
他
の
儀
礼
に

お
け
る
こ
と
ば
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
担
い
手
の
習
得
に
お
け
る
関
連
付
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け
と
、
実
践
に
見
ら
れ
る
対
照
性
・
共
通
性
を
指
摘
す
る
。

　

な
お
本
稿
で
は｢

歌
」「
唱
え
言
」「
発
話
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
。「
歌
」
や
「
唱
え
言
」
は
音
楽
的
側
面
か
ら
日
常
的
発
話
と

異
な
る
特
質
を
指
摘
で
き
る
も
の
と
捉
え
る（

３
）。

こ
れ
に
対
し
筆
者
が
石
垣

島
川
平
の
事
例
に
即
し
て
対
象
化
し
た
「
発
話（

４
）」

は
、
祈
願
の
前
後
に
神

役
同
士
で
、
あ
る
い
は
神
役
か
ら
一
般
の
儀
礼
参
加
者
に
向
け
て
、
ま
た

人
か
ら
神
に
向
け
て
、
敬
語
を
多
用
す
る
川
平
方
言

（
５
）で

挨
拶
、
ね
ぎ
ら
い
、

連
絡
な
ど
の
内
容
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
ば
で
、
日
常
的
な
発
話
に

比
べ
て
言
語
コ
ー
ド
の
面
で
特
殊
性
を
も
つ
。

　

こ
の
発
話
に
よ
っ
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
は
概
ね
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
の

発
話
に
特
有
の
表
現
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
場
に
応
じ
て
発

話
者
な
り
の
こ
と
ば
が
述
べ
ら
れ
る
。
た
だ
、
方
言
を
で
き
な
い
人
が
発

話
を
す
る
立
場
に
な
る
と
、
方
言
の
で
き
る
年
輩
者
に
習
っ
た
通
り
の
発

話
を
行
な
う
こ
と
が
多
く
、
近
年
は
発
話
が
固
定
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
敬
語
を
多
用
す
る
川
平
方
言
に
よ
る
発
話
は
、

川
平
に
お
け
る
儀
礼
の
特
定
の
場
面
で
要
請
さ
れ
、
儀
礼
過
程
を
構
成
す

る
一
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
発
話
を
、
歌
・
唱
え

言
と
と
も
に
儀
礼
の
場
に
お
け
る
こ
と
ば
と
し
て
検
討
し
て
い
く
。

二
．
石
垣
島
川
平
の
神
役
と
年
間
の
儀
礼

　

川
平
集
落
は
、
八
重
山
諸
島
の
行
政
・
交
通
上
の
要
衝
で
あ
る
石
垣
島

南
部
地
域
か
ら
、
北
西
に
約
一
八
キ
ロ
の
地
点
、
川
平
半
島
中
部
に
あ

る
。
石
垣
市
の
統
計
に
よ
る
川
平
集
落
の
人
口
は
三
六
九
世
帯
七
四
一
人

（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
現
在
）
で
、
農
業
、
観
光
業
、
食
品
加
工
業
な
ど
が

営
ま
れ
る
ほ
か
、
最
近
は
島
の
南
部
地
域
へ
賃
金
労
働
者
と
し
て
働
き
に

通
う
人
も
多
い
。
週
休
二
日
制
で
働
く
人
の
増
加
に
よ
り
、
旧
暦
と
十
干

十
二
支
で
日
が
取
ら
れ
て
行
な
わ
れ
る
年
間
二
六
回
の
儀
礼
の
遂
行
は
年

を
追
っ
て
困
難
を
増
し
て
い
る
が
、
神
役
を
中
心
に
現
在
ま
で
、
人
々
の

生
活
の
多
く
の
部
分
を
割
い
て
儀
礼
は
続
け
ら
れ
て
い
る（

６
）。

　

儀
礼
に
お
け
る
祈
願
を
中
心
的
に
担
う
の
は
、
集
落
の
四
箇
所
の
拝
所

「
オ
ン
（
御
嶽
、ʔoŋ

）
（
７
）」

に
一
人
ず
つ
就
い
て
い
る
、
四
人
の
女
性
神
役

「
ツ
カ
サ
（
司
、tsɨkasa

）」
で
あ
る
。
ツ
カ
サ
を
輩
出
す
る
系
譜
は
主
に

各
オ
ン
の
由
来
伝
承
と
の
関
わ
り
で
限
定
さ
れ
る（

８
）。

　

四
つ
の
オ
ン
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
オ
ン
の
管
理
に
中
心
的
に
あ
た
る

「
カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
（
神
元
家
、kam

m
utujaː

）」
と
呼
ば
れ
る
家
が
決

ま
っ
て
お
り（

９
）、

カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
の
当
主
が
代
々
、「
カ
ン
マ
ン
ガ
ー

（kam
m

aŋgaː

）」
の
役
を
勤
め
、
各
オ
ン
に
基
本
的
に
家
ご
と
に
帰
属
す

る
「
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
（
イ
ビ
人
数
、ʔibininʒu

））
（（
（

」
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

各
オ
ン
の
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
か
ら
は
、
毎
年
、
儀
礼
で
用
い
る
祭
具
や
供

物
を
準
備
、
設
置
す
る
な
ど
し
、
ツ
カ
サ
に
祈
願
を
依
頼
す
る
役
を
負
う

男
性
と
し
て
「
ス
ー
ダ
イ
（
総
代
、suːdai

）」
一
人
と
、
ス
ー
ダ
イ
を
補

佐
す
る
「
ム
ラ
ブ
サ
（
村
補
佐
、m

urabusa

）」
一
人
が
選
出
さ
れ
る
。

　

以
上
の
オ
ン
に
帰
属
す
る
神
役
の
ほ
か
、
年
の
変
わ
り
目
の
儀
礼

「
節
祭
（ʃitsɨ
）」
に
お
い
て
来
訪
神
「
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
（
真
世
加
那
志
、

m
aiŋganasɨ

）」
に
成
り
代
わ
り
、
家
々
を
訪
問
し
、
新
年
の
予
祝
を
主
な
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内
容
と
す
る
唱
え
言
を
唱
え
る
男
性
神
役
が
、川
平
の
「
上
の
村
」
と
「
下

の
村
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
四
組
八
人
ほ
ど
い
る

）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
神
役
組
織
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
年
間
二
六
回
の
儀
礼
の
主

軸
は
作
物
の
播
種
か
ら
収
穫
ま
で
の
生
長
段
階
に
応
じ
て
、
神
に
農
作
業

の
状
況
を
報
告
し
、
今
後
の
成
功
を
願
い
、
も
た
ら
さ
れ
た
成
功
に
対
し

て
感
謝
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
ツ
カ
サ
に
よ
る

祈
願
の
み
で
構
成
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
集
落
の
様
々
な
立
場
の
人
が

参
加
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
次
節
で
は
、
集
落
の
多
く
の
人
が
参
集

す
る
儀
礼
の
一
つ
、
米
の
収
穫
感
謝
儀
礼
「
豊
年
祭
（purɨ

）」
の
大
ま
か

な
過
程
と
、
そ
こ
で
様
々
な
立
場
の
人
が
担
う
こ
と
ば
を
見
て
い
く

）
（（
（

。

三
．
豊
年
祭
に
お
け
る
歌･

唱
え
言･
発
話
の
継
起

　

川
平
の
豊
年
祭
は
午
前
中
の
「
朝
参
り
」
と
午
後
の
「
プ
バ
ナ
ア
ギ
（
穂

花
上
げ
、pubanaʔagi

）」
か
ら
成
る
。

　

朝
参
り
は
、
ツ
カ
サ
四
人
、
ス
ー
ダ
イ
四
人
、「
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ

（ʔujadʒuː

）」
と
呼
ば
れ
る
六
十
五
歳
以
上
の
男
性
一
〇
～
二
〇
人
が
四
つ

の
オ
ン
を
巡
っ
て
祈
願
を
行
な
う
も
の
で
、
参
加
者
達
は
朝
七
時
前
後
に

集
落
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
「
宮
鳥
オ
ン
（m

ijaturi ʔoŋ

）」
に
集
ま
る
。

　

オ
ン
は
、
出
入
り
口
に
鳥
居
が
あ
り
、
入
る
と
木
々
が
鬱
蒼
と
周
囲
を

取
り
囲
む
中
に
、
ま
ず
「
オ
ン
ヤ
ー
（
御
嶽
家
、ʔo ɲjaː

）」
と
呼
ば
れ
る
、

祭
具
な
ど
を
保
管
す
る
小
屋
が
あ
り
、
さ
ら
に
奥
に
は
オ
ン
の
中
で
も
通
常

ツ
カ
サ
し
か
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間
「
ウ
ブ
（ʔubu

）」
が
あ
る
。
ウ

ブ
は
、
中
央
に
一
～
二
人
の
人
が
頭
を
か
が
め
て
通
り
抜
け
ら
れ
る
く
ら
い

の
空
間
が
作
ら
れ
た
石
垣
で
仕
切
ら
れ
て
お
り
、
朝
参
り
に
集
ま
っ
た
人
々

は
ま
ず
敬
語
で
丁
寧
な
挨
拶
を
交
わ
し
た
後
、
宮
鳥
オ
ン
の
こ
の
石
垣
の

前
に
敷
か
れ
た
莚
上
に
座
っ
て
談
笑
し
な
が
ら
出
立
の
時
間
を
待
つ
。

　

参
加
者
が
だ
い
た
い
集
ま
る
と
、
ツ
カ
サ
は
ス
ー
ダ
イ
達
と
一
礼
し
合

い
短
い
挨
拶
の
こ
と
ば
を
交
わ
し
て
か
ら
、
祈
願
の
時
の
み
身
に
着
け
る
、

白
く
て
足
元
ま
で
届
く
丈
の
羽
織
、「
神
衣
装
（
カ
ン
イ
シ
ョ
ウ
）」
を
着

物
の
上
に
羽
織
る

）
（（
（

。
続
い
て
ス
ー
ダ
イ
の
長
を
勤
め
る
男
性
が
、
皆
に
向

か
っ
て
川
平
方
言
の
敬
語
に
よ
り
出
立
を
促
す
と

）
（（
（

、
全
員
立
ち
上
が
り
、

集
落
で
最
も
位
の
高
い
と
さ
れ
る
群
星
オ
ン
に
歩
い
て
向
か
う
。

　

群
星
オ
ン
に
着
く
と
全
員
で
祈
願
の
場
を
整
え
、
八
時
頃
に
ツ
カ
サ
達

は
ウ
ブ
前
の
莚
上
で
ス
ー
ダ
イ
達
と
一
礼
し
た
後
、
供
物
を
持
っ
て
ウ
ブ

の
中
に
入
る
。

　

群
星
オ
ン
に
お
い
て
は
同
オ
ン
の
ツ
カ
サ
が
香
を
た
き
供
物
を
上
げ
て

神
へ
の
唱
え
言
「
カ
ン
フ
ツ
（
神
口
、kaŋɸutsɨ

））
（（
（

」
を
唱
え
る
。
こ
の
カ

ン
フ
ツ
は
ス
ー
ダ
イ
ら
他
の
儀
礼
参
加
者
と
は
石
垣
で
仕
切
ら
れ
数
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
ウ
ブ
内
で
、
神
の
方
を
向
く
た
め
に
ス
ー
ダ
イ
達
に
背
を
向

け
て
唱
え
る
う
え
、
そ
の
唱
え
る
声
は
本
人
に
し
か
聞
こ
え
な
い
程
の
き

わ
め
て
小
さ
な
さ
さ
や
き
声
で
あ
る
た
め
、
儀
礼
の
場
で
ツ
カ
サ
以
外
の

人
に
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

さ
ら
に
カ
ン
フ
ツ
は
、
筆
記
や
、
ツ
カ
サ
以
外
の
人
へ
の
他
言
が
禁
じ

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
習
得
の
過
程
や
練
習
の
場
も
他
者
に
閉
ざ
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
儀
礼
の
場
の
内
外
に
お
け
る
い
く
つ
も
の
条
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件
か
ら
、
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
の
知
識
は
集
落
の
な
か
で
も
四
人
の
ツ
カ

サ
と
、
ツ
カ
サ
経
験
者
の
み
に
厳
し
く
限
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
儀
礼
の
場
で
唱
え
ら
れ
る
カ
ン
フ
ツ
の
展
開
に
沿
っ
て
ス
ー
ダ

イ
達
に
求
め
ら
れ
る
所
作
や
態
度
が
あ
る
た
め
、
ス
ー
ダ
イ
達
も
カ
ン

フ
ツ
の
大
ま
か
な
展
開
を
あ
る
程
度
把
握
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
冒
頭
に
神
の
名
―
ミ
ョ
ー
ツ
（
名
字
、m

joːtsɨ

）
と
パ
カ
ー
ラ

（pakaːra

））
（（
（

―
を
唱
え
上
げ
る
「
案
内
（p

sutsukai

）」
の
次
の
、
神
へ
の

「
挨
拶
」
の
時
は
、
ツ
カ
サ
以
外
の
儀
礼
参
加
者
が
誰
で
あ
る
か
を
神
に
伝

え
る
の
で
、
ツ
カ
サ
は
振
り
向
い
て
ス
ー
ダ
イ
達
に
合
図
を
送
り
、
ス
ー

ダ
イ
達
は
正
座
を
し
て
居
ず
ま
い
を
た
だ
し
、
手
を
合
わ
せ
る
。
ま
た
、

続
い
て
ツ
カ
サ
は
当
該
儀
礼
に
お
け
る
祈
願
の
具
体
的
内
容
を
も
つ
カ
ン

フ
ツ
を
唱
え
た
後

）
（（
（

、
こ
の
度
の
祈
願
が
神
に
通
る
よ
う
に
、
座
っ
た
ま
ま

腰
を
か
が
め
て
の
「
パ
イ
（
拝
、pai

）」
と
呼
ば
れ
る
所
作
を
す
る
が
、

こ
の
時
も
事
前
に
ツ
カ
サ
は
ス
ー
ダ
イ
達
の
ほ
う
へ
合
図
を
送
る
。
す
る

と
ス
ー
ダ
イ
達
は
、
そ
の
場
で
立
っ
た
り
座
っ
た
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら

手
を
合
わ
せ
る
パ
イ
を
行
な
う

）
（（
（

。

　

パ
イ
が
終
わ
る
と
、ツ
カ
サ
は
米
一
粒
を
供
物
の
「
サ
ン
ダ
イ
（sandai
）」

（「
お
下
が
り
」
の
意
）
と
し
て
結
っ
た
髪
の
毛
の
中
に
入
れ
、
最
後
に
願

い
が
神
に
通
っ
た
か
ど
う
か
を
み
る
米
占
い
「
フ
カ
ツ
（ɸukatsɨ

）」
を
行

な
い
、
神
に
最
後
の
挨
拶
を
し
て
か
ら
、
供
物
を
持
っ
て
ウ
ブ
の
外
に
出

て
、
ス
ー
ダ
イ
四
人
と
向
か
い
合
っ
て
座
り
、
互
い
に
お
辞
儀
を
し
、
祈

願
に
用
い
た
泡
盛
を
順
番
に
飲
む
。

　

以
上
を
終
え
て
そ
の
場
を
片
付
け
、
一
行
は
次
の
山
川
オ
ン
へ
向
か
う
。

ど
の
オ
ン
で
も
、
先
の
一
連
の
手
順
で
祈
願
を
行
な
う
。
宮
鳥
オ
ン
で
の

祈
願
を
経
て
、
最
後
の
浜
崎
オ
ン
で
は
、
祈
願
終
了
後
に
ツ
カ
サ
と
ス
ー

ダ
イ
に
ま
わ
さ
れ
た
泡
盛
が
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
達
へ
も
ま
わ
さ
れ
、
続
い
て
、

米
で
作
っ
た
白
濁
の
神
酒
「
ミ
シ
ャ
グ
（m

iʃagu

）」
も
、
ツ
カ
サ
か
ら
順

に
全
員
へ
ま
わ
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
敬
語
を
多
用
す
る
川
平
方
言
に
よ
る
発
話
の
応
酬
が
続
く
。

ま
ず
、
ス
ー
ダ
イ
長
が
群
星
オ
ン
の
ツ
カ
サ
に
朝
参
り
の
祈
願
に
つ
い
て

お
礼
を
言
い
、
群
星
オ
ン
ツ
カ
サ
か
ら
ス
ー
ダ
イ
長
へ
も
お
礼
が
述
べ
ら

れ
る
。
次
に
群
星
オ
ン
ツ
カ
サ
が
参
加
者
全
員
に
対
し
て
お
礼
を
述
べ
、

ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
の
一
人
が
全
員
に
対
し
て
お
礼
を
述
べ
、
ス
ー
ダ
イ
長
が
全

員
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
お
礼
を
述
べ
る

）
（（
（

。

　

nigaibinum
ai bigiduŋ ʔujadʒuːnukata kjuːnu ʃidaija m

aidaŋ 
sɨdigaɸujuː kutusɨnu pubana ʔagi pinitsɨn hatari oːriːderi kjuːja 
juːjam

anu kannum
ainu ʔoːriuru katana ʃindʒinju ʔagitoːri m

aidaŋ 
sɨdigaɸujuː ʃindʒinnu tukuŋ nigainu tukuŋ ʔarasɨm

iŋ toːroːrideri 
kabiram

uranu ʔuiheːja m
irukujuː ʔujakijuːba ʔum

ukai sɨm
i 

jurukubasɨm
i toːteːdi ʔum

oriɲju

（
願
い
部
［
ツ
カ
サ
］
の
前
［
敬

称
］、
男
の
先
輩
方
、
今
日
の
次
第
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
今
年
の
穂
花
上
げ
［
豊
年
祭
］
の
日
に
ち
に
当
た
ら
れ
、
今

日
は
四
ヤ
マ
［
四
つ
の
オ
ン
］
の
神
さ
ま
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
、

神
事
を
上
げ
く
だ
さ
り
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
神

事
の
徳
、
願
い
の
徳
を
あ
ら
し
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
、
川
平
村
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の
上
へ
、
弥
勒
世
、
ウ
ヤ
キ
［
富
裕
］
世
を
ば
、
お
迎
え
さ
せ
て
喜
ば

せ
て
く
だ
さ
い
と
思
い
ま
す
）

　

こ
の
発
話
の
「
神
事
の
徳
、
願
い
の
徳
」
以
後
最
後
ま
で
の
ひ
と
く
だ

り
は
、こ
う
し
た
儀
礼
の
場
に
お
け
る
人
か
ら
人
へ
の
発
話
に
必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
出
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
各
家
に
お
け
る
火
の
神
へ
の
祈
り

な
ど
、
人
か
ら
神
へ
の
こ
と
ば
に
も
頻
出
す
る
。

　

以
上
を
も
っ
て
、
だ
い
た
い
午
前
十
一
時
頃
に
朝
参
り
は
解
散
と
な
り
、

皆
一
旦
自
宅
に
戻
る
。

　

午
後
の
プ
バ
ナ
ア
ギ
は
、
四
つ
の
オ
ン
に
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
属
神
役
と
イ

ビ
ニ
ン
ジ
ュ
が
集
ま
っ
て
行
な
う
。
以
下
で
は
、
群
星
オ
ン
に
お
け
る
プ

バ
ナ
ア
ギ
の
概
要
を
見
て
い
く

）
（（
（

。

　

群
星
オ
ン
に
参
加
者
が
集
ま
り
始
め
る
の
は
十
三
時
半
頃
だ
が
、
ツ
カ

サ
は
十
三
時
頃
に
テ
ィ
ナ
ラ
ビ）

（（
（

を
伴
っ
て
一
回
目
の
祈
願
を
始
め
る
。
こ

の
時
は
豊
年
祭
に
あ
た
っ
て
神
に
奉
納
す
る
た
め
に
住
民
か
ら
集
め
ら
れ

た
「
神
上
納
（kandʒoːnoː

）」
に
つ
い
て
神
に
報
告
す
る
。
十
四
時
過
ぎ

に
行
な
わ
れ
る
二
回
目
の
祈
願
「
プ
バ
ナ
ア
ギ
」
で
は
、
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ

が
持
参
し
た
米
及
び
芭
蕉
の
葉
に
包
ん
だ
餅
を
、
神
に
上
げ
る
。
十
五
時

過
ぎ
の
三
回
目
の
祈
願
「
タ
テ
ィ
ニ
ガ
イ
（tatinigai

）」
で
は
、
来
年
の

さ
ら
な
る
豊
作
が
祈
願
さ
れ
る
。

　

以
上
三
回
の
祈
願
は
朝
参
り
に
お
け
る
祈
願
と
ほ
ぼ
同
様
の
手
順
に
よ

り
、
ウ
ブ
の
外
で
は
カ
ン
マ
ン
ガ
ー
と
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
の
男
性
達
も
パ
イ
を

上
げ
る
。
ま
た
以
上
三
回
の
祈
願
は
、
四
つ
の
オ
ン
全
て
で
共
通
す
る
。

　

こ
の
三
回
の
祈
願
が
終
わ
る
と
参
加
者
達
は
供
物
の
お
下
が
り
で
の
宴

に
入
る
が
、
ツ
カ
サ
だ
け
は
、
宴
に
参
加
し
な
が
ら
も
し
ば
し
ば
一
人

で
ウ
ブ
に
入
り
、
カ
ン
フ
ツ
と
同
じ
よ
う
な
小
さ
な
声
に
よ
る
こ
と
ば
に

よ
っ
て
神
に
儀
礼
過
程
を
報
告
す
る
。
た
と
え
ば
群
星
オ
ン
で
は
、
ツ
カ

サ
、
テ
ィ
ナ
ラ
ビ
計
二
人
の
女
性
と
、
カ
ン
マ
ン
ガ
ー
と
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
計

二
人
の
男
性
に
対
し
て
、イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
か
ら
選
ば
れ
た
男
性
二
人
が
「
フ

ミ
シ
ャ
グ
（ɸum

iʃagu

）」
を
歌
い
な
が
ら
、
次
に
女
性
二
人
が
「
ミ
シ

ミ
シ
ャ
グ
」
を
歌
い
な
が
ら
ミ
シ
ャ
グ
を
献
上
す
る
儀
礼
過
程
「
ミ
シ
ャ

グ
ア
ギ
（
神
酒
上
げ
、m

iʃaguʔagi

）」
が
あ
る
が

）
（（
（

、
ツ
カ
サ
は
こ
れ
に
先

立
っ
て
ウ
ブ
に
入
り
、
こ
れ
か
ら
ミ
シ
ャ
グ
ア
ギ
が
始
ま
る
こ
と
を
神
に

報
告
す
る
。
ま
た
続
い
て
老
若
男
女
の
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
に
よ
り
、
三
線
の

伴
奏
で
歌
や
踊
り
が
披
露
さ
れ
る
が
、
ツ
カ
サ
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
ウ
ブ

に
入
り
神
に
報
告
す
る
。
こ
の
時
の
ツ
カ
サ
か
ら
神
へ
の
こ
と
ば
は
唱
え

言
と
し
て
の
カ
ン
フ
ツ
で
は
な
い
と
言
わ
れ
、
敬
語
を
多
用
す
る
川
平
方

言
に
よ
る
神
へ
の
話
し
か
け
（「
発
話
」）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

十
六
時
半
が
過
ぎ
て
オ
ン
で
の
プ
バ
ナ
ア
ギ
が
終
了
す
る
と
、
続
い
て

オ
ン
の
す
ぐ
外
で
、
群
星
オ
ン
の
鳥
居
の
斜
め
前
か
ら
望
む
山
「
マ
イ
ビ

ル（m
aibirɨ

）」
に
対
し
、
ツ
カ
サ
、
テ
ィ
ナ
ラ
ビ
、
ス
ー
ダ
イ
、
カ
ン
マ
ン

ガ
ー
、
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
達
に
よ
っ
て
朝
参
り
の
祈
願
と
同
様
の
手
順
で
祈
願

が
行
な
わ
れ
る
。
終
了
後
、
ツ
カ
サ
と
、マ
イ
ビ
ル
の
願
い
に
参
加
し
た
男

性
神
役
及
び
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
達
は
、
銅
鑼
と
太
鼓
を
鳴
ら
し
「
ア
ガ
ル
カ
ー

ラ
（hakarukaːra
）」
を
歌
い
な
が
ら
、
マ
イ
ビ
ル
の
願
い
で
香
を
立
て
る

た
め
に
盛
っ
た
砂
山
の
周
り
を
、
ツ
カ
サ
を
先
頭
に
三
～
五
周
ほ
ど
周
り
、
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そ
の
ま
ま
群
星
オ
ン
の
カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
ま
で
歩
い
て
い
く
。カ
ン
ム
ト
ゥ

ヤ
ー
の
庭
で
は
皆
で
円
状
に
歩
き
な
が
ら｢

チ
ク
イ
デ
ィ
ヌ
パ
ツ
ィ
ム
ヌ

（tsɨkuidinupatsɨm
unu

）」
を
歌
い
、
最
後
は
「
ピ
キ
バ
（p

sɨkɨba

）」
を

歌
う

）
（（
（

。
一
同
は
カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
の
座
敷
に
上
が
り
、
そ
こ
で
ツ
カ
サ
に

よ
る
締
め
く
く
り
の
祈
願
を
行
な
っ
て
か
ら
、
宴
を
も
よ
お
す
。

四
．
習
得
と
実
践
に
お
け
る
関
連
付
け
・
対
照
性
・
共
通
性

（
１
） 

担
い
手
の
習
得
過
程
に
お
け
る
こ
と
ば
相
互
の
関
連
付
け

　

①
歌
の
担
い
手

　

前
節
で
見
た
豊
年
祭
に
お
け
る
こ
と
ば
の
う
ち
、
ツ
カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ

や
ス
ー
ダ
イ
長
に
よ
る
発
話
は
、
特
定
の
社
会
的
立
場
に
伴
っ
て
習
得
と

実
践
の
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
歌
の
担
い
手
に
よ
る
歌

は
、
や
や
背
景
が
異
な
る
。

　

ま
ず
、
ミ
シ
ャ
グ
ア
ギ
の
歌
を
担
う
女
性
の
一
人
（
一
九
三
六
年
生
）

に
つ
い
て
見
て
み
た
い

）
（（
（

。
こ
の
女
性
は
も
と
も
と
歌
が
好
き
で
、
子
ど

も
の
頃
か
ら
、
田
の
草
取
り
を
し
な
が
ら
先
輩
達
が
歌
う
川
平
の
歌
を
聞

き
覚
え
て
い
た
が
、
中
学
を
卒
業
し
て
か
ら
結
婚
す
る
ま
で
は
、
当
時

隆
盛
に
な
っ
た
「
歌
謡
曲
」
や
「
流
行
歌｣

に
夢
中
だ
っ
た
。
し
か
し
、

二
十
三
歳
で
嫁
い
だ
年
か
ら
、
川
平
の
歌
に
詳
し
く
て
後
に
「
川
平
ジ
ラ

バ
保
存
会

）
（（
（

」
を
組
織
す
る
年
配
の
男
性
と
家
が
近
所
に
な
り
、
歌
声
を
見

込
ま
れ
、
豊
年
祭
な
ど
歌
の
あ
る
儀
礼
の
前
に
は
必
ず
家
ま
で
来
た
そ
の

男
性
に
、
口
か
ら
口
に
歌
を
教
え
込
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
女
性
は
現
在

に
至
る
ま
で
、
豊
年
祭
以
外
の
儀
礼
に
お
い
て
も
歌
を
担
い
、
ま
た
歌
の

先
導
役
を
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ミ
シ
ャ
グ
ア
ギ
の
歌
は
素
質
の
見
込
ま
れ
た
人
が
習
得
を

開
始
す
る
の
に
対
し
、
豊
年
祭
の
最
後
に
道
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
「
ア
ガ

ル
カ
ー
ラ
」
な
ど
は
、
か
つ
て
は
、
豊
年
祭
に
向
け
た
準
備
や
打
ち
合
わ

せ
の
た
め
の
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
ご
と
の
集
ま
り
で
、
必
ず
最
初
に
全
員
で
練

習
し
た
と
い
う

）
（（
（

。
こ
の
集
ま
り
に
は
、
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
の
う
ち
「
青
年
か

ら
年
寄
り
ま
で
」、
す
な
わ
ち
「
青
年
会
」
所
属
の
年
齢
以
上）

（（
（

の
男
性
が
参

加
し
た
と
い
う
。

　
　

②
豊
年
祭
の
歌
の
習
得
と
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
習
得

　

豊
年
祭
の
打
ち
合
わ
せ
に
参
加
し
て
道
歌
を
練
習
し
始
め
る
の
が
「
青

年
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
拙
稿
（
二
〇
〇
八
b
）
で
着
目
し
た
、
節
祭
初

日
に
新
年
の
予
祝
を
主
な
内
容
と
す
る
長
大
な
唱
え
言
を
行
な
う
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
成
員
へ
の
参
加
が
許
さ
れ
る
の
も
「
青
年
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ

ら
に
、
米
の
収
穫
感
謝
儀
礼
で
あ
る
豊
年
祭
の
準
備
の
時
期
と
、
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
練
習
開
始
時
期
は
、
次
の
よ
う
重
な
っ
て
い
た
。

お
米
を
収
穫
し
た
ら
す
ぐ
、
カ
ン
フ
ツ
を
練
習
す
る
。
お
米
を
収
穫
す

る
ま
で
は
、
絶
対
こ
の
カ
ン
フ
ツ
を
や
ら
な
い
。
ま
た
（
旧
盆
の
あ
る
）

旧
の
七
月
も
絶
対
や
ら
な
い
。
七
月
を
出
た
ら
す
ぐ
、
も
う
八
月
い
っ

ぱ
い
練
習
し
て
、
節
祭
の
時
は
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
を
ま
ち
が

い
な
く
唱
え
て
い
た
。
僕
ら
の
時
代
は
み
ん
な
、
早
く
カ
ン
フ
ツ
覚
え
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て
、
早
く
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
な
っ
て
み
た
い
と
い
う
意
志
が
皆
に
あ
っ

た
。（
二
〇
〇
八
年
七
月
、
一
九
三
六
年
生
の
男
性
に
聞
く
）

　

こ
の
よ
う
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
習
得
に
励
む
時
期
に
、

豊
年
祭
の
歌
を
練
習
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
習
得
の
順
序
は
次
の
よ

う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

カ
ン
フ
ツ
が
ず
ー
っ
と
難
し
い
か
ら
、
こ
れ
を
覚
え
る
の
に
一
苦
労
し

た
。
オ
ー
パ
ン
ヤ
（
節
祭
の
道
歌
）
や
、
ア
ガ
ル
カ
ー
ラ
（
豊
年
祭
の

道
歌
）
は
、
こ
の
カ
ン
フ
ツ
を
覚
え
終
わ
っ
て
か
ら
覚
え
た
。
カ
ン
フ

ツ
が
一
番
最
初
。（
二
〇
〇
八
年
七
月
、一
九
三
六
年
生
の
男
性
に
聞
く
）

　

カ
ン
フ
ツ
が
「
難
し
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
の
長
大
さ
や
内

容
の
複
雑
さ
の
ほ
か
に
、
カ
ン
フ
ツ
が
一
人
で
唱
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

聞
く
人
を
前
に
終
始
間
違
い
な
く
唱
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
本
人
の
み
に

か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
イ
ビ
ニ

ン
ジ
ュ
の
男
性
全
員
で
歌
う
歌
は
、
先
輩
達
に
つ
い
て
歌
え
ば
儀
礼
過
程

を
滞
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
を
覚
え
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
と
し

て
節
祭
の
過
程
を
経
験
す
る
と
、
他
の
儀
礼
の
様
式
や
儀
礼
に
お
け
る
歌

を
覚
え
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
。

み
ん
な
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
立
た
れ
た
方
は
ほ
と
ん
ど
お
わ
か
り
で
す

よ
。
必
ず
、
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
に
帰
る
ま
で
は
、
歌
を
歌
う
。
豊
年
祭
も
同

じ
。
歌
は
、
少
し
の
あ
れ
は
ち
が
い
ま
す
け
ど
。

カ
ン
フ
ツ
を
覚
え
た
人
は
他
の
歌
も
覚
え
や
す
い
。
カ
ン
フ
ツ
は
、

ア
ガ
ル
カ
ー
ラ
と
も
少
し
似
て
い
ま
す
よ
。（
二
〇
〇
八
年
七
月
、

一
九
三
六
年
生
の
男
性
に
聞
く
）

　

各
戸
訪
問
を
終
え
、「
ス
デ
ィ
バ
（sɨdiba

）」
と
呼
ば
れ
る
野
原
で
夜

を
明
か
し
た
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
達
は
、
日
の
出
の
頃
に
な
る
と
、
夜
明

け
の
直
前
に
成
員
を
ね
ぎ
ら
い
に
来
た
ツ
カ
サ
を
先
頭
に
全
員
で
歩
き
な

が
ら
、
太
鼓
と
銅
鑼
に
合
わ
せ
て
「
オ
ー
パ
ン
ヤ
ジ
ラ
バ
」
を
歌
い
、
成

員
の
長
を
勤
め
る
「
フ
ー
ム
ト
ゥ
（
大
元
、ɸuːm

utu

）」
の
家
に
向
か
う
。

フ
ー
ム
ト
ゥ
の
家
の
庭
に
着
く
と
、
皆
で
円
状
に
歩
き
な
が
ら
「
節
ジ
ラ

バ
」
を
歌
い
、
終
わ
る
と
座
敷
に
上
が
っ
て
宴
を
も
よ
お
す
。
こ
の
一
連

の
流
れ
は
、
豊
年
祭
の
締
め
く
く
り
と
同
じ
で
あ
る
。
同
様
の
過
程
は
ま

た
、
節
祭
五
日
目
の
「
神
願
い
」
の
日
に
も
あ
る
。
夕
方
、
六
十
歳
以
上

の
女
性
達
が
、
農
作
物
の
神
送
り
の
祈
願
を
終
え
た
ツ
カ
サ
を
集
落
の
は

ず
れ
で
迎
え
、
ツ
カ
サ
を
先
頭
に
「
ミ
ル
ク
節
」
を
歌
い
な
が
ら
公
民
館

へ
向
か
い
、
公
民
館
の
庭
で
は
皆
で
円
状
に
歩
き
な
が
ら
「
節
ジ
ラ
バ
」

を
歌
っ
て
、
公
民
館
に
入
り
宴
を
も
よ
お
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
川
平
の
儀
礼
に
お
い
て
多
く
の
人
が
参
加
す
る
豊
年
祭

や
節
祭
で
の
、
人
々
が
儀
礼
の
場
所
を
移
動
す
る
時
の
典
型
的
な
方
法
へ

の
理
解
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
と
し
て
の
明
け
方
の
移
動
の
経
験
が
た

す
け
る
よ
う
で
あ
る
。
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ま
た
、
カ
ン
フ
ツ
を
覚
え
た
人
は
他
の
歌
も
覚
え
や
す
い
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
た
と
え
ば
ア
ガ
ル
カ
ー
ラ
の
次
の
よ
う
な
表
現
は
、
カ
ン
フ
ツ

に
出
て
く
る
表
現
と
同
様
で
あ
る
。

粟あ
わ

ぬ
穂ぷ

う
ゆ　

作ち
く

り
て
ぃ　

拝う
が

み
ば
ど
ぅ　

な
ら
ひ
し
ぬ
花ぱ

な
た
ら
し　

う

が
ま
り　

米ま
い

ぬ
穂ぷ

う
ゆ　

作
り
て
ぃ　

拝
み
ば
ど
ぅ　

山
す
だ
ま　

実な
り

ぬ

ん
ぐ
と　

う
が
ま
り
（
粟
の
穂
を
作
っ
て
拝
む
と
〈
見
る
と
〉
な
ら
石

の
花
の
よ
う
に
拝
ま
れ
る　

米
の
穂
を
作
っ
て
拝
む
と
山
数
珠
玉
の
実

の
よ
う
に
拝
ま
れ
る
）（
外
間･
宮
良
編
一
九
七
九
：
二
九
二
～
三
）

　

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
に
お
い
て
作
物
の
生
長
過
程
を
予
祝
的
に

描
写
す
る
箇
所
で
は
、「
イ
ヌ
の
毛
、
ネ
コ
の
毛
」
の
よ
う
に
新
芽
が
出

揃
う
、「
ス
ス
キ
、
力
芝
草
」
の
よ
う
に
丈
夫
に
繁
茂
す
る
な
ど
の
比
喩

表
現
が
頻
繁
に
出
て
く
る
が
、
そ
の
な
か
で
ア
ガ
ル
カ
ー
ラ
と
同
様
の
、

粟
に
つ
い
て
の
「
な
ら
石
の
花
の
よ
う
に
」
結
実
す
る
よ
う
に
と
、
稲
に

つ
い
て
の
「
山
数
珠
玉
の
実
の
よ
う
に
」
結
実
す
る
よ
う
に
と
い
う
表
現

が
カ
ン
フ
ツ
に
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編

一
九
七
六
：
一
一
二
・
一
一
四
）。
こ
う
し
た
表
現
の
類
似
を
ふ
ま
え
て
、

「
カ
ン
フ
ツ
を
覚
え
た
人
は
他
の
歌
も
覚
え
や
す
い
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
ろ

う
）
（（
（

。

　

な
お
、
拙
稿
（
二
〇
〇
八
b
）
で
は
、
従
来
秘
儀
的
と
さ
れ
て
き
た
マ

ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
が
、
実
際
は
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
の
経
験
者
や

カ
ン
フ
ツ
を
聞
く
人
々
に
よ
っ
て
集
落
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
述
べ

た
が
、
さ
ら
に
、
今
回
見
た
よ
う
に
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
、
他

の
歌
に
先
立
っ
て
習
得
さ
れ
、
他
の
歌
を
覚
え
る
と
き
の
知
識
上
の
拠
り

所
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
伺
わ
れ
る
。
カ
ン
フ
ツ
は
人
々
の
間
で
共
有
さ

れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
部
の
表
現
が
他
の
歌
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
２
） 

二
つ
の
カ
ン
フ
ツ
の
対
照
性

　

こ
の
よ
う
な
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
は
、
同
じ
く
「
カ
ン
フ
ツ
」

と
呼
ば
れ
る
川
平
の
も
う
一
つ
の
唱
え
言
、
三
節
で
見
た
ツ
カ
サ
に
よ
る

カ
ン
フ
ツ
と
、
様
々
な
点
で
対
照
的
で
あ
る
。
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ

ツ
が
集
落
の
人
々
に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
、
様
々
な
側
面
か
ら
共
有
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
ツ
カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ
に
つ
い
て
の
知
識
と
実
践
は
ツ
カ

サ
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
そ
れ
ま
で
方
言
を
使
え
な
か
っ
た
人

が
、
カ
ミ
シ
（
神
司
、
ツ
カ
サ
の
こ
と
）
に
な
る
と
、（
儀
礼
の
場
で
の
敬

語
を
多
用
す
る
）
方
言
も
上
手
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ツ

カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ
も
、
儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
と
い
う
他
の
こ
と
ば
に

近
い
部
分
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
当
否
は
ツ
カ
サ
以

外
の
人
は
知
り
得
な
い
。
川
平
に
お
け
る
ツ
カ
サ
の
カ
ン
フ
ツ
は
あ
く
ま

で
、
ツ
カ
サ
と
神
の
み
が
知
る
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
神
へ
の
発
話
に
見
ら
れ
る
共
通
性

　

三
節
で
見
た
、
ス
ー
ダ
イ
長
か
ら
参
加
者
へ
と
発
せ
ら
れ
る
儀
礼
の
場

に
お
け
る
発
話
に
は
、
神
へ
の
祈
願
の
こ
と
ば
で
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
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定
型
句
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
に
は
、

単
な
る
敬
語
表
現
を
超
え
た
、
独
特
の
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
拙
稿
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
家
の
人
か
ら
マ

ユ
ン
ガ
ナ
シ
へ
の
発
話
に
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
の
文
句
が
部
分

的
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
の
よ
う
に
儀
礼
の
場
に
お
け
る

発
話
は
、
儀
礼
の
核
心
部
分
の
周
囲
で
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
境
界

上
の
こ
と
ば
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
も
祈
願
を
行
な

う
方
法
と
し
て
の
唱
え
言
と
部
分
的
に
類
似
し
な
が
ら
日
常
的
発
話
へ
も

連
続
し
て
い
く
と
い
う
、
境
界
の
性
質
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
発
話
を
め

ぐ
り
、
最
後
に
二
つ
の
「
人
か
ら
神
へ
の
発
話
」
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

　

三
節
で
は
、
豊
年
祭
の
午
後
の
プ
バ
ナ
ア
ギ
で
、
ツ
カ
サ
は
カ
ン
フ
ツ

を
唱
え
る
以
外
に
も
、
ミ
シ
ャ
グ
ア
ギ
の
始
ま
り
と
い
っ
た
儀
礼
過
程
を
、

発
話
に
近
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
ば
で
神
に
報
告
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
ツ
カ
サ
か
ら
神
へ
の
発
話
は
、
他
の
儀
礼
で
も
見
ら
れ
る
。
筆

者
は
か
つ
て
、
神
に
儀
礼
過
程
を
伝
え
る
の
は
な
ぜ
か
を
一
人
の
ツ
カ
サ

に
た
ず
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、「
こ
と
ば
で
言
わ
な
い
と
、
神
さ
ま

は
何
も
分
か
ら
な
い
か
ら
」
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た

）
（（
（

。

　

も
う
一
つ
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
を
迎
え
る
家
の
当
主
か

ら
、
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
へ
の
発
話
で
あ
る
。
当
主
は
、
カ
ン
フ
ツ
を
唱
え
る

以
外
に
は
こ
と
ば
を
話
せ
ず
、
ま
た
神
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
し
か
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に
対
し
、
不
自
由
や
不
足
が
な
い
よ
う
に

話
し
か
け
、
は
た
ら
き
か
け
な
が
ら
も
て
な
し
、
神
の
身
の
回
り
を
整
え

る
）
（（
（

。

　

以
上
か
ら
は
、「
も
の
言
わ
な
い
」
神
（
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
）、
ま
た
「
言

わ
な
い
と
分
か
ら
な
い
」
神
と
い
う
、
人
間
が
そ
の
場
を
共
に
す
る
う
え

で
は
何
ら
か
の
は
た
ら
き
か
け
が
必
要
な
神
と
い
う
像
が
う
か
び
あ
が
っ

て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
神
に
対
し
て
川
平
の
人
々
は
、
厳
し
く
定
め
ら
れ

た
作
法
を
も
っ
て
敬
い
、
ま
つ
る
と
同
時
に
、
こ
と
ば
で
話
し
か
け
、
動

作
の
面
で
も
神
の
手
助
け
を
し
な
が
ら
、
神
に
で
き
な
い
こ
と
や
神
に
分

か
ら
な
い
こ
と
を
補
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
実
際
に
は
人
が
成
り
代
わ
っ
て
い
る
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
と
、
姿
形
を

も
た
ず
、
人
々
の
観
念
の
う
え
で
の
み
存
在
す
る
オ
ン
の
神
と
の
違
い
は

大
き
く
、
こ
れ
ら
の
神
々
へ
の
対
応
の
差
異
、
特
に
そ
う
し
た
対
応
を
と

る
こ
と
に
な
る
動
機
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
は
か
ら
ず
も
二
つ
の
事
例
か
ら
う
か
ん
だ
、
人
間
か
ら
の
具

体
的
な
配
慮
や
手
助
け
を
多
分
に
必
要
と
す
る
と
い
う
神
の
像
は
、
川
平

に
お
け
る
他
の
事
柄
か
ら
も
捉
え
得
る
の
か
、
人
々
に
よ
る
神
の
認
識
の

仕
方
の
特
徴
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
今
後
も
調
査
と
考
察
を
進
め
た
い
。

お
わ
り
に

　

石
垣
島
川
平
の
儀
礼
に
お
け
る
歌
、
唱
え
言
、
発
話
が
儀
礼
に
お
い
て

継
起
す
る
お
お
ま
か
な
様
子
を
報
告
し
、
年
間
の
儀
礼
に
お
け
る
歌
・
唱

え
言
・
発
話
の
一
部
に
つ
い
て
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
を
め
ぐ
り
考
察
し
た
。

一
つ
の
こ
と
ば
が
発
せ
ら
れ
る
の
は
儀
礼
の
一
場
面
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ

の
一
場
面
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
こ
と
ば
の
背
景
と
し
て
の
習
得
過
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程
が
あ
り
、
そ
の
習
得
過
程
に
つ
い
て
探
る
と
、
ま
た
別
の
こ
と
ば
の
背

景
の
問
題
に
つ
な
が
る
。
従
来
、
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
、
特
に
歌
や
唱

え
言
の
内
容
は
人
々
の
「
世
界
観
」
な
ど
を
語
る
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
参
照
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
人
々

が
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
け
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
、
人

と
こ
と
ば
の
関
わ
り
様
に
も
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

儀
礼
の
場
に
お
け
る
こ
と
ば
の
記
述
方
法
に
つ
い
て
は
模
索
中
の
部
分

も
多
い
。
今
後
、
記
述
の
技
術
を
改
善
し
な
が
ら
、
川
平
の
儀
礼
に
お
け

る
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
習
得
と
実
践
を
め
ぐ
る
人
と
こ
と
ば
の
関
わ
り
を

含
め
た
そ
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
を
目
指
し
、
引
き
続
き
調
査
と
考
察
を

行
な
い
た
い
。

注（
１
） 

沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編
『
沖
縄
の
神
歌 

沖
縄
の
神
歌
伝
承
活
動

（
Ⅰ
）
～
（
Ⅴ
）』
一
九
八
八
～
一
九
九
二　

沖
縄
県
教
育
委
員
会

（
２
） 

本
稿
に
お
い
て
歌･

唱
え
言･

発
話
に
つ
い
て
用
い
る｢

こ
と
ば｣

に
は
、
そ
れ
ら
を
文
字
で
記
録
さ
れ
得
る
側
面
の
み
と
し
て
で
は
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
） 

日
本
音
楽
学
に
お
け
る
、「
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
み
た
歌
と
唱
え
言
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、小
島（
一
九
九
七
：

一
一
〇
～
一
二
六
）
を
引
用
し
な
が
ら
、
澤
井
（
二
〇
〇
八
b
：

六
七
～
八
）
に
記
し
た
。

（
４
） 

儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
に
つ
い
て
は
、
澤
井
（
二
〇
〇
七
）
で
も

報
告
、
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
時
点
で
は
こ
の
発
話
を
人
と
人
と
の

間
に
お
け
る
発
話
に
限
っ
た
が
、
本
稿
で
は
儀
礼
の
場
に
お
い
て
人

か
ら
神
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
発
話
も
検
討
対
象
に
含
め
る
。

（
５
） 

こ
こ
で
い
う｢

川
平
方
言
」と
は
川
平
で
一
九
五
〇
年
以
前
に
生
ま
れ

た
人
が
流
暢
に
操
る
こ
と
ば
と
し
て
川
平
の
人
が
対
象
化
す
る
も
の

だ
が
、
川
平
に
お
け
る
一
九
五
〇
年
前
後
の
言
語
事
情
に
つ
い
て
は

今
後
確
認
を
進
め
た
い
。

（
６
） 

な
お
後
述
の
よ
う
に
川
平
の
儀
礼
は
主
に
稲
作
の
過
程
に
沿
っ
て
行

な
わ
れ
る
が
、
現
在
米
を
作
る
農
家
は
川
平
に
三
～
四
軒
で
、
作
ら

れ
て
い
る
品
種
は
、
儀
礼
の
暦
が
沿
う
明
治
時
代
頃
ま
で
盛
ん
に
作

ら
れ
て
い
た
品
種
と
は
異
な
る
た
め
、特
に
播
種
の
時
期
に
つ
い
て
、

儀
礼
と
米
作
り
の
対
応
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
７
） 

川
平
方
言
の
音
声
表
記
に
あ
た
っ
て
は
、
外
間
ほ
か
（
一
九
七
五
）、

西
岡
（
二
〇
〇
〇
）、
宮
城
（
二
〇
〇
三
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

調
査
に
基
づ
き
行
な
っ
た
。
母
音
の
無
声
化
の
記
号
は
省
略
し
た
。

今
回
は
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
方
言
音
の
表
記
方
法
が
不
統
一
で
あ
り
、

今
後
改
め
た
い
。
な
お
、
川
平
方
言
が
有
す
る
、
石
垣
方
言
と
は
異

な
る
特
徴
と
し
て
、
語
頭
母
音
が
し
ば
し
ば
無
声
化
し
て
摩
擦
音
を

伴
う
こ
と
（
外
間
ほ
か
一
九
七
五
：
五
）、［
p
］［
k
］［
b
］［
g
］
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の
後
に
中
舌
母
音
［
ɨ

］
が
来
る
と
き
は
、
摩
擦
性
の
［
s
］［
z
］

が
渡
り
音
と
し
て
聞
か
れ
る
こ
と
（
西
岡
二
〇
〇
〇
：
三
七
）
な
ど

が
あ
る
。

（
８
） 
ツ
カ
サ
の
選
出
の
背
景
や
就
任
過
程
に
つ
い
て
は
、澤
井（
二
〇
〇
八

a
）
に
お
い
て
報
告
、
考
察
し
て
い
る
。

（
９
） 

カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
は
、
オ
ン
の
由
来
伝
承
に
お
い
て
、
オ
ン
の
創
設

を
中
心
的
に
担
っ
た
家
と
さ
れ
る
が
、
川
平
で
は
カ
ン
ム
ト
ゥ
ヤ
ー

か
ら
ツ
カ
サ
が
輩
出
さ
れ
る
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
。

（
10
） 

ツ
カ
サ
や
、
体
調
の
急
変
な
ど
個
別
の
事
情
を
契
機
に
就
任
す
る
女

性
神
役
の
「
テ
ィ
ナ
ラ
ビ
（
手
並
べ
、tiːnarabi

）」
は
、
当
主
の
帰

属
が
家
の
帰
属
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
イ
ビ
ニ
ン
ジ
ュ
と
は
異

な
る
方
法
で
オ
ン
に
帰
属
す
る
。

（
11
） 

マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
成
員
と
そ
の
唱
え
言
に
つ
い
て
は
、
澤
井

（
二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
八
b
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
12
） 

筆
者
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
、
主
に
儀
礼
の
前
後
五
日
～
四
週
間
程
度

の
滞
在
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
川
平
の
儀
礼
に
つ
い
て
調
査
を

行
な
っ
て
お
り
、
豊
年
祭
の
調
査
は
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
六
年
、

二
〇
〇
八
年
に
行
な
っ
て
い
る
。
各
オ
ン
及
び
川
平
全
体
の
豊
年
祭

の
過
程
と
そ
こ
で
ま
つ
ら
れ
る
神
々
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
体

系
的
に
報
告
し
た
い
。

（
13
） 

ス
ー
ダ
イ
や
ウ
ヤ
ジ
ュ
ウ
達
も
、
背
広
に
ネ
ク
タ
イ
や
か
り
ゆ
し

ウ
ェ
ア
、
紺
地
の
着
物
な
ど
を
身
に
着
け
、
正
装
し
て
朝
参
り
に
臨

む
。
な
お
、
供
物
の
運
搬
な
ど
を
行
な
う
ム
ラ
ブ
サ
達
は
作
業
し
や

す
い
服
装
で
あ
る
。

（
14
） 

儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
の
事
例
は
、
別
の
機
会
に
報
告
し
た
い
。

（
15
） 

ツ
カ
サ
か
ら
神
へ
の
唱
え
言
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
「
ニ
ガ

イ
フ
チ
ィ
（
願
い
口
）」（
外
間･

宮
良
編
一
九
七
九
：
三
五
）
や

「
願
詞
」（
川
平
村
の
歴
史
編
纂
委
員
会
編
一
九
七
六
：
九
二
）
な

ど
、「
願
い
の
言
葉
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
川
平
の
ツ
カ
サ

達
自
身
は
こ
れ
を
「
カ
ン
フ
ツ
」
と
呼
ぶ
。
一
人
の
ツ
カ
サ
経
験
者

（
一
九
二
五
年
生
）
に
よ
れ
ば
、「
カ
ン
フ
ツ
」
は
集
落
単
位
の
儀
礼

で
の
神
に
関
す
る
唱
え
言
を
指
し
、「
ニ
ガ
イ
フ
ツ
」
は
個
人
で
行

な
う
儀
礼
（
家
の
新
築
儀
礼
な
ど
）
で
唱
え
ら
れ
る
唱
え
言
だ
と
い

う
（
二
〇
〇
一
年
八
月
の
調
査
に
よ
る
）。
な
お
、
ツ
カ
サ
の
カ
ン

フ
ツ
の
唱
え
方
と
習
得
過
程
を
め
ぐ
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
澤
井

（
二
〇
〇
八
c
）
に
お
い
て
報
告
、
考
察
し
て
い
る
。

（
16
） 

パ
カ
ー
ラ
と
は
各
オ
ン
の
管
轄
地
と
さ
れ
る
泉
、
森
、
崎
、
小
島
な

ど
の
小
区
画
の
土
地
の
名
で
、
祈
願
の
冒
頭
に
は
各
土
地
に
居
る
神

の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
カ
ー
ラ
に
「
降
り
お
る
大
親
（
降
り
な
さ

る
大
親
）」（
外
間･

宮
良
編
一
九
七
九
：
三
八
）
と
つ
け
る
か
た
ち

で
唱
え
あ
げ
て
い
く
。
な
お
、
同
様
の
形
式
で
神
の
名
を
挙
げ
て
い

く
唱
え
言
は
、
竹
富
島
や
波
照
間
島
の
女
性
神
役
も
管
掌
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
（
外
間･

宮
良
編
一
九
七
九
：
五
九
～
七
〇
、九
一

～
六
）。

（
17
） 

豊
年
祭
の
カ
ン
フ
ツ
は
、そ
の
一
部
が
外
間
・
宮
良
編
（
一
九
七
九
：

三
五
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、こ
れ
が
朝
参
り
の
も
の
か
、
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プ
バ
ナ
ア
ギ
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
18
） 

男
性
に
よ
る
パ
イ
の
所
作
は
、
中
澤
（
一
九
八
七
：
二
二
九
、二
五
〇
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
19
） 
本
稿
で
挙
げ
る
儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
は
、
一
九
三
六
年
生
の

男
性
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
、
現
在
、
方
言
の
不
得
手
な
人
が

規
範
と
し
て
習
う
対
象
と
し
て
の
発
話
と
言
え
る
。
こ
の
男
性
は

一
九
六
五
年
に
ム
ラ
ブ
サ
を
勤
め
た
時
に
、
ス
ー
ダ
イ
の
儀
礼
に
お

け
る
こ
と
ば
（「
発
話
」）
を
、
将
来
長
男
が
ス
ー
ダ
イ
を
勤
め
る
時

の
た
め
に
ノ
ー
ト
に
記
録
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
三
月
、
こ
の
ノ
ー

ト
に
沿
っ
て
同
男
性
に
発
話
を
読
み
上
げ
て
い
た
だ
き
、
方
言
音

や
意
味
を
把
握
し
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
外
間
ほ
か
（
一
九
七
五
）、

西
岡
（
二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
六
）、
宮
城
（
二
〇
〇
三
）
を
参
照
し
な

が
ら
音
声
表
記
を
行
な
い
意
味
を
記
し
た
。

（
20
） 

筆
者
は
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇
八
年
に
、
豊
年
祭
午
後
の
プ
バ
ナ
ア

ギ
の
調
査
を
群
星
オ
ン
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
。

（
21
） 

テ
ィ
ナ
ラ
ビ
に
つ
い
て
は
注
（
10
）
を
参
照
。

（
22
） 

ミ
シ
ャ
グ
ア
ギ
の
歌
の
歌
詞
は
、
譜
も
含
め
て
他
日
報
告
し
た
い
。

な
お
、
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編
（
一
九
八
九
：
八
〇
～
八
三
）

に
も
同
歌
の
詳
細
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
男
性
に
よ
る
フ
ミ
シ
ャ

グ
の
囃
し
句
の
分
担
が
、
筆
者
が
調
査
で
見
聞
し
た
も
の
と
異
な
っ

て
い
る
。

（
23
） 「
ア
ガ
ル
カ
ー
ラ
」「
チ
ク
デ
ィ
ヌ
パ
ツ
ィ
ム
ヌ
」「
ピ
キ
バ
」
の

歌
詞
や
歌
に
伴
う
儀
礼
的
所
作
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編

（
一
九
八
九
：
八
三
～
八
六
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

以
下
は
同
女
性
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
に
聞
い
た
内
容
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。

（
25
） 

一
九
七
九
年
に
結
成
し
二
〇
〇
六
年
に
解
散
し
た
川
平
ジ
ラ
バ
保
存

会
の
沿
革
や
活
動
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
報
告
し
た

い
。
な
お
、
こ
う
し
た
保
存
会
の
結
成
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
川

平
の
儀
礼
に
お
け
る
こ
と
ば
の
な
か
で
も
、
歌
の
伝
承
は
最
も
危
ぶ

ま
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
提
示
す
る
歌
の
伝
承
の

事
例
は
、
現
在
の
一
般
的
な
例
で
は
な
く
、
昭
和
初
期
に
生
ま
れ
た

人
の
若
い
頃
の
例
で
あ
る
。

（
26
） 

二
〇
〇
八
年
七
月
に
一
九
三
六
年
生
の
男
性
に
聞
く
。
な
お
、
節
祭

の
初
日
や
五
日
目
に
も
道
歌
が
歌
わ
れ
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
歌
は
今
日
も
儀
礼
準
備
の
際
に
参
加
者
全
員
で
練
習
さ
れ
る
。

（
27
） 

一
九
三
六
年
生
の
男
性
に
よ
れ
ば
、
青
年
会
に
は
中
学
を
卒
業
し
て

か
ら
入
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
川
平
村
の
歴
史
』
に
よ
れ
ば
、
川
平

の
青
年
会
（
第
二
次
世
界
大
戦
前
は
「
青
年
団
」）
の
構
成
年
齢
は

十
六
歳
か
ら
二
十
一
歳
ま
で
と
な
っ
て
い
る
（
川
平
村
の
歴
史
編
纂

委
員
会
編
一
九
七
六
：
二
〇
〇
）。

（
28
） 

永
池
は
、唱
え
言
の
表
現
が
対
象
に
直
接
向
か
う
の
に
対
し
、歌
の

表
現
は
そ
の
場
を
共
有
す
る
人
及
び
森
羅
万
象
に
向
か
っ
て
放
た
れ

る
と
、両
者
の
違
い
を
指
摘
す
る（
永
池
二
〇
〇
三
：
一
二
八
～
九
）。

川
平
に
お
け
る
歌
と
唱
え
言
の
表
現
の
違
い
に
つ
い
て
も
、
担
い
手

が
そ
れ
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
も
含
め
て
今
後
検
討
し
た
い
。
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（
29
） 

二
〇
〇
七
年
十
月
の
調
査
に
よ
る
。

（
30
） 

そ
の
詳
細
は
澤
井
（
二
〇
〇
五
、二
〇
〇
七
）
で
述
べ
て
い
る
。

参
考
文
献

沖
縄
県
教
育
庁
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第
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節 

石
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縄
の
神
歌 
沖
縄
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沖
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書
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縄
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川
平
村
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史
編
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会
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史
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川
平
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民
館
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美
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人
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Ｎ
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Ｋ
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）
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日
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送
出
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井
真
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石
垣
島
川
平 

マ
ユ
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ガ
ナ
シ
の
カ
ン
フ
ツ
に
関
す
る
一
考
察

―
カ
ン
フ
ツ
を
聴
く
人
の
視
点
か
ら
―
」『
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
』

第
五
号　

二
〇
〇
五

同
「
儀
礼
の
場
に
お
け
る
発
話
―
石
垣
島
川
平
の
事
例
―
」『
奄
美
沖
縄

民
間
文
芸
学
』
第
七
号　

 

二
〇
〇
七

同
「
石
垣
島
川
平
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お
け
る
女
性
神
役
『
ツ
カ
サ
』
の
就
任
過
程
―
司
祭

者
と
神
の
関
わ
り
方
の
問
題
と
し
て
―
」『
南
島
史
学
』
第
七
一
号　

二
〇
〇
八
a

同
「
ゆ
る
や
か
な
共
有
―
石
垣
島
川
平
の
来
訪
神
儀
礼
に
お
け
る
『
神

口
』
―
」『
口
承
文
芸
研
究
』
第
三
一
号　

二
〇
〇
八
b

同
「
石
垣
島
川
平
の
ツ
カ
サ
と
カ
ン
フ
ツ
」『
奄
美
沖
縄
民
間
文
芸
学
』
第

八
号　

二
〇
〇
八
c

永
池
健
二｢

ウ
タ
と
ト
ナ
エ
ゴ
ト
―
境
界
の
言
語
表
現
―
」
日
本
歌
謡
学

会
編
『
歌
謡
と
は
何
か
』（
日
本
歌
謡
研
究
大
成
上
巻
）
二
〇
〇
三　

和

泉
書
院

中
澤
章
浩
「
石
垣
島
の
川
平
の
プ
ー
ル
」
高
阪
薫
編
『
沖
縄
の
祭
祀
―
事

例
と
課
題
』
一
九
八
七　

三
弥
井
書
店

西
岡
敏　
「
石
垣
島
北
部
方
言
の
体
言
基
礎
語
彙
」『
琉
球
の
方
言
』
二
四

号　

二
〇
〇
〇　

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所

同
「
石
垣
方
言
の
敬
語
概
略
」
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
編
『
八

重
山
の
地
域
性
』（
南
島
文
化
研
究
所
叢
書
１
）
二
〇
〇
六　

編
集
工
房

東
洋
企
画

波
照
間
永
吉
「
沖
縄
八
重
山
の
祭
祀
歌
謡
」『
沖
縄
文
化
研
究
』
二
〇
号

一
九
九
三　

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所

同
「
祭
祀
と
歌
謡
―
八
重
山
」『
琉
球
文
学
、
沖
縄
の
文
学
』（
岩
波
講
座 

日
本
文
学
史 

第
一
五
巻
）
一
九
九
六　

岩
波
書
店

平
野
健
次「
歌
」平
野
健
次
他
監
修『
日
本
音
楽
大
事
典
』一
九
八
九　

平
凡
社

外
間
守
善
ほ
か
『
琉
球
の
方
言 

八
重
山
石
垣
島
川
平
方
言
』
一
九
七
五　

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所

外
間
守
善
・
宮
良
安
彦
編
『
南
島
歌
謡
大
成 

（
Ⅳ
八
重
山
篇
）』
一
九
七
九 

角
川
書
店

宮
城
信
勇　
『
石
垣
方
言
辞
典
』
二
〇
〇
三　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社

〔
付
記
〕 
本
稿
の
も
と
と
な
る
調
査
の
一
部
は
、
平
成
二
十
年
度
笹
川
科
学

研
究
助
成
に
よ
り
行
な
っ
た
。

（
さ
わ
い
・
ま
よ
／
総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程
）


