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１
１
１
．
金
弓
を
書
く
１
房
球
理
呉
産
に
書
か
れ
た
君
も
ろ
」
Ｉ

「
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
収
め
ら
れ
た
「
お
も
ろ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
〈
声
〉

と
し
て
聞
か
れ
て
い
た
か
。
琉
球
国
王
の
冊
封
の
た
め
一
六
世
紀
に
来
琉

し
た
中
国
か
ら
の
冊
封
使
は
、
「
訓
凰
刮
到
剛
１
司
笥
劇
慣
」
（
陳
侃
「
使
琉

球
録
』
一
五
三
四
年
）
と
記
し
て
い
る
。

京
都
の
僧
、
袋
中
は
一
六
○
三
年
に
琉
球
国
に
漂
着
し
、
滞
琉
中
に
『
琉

球
神
道
記
』
を
記
し
た
。
巻
五
に
「
お
も
ろ
」
歌
唱
を
聞
い
た
記
録
が
あ
る
。

オ
モ
リ

唄
ハ
御
唄
ナ
リ
。
雪
封
刎
呵
莉
列
則
刻
。
其
詞
多
ト
錐
。
今
少
分
ヲ
學
。

キ
ケ
イ
キ
ミ
カ
ナ
シ
。
ネ
イ
シ
マ
イ
シ
ア
ラ
キ
ヤ
メ
。
キ
ユ
ワ

レキ
ケ
イ
オ
ホ
キ
ミ
ギ
ャ
。
ヲ
レ
テ
イ
ニ
ユ
リ
ユ
ヲ
ワ
レ
バ

マ
ン
マ
ン
ア
ス
ラ
マ
ム
チ
ユ
ワ
レ
バ

梵
字
に
よ
っ
て
〈
音
〉
と
し
て
書
か
れ
た
「
お
も
ろ
」
（
一
六
○
三
～

六
年
に
見
聞
）
で
あ
る
。
こ
の
「
お
も
ろ
」
は
、
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻

-
１
４
、
巻
六
ｌ
洲
の
一
部
に
対
応
し
て
い
る
。
複
数
の
お
も
る
歌
の
部

金
弓
を
聞
く
、
金
早
を
書
く
（
続
考
）

１
．
お
も
ろ
歌
唱
と
書
く
こ
と
、
歌
う
こ
と
か
ら
祀
る
こ
と
へ

特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

分
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
表
記
し
た
か
、
こ
の
よ
う
に
歌
唱
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
つ
ま
り
、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
存
在
し

な
い
「
お
も
ろ
」
で
も
あ
る
。
た
だ
、
梵
字
に
よ
る
〈
音
〉
表
記
が
可
能

シ
ラ
ピ
ッ
ク

で
あ
っ
た
の
は
、
神
女
に
よ
る
音
節
的
歌
唱
で
あ
っ
た
か
ら
か
と
考
え
ら

れる。そ
の
後
一
六
○
○
年
代
、
こ
の
梵
字
お
も
ろ
の
基
盤
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
神
女
た
ち
に
よ
る
お
も
ろ
歌
唱
は
衰
退
し
て
い
き
、
男
性
に
よ
る
お
も

い
し
ど
り

ろ
歌
唱
を
担
う
お
も
ろ
主
取
が
世
襲
化
し
て
ゆ
く
。

列
刎
司
１
樹
間
判
例
畑
ｑ
し
て
楽
な
し
」
（
徐
葆
光
『
中
山
伝
信
録
」

一
七
一
九
年
）
と
い
う
一
八
世
紀
の
冊
封
使
の
記
録
に
見
ら
れ
る
お
も
ろ

歌
唱
は
、
冊
封
儀
礼
、
首
里
城
で
の
中
秋
宴
で
の
、
三
代
目
お
も
ろ
主
取
．

あ
に
や
ぺ
Ｉ
ち
ん

安
仁
屋
親
雲
上
に
よ
る
お
も
ろ
歌
唱
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に

こ
こ
に
は
「
引
声
」
と
あ
り
、
お
も
ろ
主
取
特
有
の
歌
唱
法
（
後
述
）
に

つ
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

１
１
２
．
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
生
成
し
た
神
ｌ
安
仁
屋
本
『
お

も
ろ
さ
う
し
」
と
「
お
も
る
大
神
」
Ｉ

世
襲
職
と
し
て
お
も
ろ
歌
唱
を
担
う
男
性
、
お
も
る
主
取
家
で
あ
る
安

大
胡
太 夏

期
セ
ミ
ナ
ー

郎
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仁
屋
家
に
は
『
お
も
ろ
主
取
元
祖
由
来
記
」
と
い
う
、
琉
球
士
族
の
「
「
家

譜
」
に
あ
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
七
代
目
の
記
事
に
以
下
の
よ
う
な
記

事がある。
次
弟
安
仁
屋
筑
親
雲
上
次
男
む
た
儀
、
嘉
慶
弐
二
七
九
七
）
年
丁

巳
正
月
五
日
夜
よ
り
不
快
の
相
見
え
候
処
・
…
：
時
よ
た
二
占
方
杯
仕

候
は
評
、
別
而
病
強
く
罷
成
、
…
…
二
月
十
五
日
比
よ
り
御
神
御
言

葉
お
ざ
し
始
、
四
月
迄
二
は
上
座
に
朱
書
を
以
、
御
神
事
欠
目
、
御

水
な
で
、
ま
た
此
元
按
司
わ
か
れ
、
昔
お
も
ろ
大
御
神
、
段
々
奇
妙

成
事
、
披
二
仰
聞
一
候
。
尤
神
事
井
元
祖
、
彼
是
細
々
不
し
残
御
ざ
し

の
通
、
上
座
本
文
井
朱
書
二
相
見
得
候
間
、
若
於
二
以
後
二
門
よ
り

時
よ
た
又
は
占
事
有
し
之
、
右
次
第
書
之
外
、
例
替
杯
又
は
例
重
引

入
申
出
候
共
、
曾
而
取
持
間
敷
候
。
：
…
・
御
双
紙
見
開
、
講
釈
、
お

剖
引
副
朔
伺
樹
候
。
（
傍
線
、
稿
者
）

「
御
神
」
「
お
も
ろ
大
御
神
」
と
表
記
さ
れ
る
「
お
も
る
大
神
」
の
出
現

と
託
宣
、
そ
れ
に
よ
る
他
の
占
い
や
宗
教
者
の
排
除
が
こ
こ
に
確
認
で
き

る
。
そ
し
て
「
お
も
る
大
神
」
は
安
仁
屋
家
の
先
祖
祭
祀
な
ど
の
み
な
ら
ず
、

「
お
も
る
曲
」
に
つ
い
て
「
伝
授
」
し
た
と
あ
る
。
王
府
の
冊
封
儀
礼
な

ど
に
際
し
て
、
琉
球
国
王
と
中
国
か
ら
の
冊
封
使
の
前
で
の
歌
唱
を
こ
と

と
す
る
お
も
ろ
主
取
は
ま
さ
に
〈
王
権
〉
の
た
め
の
存
在
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。
対
し
て
、
〈
王
権
〉
に
根
拠
を
も
つ
神
で
は
な
く
、
安
仁
屋
家
と
い

う
お
も
る
歌
唱
を
世
襲
す
る
家
の
お
も
ろ
歌
唱
者
と
、
言
う
な
れ
ば
「
お

も
ろ
」
そ
の
も
の
に
根
拠
を
も
つ
、
そ
し
て
「
お
も
ろ
」
の
歌
唱
、
祭
祀

に
直
接
に
口
を
出
す
神
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
末
次

智
は
「
言
語
表
現
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
前
提
に
し
た
神
と
し
て
特
殊
で

あ
り
、
安
仁
屋
家
に
の
み
出
現
し
た
神
だ
ろ
う
」
［
末
次
一
九
九
五
］
と

指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
か
つ
て
拙
稿
に
以
下
の
よ
う
に
述

べた。
（
安
仁
屋
家
の
お
も
ろ
主
取
は
）
ふ
た
つ
の
も
の
を
え
る
に
い
た
っ

た
・
・
・
…
ひ
と
つ
は
個
人
の
〈
歌
唱
力
〉
と
い
う
技
術
（
お
も
る
名
人

な
ど
を
成
立
さ
せ
た
い
わ
ゆ
る
歌
唱
力
ｌ
発
表
者
注
）
を
こ
え
た
特

殊
な
〈
歌
唱
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
ｌ
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
ひ
ろ
く
一

般
化
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
世
襲
さ
れ
た
家
系
に
相
伝
と
し
て
つ

た
え
ら
れ
る
と
い
う
「
特
殊
化
」
を
必
然
化
す
る
Ｉ
、
も
う
ひ
と
つ

は
そ
の
〈
歌
唱
〉
を
さ
さ
え
る
〈
神
話
〉
と
し
て
の
「
お
も
る
大
神
」

と
い
う
あ
ら
た
な
神
の
創
出
ｌ
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
神
」
も
、
そ
の

世
襲
と
い
う
と
じ
た
集
団
の
な
か
に
の
み
共
同
化
さ
れ
う
る
ｌ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
、
特
異
な
あ
り
か
た
が
ふ
た
つ
な
が
ら
ま
じ
わ
る
の

が
世
襲
の
お
も
ろ
主
取
・
安
仁
屋
家
で
あ
っ
た
。
［
大
胡
二
○
○
一
］

つ
ま
り
、
こ
の
お
も
る
歌
唱
が
特
異
な
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
歌
唱
の

あ
り
か
た
に
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
の
梵
字
お
も
ろ
が
、
音
節
に
音
符
が
対

応
す
る
シ
ラ
ビ
ッ
ク
歌
唱
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
近
代
初
期
に
残

さ
れ
て
い
た
、
こ
の
世
襲
の
お
も
ろ
主
取
・
安
仁
屋
家
に
伝
承
さ
れ
て

い
た
歌
唱
は
、
母
音
な
ど
を
、
息
を
継
ぎ
な
が
ら
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
せ

て
異
様
な
ほ
ど
長
く
延
ば
す
も
の
で
、
歌
詞
の
音
節
は
む
し
ろ
そ
の
合

間
に
時
々
挟
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
メ
リ
ス
マ
歌
唱
法
と
呼
ば
れ
る
、

特
異
に
し
て
際
立
っ
た
「
歌
唱
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
歌
う
」
と

メ
ロ
デ
ィ
Ｉ

い
う
よ
り
、
節
に
乗
せ
た
く
音
〉
の
「
歌
唱
」
に
つ
い
て
も
、
か
つ

て
拙
稿
に
述
べ
た
。

テ
キ
ス
ト
に
根
拠
を
も
た
な
い
〈
音
〉
が
、
テ
キ
ス
ト
に
根
拠
を
も

つ
く
音
〉
と
対
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
存
在
し
（
競
合
〉
す
る
と
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す
れ
ば
、
〈
お
も
る
歌
唱
者
〉
に
と
っ
て
、
そ
の
〈
非
意
味
〉
の
〈
音
〉

の
根
拠
は
〈
歌
唱
力
〉
と
い
う
〈
技
術
〉
（
神
女
た
ち
の
歌
唱
と
は

比
較
で
き
な
い
孤
立
的
な
歌
唱
ｌ
稿
者
注
）
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
か
れ
ら
の
〈
技
術
〉
が
そ
も
そ
も
「
お
も
る
大
神
」
に
根
拠

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
〈
非
意
味
〉
の
〈
音
〉
と
は
、

「
お
も
る
大
神
」
の
〈
声
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
〈
歌

唱
〉
は
常
に
「
お
も
る
大
神
」
と
と
も
に
あ
る
…
：
．
こ
の
〈
二
声
的

歌
唱
〉
が
可
能
な
の
は
、
〈
お
も
ろ
〉
に
つ
い
て
の
、
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
う
た
う
の
か
と
い
う
技
術
に
も
と
づ
い
た
「
知
」
と
、
正
統

な
伝
承
者
で
あ
る
と
い
う
「
血
」
の
一
致
し
た
場
所
に
た
つ
者
、
す

な
わ
ち
安
仁
屋
家
の
〈
お
も
る
歌
唱
者
〉
を
お
い
て
な
い
。

［
大
胡
二
○
○
一
］

す
な
わ
ち
、
末
次
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
王
府
「
お
も
ろ
」

は
す
で
に
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
「
ウ
ム
イ
」
に
還
元
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
「
お
も
ろ
主
取
家
」
に
世
襲
さ
れ
る
お
も
ろ
歌
唱
は
、
「
お
も
る
大
神
」

と
「
お
も
ろ
主
取
」
Ⅱ
お
も
ろ
歌
唱
者
に
「
独
占
」
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

歌
唱
の
根
拠
は
〈
王
権
〉
に
も
還
元
さ
れ
得
な
い
不
可
逆
的
な
も
の
と
な
っ

ている。「
元
祖
由
来
記
』
は
．
．
：
：
こ
れ
ら
の
託
宣
を
ま
も
り
つ
づ
け
、
そ
の

証
と
し
て
代
々
の
主
取
家
の
家
譜
が
か
き
つ
が
れ
つ
づ
け
る
、
い
わ

ば
「
永
遠
に
未
完
の
書
物
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
お

も
る
大
神
」
は
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
：
：
：
「
元
祖
由
来

記
」
は
〈
お
も
る
歌
唱
者
〉
と
い
う
実
践
者
を
、
「
お
も
る
大
神
」

と
い
う
不
可
知
の
領
域
か
ら
超
越
的
に
規
定
し
つ
づ
け
る
、
実
践
者

の
テ
キ
ス
ト
た
り
え
て
い
る
：
：
：
し
か
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
安
仁
屋

本
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
と
そ
の
〈
歌
唱
〉
ｌ
王
府
の
庭
に
お
い
て
王

の
前
で
の
〈
歌
唱
〉
Ｉ
と
が
対
に
な
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て

いる。

［大胡二○○一］

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
お
も
る
歌
唱
は
〈
王
権
〉
の
た
め
に
あ

り
、
王
の
理
想
性
や
神
聖
性
を
描
い
た
「
お
も
ろ
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
「
お
も
ろ
」
が
描
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
し
て
い
た
く
王
権
〉

の
「
超
越
的
な
意
味
」
が
、
お
も
ろ
主
取
Ⅱ
お
も
ろ
歌
唱
者
に
そ
の
「
根

拠
」
を
奪
わ
れ
、
〈
王
権
〉
に
と
っ
て
の
意
味
を
な
か
ば
失
い
か
け
、
ふ

た
た
び
〈
王
権
〉
の
意
味
、
根
拠
が
「
不
可
知
」
の
領
域
に
差
し
戻
さ
れ

る
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
特
異
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。

こ
れ
を
〈
王
権
〉
側
で
な
く
「
お
も
ろ
」
か
ら
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
「
誰
の
た
め
に
、
何
に
つ
い
て
歌
わ
れ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
「
誰

が
、
何
を
根
拠
と
し
て
歌
い
得
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
に
分
裂
し
、
一

元
的
な
意
味
に
還
元
さ
れ
得
な
い
、
ま
た
覆
い
尽
く
さ
れ
な
い
「
お
も
ろ
」

の
姿
、
す
な
わ
ち
「
お
も
ろ
」
の
〈
残
余
〉
と
い
う
領
域
が
浮
か
び
あ
が

る
。
そ
し
て
こ
の
〈
残
余
〉
を
生
み
出
す
の
が
、
お
も
る
歌
唱
者
に
よ
る

「
〈
音
〉
を
歌
う
」
行
為
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
〈
残
余
〉
を
も
た
ら
す

差
延
化
（
遅
れ
）
は
、
一
元
的
な
意
味
に
還
元
で
き
な
い
分
裂
を
生
む
よ

う
な
「
歌
う
」
実
践
を
お
こ
な
う
「
お
も
ろ
主
取
」
と
い
う
「
私
的
領
域
」

の
生
成
、
す
な
わ
ち
「
世
襲
Ⅱ
公
的
な
継
承
」
で
は
な
い
「
私
襲
」
と
い

う
領
域
の
成
立
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

１
１
３
．
「
お
も
る
大
神
」
と
と
も
に
生
き
る
安
仁
屋
真
昭
ｌ
戦
後

の
お
も
ろ
歌
唱
ｌ

お
も
る
歌
唱
の
消
長
を
、
近
代
に
移
行
さ
せ
て
見
て
い
く
。
琉
球
処
分
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ま
か
る

後
、
明
治
近
代
に
入
り
、
十
二
代
お
も
ろ
主
取
・
安
仁
屋
真
苅
は
、
そ

の
主
取
と
い
う
根
拠
を
失
い
「
孤
立
」
し
て
い
た
。
し
か
し
、
大
正
元

や
ま
の
う
ち
せ
い
ひ
ん

（
一
九
一
二
）
年
、
沖
縄
の
音
楽
研
究
者
、
山
内
盛
彬
の
調
査
に
応
じ
た

真
苅
が
山
内
に
お
も
ろ
歌
唱
を
「
伝
授
」
し
た
。
こ
こ
に
、
近
代
の
新

た
な
「
伝
承
者
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
廃
朝
後
は
世
襲
も
な

く
絶
え
る
と
こ
ろ
、
君
の
採
譜
の
お
蔭
で
永
え
に
伝
え
て
い
く
こ
と
の
で

き
る
：
…
．
ぜ
ひ
印
刷
に
付
し
、
琉
球
文
化
宣
揚
の
た
め
に
…
…
」
（
山
内
、

一
九
六
四
年
、
私
家
版
『
琉
球
王
朝
古
秘
曲
の
研
究
』
）
と
真
苅
は
述
べ

た
と
、
山
内
は
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
印
刷
」
と
は
、
真
苅
か

ら
の
伝
授
の
際
作
成
し
て
い
た
楽
譜
を
中
心
と
し
て
お
も
ろ
歌
唱
を
テ
キ

ス
ト
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
活
字
刊
行

で
は
な
く
、
お
も
る
歌
唱
の
テ
キ
ス
ト
化
（
歌
唱
の
研
究
と
楽
譜
）
の
刊

行
で
あ
ろ
う
（
田
島
利
三
郎
『
琉
球
文
学
研
究
』
一
九
二
四
年
、
伊
波
普

猷
『
お
も
ろ
選
釈
』
一
九
二
四
年
、
『
琉
球
戯
曲
集
』
一
九
二
九
年
に
、

山
内
は
そ
れ
ぞ
れ
楽
譜
の
一
曲
ず
つ
を
付
載
し
発
表
し
て
い
る
）
。

こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
近
代
に
お
い
て
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

と
お
も
ろ
歌
唱
が
、
〈
王
権
〉
な
き
、
ま
た
、
「
お
も
る
大
神
」
な
き
『
お

も
ろ
さ
う
し
』
と
お
も
ろ
歌
唱
（
真
苅
）
と
し
て
、
「
学
術
」
的
に
記
述

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
「
印
刷
」
が
す

ぐ
に
果
た
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
「
出
版
を
約
束
し
な
が

ら
…
…
五
十
年
も
さ
ぼ
っ
て
い
た
の
は
申
し
訳
な
い
」
と
山
内
が
述
懐
す

る
よ
う
に
、
伝
授
の
五
十
年
後
、
戦
後
、
あ
る
き
っ
か
け
を
通
し
て
出
版

に
漕
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
研
究
テ
キ
ス
ト
（
研
究
と
楽
譜
）
は
、
教
え
る
ｌ
教
え
ら
れ
る
関

係
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
「
秘
曲
」
の
「
伝
授
」
で
あ
り
（
Ⅱ
限
ら
れ
た
「
伝

承
者
」
Ⅱ
疑
似
「
世
襲
」
）
、
五
十
年
後
（
大
正
元
年
～
昭
和
三
九
年
）
ま

で
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
安
仁
屋
本

『
お
も
ろ
さ
う
し
」
を
沖
縄
戦
で
失
っ
た
、
「
正
統
」
な
「
伝
承
者
」
な
き

歌
唱
と
な
る
。
本
来
の
お
も
ろ
歌
唱
の
あ
り
か
た
か
ら
遠
く
逸
脱
し
た
、

こ
の
あ
り
か
た
を
お
も
ろ
歌
唱
の
〈
危
機
〉
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
山
内
に
と
っ
て
も
お
も
る
歌
唱
に
と
っ
て
も
、
次
の
展
開
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
六
○
年
の
山
内
の
訪
沖
の
際
の
二
つ
の
「
出
会
い
」

で
あ
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
①
安
仁
屋
家
墓
参
で
の
自
覚
Ⅱ

「
（
沖
縄
戦
に
お
い
て
消
失
し
た
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
を
）
探
し

出
し
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
［
山
内
一
九
六
四
］
↑
七
年
前
（
一
九
五
三

年
）
に
、
同
じ
く
沖
縄
戦
で
消
失
し
た
Ⅱ
戦
利
品
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
、

尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
返
還
と
、
②
国
際
大
学

で
の
集
中
講
義
の
際
の
「
お
も
る
歌
唱
講
演
実
演
会
」
で
の
、
真
苅
の
曾

さ
ね
あ
き

孫
・
分
家
の
石
川
（
安
仁
屋
）
真
昭
と
の
出
会
い
Ⅱ
唯
一
の
「
正
統
」
な

「
継
承
者
」
の
「
発
見
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
遂
に
転
機
が
訪
れ
る
。
「
数
年
前
か
ら
山
内
さ
ん
は
石
川
（
Ⅱ

安
仁
屋
真
昭
）
さ
ん
に
お
も
ろ
を
覚
え
る
よ
う
に
勧
め
た
。
初
め
は
気
乗

り
の
し
な
い
石
川
さ
ん
だ
っ
た
が
、
沖
縄
の
古
典
文
学
や
民
俗
学
に
関
心

を
持
ち
は
じ
め
、
昨
年
ブ
ラ
ジ
ル
で
イ
ン
カ
・
イ
ン
デ
ィ
オ
の
音
楽
を
研

究
中
の
山
内
さ
ん
に
教
え
を
こ
う
便
り
を
書
い
た
。
…
…
」
（
「
毎
日
新
聞
」

一
九
七
八
．
七
．
九
・
）
。
一
九
七
八
年
、
真
昭
へ
山
内
に
よ
る
「
伝
授
」

が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
」
と
お
も
ろ
歌
唱

（１）

者
を
め
ぐ
る
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
梅

原
猛
か
ら
「
君
に
し
か
で
き
な
い
」
と
諭
さ
れ
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
い

わ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
の
二
つ
の
「
招
命
」
（
山
内
・
梅
原
）
に
よ
っ

-３８-
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１
１
４
．
カ
ミ
ダ
ー
リ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
宗
教
活
動
と
お
も
ろ
歌
唱
者

次
に
、
こ
の
お
も
る
歌
唱
者
の
誕
生
後
を
、
塩
月
亮
子
の
指
摘
す
る
「
カ

ミ
ダ
ー
リ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
文
脈
の
中
で
と
ら
え
て
み
た
い
。

塩
月
は
こ
こ
二
○
年
ほ
ど
の
沖
縄
社
会
に
お
け
る
ユ
タ
た
ち
の
宗
教
活

動
に
つ
い
て
「
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
う
ユ
タ
（
あ
る
い
は
ユ

タ
的
な
人
）
た
ち
の
新
し
い
動
き
」
［
塩
月
亮
子
二
○
一
二
］
だ
と
い
う
。

お
き
の
ぐ
う

な
か
で
も
、
塩
月
が
取
り
上
げ
る
沖
宮
の
「
ユ
タ
的
宮
司
」
の
宗
教
活

動
に
着
目
し
よ
う
。

沖
宮
は
、
沖
縄
戦
に
よ
っ
て
戦
前
ま
で
の
宮
司
一
家
全
員
が
死
亡
し
た

し
ん
ち
ゅ
う

た
め
廃
絶
し
て
い
た
が
、
戦
後
、
比
嘉
真
忠
は
、
「
託
宣
」
が
あ
っ
た
と

し
て
「
私
襲
」
的
に
、
一
九
五
七
年
か
ら
沖
宮
を
、
も
と
の
場
所
と
は
関

係
な
く
、
現
在
の
奥
武
山
運
動
公
園
内
天
燈
山
に
再
興
し
、
さ
ら
に
「
御

嶽
神
教
う
る
ま
琉
球
神
道
記
』
を
出
版
（
一
九
八
六
年
）
し
た
。

ま
も
な
く
し
て
、
沖
宮
復
興
の
御
神
託
を
受
け
、
天
久
町
先
桶
川

（
ベ
ー
ベ
ー
ヒ
ー
ジ
ャ
ー
）
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
参
拝
し
、
家
に
帰

り
ま
し
た
ら
、
自
然
に
筆
を
取
ら
せ
ら
れ
、
天
龍
大
御
神
と
書
き
、

ま
た
天
久
臣
乙
女
御
神
と
書
か
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
神
の
天
降

（２）

て
、
石
川
真
昭
は
安
仁
屋
真
昭
へ
と
「
変
貌
」
「
変
容
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
同
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
安
仁
屋
真
昭
に
よ
っ
て

安
仁
屋
家
座
敷
の
「
お
も
る
大
神
」
の
「
仏
壇
？
祭
壇
？
」
が
拝
ま
れ
る
シ
ー

ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
沖
縄
戦
後
、
避
難
時
に
埋
め
た
二
つ

の
香
炉
（
安
仁
屋
家
香
炉
、
お
も
る
大
神
香
炉
）
を
基
に
「
お
も
る
大
神
」

ま
か
る
や
ま
の
う
ち
せ
い

を
「
再
興
」
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
、
安
仁
屋
真
苅
↓
山
内
盛

ひ
ん

さ
れ
あ
き

彬
↓
安
仁
屋
真
昭
と
い
う
「
継
承
」
が
成
立
し
た
。

り
の
地
が
銘
刈
で
、
昇
天
の
地
が
先
桶
川
で
あ
り
ま
す
。
．
：
・
・
・
琉
球

八
社
の
一
社
で
あ
る
沖
宮
の
御
祭
神
は
、
初
め
は
霊
木
が
ま
つ
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
根
源
が
奥
武
山
の
天
燈
山
で
、
そ
こ
に
鎮
ま
る
神
様

を
、
日
本
神
道
で
は
天
照
大
御
神
と
称
し
、
沖
縄
で
は
天
受
久
女
龍

宮
王
御
神
と
称
え
て
い
る
。
」
［
比
嘉
一
九
八
六
］

比
嘉
宮
司
の
沖
宮
へ
の
招
命
は
、
天
照
大
神
の
「
私
襲
」
で
も
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
し
、
こ
の
二
点
が
重
層
す
る
の
は
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の
文
化
資
源
と
し
て
選
択
し
た
結
果
と
し
て
の
沖

宮
、
と
い
う
場
と
、
比
嘉
宮
司
が
つ
く
り
あ
げ
た
沖
宮
と
い
う
場
を
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
場
と
し
て
選
択
さ
れ
た
あ
り
よ
う
と

し
て
み
な
し
う
る
。

つ
か
ざ
ん

そ
し
て
、
現
在
に
至
る
二
代
目
宮
司
・
津
嘉
山
慶
子
も
初
代
・
比
嘉
か

ら
の
世
襲
で
は
な
く
、
「
招
命
」
さ
れ
た
「
ユ
タ
的
宮
司
」
（
九
○
～
九
二

年
に
宮
司
だ
っ
た
男
性
は
臨
時
の
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
の
が
支

配
的
な
認
識
）
で
あ
り
、
こ
の
二
代
目
の
宗
教
活
動
に
、
塩
月
は
着
目
し

ている。沖
宮
で
は
、
霊
感
の
強
い
人
を
「
ノ
ロ
」
と
称
す
る
独
自
の
「
ノ
ロ
」

グ
ル
ー
プ
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
初
代
宮
司
や
現
在
の
宮
司
、
「
ノ
ロ
」

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
巫
病
を
克
服
し
た
人
々
が
、
今

度
は
現
在
巫
病
中
の
人
の
手
助
け
を
す
る
、
い
わ
ば
「
霊
能
者
の
学

校
」
と
し
て
…
…
霊
性
で
結
ば
れ
た
「
自
助
グ
ル
ー
プ
」
で
あ
る
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
塩
月
二
○
一
四
］

そ
し
て
、
こ
れ
は
津
嘉
山
宮
司
と
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
（
新
霊
性
運
動
）
の

騎
手
で
も
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
・
喜
納
昌
吉
と
の
交
流
へ
と
開
か
れ

て
い
く
。
さ
ら
に
、
沖
宮
二
代
目
・
津
嘉
山
宮
司
ｌ
喜
納
昌
吉
Ｉ
安
仁

-３９-
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１
１
５
．
「
招
命
」
に
よ
る
「
私
襲
」
と
「
正
統
」
化

安
仁
屋
本
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
消
失
し
て
い
る
以
上
、
安
仁
屋
真
昭

の
お
も
ろ
歌
唱
の
根
拠
は
、
お
も
る
大
神
に
「
私
襲
」
し
歌
唱
す
る
こ
と

（３）

に
よ
っ
て
、
逆
に
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
召
喚
す
る
こ
と
に
あ
る
。
歴
史

的
に
見
て
も
、
安
仁
屋
家
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
私
襲
」
が
「
正
統
」
化

ハ
ン
ジ

さ
れ
う
る
か
「
判
示
」
を
お
ろ
す
「
ウ
ク
デ
ィ
（
な
い
し
サ
シ
ブ
ご
が

七
代
目
に
お
い
て
排
除
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
「
判
示
」
し
て
い
る
の

は
「
研
究
者
」
で
あ
る
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
彼
が
〈
音
〉
〈
声
〉

と
し
て
実
践
す
る
お
も
ろ
歌
唱
を
〈
書
く
〉
の
も
「
研
究
者
」
（
そ
も
そ
も
、

山
内
盛
彬
の
お
も
ろ
歌
唱
を
〈
書
く
〉
行
為
は
『
琉
球
王
朝
古
謡
秘
曲
の

●

●
研
究
』
で
あ
っ
た
）
と
し
て
で
あ
る
。

仮
に
、
突
飛
な
話
か
も
し
れ
な
い
が
、
安
仁
屋
本
「
お
も
ろ
さ
う
し
』

が
ア
メ
リ
カ
か
ら
返
還
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
「
文
化
財
」
に
指
定
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
な
っ
た
場
合
、
安
仁
屋
氏
の
「
歌
唱
」
は
そ
の
「
文

化
財
」
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
？
（
ち
な
み
に
山
内
盛
彬
の
お
も
ろ
歌
唱

は
、
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
し
か
も
指
定
理
由
の
中
に
「
後
継

者
育
成
」
も
含
ま
れ
て
い
る
）
ま
た
、
安
仁
屋
氏
が
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
に

お
も
ろ
歌
唱
で
出
演
し
、
ギ
ャ
ラ
を
受
け
取
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
る
の
だ

屋
真
昭
の
リ
ン
ク
が
誕
生
す
る
。
喜
納
昌
吉
＆
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
ズ
は
、

一
九
九
六
年
ア
ト
ラ
ン
タ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
式
文
化
イ
ベ
ン
ト
「
セ
レ

ブ
レ
イ
ト
・
ザ
・
リ
ン
グ
ス
」
ア
ジ
ア
代
表
と
し
て
出
演
す
る
た
め
の
事

前
壮
行
イ
ベ
ン
ト
「
天
孫
祭
」
（
一
九
九
六
年
七
月
六
日
、
奥
武
山
陸
上

競
技
場
、
奥
武
山
運
動
公
園
内
に
は
沖
宮
も
あ
る
）
で
、
安
仁
屋
真
昭
の

お
も
ろ
歌
唱
と
「
競
演
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。

２
１
１
．
ノ
ロ
イ
ズ
ム
／
ユ
タ
イ
ズ
ム
を
越
え
る

近
年
、
奄
美
琉
球
の
祭
祀
フ
ィ
ー
ル
ド
に
顕
著
な
こ
と
と
し
て
、
ノ
ロ

（
シ
カ
サ
）
と
ユ
タ
と
が
境
界
が
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
協
力

し
て
い
る
、
ま
た
は
競
合
し
て
い
る
よ
う
な
「
接
近
」
を
眼
に
す
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
塩
月
の
、
自
身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
た

備
瀬
に
お
い
て
の
分
析
か
ら
、
次
の
二
点
を
対
比
的
に
取
り
出
す
こ
と
が

できる。……
カ
ミ
ダ
ー
リ
は
、
備
瀬
で
は
ユ
タ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

ろ
う
か
？
「
文
化
財
」
を
利
用
し
た
、
ま
さ
に
「
私
的
流
用
」
と
見
な
さ

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
だ
と
し
た
ら
、
安
仁
屋
氏
の
『
お
も
ろ

さ
う
し
」
の
存
在
・
現
前
を
根
拠
に
し
た
お
も
ろ
歌
唱
Ⅱ
〈
声
〉
は
成
り

立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
書
か
れ
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
不
在
ゆ
え

に
〈
声
〉
に
よ
っ
て
歌
唱
し
う
る
、
あ
る
い
は
、
歌
唱
が
不
在
の
書
か
れ

た
書
物
を
喚
ぶ
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
沖
宮
の
戦
後
の
宮
司
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
公
的
・
法
的
な
領

域
に
お
い
て
疎
外
さ
れ
る
〈
声
〉
Ⅱ
「
私
襲
」
に
こ
そ
、
そ
の
実
践
は
根

拠
を
持
つ
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
「
私
襲
」
の
「
正
当
」
化
と
し
て
「
書

く
」
行
為
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
「
私
的
領
域
」
「
私
襲
」
を
と
ら
え
た
う
え
で
、
シ
マ
ジ

マ
で
の
共
同
体
祭
祀
の
な
か
で
の
「
書
く
」
こ
と
の
「
私
襲
」
化
と
し
て

少つょ、う

の
「
帳
（
ノ
ー
ト
と
の
存
在
へ
と
目
を
転
じ
よ
う
。

２
．
「
招
命
」
の
「
公
／
私
」
性
と
「
私
襲
」
領
域
・
行
為

-４０-



<音〉を聞く、〈音〉を書く（続考）

神
人
を
は
じ
め
門
中
ウ
ク
リ
ー
と
な
る
際
の
必
須
条
件
と
な
っ
て
い

る
。
ノ
ロ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
考
え
て
も
そ
れ
は
当
て
は
ま
る
。

カ
ミ
ダ
ー
リ
に
な
る
と
ユ
タ
に
相
談
に
行
き
、
そ
こ
で
村
の
神
人
に

な
る
か
、
門
中
ウ
ク
リ
ー
か
、
ま
た
は
ユ
タ
と
し
て
出
る
か
を
ハ
ン

ジ
（
判
示
／
託
宣
）
し
て
も
ら
う
。

（
「
海
洋
博
記
念
公
園
で
の
神
興
し
問
題
」
に
つ
い
て
ユ
タ
の
ノ
ロ
批

判言説）

．
「
公
園
の
建
設
時
代
に
は
、
い
つ
も
リ
ュ
ウ
グ
（
竜
宮
）
の
神
か

ら
電
波
が
か
か
っ
て
き
て
い
た
の
で
、
そ
の
敷
地
に
備
瀬
の
神
で

は
な
く
、
リ
ュ
ウ
グ
神
を
興
し
あ
げ
、
新
し
く
拝
み
の
場
所
を
造
っ

た
。
（
以
下
略
）
（
０
．
Ｍ
Ⅱ
小
浜
村
落
系
）

．
「
以
前
、
公
園
の
ス
ク
神
を
興
す
こ
と
を
頼
ま
れ
た
時
、
備
瀬
の

人
は
皆
し
り
ご
み
し
た
。
す
る
と
、
よ
そ
か
ら
別
の
神
様
を
も
っ

て
く
る
話
に
な
っ
た
の
で
彼
女
た
ち
は
驚
い
て
反
対
し
、
備
瀬
の

神
の
分
神
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ｄ
刎
利
司
圃

り
、
結
局
最
後
は
自
分
に
任
さ
れ
た
。
神
人
た
ち
は
つ
い
て
く
る

だ
け
だ
っ
た
。
神
様
の
新
興
し
は
難
し
く
、
三
月
三
日
か
ら
拝
み

を
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
日
神
人
は
ア
サ
ギ
に
集
ま
っ
た
。
そ
の

場
で
神
人
た
ち
に
最
後
ま
で
協
力
す
る
と
い
う
サ
イ
ン
を
求
め
る

と
、
皆
た
め
ら
っ
た
が
、
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん
が
最
初
に
サ
イ
ン
し
た
。

自
分
は
祝
詞
を
あ
げ
る
役
、
線
香
は
Ｎ
・
Ｋ
と
Ｈ
・
Ｓ
が
や
る
こ

と
に
な
っ
た
。
皆
、
最
後
ま
で
協
力
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
沖
宮

の
宮
司
に
頼
ん
だ
ら
、
ま
か
せ
て
と
言
わ
れ
、
漸
く
ウ
ブ
ス
ナ
（
産

こ
に
村
落
の
守
護
神
を
祀
る
の
は
正
し
く
な
い

に
は
外
国
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
人
々
が
来
る
の
で
、
そ

と
い
う
こ
と
に
な

砂
）
の
神
が
興
せ
た
。
」
（
Ｕ
・
Ｙ
Ⅱ
備
瀬
村
落
系
）［

塩
月
二
○
一
二
］

一
九
七
五
年
沖
縄
海
洋
博
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
二
○
○
○
年
沖

縄
サ
ミ
ッ
ト
の
際
も
、
ユ
タ
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
活
動
」
を
し
て
い
た

こ
と
を
塩
月
同
書
は
報
告
し
て
い
る
。

同
様
の
例
が
、
二
○
○
○
年
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
の
際
の
、
ド
イ
ツ
首
相
が

「
う
え
の
ド
イ
ツ
村
」
を
訪
問
し
た
宮
古
島
で
も
見
ら
れ
、
宮
古
島
市
字

上
野
宮
国
の
漁
港
に
新
設
さ
れ
た
ウ
タ
キ
が
あ
る
（
複
数
の
建
立
起
源
説

が
あ
る
）
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
は
ノ
ロ
（
シ
カ
サ
）
的
で
も
あ
り
、
ユ

タ
的
で
も
あ
る
。

２
１
２
．
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
〈
音
〉
〈
声
〉
を
聞
く
・
書
く

と

ぐ

ち

，
皿
年
代
に
著
書
と
し
て
「
成
果
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
、
ユ
タ
・
渡
久
地

十
美
子
の
宗
教
実
践
の
階
梯
は
、
琉
球
の
歴
史
を
辿
る
活
動
と
し
て
本
人

に
も
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
現
在
ま
で
の
琉
球
・
近
代
沖
縄
を
め

ぐ
る
考
古
学
・
歴
史
学
の
「
定
説
」
に
対
す
る
異
議
と
し
て
も
提
起
さ
れ

て
い
る
（
「
ほ
ん
と
う
の
琉
球
の
歴
史
神
人
が
聞
い
た
真
実
の
声
」
角

川
フ
ォ
レ
ス
タ
、
二
○
二
）
。
渡
久
地
が
書
き
記
し
て
い
る
の
は
、
自

ら
の
宗
教
実
践
に
し
て
「
歴
史
」
で
あ
る
。

渡
久
地
に
と
っ
て
こ
の
書
で
ふ
り
返
ら
れ
て
い
る
自
ら
の
宗
教
体
験

に
し
て
実
践
は
、
霊
た
ち
か
ら
の
「
知
ら
せ
」
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、

は
だ
か
ゆ
ｌ

裸
世
の
死
霊
（
合
図
を
か
け
て
く
る
だ
け
）
↓
ア
マ
ミ
ク
・
シ
ネ
リ
ク
（
名

あ

じ

を
名
乗
る
）
↓
按
司
時
代
以
降
（
語
り
か
け
て
く
る
）
と
い
う
、
い
わ
ば

階
梯
と
し
て
あ
る
。
こ
れ
を
、
〈
音
〉
か
ら
〈
声
〉
、
〈
声
〉
か
ら
〈
語
り
〉

へ
の
移
行
が
〈
歴
史
〉
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
と
見
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
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渡
久
地
に
お
い
て
は
、
こ
の
宗
教
実
践
と
し
て
の
移
行
過
程
を
〈
書
く
〉

こ
と
が
、
定
説
を
覆
す
新
た
な
く
歴
史
〉
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
渡
久
地
が
こ
の
書
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
研
究
者
に
よ
る
応
答
も
あ
る

（
渡
久
地
書
掲
載
、
原
口
泉
（
志
學
館
大
学
）
「
沖
縄
歴
史
研
究
の
現
状
と

「
渡
久
地
史
観
」
の
意
義
渡
久
地
史
観
が
琉
球
史
に
も
た
ら
す
も
の
」
、

お
よ
び
１
フ
ィ
ー
ト
運
動
の
会
の
語
り
部
・
久
場
千
恵
の
弟
子
化
に
至
る

経
緯
の
エ
ッ
セ
イ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。

エソ》ン

「
研
究
」
「
定
説
」
の
累
積
と
し
て
の
「
史
観
」
の
縁
を
な
ぞ
り
な
が

ら
琉
球
史
の
「
組
み
替
え
」
を
行
う
実
践
（
Ⅱ
聞
く
、
救
う
、
祀
る
）
と
、

そ
れ
を
「
歴
史
」
と
し
て
〈
書
く
〉
こ
と
は
、
渡
久
地
自
身
の
霊
的
な
階

梯
の
上
昇
で
あ
り
、
自
己
実
現
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
ユ

タ
に
比
し
て
、
こ
の
渡
久
地
の
実
践
が
際
だ
っ
て
い
る
の
は
、
通
常
、
ユ

タ
は
こ
れ
ら
の
実
践
を
あ
ま
り
分
節
的
に
示
さ
ず
、
も
と
も
と
そ
れ
は
連

続
的
で
包
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ユ
タ
は
自
分
の
「
チ
ジ
ブ
ン
と

バ
ン
（
番
）
Ⅱ
担
当
で
き
る
範
囲
」
を
知
り
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
に
限
定

し
て
自
分
の
宗
教
的
使
命
と
し
て
実
践
を
行
う
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
渡
久
地
は
そ
れ
を
越
境
し
連
続
的
な
〈
歴
史
〉
に
ア
ク
セ
ス
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
，
岨
年
代
ユ
タ
の
宗
教
実
践
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な

「
包
括
的
」
な
「
バ
ン
Ⅱ
宗
教
活
動
の
内
容
」
に
し
て
「
史
観
」
を
形
成

し
て
ゆ
く
渡
久
地
の
あ
り
方
は
突
出
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

ち
よ
う

２
１
３
．
「
帳
」
に
〈
書
く
〉
こ
と
の
私
襲
化

書
く
こ
と
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
少
し
く
歴
史
を
遡
る
と
、
首
里
王
府
、

かつよ、う

在
番
役
所
の
公
的
な
記
録
「
帳
」
（
覚
え
書
き
・
記
録
・
備
忘
録
な
ど
に

汎
用
さ
れ
た
）
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
帳
」
の
「
共
同
体
的
Ⅱ

私
的
」
使
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。

か
ん
ぬ
ち
よ
-

か
み
ん
ち
ゅ

「
神
の
帳
」
と
い
う
表
象
は
、
し
ば
し
ば
「
神
人
」
（
Ⅱ
共
同
体
的
Ⅱ

私
的
）
へ
の
、
夢
の
中
で
の
「
招
命
」
の
徴
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
王
府
な
き
「
帳
」
が
、
現
在
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
見
ら
れ
る
「
歌
詞
カ
ー

ド
」
の
基
盤
な
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
一
七
○
○
年
代
『
琉
球
国

由
来
記
」
の
各
間
切
共
同
体
祭
祀
の
神
歌
歌
詞
の
記
載
は
、
各
在
番
の
役

人
に
よ
っ
て
「
帳
」
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
が
母
体
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
近
代
リ
テ
ラ
シ
ー
の
普
及
と
と
も
に
、
共
同
体
祭
祀
の
神
役
女
性

に
も
〈
書
く
〉
こ
と
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
起
き
た
の
は
、
容
易
に

解
読
で
き
る
よ
う
に
書
く
の
で
は
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ

の
多
く
の
場
合
に
見
ら
れ
る
「
不
思
議
・
難
解
な
」
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
〈
書

く
〉
こ
と
を
通
し
た
く
音
〉
の
到
来
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
。

安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
も
、
〈
音
〉
の
到
来
の
起
源
で
あ
る
こ

と
に
お
い
て
同
様
で
も
あ
る
が
、
た
だ
し
、
お
も
ろ
主
取
家
の
お
も
ろ
歌

唱
は
、
〈
書
く
〉
こ
と
の
結
果
物
Ⅱ
制
定
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
、
〈
声
〉
に

出
し
て
〈
歌
う
〉
こ
と
Ⅱ
「
お
も
る
大
神
」
と
と
も
に
あ
り
、
「
お
も
る

大
神
」
を
〈
祀
る
〉
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
と
「
神
の
帳
」
の
あ
り
か
た
と

は
乖
離
し
て
い
る
。
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
還
来
を
幻
視
す
る

安
仁
屋
氏
に
は
、
逆
に
、
「
帳
」
と
し
て
自
ら
の
〈
歌
う
〉
実
践
を
書
き

記
す
こ
と
に
は
意
味
が
付
与
さ
れ
な
い
（
自
ら
の
〈
歌
う
〉
行
為
を
〈
音
〉

化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
。
そ
し
て
、
安
仁
屋
氏
に
は
、
「
研
究
」
的
に

〈
書
く
〉
領
域
が
、
歌
唱
と
と
も
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
と
し
て
、
実
践
者
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
「
帳
Ⅱ
歌
詞
力
ｌ
ド
」

こ
れ
に
対
し
て
、
祭
祀
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
の
「
歌
詞
カ
ー
ド
」
と

-４２-
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祭
祀
歌
謡
の
関
係
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
規
範
性
・
拘
束
性
の
強
い
「
歌

詞
カ
ー
ド
」
の
場
合
、
し
か
も
複
数
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
併
存
し
て
い
る
場

合
、
し
ば
し
ば
神
役
内
部
で
さ
え
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
引
き
起
こ
す
。
ま
た
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
地
元
に
還
元
す
る
た
め
に
進
呈
し
た
成
果

と
し
て
の
「
研
究
」
が
「
カ
ノ
ン
（
正
典
と
形
成
に
加
担
す
る
こ
と
も

し
ば
し
ば
起
こ
る
。

こ
こ
で
、
筆
者
も
関
わ
っ
た
調
査
と
そ
の
成
果
を
持
っ
て
い
る
、
宮
古

（４）

島
市
上
野
字
宮
国
の
祭
祀
の
事
例
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
〈
書
く
〉
行
為
を

見
て
い
き
た
い
。

宮
古
島
の
上
野
村
宮
国
（
当
時
）
で
は
、
ベ
テ
ラ
ン
神
役
の
Ｍ
・
Ｍ
（
Ⅱ

ガ
ン

マ
ウ
神
の
招
命
に
よ
る
）
と
、
任
期
一
年
で
次
々
と
交
替
す
る
神
役
た
ち

に
よ
る
祭
祀
維
持
・
継
続
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、

手
書
き
の
「
歌
詞
カ
ー
ド
」
と
「
ワ
ー
プ
ロ
打
ち
し
た
歌
詞
カ
ー
ド
」
の

二
種
類
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
ベ
テ
ラ
ン
神
役
以
外
、

〈
意
味
〉
が
分
か
っ
て
〈
歌
〉
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
の

歌
唱
に
お
い
て
も
、
「
詞
章
の
抜
き
差
し
」
［
内
田
順
子
二
○
○
○
］
が

行
わ
れ
て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
〈
意
味
〉
も
わ

か
っ
て
〈
歌
う
〉
、
ベ
テ
ラ
ン
Ｍ
の
〈
歌
〉
う
実
践
に
お
い
て
、
そ
れ
は

Ｍ
自
身
に
も
「
そ
の
よ
う
に
歌
え
」
と
拘
束
し
な
い
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
書
い
て
あ
る
通
り
に
は
〈
歌
〉
わ
な
い
／
〈
歌
〉
え
な
い
の

である。
こ
こ
で
の
「
ユ
ー
ク
イ
」
祭
祀
の
歌
詞
カ
ー
ド
と
、
実
際
の
各
ウ
タ
キ

で
の
歌
唱
（
二
○
○
四
年
十
月
ユ
ー
ク
イ
の
事
例
）
を
比
較
す
る
た
め
、
「
歌

詞
カ
ー
ド
」
の
段
落
を
①
か
ら
ふ
っ
た
番
号
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
っ

ていた。

・
ス
カ
プ
ヤ
ー
で
の
歌
唱

①
Ｔ
１
↓
①
Ｔ
２
↓
②
Ｔ
２
↓
③
↓
④
↓
⑤
↓
⑥
↓
〔
Ｙ
１

↓
⑦
Ｔ
２
↓
局
Ｙ
３
↓
③
Ｔ
ｌ
↓
⑨
Ｔ
２
↓
⑨
Ｔ
３
↓
⑨

・
ナ
カ
グ
ム
イ
ジ
ャ
ー
で
の
歌
唱

①
Ｔ
１
↓
①
Ｔ
２
↓
⑤
↓
②
Ｔ
２
↓
③
↓
④
↓
⑥
↓
ｎ
Ｙ
１

↓
⑦
Ｔ
２
↓
⑦
Ｔ
３
↓
⑨
Ｔ
１
↓
⑨
Ｔ
２
↓
⑨
Ｔ
３
↓
⑨

島
尻
麻
里
子
に
よ
る
と
、
祭
祀
の
種
類
や
祭
場
に
応
じ
た
ブ
ロ
ッ
ク
の

入
れ
替
え
と
、
さ
ら
に
細
か
い
句
の
入
れ
替
え
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

神
に
対
す
る
「
ユ
ー
ク
イ
（
世
乞
い
）
」
の
歌
と
な
る
。
さ
ら
に
同
じ
神

に
対
し
て
も
、
祭
祀
の
種
類
に
よ
っ
て
歌
は
変
化
し
、
同
じ
祭
祀
目
的
で

も
祭
場
に
よ
っ
て
歌
は
変
化
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｍ
は
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「
そ
の
時
、
そ
の
場
で
ふ
さ
わ
し
い
歌
と
し
て
歌
わ

ね
ば
神
に
通
ら
な
い
」
と
語
り
、
そ
れ
は
祭
祀
を
「
余
り
な
く
、
不
足
な

く
」
お
こ
な
う
た
め
に
で
あ
る
と
語
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
手
書
き
「
歌
詞

カ
ー
ド
」
は
「
余
り
な
く
、
不
足
な
く
」
歌
う
た
め
に
「
開
か
れ
た
」
テ

キ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
〈
音
〉
（
に
す
ぎ
な
い
段
階
）
、
〈
意
味
〉
（
に
す
ぎ
な
い
段
階
）

の
克
服
と
し
て
の
〈
歌
〉
う
実
践
Ⅱ
句
の
差
し
替
え
に
よ
っ
て
、
「
歌
詞

カ
ー
ド
」
に
は
な
い
対
句
が
現
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
「
歌
詞
カ
ー
ド
」
に
直
接
に
は
表
さ
れ
て
い
な
い
、

埋
も
れ
て
い
る
〈
神
〉
が
現
れ
る
、
〈
神
〉
の
〈
声
〉
を
呼
び
起
こ
す
Ⅱ
〈
祀

る
〉
〈
歌
う
〉
実
践
と
言
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

〈
音
〉
↓
〈
名
（
名
辞
の
到
来
）
〉
↓
〈
意
味
（
語
り
の
到
来
）
〉
か
ら
〈
書

く
〉
こ
と
へ
の
不
ｌ
可
逆
性
、
不
ｌ
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

実
践
者
が
「
研
究
Ⅱ
意
味
化
」
と
し
て
書
く
時
、
そ
の
書
く
こ
と
を
通
し

-４３-



特集・〈音〉を書く

て
、
書
き
得
な
い
領
域
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
「
書
き
得

な
い
領
域
」
こ
そ
〈
音
〉
で
し
か
あ
り
え
な
い
領
域
な
の
で
あ
り
、
〈
音
〉

を
〈
書
く
〉
こ
と
が
背
理
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
音
〉
は
〈
書
〉

き
得
る
と
い
う
「
音
声
現
前
主
義
」
へ
の
異
和
と
し
て
、
実
践
者
の
〈
音
〉

を
〈
書
く
〉
行
為
は
あ
る
。

注
（
１
）
「
お
も
ろ
さ
う
し
１
時
を
漂
う
古
琉
球
の
思
（
う
む
）
い
」

一
九
九
九
年
、
Ｏ
Ｔ
Ｖ
（
沖
縄
テ
レ
ビ
）
制
作

（
２
）
現
在
も
安
仁
屋
真
昭
氏
の
名
刺
に
は
「
琉
球
王
府
神
歌
（
お
も
ろ
）

伝
承
十
五
代
安
仁
屋
真
昭
（
現
姓
石
川
）
」
と
あ
る
。

（
３
）
先
に
引
用
し
た
Ｔ
Ｖ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
、
安
仁
屋
氏
は
「
私

が
お
も
ろ
を
歌
う
こ
と
も
、
本
当
は
、
琉
球
王
朝
の
儀
式
も
あ
り
ま

せ
ん
の
で
．
：
…
祈
り
を
こ
め
て
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
本
体
が
沖
縄
に

戻
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
気
持
と
し
て
は
込
め
て
る
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
」
と
語
る
。

（
４
）
島
尻
麻
里
子
「
沖
縄
県
宮
古
島
市
上
野
字
宮
国
の
祭
祀
行
事
１
Ｍ

さ
ん
の
語
り
と
実
践
ｌ
」
（
平
成
一
七
年
度
琉
球
大
学
大
学
院
人
文

社
会
科
学
研
究
科
修
士
論
文
）
お
よ
び
、
沖
縄
文
化
協
会
二
○
○
六

年
度
公
開
研
究
発
表
会
「
沖
縄
県
宮
古
島
市
上
野
字
宮
国
の
祭
祀
行

事
ｌ
ク
ク
ヌ
バ
イ
（
Ｍ
さ
ん
）
の
語
り
と
実
践
ｌ
」
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