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お
も
ろ
そ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』

狩 
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恵 

一

　

琉
球
文
学
の
研
究
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

研
究
を
核
と
し
て
、
琉
歌
・
島
々
の
歌
謡
・
芸

能
・
民
話
へ
と
広
が
っ
た
。
伊
波
普
猷
に
よ
っ
て

始
め
ら
れ
た
オ
モ
ロ
研
究
は
、
言
語
に
留
ま
ら

ず
、
琉
球
王
府
の
信
仰
・
文
学
・
民
俗
・
歴
史
な

ど
の
研
究
へ
と
広
が
っ
た
。
そ
し
て
、
文
学
研
究

と
し
て
は
オ
モ
ロ
詞
章
の
構
造
的
な
解
釈
へ
と

進
ん
だ
。

　

本
書
第
一
部
の
第
一
編
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』

を
い
か
に
読
み
解
く
か
を
テ
ー
マ
に
し
て
お
り
、

第
一
章
の
「
オ
モ
ロ
の
解
読
論
」
は
、『
お
も
ろ

さ
う
し
』
の
記
載
法
に
注
目
し
、
小
野
重
朗
が
提

唱
し
た
「
分
離
解
読
法
」
の
「
連
続
部
」
と
「
反

復
部
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、〈
ち
よ
わ
る
〉〈
降
れ
わ
ち
へ
〉
は
「
連

続
部
」
に
属
す
る
類
型
的
表
現
で
、〈
み
お
や
せ
〉

〈
ち
よ
わ
れ
〉
は
「
反
復
部
」
に
属
す
る
類
型
的

表
現
で
あ
る
と
述
べ
、
小
野
重
朗
が
「
反
復
部
」

の
肥
大
化
と
い
う
視
点
か
ら
短
詩
形
化
を
説
明

し
た
の
は
不
十
分
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
短
詩

形
化
の
問
題
は
、
南
島
文
学
論
に
お
い
て
、
叙
事

〈
長
詩
形
〉
文
学
の
発
生
、
そ
し
て
叙
事
か
ら
抒

情
〈
短
詩
形
〉
が
発
生
す
る
と
い
う
問
題
と
も
絡

め
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
一
貫
し
て

長
詩
形
歌
謡
の
解
読
と
い
う
視
点
で
論
じ
て
お

り
、
説
得
力
の
あ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
ヲ
ナ
リ
神
信
仰
の
多
く
が
航

海
の
オ
モ
ロ
で
謡
わ
れ
、
弁
財
天
、
天
妃
、
媽

祖
、
観
音
信
仰
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る

が
、
こ
こ
で
は
民
俗
的
視
点
か
ら
オ
モ
ロ
を
解
読

す
る
。
ま
た
、
第
三
章
の
「
あ
り
き
ゑ
と
オ
モ

ロ
」「
船
ゑ
と
オ
モ
ロ
」
で
は
、
そ
れ
が
実
際
の

航
海
の
場
で
謡
わ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
儀
礼

と
し
て
謡
わ
れ
た
も
の
か
を
重
複
オ
モ
ロ
の
問

題
と
絡
め
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、「
船
ゑ
と
オ

モ
ロ
」
の
「
ふ
し
」
の
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
た

う
え
で
、「
ふ
し
名
」
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、「
あ
り

き
ゑ
と
オ
モ
ロ
」
と
「
船
ゑ
と
の
オ
モ
ロ
」
と
は

同
一
の
音
楽
（
曲
節
）
性
を
有
し
て
い
な
い
と
述

べ
る
。

　

第
四
章
の
「
古
琉
球
末
期
の
オ
モ
ロ
、
尚
寧
王

の
君
手
擦
り
百
果
報
事
を
中
心
に
」
で
は
、
島

津
侵
攻
の
危
機
的
状
況
の
中
の
「
君
手
擦
り
の
神

事
」
に
、
官
人
も
し
く
は
男
性
歌
唱
者
の
オ
モ
ロ

が
入
り
込
ん
で
い
る
と
述
べ
、「
お
ぼ
つ
／
か
ぐ

ら
」
を
霊
力
の
源
泉
と
し
「
さ
し
ぶ
／
む
つ
き
」

に
憑
依
す
る
聞
大
君
以
下
の
君
々
の
祭
祀
が
あ

り
、
そ
の
他
「
に
る
や
／
か
な
や
」
の
来
訪
神
の

王
府
祭
祀
が
別
に
存
在
し
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、

第
五
章
の
「
地
方
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
、
久
米
島

オ
モ
ロ
の
特
殊
性
」
と
、
第
六
章
の
「
久
米
島
オ

モ
ロ
と
『
君
南
風
由
来
忸
位
階
且
公
事
』
所
収

の
『
仲
里
城
祭
礼
之
時
お
も
ろ
』」
で
は
、
久
米

島
の
位
置
が
中
国
及
び
宮
古
・
八
重
山
の
出
入
り

口
で
あ
り
、
境
界
的
な
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、
久

米
島
の
高
級
神
女
で
あ
る
君
南
風
は
航
海
神
と

し
て
謡
わ
れ
る
一
方
で
、
男
性
歌
唱
者
と
一
体
と
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な
っ
て
オ
モ
ロ
を
謡
う
王
権
儀
礼
を
行
っ
た
と

述
べ
る
。

　

要
す
る
に
、
本
書
第
一
部
第
一
編
は
、
歌
わ
れ

た
オ
モ
ロ
の
現
場
を
想
定
し
て
の
男
性
歌
唱
者

の
問
題
、
久
米
島
オ
モ
ロ
を
足
掛
か
り
と
し
た
地

方
オ
モ
ロ
と
中
央
オ
モ
ロ
の
問
題
、
文
献
的
研
究

に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
重
複
オ
モ
ロ
の

問
題
、
オ
モ
ロ
の
表
現
を
支
え
る
民
俗
・
信
仰
・

王
権
の
問
題
な
ど
を
論
じ
て
お
り
、
多
様
な
視
点

か
ら
の
オ
モ
ロ
解
読
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
尚
寧

王
時
代
に
謡
わ
れ
た
「
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
」

（
第
十
二
―
七
四
一
）
は
、
君
々
を
中
心
と
す
る

神
女
や
女
官
を
主
体
と
し
て
神
事
の
場
で
謡
わ

れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
オ
モ
ロ
と
「
浦
添
城
前
の

碑
」
と
の
関
わ
り
か
ら
、
男
性
官
人
等
が
神
事
の

場
に
表
立
っ
て
関
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
男
性

の
オ
モ
ロ
歌
唱
者
が
神
女
の
オ
モ
ロ
よ
り
も
優

位
に
立
つ
状
況
を
考
察
し
て
い
る
。

　

第
二
編
は
、
オ
モ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
論
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
の
編
纂
は
、
一
五
三
一
年
、
一
六
一
三

年
、
一
六
二
三
年
と
三
回
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た

が
、
そ
の
後
一
七
一
〇
年
の
首
里
城
火
災
で
焼

失
し
た
の
で
、『
混
効
験
集
』
の
編
纂
者
た
ち
に

よ
っ
て
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
再
編
纂
事
業
が
行

わ
れ
た
と
す
る
嘉
手
苅
千
鶴
子
説
を
も
と
に
展

開
す
る
。
と
こ
ろ
で
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、
尚

家
本
と
安
仁
屋
本
の
二
系
統
の
写
本
が
存
す
る

が
、
オ
モ
ロ
研
究
は
安
仁
屋
本
系
統
の
テ
ク
ス
ト

を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
安
仁

屋
本
の
「
言
葉
聞
書
」
が
オ
モ
ロ
理
解
に
役
立
っ

た
こ
と
と
、
区
切
り
点
が
謡
わ
れ
る
際
の
息
継
ぎ

と
理
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
仁
屋

本
に
は
朱
書
と
墨
書
の
注
記
が
あ
り
、
朱
書
き
を

原
則
と
し
た
区
切
り
点
は
、
一
七
一
〇
年
の
再
編

纂
の
際
に
付
し
た
も
の
で
、
息
継
ぎ
で
は
な
く
意

味
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
頃
既

に
オ
モ
ロ
が
意
味
不
明
と
な
り
誤
っ
た
区
切
り

点
を
付
し
た
も
の
も
あ
る
と
述
べ
、
区
切
り
点
は

息
継
ぎ
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
、
第
九
「
い
ろ
い
ろ
の
こ
ね
り
お
も
ろ

御
双
紙
」
に
つ
け
ら
れ
た
「
舞
の
手
」
は
墨
書
で

あ
る
が
、
朱
書
き
の
「
言
葉
聞
書
」
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
舞
の
手
」
は
再
編
纂
事
業
以
前
の
も
の

で
、
オ
モ
ロ
が
さ
か
ん
に
謡
わ
れ
た
時
代
の
も
の

で
あ
る
と
述
べ
る
。

　

つ
ま
り
、
区
切
り
点
や
巻
第
九
の
「
舞
の
手
」

の
問
題
は
、
一
七
一
〇
年
の
書
き
改
め
の
時
の
オ

モ
ロ
が
相
当
に
衰
微
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
り
、
男
性
歌
唱
者
に
よ
る
儀
礼
的
も
し

く
は
形
骸
的
な
オ
モ
ロ
の
時
代
に
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
論
し
、
巻
第
十
一
と
巻
第

二
十
一
等
の
重
複
オ
モ
ロ
は
、
書
誌
的
な
問
題
に

起
因
す
る
と
同
時
に
、
再
編
纂
の
あ
り
方
や
再
編

纂
前
後
で
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
『
お
も
ろ
さ
う

し
』
の
姿
を
考
え
さ
せ
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と

述
べ
る
。

　

第
三
篇
は
オ
モ
ロ
の
担
い
手
論
で
あ
る
。
古
琉

球
時
代
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
平
仮
名
表
記
の
伝

統
は
次
第
に
漢
文
表
記
へ
と
代
わ
る
が
、
そ
れ
は

羽
地
朝
秀
の
女
官
か
ら
男
性
官
人
へ
の
改
革
と

連
動
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
高
級
神
女
の
衰
退

は
神
女
オ
モ
ロ
の
衰
微
へ
と
繋
が
る
と
論
を
展

開
し
て
い
る
が
、
平
仮
名
表
記
・
漢
文
表
記
の
問

題
は
、
公
的
文
書
の
漢
文
化
で
あ
っ
て
、
オ
モ

ロ
・
ミ
セ
ゼ
ル
・
オ
タ
カ
ベ
等
の
伝
承
資
料
は
基

本
的
に
平
仮
名
表
記
の
ま
ま
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

表
記
の
問
題
と
男
性
官
人
主
導
の
問
題
は
、
オ
モ

ロ
に
お
い
て
は
直
接
的
な
因
果
関
係
は
薄
い
と

思
わ
れ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
男
性
の
オ
モ
ロ
歌
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唱
者
が
大
き
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
神

女
の
オ
モ
ロ
も
行
わ
れ
て
い
た
。
美
称
語
・
美
称

辞
を
多
用
す
る
比
較
的
長
詩
形
の
神
女
オ
モ
ロ

は
年
明
け
の
祭
祀
を
叙
事
し
、
国
王
を
称
え
た
。

一
方
、
男
性
歌
唱
者
の
オ
モ
ロ
は
年
頭
に
あ
た
っ

て
国
王
の
長
寿
を
言
祝
ぐ
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
歌
唱
者
オ
モ
ロ
は
「
年
の
始
ま
り
」

と
謡
う
の
に
対
し
て
、
神
女
オ
モ
ロ
は
「
明
け
ま

年
／
向
か
う
年
」
と
謡
い
、「
押
し
開
け
年
／
直

り
年
」
と
謡
う
。
つ
ま
り
、
神
女
オ
モ
ロ
は
祭
祀

の
最
も
深
刻
な
時
間
を
謡
う
の
に
対
し
て
、
歌
唱

者
オ
モ
ロ
は
元
旦
の
日
の
出
を
仰
い
だ
後
の
、
い

わ
ば
昼
間
の
儀
礼
を
担
っ
た
ウ
タ
で
あ
る
と
考

え
る
。

　

ま
た
、
歌
唱
者
オ
モ
ロ
が
概
し
て
、「
て
だ
」

「
て
だ
子
」「
今
日
の
良
か
る
日
／
今
日
の
き
や
が

る
日
」
の
よ
う
に
平
明
な
語
に
よ
る
表
現
で
国
王

を
言
祝
ぎ
、
オ
モ
ロ
の
外
の
言
葉
と
連
続
性
が
あ

る
の
に
対
し
て
、
長
詩
形
の
神
女
オ
モ
ロ
の
言
葉

は
、
一
般
的
な
オ
モ
ロ
に
は
み
ら
れ
な
い
言
葉
や

表
現
が
あ
り
、
特
異
な
ウ
タ
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
神
女
オ
モ
ロ
は
王
権
の
中
心
に
あ

る
ウ
タ
で
あ
り
、
高
級
神
女
は
ヲ
ナ
リ
神
と
し
て

国
王
を
宗
教
的
に
守
護
す
る
立
場
に
あ
る
。
よ
っ

て
、
神
女
オ
モ
ロ
は
外
の
オ
モ
ロ
と
は
異
な
る
特

殊
な
言
葉
を
持
ち
、
王
権
歌
謡
と
し
て
の
性
格
を

強
め
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
歌
唱
者
オ
モ
ロ
は
正

月
元
旦
の
朝
拝
儀
礼
で
、
祭
祀
の
周
辺
の
場
で
謡

わ
れ
た
歌
謡
で
あ
る
。
平
た
く
言
う
な
ら
ば
、
神

女
オ
モ
ロ
は
ミ
セ
ゼ
ル
や
オ
タ
カ
ベ
に
近
く
、
歌

唱
者
オ
モ
ロ
は
神
女
オ
モ
ロ
の
「
も
ど
き
」
と
し

て
の
性
格
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

第
四
編
は
オ
モ
ロ
の
表
現
論
で
あ
る
。
オ
モ
ロ

は
長
詩
形
の
叙
事
歌
謡
で
あ
る
が
、
宮
古
島
の
神

歌
の
ニ
ー
リ
や
フ
サ
に
比
べ
る
と
比
較
的
短
い

詞
章
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
オ
モ
ロ
の
最
終
節
の

終
わ
り
方
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
著

者
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
オ
モ

ロ
の
「
連
続
部
」
は
客
観
的
叙
事
的
な
表
現
で
、

「
反
復
部
」
は
主
観
的
抒
情
的
に
表
出
さ
れ
る
が
、

オ
モ
ロ
の
最
終
節
の
「
連
続
部
」
は
特
例
の
よ
う

に
主
観
的
な
表
現
で
謡
い
終
え
る
も
の
と
、
対

句
の
一
方
を
落
と
し
て
主
観
的
な
強
い
表
現
で

終
わ
る
も
の
が
あ
る
。
オ
モ
ロ
が
最
終
節
に
お

い
て
、「
連
続
部
」「
反
復
部
」
両
者
と
も
に
、
主

観
的
な
表
現
で
謡
い
あ
げ
る
の
は
、
オ
タ
カ
ベ
・

ク
ェ
ー
ナ
・
ウ
ム
イ
等
と
同
じ
よ
う
に
オ
モ
ロ
が

祈
願
詞
的
な
ウ
タ
だ
か
ら
で
あ
り
、
最
終
節
が

主
観
的
な
表
現
に
な
っ
た
の
は
、「
連
続
部
」
と

「
反
復
部
」
が
一
体
と
な
り
有
機
的
に
結
ん
で
、

オ
モ
ロ
一
首
の
テ
ー
マ
を
凝
縮
し
、
最
終
的
に
謡

い
あ
げ
る
構
造
の
表
現
形
式
を
オ
モ
ロ
が
獲
得

し
た
か
ら
だ
と
述
べ
る
。

　

換
言
す
る
な
ら
ば
、「
最
終
節
で
は
オ
モ
ロ
一

首
の
テ
ー
マ
を
凝
縮
し
謡
い
あ
げ
る
」
と
い
う
著

者
の
指
摘
は
、
叙
事
表
現
の
オ
モ
ロ
で
あ
っ
て
も

最
終
節
は
抒
情
的
表
現
に
収
斂
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

既
に
生
産
叙
事
歌
の
「
稲
が
種
子
ア
ヨ
ー
」
な
ど

に
も
、
素
朴
な
主
観
的
抒
情
的
な
表
現
が
見
ら
れ

る
。
稲
の
播
種
・
生
育
・
除
草
・
収
穫
の
過
程

を
延
々
と
謡
い
あ
げ
た
後
に
、「
ク
ヌ
カ
フ
ド
ゥ
、

ニ
ガ
ユ
ル
」（
こ
の
果
報
こ
そ
、
願
う
）
と
謡
い

お
さ
め
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
川
平
の
マ
ユ
ン

ガ
ナ
シ
で
も
、
神
口
を
叙
事
的
に
唱
え
た
後
、
そ

の
節
の
結
び
は
「
マ
ー
ユ
ン
ガ
ナ
シ
デ
ィ
、
カ
ン

カ
ザ
ル
、
ビ
ン
、
ト
ォ
ー
ド
ゥ
」
と
述
べ
る
。
そ
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の
意
味
は
「
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
が
、
こ
の
よ
う
に
唱

え
る
、
詞
、
尊
」
で
、
最
後
は
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
に

扮
し
た
者
の
一
人
称
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア

ヨ
ー
や
神
口
の
末
尾
に
も
主
観
的
表
現
が
見
ら

れ
る
が
、
そ
れ
を
意
図
的
構
造
的
に
主
観
的
表
現

に
し
て
い
る
の
が
、
オ
モ
ロ
の
最
終
節
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
モ
ロ
に
は
重
要
な
語
を
さ
ま
ざ

ま
な
異
称
で
称
え
て
い
る
が
、
対
句
な
ど
に
お

け
る
異
称
語
を
細
か
く
検
討
し
た
著
者
は
、
対
象

の
実
態
に
即
し
た
語
群
と
、
対
象
の
実
態
を
越
え

た
異
称
を
形
成
す
る
言
葉
が
あ
る
と
述
べ
る
。
た

だ
し
、
オ
モ
ロ
は
死
の
世
界
や
疎
ま
れ
恐
れ
ら
れ

る
負
の
世
界
を
ほ
と
ん
ど
謡
わ
ず
、
長
寿
や
繁
栄

を
謡
う
こ
と
か
ら
「
美
称
語
」
を
発
達
さ
せ
て

い
る
と
し
て
、〈
船
を
あ
ら
わ
す
美
称
語
〉〈
鼓
・

幟
・
笠
（
冷
傘
）・
扇
・
建
物
を
あ
ら
わ
す
美
称

語
〉
に
つ
い
て
考
察
し
、
折
口
信
夫
が
「
美
称

語
」
は
、
日
本
語
の
古
層
に
あ
っ
た
逆
語
序
的
表

現
で
あ
る
と
し
た
考
え
を
退
け
、
美
称
語
は
王
権

の
周
辺
で
発
達
し
た
歌
語
や
神
語
等
で
あ
り
、
新

し
い
表
現
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
オ
モ
ロ

は
、
も
の
が
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
謡
う
場
合
が
ほ

と
ん
ど
で
、
生
産
叙
事
歌
の
視
点
か
ら
見
る
と
、

生
産
の
過
程
を
謡
わ
な
い
。
た
だ
し
、〈
撫
で
る
〉

〈
げ
ら
え
る
〉
な
ど
の
生
産
叙
事
に
深
く
関
わ
る

語
を
接
頭
語
的
に
使
う
〈
撫
で
松
〉〈
げ
ら
へ
綾

鼓
〉
の
よ
う
な
語
レ
ベ
ル
の
生
産
叙
事
が
オ
モ
ロ

に
は
散
見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
オ
モ
ロ
は
、
聖
な

る
出
自
の
み
を
示
し
て
、
神
に
よ
る
理
想
的
な
生

産
の
過
程
を
謡
わ
な
い
短
形
の
叙
事
、
も
し
く
は

生
産
過
程
の
一
部
を
短
く
謡
う
表
現
に
特
色
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
第
五
編
で
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と

『
混
効
験
集
』
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
第
一
部

の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
研
究
を
締
め
括
っ
て
い

る
が
、
総
じ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
オ
モ
ロ
研
究

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
オ
モ
ロ
研
究
の
諸
説

を
整
理
し
、
著
者
の
視
点
か
ら
体
系
化
し
た
も
の

で
、
専
門
外
の
研
究
者
で
も
オ
モ
ロ
研
究
の
課
題

や
問
題
点
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て

い
る
。

　

第
二
部
の
第
一
編
は
「
長
詩
形
歌
謡
の
研
究
」

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
生
産
叙
事
歌

は
、
聖
な
る
起
源
と
神
の
手
に
よ
る
理
想
的
な
生

産
過
程
を
謡
う
。
前
者
の
聖
な
る
出
自
を
謡
う
ウ

タ
は
短
形
の
「
生
産
叙
事
歌
」
と
な
り
、
神
事
性

を
保
持
す
る
が
、
後
者
の
生
産
過
程
の
表
現
に
比

重
を
置
い
た
八
重
山
の
「
稲
が
種
子
ア
ヨ
ー
」
な

ど
は
、
あ
る
種
の
民
謡
化
の
方
向
に
向
か
う
。
ま

た
、
生
産
叙
事
歌
の
後
半
は
謡
う
対
象
に
よ
っ
て

俗
謡
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
、
生
産
叙

事
に
よ
っ
て
謡
い
出
さ
れ
た
米
の
御
初
が
、
神
、

ヲ
ナ
リ
神
、
国
王
の
順
に
捧
げ
ら
れ
、
残
り
の

米
は
首
里
の
酒
屋
で
、「
か
ら
酒
／
あ
ま
酒
」
を

造
っ
て
そ
れ
を
飲
ん
で
酔
っ
払
う
と
い
う
展
開

に
な
っ
た
り
、
造
船
の
生
産
叙
事
歌
が
ユ
ー
モ
ラ

ス
で
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
ウ
タ
に
な
る
な
ど
俗
謡
化

の
方
向
に
進
む
。
そ
し
て
、
短
詩
形
歌
謡
を
豊
か

に
伝
承
す
る
奄
美
・
沖
縄
諸
島
の
生
産
叙
事
歌
は

儀
礼
歌
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
短
詩

形
歌
謡
の
希
薄
な
宮
古
・
八
重
山
諸
島
の
生
産
叙

事
歌
は
儀
礼
化
の
領
域
を
越
え
て
俗
謡
に
展
開

す
る
方
向
に
あ
る
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
、
生
産
叙
事
歌
に
お
け
る
奄
美
・
沖
縄

諸
島
と
宮
古
・
八
重
山
諸
島
の
表
現
の
違
い
は
、

巡
行
叙
事
歌
に
お
い
て
も
言
え
る
と
述
べ
る
。
奄

美
・
沖
縄
の
巡
行
叙
事
は
、
神
や
神
の
立
場
に
立

つ
も
の
の
移
動
の
表
現
と
し
て
あ
り
、
あ
る
い
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は
、
馬
上
に
あ
る
神
が
彼
岸
へ
帰
還
す
る
表
現
、

も
し
く
は
神
女
が
彼
岸
の
世
界
へ
赴
く
表
現
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宮
古
・
八
重
山
諸
島
の

巡
行
叙
事
表
現
は
、
主
人
公
が
い
ず
れ
も
男
性
の

立
場
に
立
つ
も
の
の
巡
行
で
あ
り
、
理
想
の
女
性

を
求
め
る
道
行
き
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
女
性
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
馬
を
差

し
出
し
た
り
、
鞍
を
共
寝
の
枕
に
使
う
な
ど
聖
性

を
逸
脱
し
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
宮
古
・
八
重
山
諸
島
の
ウ
タ
が
祭

祀
歌
・
儀
礼
歌
で
あ
る
と
と
も
に
日
常
世
界
に
ま

で
広
が
っ
た
ウ
タ
で
あ
る
た
め
に
、
俗
謡
的
な
傾

き
に
な
っ
た
と
結
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
道
行

表
現
は
、
記
紀
の
八
千
矛
の
神
語
歌
の
聖
婚
や
色

好
み
の
視
点
で
考
察
す
る
こ
と
も
必
要
と
思
わ

れ
る
。

　

つ
づ
く
、
第
二
編
第
一
章
は
、
儀
礼
歌
と
し
て

の
琉
歌
研
究
で
あ
る
。
嘉
謝
手
風
節
で
歌
わ
れ
た

琉
歌
の
代
表
は
、「
け
ふ
の
ほ
こ
ら
し
や
や
な
を

に
き
や
な
た
て
る　

つ
ほ
て
を
る
は
な
の
つ
ゆ

い
き
や
た
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
の
琉
歌
は
歴
史

的
に
公
的
な
儀
礼
の
場
で
国
王
を
は
じ
め
と
す

る
貴
人
の
御
前
で
言
祝
ぐ
歌
で
「
御
前
風
節
」
と

も
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
滝
沢
馬
琴
の

『
椿
説
弓
張
月
』
で
は
忠
臣
毛
国
鼎
の
辞
世
の
歌

に
改
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
既
に
嘉
手
苅

千
鶴
子
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、「
琉
歌
世
界
と

和
歌
世
界
の
「
露
」
観
の
相
違
」
に
よ
る
も
の

で
、
和
歌
で
は
「
露
の
よ
う
な
は
か
な
い
命
」
と

し
て
表
現
す
る
が
、
琉
歌
で
は
「
露
の
持
つ
呪
力

に
よ
っ
て
見
事
に
花
開
く
」
と
う
た
う
。
ま
た
、

「
作
田
節
」
の
「
穂
花
咲
し
れ
ハ
ち
り
ひ
ち
も
つ

か
ぬ　

し
ら
ち
や
ね
や
靡
き
あ
ぼ
し
ま
こ
ら
」
の

「
あ
ぼ
し
ま
こ
ら
」
は
稲
の
生
産
叙
事
歌
の
定
形

的
表
現
で
あ
り
、
作
田
節
は
稲
穂
祭
り
の
儀
礼
歌

で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
歌
が
琉
球
の
内
部
で
生
成
し

た
琉
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
次
の
「
旅

御
前
風
節
」
や
「
疱
瘡
歌
」
は
本
土
か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
儀
礼
的
な
琉

歌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
航
海
の
安
全
を
願
う

「
旅
御
前
風
節
」
で
は
、「
青
柳
に
お
も
と
い
と
の

縁
む
す
て　

虎
の
か
け
は
し
に
む
し
や
ひ
き
ち

や
ひ
」
と
歌
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
土
の
「
虎

は
千
里
行
っ
て
、
千
里
戻
る
」
や
柳
の
俗
信
に
も

と
づ
い
て
歌
わ
れ
た
琉
歌
で
あ
る
。
ま
た
、「
今

年
清
ら
か
さ
や
桃
の
は
な
色
に　

金
み
こ
か
ね

花
引
か
清
ら
さ
」
の
疱
瘡
歌
は
、
本
土
の
疱
瘡
の

民
俗
と
関
わ
り
が
強
く
、
首
里
・
那
覇
を
中
心
と

す
る
町
方
の
疱
瘡
患
者
に
対
し
て
歌
っ
た
も
の

で
、
地
方
に
は
そ
れ
ほ
ど
伝
搬
し
な
か
っ
た
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
第
三
部
は
「
琉
球
文
学
の
研
究

概
観
・
琉
球
文
学
研
究
史
」
で
、
詳
細
か
つ
手
際

よ
く
整
理
し
て
あ
る
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
美
称
辞
を
多
用
す
る
長
詩
形

の
神
女
オ
モ
ロ
か
ら
、
比
較
的
平
易
な
言
葉
で
国

王
の
長
寿
を
言
祝
ぐ
男
性
歌
唱
者
の
オ
モ
ロ
を

考
え
、
そ
し
て
儀
礼
歌
的
な
琉
歌
を
論
じ
る
も
の

で
、
オ
モ
ロ
と
琉
歌
を
繋
ぐ
琉
球
文
学
史
的
な
視

点
で
論
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者

の
豊
富
な
読
書
量
と
先
行
研
究
の
細
密
な
整
理

に
加
え
て
、
著
者
の
奄
美
諸
島
・
沖
縄
諸
島
・
宮

古
諸
島
・
八
重
山
諸
島
に
対
す
る
透
明
な
視
線
が

本
書
を
魅
力
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

（
二
〇
一
〇
年
三
月
、
笠
間
書
院
、
本
体

一
七
〇
〇
〇
円
）
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り
ま
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け
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ち
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沖
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国
際
大
学
）


