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シ
マ
唄
は
日
本
の
宝
物
、
島
の
誇
り 

  

一 

「
ハ
レ
ー 

ハ
ァ
ー
レ
ー
」 

と
「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
―
―
掛
け
合
い
の
文
化 

 

シ
マ
唄
は
ま
ず
「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
と
い
う
掛
け
声
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

私
は
、
現
在
の
奄
美
シ
マ
唄
の
唄
者
中
の
唄
者
、
武
下
和
平
さ
ん
か
ら
の
聞
き
書
き
を
重
ね
、
そ
の
と
き

の
武
下
師
匠
と
私
の
対
談
の
や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
『
唄
者 

武
下
和
平
の
シ
マ
唄
語
り
』
と
い

う
本
を
二
〇
一
四
年
に
二
人
の
共
著
と
し
て
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
聞
き
書
き
の
最
中
で
し
た
。
武
下
さ
ん

は
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

「
そ
も
そ
も
あ
の
最
初
の
『
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
』
で
唄
い
手
の
魂
の
姿
勢
が
決
ま
る
ん
だ
か
ら
、
そ

れ
を
ほ
ん
と
う
に
真
剣
に
研
究
し
て
自
分
の
歌
い
出
し
を
つ
く
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
、
居
合
い
抜
き
の
一
太

刀
、
一
発
で
勝
負
を
決
め
る
あ
の
一
太
刀
、
そ
れ
が
『
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
』
だ
、
そ
う
思
っ
て
勉
強
し

な
さ
い
、
そ
う
自
分
は
弟
子
に
繰
り
返
し
説
く
ん
だ
」
と
。 

 

だ
か
ら
、
今
日
の
私
の
話
も
ま
ず
こ
の
「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
に
つ
い
て
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し

ま
す
。 

奄
美
で
は
、
歌
は
「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

で
は
、
会
話
は
？ 

そ
う
で
す
。「
ハ
ゲ
ェ
ー
！
」
で
す
ね
。 

「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
の
ハ
音
を
ロ
ー
マ
字
で
表
し
た
らh

a

で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、h

を
と
っ
た
ら
？ 

そ
う
で
す
「
ア
」
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
は
「
あ
れ
～
、
あ
れ
ま
ぁ
～
」
で
す
。

本
土
・
ヤ
マ
ト
で
喜
怒
哀
楽
一
切
に
使
わ
れ
る
感
嘆
詞
の
「
あ
れ
～
、
あ
れ
ま
ぁ
～
」
が
奄
美
の
「
ハ
レ
～
、

ハ
ァ
～
レ
～
」
で
あ
り
、
実
は
会
話
の
始
ま
り
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
置
か
れ
て
き
た
あ
の
「
ハ
ゲ
ェ

ー
！
」
で
す
。
言
語
の
発
生
や
伝
播
の
歴
史
を
考
え
た
ら
、「
あ
れ
～
、
あ
れ
ま
ぁ
～
」
が
先
で
、「
ハ
レ
～
、

ハ
ゲ
ェ
ー
」
が
そ
れ
の
な
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
「
ハ
レ
～
、
ハ
ゲ
ェ
ー
」
の
方
が
先
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

あ
と
で
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
す
け
ど
、
奄
美
と
沖
縄
に
は
、
日
本
人
の
元
々
の
い
ち
ば
ん
古
い
文
化
、
つ
ま

り
中
国
か
ら
漢
字
や
仏
教
や
儒
教
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
や
儀
式
や
規
則
、
当
時
の
最
先
端
の
エ
リ
ー
ト
文

化
が
輸
入
さ
れ
る
以
前
の
、
い
ち
ば
ん
古
い
、
そ
し
て
権
力
者
と
そ
れ
を
支
え
た
知
識
人
た
ち
、
一
言
で
い

っ
て
エ
リ
ー
ト
階
級
の
文
化
で
は
な
い
大
多
数
の
庶
民
の
文
化
、
民
衆
の
側
の
文
化
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
純

粋
な
そ
の
ま
ま
に
近
い
形
で
残
っ
て
き
た
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
す
。 

日
本
の
民
俗
学
、
つ
ま
り
民
衆
の
暮
ら
し
方
・
行
事
・
芸
能
な
ど
を
と
お
し
て
現
れ
て
く
る
、
民
衆
の
実

際
の
生
き
方
と
な
っ
て
い
る
思
想
や
文
化
、
そ
れ
を
研
究
す
る
の
が
民
俗
学
で
す
が
、
こ
の
民
俗
学
の
創
始

者
は
柳
田
国
男
と
そ
の
直
弟
子
の
折
口
信
夫
、
こ
の
二
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
人
は
異
口

同
音
に
い
ま
し
が
た
私
が
述
べ
た
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
折
口
は
か
つ
て
の
琉
球
王
朝
で
王

の
妹
が
「
聞
得
大
君
」
と
呼
ば
れ
て
「
ノ
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
巫
女
た
ち
の
宗
教
組
織
の
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
き

わ
め
て
大
き
な
宗
教
的
権
威
を
も
ち
、
ま
た
ノ
ロ
制
度
は
完
璧
に
女
性
だ
け
の
巫
女
制
度
で
あ
っ
た
と
い

う
点
に
た
い
へ
ん
注
目
し
ま
し
た
。
ま
た
御
嶽

う

た

き

の
文
化
を
研
究
し
、
そ
れ
が
神
殿
崇
拝
で
は
な
く
神
が
降
り

て
く
る
木
や
岩
へ
の
信
仰
で
あ
り
、
社
殿
の
建
築
を
伴
わ
な
い
点
に
注
目
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
い
う
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要
素
も
含
め
て
ノ
ロ
制
度
の
上
に
成
り
立
つ
琉
球
の
か
つ
て
の
宗
教
を
「
琉
球
神
道
」
と
呼
び
、
「
琉
球
神

道
」
こ
そ
が
本
土
の
「
日
本
神
道
」
の
大
元
の
形
、
原
型
に
違
い
な
い
と
主
張
し
ま
し
た
。 

加
計
呂
麻
の
呑
み
の
浦
に
か
つ
て
の
特
攻
ボ
ー
ト
「
震
洋
」
の
秘
密
収
納
庫
が
保
存
さ
れ
、
そ
の
そ
ば
に

島
尾
敏
雄
と
い
う
有
名
な
作
家
の
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
島
尾
は
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
と
い
う
概
念
を

発
案
し
こ
う
主
張
し
ま
し
た
。 

琉
球
諸
島
、
沖
縄
本
島
、
奄
美
群
島
、
ト
カ
ラ
列
島
、
そ
れ
と
日
本
列
島
、
鹿
児
島
か
ら
北
海
道
ま
で
を

一
括
り
に
捉
え
、「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」
と
発
想
す
べ
き
な
ん
で
は
な
い
か
？ 

イ
ン
ド
ネ
ア
ヤ
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
と
同
じ
よ
う
に
、
海
上
交
通
に
よ
る
文
化
伝
達
を
基
軸
に
し
て
一
つ
の
統
一
し
た
文
化
圏
が
列
島
的
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
が
日
本
だ
と
、
そ
う
発
想
し
て
こ
そ
、
日
本
文
化
の
い
ろ
ん
な
謎
が
解
け
る
の
で
は
な

い
か
、
と
。
こ
の
彼
の
提
案
も
、
柳
田
、
折
口
の
民
俗
学
的
発
見
を
再
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
来

た
発
想
だ
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
い
う
と
、
島
尾
の
奥
さ
ん
の
ミ
ホ
さ
ん
は
加
計
呂
麻
の
人
で
し
た
。 

話
を
「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
に
戻
し
ま
す
。 

「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
か
ら
奄
美
の
会
話
は
始
ま
る
、
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

奄
美
の
会
話
は
相
手
の
言
っ
た
こ
と
に
「
ハ
ゲ
ェ
～
」
と
相
槌
を
打
つ

こ
と
か
ら
始
ま
る
、
相
手
の
言
っ
た
こ
と
に
「
あ
っ
れ
ま
あ
～
」
と
び
っ
く
り
し
て
あ
げ
て
、
そ
れ
で
会
話

に
勢
い
を
つ
け
、
弾
ま
せ
る
、
こ
れ
が
奄
美
の
会
話
の
作
法
、
ル
ー
ル
だ
。 

最
近
の
若
者
の
一
部
で
流
行
っ
て
い
る
黒
人
音
楽
の
ラ
ッ
プ
や
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
の
精
神
を
指
す
言
葉
と

し
て
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
を
使
え
ば
、「C

a
ll 

＆ R
esp

on
se

」
で
す
。
お
互
い
に
会
話
に
向
け
て
「
ハ
ゲ

ェ
～
」
と
励
ま
し
合
っ
て
い
る
の
で
す
。 

「
ハ
ゲ
ェ
ー
！ 

聞
い
て
聞
い
て
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
ぞ
！
」
、
そ
れ
を
聞
い
て
、
「
ハ
ゲ
ェ

ー
！ 

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ー
！ 

い
や
、
じ
つ
は
な
ぁ
、
こ
っ
ち
に
も
な
…
…
」
と
い
う
具
合
で

す
。 モ

ノ
ロ
ー
グ
文
化
、
「
独
り
言
」
文
化
の
正
反
対
で
す
。 

「
掛
け
合
い
文
化
」
が
奄
美
の
文
化
の
背
骨
な
ん
で
す
。 

モ
ノ
ロ
ー
グ
文
化
は
、
も
と
も
と
は
イ
ン
テ
リ
の
書
き
言
葉
文
化
と
そ
れ
に
対
応
し
た
黙
読
文
化
に
特

有
な
も
の
で
す
。
昔
は
、
奄
美
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
が
、
民
衆
は
文
字
が
書
け
ず
読
め
ま
せ
ん

で
し
た
。
何
事
も
長
所
は
短
所
、
短
所
は
長
所
で
す
。
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
そ

の
短
所
を
補
う
長
所
と
し
て
、
民
衆
は
「
口
承
文
化
・
口
づ
た
え
文
化
」
に
含
ま
れ
て
い
る
長
所
を
最
大
限

発
揮
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
精
神
交
流
を
豊
か
に
発
展
さ
せ
、

日
々
の
暮
ら
し
と
辛
い
人
生
の
出
来
事
を
次
々
と
乗
り
切
っ
て
、
生
き
抜
い
て
ゆ
く
た
め
の
、
自
前
の
力
を

育
て
ま
し
た
。 

そ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、「
掛
け
合
い
文
化
」
と
「
シ
マ
唄
」
の
、
こ
の
二
つ
で
す
。

「
ハ
レ
～
、
ハ
ァ
～
レ
～
」
と
「
ハ
ゲ
ェ
ー
！
」
は
「
掛
け
合
い
の
文
化
」
こ
そ
奄
美
の
文
化
の
根
っ
こ
だ

と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
掛
け
合
い
の
文
化
」
の
華
が
「
シ
マ
唄
」
な
ん
で
す
。 

つ
い
で
に
こ
う
い
う
風
に
言
い
換
え
て
も
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
掛
け
合
い
の
文
化
」
は
「
感
嘆
詞
の
文
化
」
で
あ
り
、
「
感
激
屋
の
文
化
」
で
あ
る
、
と
。
根
っ
子
に

感
激
が
な
け
れ
ば
「
ハ
レ
～
」
も
「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
も
生
ま
れ
ま
せ
ん
。 

歌
手
は
、
唄
者
は
人
一
倍
感
激
屋
で
す
。
だ
か
ら
、
武
下
師
匠
は
「
ハ
レ
～
」
は
居
あ
い
抜
き
の
一
太

刀
だ
ぞ
、
と
い
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
歌
う
こ
と
に
ど
れ
だ
け
お
前
自
身
が
感
激
し
て
い
る

か
、
そ
の
感
激
を
「
私
と
分
か
ち
合
っ
て
く
れ
！ 

」
と
聞
き
手
に
届
け
る
、
そ
の
感
激
ぶ
り
を
一
発
で
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相
手
に
届
け
る
、
そ
の
宣
言
が
「
ハ
レ
～
」
な
ん
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
自
分
流
を
考
え
、
工
夫
し
、
練
習

し
ろ
、
と
。 

 

そ
し
て
も
う
一
言
。
奄
美
の
シ
マ
唄
で
は
た
ん
に
い
わ
ゆ
る
「
恋
人
・
愛
人
」
の
み
な
ら
ず
「
可
愛
い

人
・
愛
す
る
人
」
の
こ
と
を
「
カ
ナ
（
加
那
）
」
と
い
い
ま
す
。
「
カ
ナ
」
は
「
か
な
し
」
と
い
う
感
情
動

詞
か
ら
来
て
い
ま
す
が
、
「
か
な
し
」
は
「
可
愛
い
」
と
い
う
意
味
と
「
可
哀
そ
う
」
と
い
う
意
味
と
を

一
身
に
兼
ね
備
え
た
感
情
の
動
き
を
指
す
言
葉
で
す
。
本
土
の
「
ア
ワ
レ
」
も
同
じ
で
す
。
そ
し
て
「
ア

レ
～
」
は
「
ア
ワ
レ
」
か
ら
来
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
可
哀
そ
う
に
し
ろ
、
可
愛
い
に
し
ろ
、
感
極
ま

っ
て
「
ア
レ
～
」
で
す
。
「
可
哀
想
」
は
「
可
愛
い
」
と
メ
ダ
ル
の
裏
と
表
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
可
愛

い
か
ら
可
哀
想
、
可
哀
想
な
の
は
可
愛
い
か
ら
。 

人
間
の
感
情
の
こ
と
を
「
喜
怒
哀
楽 
」
と
い
い
ま
す
ね
。
喜
が
あ
る
か
ら
怒
が
あ
る
。
怒
が
あ
る
の

は
喜
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
哀
楽
も
同
じ
、
哀
楽
は
、
究
極
可
哀
想
と
可
愛
い
の
関
係
。
一
番
楽
し
い
の
は

自
分
達
が
愛
し
あ
っ
て
い
る
と
感
じ
る
と
き
。
つ
ま
り
、
「
喜
怒
哀
楽
」
と
は
、
感
情
が
濃
い
、
情
が
濃

い
。
生
命
感
が
強
い
、
生
命
力
が
強
い 

、
リ
ズ
ム
が
強
い 

。
感
情
に
メ
リ
ハ
リ
が
く
っ
き
り
し
て
、
い

つ
も
感
激
に
弾
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
こ
で
も
う
一
つ
奄
美
の
指
笛
、
ハ
ト
に
つ
い
て
も
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

ハ
ト
も
あ
の
「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？ 
感
嘆
・
感
激
の
合
図 

合
い
の
手 

思
わ
ず
、
相
手
の
話
に
感
嘆
し
て
「
ハ
ゲ
ェ
ー
」
、
同
じ
く
ハ
ト
の
「
ピ
ー
ッ
」
。 

奄
美
の
シ
マ
唄
は
、
ま
さ
に
「
掛
け
合
い
の
文
化
」
の
象
徴
だ
か
ら
こ
そ
、
同
時
に
、「
感
激
屋
の
文
化
」
、

「
喜
怒
哀
楽
の
強
烈
な
リ
ズ
ム
感
・
メ
リ
ハ
リ
感
の
文
化
」
の
象
徴
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
そ
う
い
っ
て
自
慢
し
た
い
。 

如
何
に
シ
マ
唄
が
こ
の
「
掛
け
合
い
文
化
」
の
華
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
シ
マ
唄
の
特
徴
に
つ

い
て
も
う
一
点
述
べ
ま
す
。 

シ
マ
唄
の
歌
詞
は
、
上
の
句
と
下
の
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
本
土
の
和
歌
な
ら
、
五
七
五
・
七
七

で
す
が
、
シ
マ
唄
の
方
は
八
八
・
八
六
で
す
。
こ
れ
は
琉
球
か
ら
来
た
形
式
だ
と
い
う
の
で
、
流
歌
形
式
と

呼
ば
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
行
き
ゆ
ん
に
ゃ
加
那
」
な
ら
、
上
の
句
は 

イ
・
キ
・
ユ
・
ン
・
ニ
・
ヤ
・
カ
・
ナ 

と
ま
ず
始
ま
り
ま
す
が
、
歌
詞
の
上
で
は
上
の
句
は 

ワ
・
キ
ャ
・
ク
・
ト
ゥ
・
ワ
・
ス
・
レ
・
テ
ィ
（
八
） 

イ
・
キ
・
ユ
・
ン
・
ニ
・
ヤ
・
カ
・
ナ 

（
八
） 

そ
し
て
下
の
句
は 

ウ
・
タ
・
チ
ャ
・
ム
・
ン
・
ウ
・
タ
・
チ
ヤ
（
八
） 

イ
・
キ
・
グ
・
ル
・
シ
・
ヤ
（
六
） 

シ
マ
唄
の
一
番
古
い
形
は
上
の
句
と
下
の
句
自
体
が
男
女
の
掛
け
合
い
で
歌
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

つ
ま
り
、
た
と
え
ば
男
が
ま
ず
「
俺
の
こ
と
忘
れ
て
、
行
っ
ち
ゃ
う
の
か 

愛
し
い
人
よ
」
と
詠
う
と
し

ま
す
ね
、
す
る
と
、
そ
れ
に
今
度
は
女
が
「
出
発
し
て
し
ま
う
の
よ
、
出
発
は 

と
て
も
行
く
の
が
苦
し
い

ん
の
よ
」
と
返
す
わ
け
で
す
。
た
ぶ
ん
、
そ
こ
に
は
、
「
そ
の
こ
と
が
お
前
に
わ
か
っ
て
ん
の
か
！ 

こ
の

苦
し
い
私
の
気
持
ち
が
」
と
い
う
言
外
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
い
っ
そ
う
切

な
さ
が
増
す
。 

こ
う
考
え
る
と
、
上
の
句
と
下
の
句
が
実
は
男
女
の
掛
け
合
い
だ
っ
た
と
い
う
説
に
、
な
る
ほ
ど
！
で
す
。 

そ
う
い
う
目
で
、
シ
マ
唄
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
歌
詞
が
実
に
多
い
。

ま
さ
に
男
女
掛
け
合
い
の
精
神
が
、
ま
た
男
女
に
限
ら
ず
、
人
間
と
人
間
と
の
掛
け
合
い
の
精
神
が
波
打
っ

て
い
る
唄
、
そ
れ
が
奄
美
の
シ
マ
唄
だ
、
と
い
う
こ
と
が
強
く
実
感
さ
れ
ま
す
。 

そ
し
て
、
こ
の
線
を
押
し
て
い
く
と
、
シ
マ
唄
の
パ
ワ
ー
の
源
が
掛
け
合
い
精
神
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
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何
よ
り
の
証
拠
は
何
と
い
っ
て
も
は
あ
の
裏
声
歌
唱
法
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。 

で
も
、
そ
の
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
話
の
続
き
と
し
て
、
奄
美
の
言
葉
遊
び
精
神
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二 

奄
美
の
言
葉
遊
び
精
神
に
つ
い
て
も
一
言 

 

 

「
喜
怒
哀
楽
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。
奄
美
の
シ
マ
唄
、
特
に
三
味
線
唄
の
方
で
は
切
々

た
る
哀
愁
の
表
現
が
裏
声
歌
唱
法
と
一
体
と
な
っ
て
聴
く
者
の
心
を
打
ち
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
迫
力
が
生

ま
れ
た
と
い
う
の
も
、
奄
美
人
が
「
感
激
屋
の
文
化
」
を
生
き
て
き
た
人
間
た
ち
だ
っ
た
か
ら
だ
、
そ
し
て

喜
怒
哀
楽
の
「
哀
」
が
強
烈
な
の
は
、
そ
の
裏
側
の
「
楽
」
が
こ
れ
ま
た
強
烈
だ
か
ら
だ
、
こ
の
点
は
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
点
で
す
。 

 

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
話
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

さ
っ
き
少
し
触
れ
た
島
尾
敏
雄
は
面
白
い
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。
奄
美
に
長
年
住
ん
で
あ
ら
た
め
て
奄

美
に
は
本
土
に
は
な
い
或
る
独
特
な
明
る
さ
・
陽
気
さ
・
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
さ
が
あ
る
と
つ
く
づ
く
感
じ
る
。

そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
考
え
て
い
て
、
あ
る
時
ひ
ら
め
い
た
。
そ
れ
は
、
奄
美
に
は
武
士
が
い
な
か
っ

た
か
で
は
な
い
か
、
と
。
本
土
の
よ
う
に
そ
び
え
立
つ
城
が
あ
り
、
殿
が
い
て
、
大
量
の
武
士
が
結
集
し
、

武
家
屋
敷
が
そ
れ
を
取
り
巻
き
、
そ
こ
に
は
と
て
つ
も
な
い
武
力
と
武
器
が
集
結
し
て
い
る
。
威
圧
感
の
と

ん
で
も
な
い
塊
が
風
景
の
中
心
に
あ
る
。
そ
れ
が
本
土
の
風
景
の
全
体
構
造
だ
と
す
る
と
、
奄
美
に
は
全
然

そ
れ
が
な
い
。
そ
れ
の
無
さ
が
奄
美
の
明
る
さ
の
源
に
あ
る
の
で
は
？ 
と
。 

本
土
で
は
文
化
の
天
井
あ
る
い
は
上
部
に
は
支
配
者
・
エ
リ
ー
ト
階
級
の
物
書
き
文
化
が
ド
ン
富
を
構

え
て
い
ま
す
。
他
方
、
昔
の
奄
美
は
物
書
き
の
で
き
な
い
民
衆
の
口
承
文
化
が
大
手
を
振
っ
て
、
ほ
と
ん
ど

そ
れ
し
か
な
い
と
い
う
風
情
で
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
口
承
文
化
は
必
ず
同
音
異
義
の
す
れ
違
い
を
産
み
ま
す
。
耳
で
聞
い
た
ら
同
じ
だ
か
ら
、
意

味
を
取
り
違
え
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
は
つ
き
も
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
駄
洒
落
の
文
化
が
発
展
し
ま
す
。

す
る
と
、
言
葉
遊
び
の
精
神
が
発
展
し
、
人
々
は
会
話
の
妙
を
楽
し
み
、
冗
談
を
連
発
で
き
る
人
が
人
気
者

と
な
る
の
で
す
。 

 

私
は
古
仁
屋
で
大
の
仲
良
し
に
な
っ
た
故
義
永
秀
三
さ
ん
に
聞
い
た
話
を
二
〇
〇
八
年
に
『
根
の
国
へ

―
―
秀
三
の
奄
美
語
り
』
と
い
う
本
に
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
こ
う
い
う
シ
ー
ン
が
入
っ
て
い
ま
す
。
奄

美
の
方
言
・
シ
マ
口
で
は
「
い
っ
た
い
ど
う
す
る
の
？
」
と
い
う
こ
と
を
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
」
と
い
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
秀
三
さ
ん
が
僕
に
説
明
し
て
く
れ
る
シ
ー
ン
で
す
。
ち
ょ
っ
と
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
。 

 

あ
の
ね
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
」
と
言
う
の
よ
。
と
こ
ろ
で
、
イ
カ
の

こ
と
を
「
イ
キ
ャ
」
と
言
う
の
よ
、
そ
れ
で
、「
ど
う
す
る
ん
で
す
か
？
」
っ
て
言
葉
は
「
イ
カ
す
る

ん
で
す
か
？
」
と
も
聞
こ
え
る
わ
け
。
す
る
と
、
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
」
と
聞
か
れ
て
、
わ
ざ
と
そ

れ
を
「
イ
カ
す
る
ん
で
す
か
？
」
と
と
っ
て
、「
イ
カ
す
る
っ
て
？ 

イ
カ
は
食
う
よ
」
と
と
ぼ
け
た

り
、
た
と
え
ば
錆
び
た
包
丁
が
あ
っ
て
そ
れ
指
し
て
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
？
」
っ
て
聞
か
れ
た
ら
、

笑
っ
て
「
こ
れ
は
食
わ
ん
、
研
ぐ
よ
」
な
ん
て
答
え
る
の
よ
。
包
丁
は
イ
カ
で
な
い
か
ら
ね
。 

「
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
言
葉
が
あ
る
。「
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
い
う
の
は
小
イ
カ
の
名
前
で
、
そ
う
い
う

名
の
小
さ
い
イ
カ
が
い
る
。
ほ
ら
そ
の
塩
辛
が
で
き
る
イ
カ
。
お
い
し
い
の
で
有
名
な
イ
カ
。
で
も
「
こ

ぼ
そ
う
か
？
」
と
い
う
意
味
の
「
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
い
う
言
葉
も
あ
る
。
同
じ
音
に
な
る
け
ど
、
意
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味
は
全
然
違
う
二
つ
の
言
葉
な
わ
け
。 

だ
か
ら
「
ク
ブ
シ
ィ
ム
、
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
続
け
た
ら
、「
ク
ブ
シ
ィ
ム
を
こ
ぼ
そ
う
か
？ 

こ
ぼ
そ

う
か
？
」
っ
て
い
う
意
味
に
な
る
。
だ
け
ど
、
ほ
ら
、
そ
こ
が
反
語
に
な
っ
て
る
わ
け
よ
。 

奄
美
の
人
に
は
「
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
イ
カ
は
お
い
し
い
イ
カ
だ
っ
て
こ
と
が
わ
か
っ
て
る
。
こ
ん
な

お
い
し
い
イ
カ
を
こ
ぼ
す
な
ん
て
あ
り
え
な
い
っ
て
こ
と
は
暗
黙
の
前
提
な
の、
。
そ
の
う
え
で
、
「
ク

ブ
シ
ィ
ム
を
こ
ぼ
そ
う
か
？ 

こ
ぼ
そ
う
か
？
」
言
う
こ
と
は
、
意
味
は
反
対
に
な
る
の
よ
。「
冗
談
じ

ゃ
な
い
、
こ
ぼ
す
な
、
こ
ぼ
す
な
、
あ
ー
っ
、
も
っ
た
い
な
い
よ
」
っ
て
い
う
意
味
に
。 

そ
し
た
ら
、「
ク
ブ
シ
ィ
ム
、
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
駄
洒
落
か
ら
「
こ
ぼ
す
な
」
っ
て
言
葉
が
生
ま
れ
る

わ
け
。
だ
か
ら
今
度
は
、
別
に
イ
カ
の
「
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
に
限
ら
ず
に
ね
、「
も
っ
た
い
な
い
よ
、
こ
ぼ

す
な
よ
」
と
い
う
意
味
で
「
ク
ブ
シ
ィ
ム
、
ク
ブ
シ
ィ
ム
」
っ
て
言
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

  

こ
れ
が
奄
美
の
会
話
世
界
の
い
ち
ば
ん
愉
快
な
面
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
口
承
文
化
は
こ
う
い
う
愉
快

な
面
を
発
達
さ
せ
る
高
級
な
文
化
だ
と
、
そ
う
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
私
は
い
ま
強
く
思
い
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
今
の
日
本
で
は
こ
う
い
っ
た
会
話
の
冗
談
力
も
確
実
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
か
ら

で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
秀
三
さ
ん
の
話
に
関
し
て
、 

最
近
私
は
こ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
」

は
「
如
何
に
す
る
の
か
？
」
か
ら
来
て
い
る
可
能
性
が
強
い
と
。「
如
何
に
、
如
何
せ
ん
」
の
あ
の
堅
苦
し

い
「
如
何
に
」
で
す
が
、
実
は
奄
美
に
は
日
本
の
古
語
が
た
い
へ
ん
た
く
さ
ん
ず
っ
と
生
き
た
日
常
語
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
古
代
日
本
語
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
島
と
い
う
性
格
が
奄
美
に

は
あ
る
の
で
す
。 

 

シ
マ
唄
の
土
台
を
な
す
八
月
唄
に
こ
う
い
う
掛
合
い
が
あ
り
ま
す
。
私
が
古
仁
屋
の
「
八
月
踊
り
保
存
会
」

の
会
長
を
長
年
や
ら
れ
た
富
島
甫
さ
ん
と
対
談
し
な
が
ら
二
人
で
つ
く
っ
た
『
奄
美
八
月
踊
り
の
宇
宙
』
の

或
る
頁
を
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
。 

  

男
が
女
に
「
一
人

ち

ゅ

り

寄
せ
ぃ
寄
せ
ぃ
と 

遊
ぼ
や
ら
と
思う

め

ば
」
と
歌
い
掛
け
る
と
、
女
が
そ
れ
に
返
歌
で
こ

う
返
し
ま
す
。
「
汝な

き
ゃ
が
他
心

よ
そ
ぎ
ぬ

ぬ
あ
り
ば 

如
何

い

き

ゃ

し
ゅ
り
」
と
。 

  

「
そ
こ
の
お
ひ
と
り
、
寄
せ
て
寄
せ
て
と 

遊
ぼ
う
と
思
っ
て
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
男
の
呼
び
か
け
に
対

し
て
、「
あ
ん
た
に
他
の
女
を
想
っ
て
る
心
が
あ
る
の
に 

ど
う
し
た
ら
い
い
の
よ
」
と
女
が
返
し
て
い
る

の
で
す
。
秀
三
さ
ん
が
言
っ
た
「
イ
キ
ャ
ス
リ
カ
ヤ
チ
」
は
「
イ
キ
ャ
シ
ュ
リ
カ
ヤ
チ
」
と
も
表
記
で
き
る

し
、
そ
れ
は
「
如
何

い

き

ゃ

し
ゅ
り
」
か
ら
来
て
い
る
と
。 

 

そ
の
「
イ
キ
ャ
シ
ュ
リ
カ
ヤ
チ
」
に
イ
カ
の
「
イ
キ
ャ
」
を
巧
み
に
引
っ
か
け
て
お
互
い
分
か
っ
た
う
え

で
の
ボ
ケ
と
突
っ
込
み
の
ダ
ジ
ャ
レ
遊
び
を
楽
し
む
、
こ
う
い
う
文
化
の
持
ち
主
が
奄
美
だ
と
思
う
の
で

す
。 

  
 

掛
け
合
い
の
妙 

―
―
男
と
女
の
物
諍
い
の
精
神 
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さ
っ
き
触
れ
ま
し
た
折
口
信
夫
は
古
代
日
本
の
歌
垣
、
男
女
の
相
聞
歌
、
歌
掛
け
合
い
の
本
質
を
一
言
で

い
う
な
ら
、
男
女
の
「
諍

い
さ
か

い
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。 

「
男
女
対
立
し
て
物
諍

い
さ
か

い
す
る
の
が
、
日
本
古
代
の
祭
儀
の
一
部
だ
っ
た
」
。「
異
性
間
の
唱
和
・
問
答
が
、

常
に
採
る
方
法
は
、
性
的
屈
服
を
強
い
る
か
、
又
は
之
を
弾
ね
返
そ
う
と
す
る
外
に
な
い
の
は
考
え
る
ま
で

も
な
い
、
だ
か
ら
、
恋
愛
或
い
は
性
欲
の
衝
動
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
様
式
は
出
来
て
行
く
の
で
あ
る
」1

。 

こ
の
点
で
僕
は
こ
う
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。
―
―
「
男
女
対
立
し
て
物
諍

い
さ
か

い
す
る
」
と
い
う
こ
と
が

重
要
な
お
祭
り
の
儀
式
と
さ
れ
、
祭
と
し
て
エ
ン
ジ
ョ
イ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
祭
儀

の
《
場
》
で
は
男
女
の
活
き
活
き
し
た
対
等
性
と
自
由
な
批
判
の
し
あ
い
が
村
全
体
で
認
め
ら
れ
保
証
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
儒
教
的
な
封
建
的
観
念
に
典
型
化
す

る
よ
う
な
家
父
長
制
的
な
男
性
中
心
主
義
的
な
男
尊
女
卑
の
関
係
の
下
で
は
、
こ
う
し
た
相
聞
歌
つ
ま
り

掛
け
合
い
歌
の
関
係
は
け
っ
し
て
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。 

こ
こ
で
先
の
島
尾
の
言
葉
、
奄
美
に
は
武
士
文
化
が
な
か
っ
た
か
ら
あ
の
明
る
さ
が
あ
る
に
違
い
な
い

と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
つ
い
で
に
い
う
と
、
彼
は
奄
美
に
来
て
最
初
の
強
い
印
象
と
し
て
、

奄
美
の
村
の
女
性
た
ち
が
頭
に
東
南
ア
ジ
ア
の
女
性
の
よ
う
に
荷
物
を
載
せ
て
、
外
ま
た
で
男
み
た
く

堂
々
と
道
を
行
く
そ
の
姿
に
打
た
れ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。 

で
は
、
奄
美
の
八
月
唄
か
ら
そ
の
一
端
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
標
準
語
訳
だ
け
で
示
し
ま
す
。
本
当

は
シ
マ
口
の
響
き
を
伝
え
た
い
の
で
す
が
。
ま
だ
私
に
は
そ
の
力
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
間
も
な
い
の
で
。 

男
が
上
の
句
を
歌
い
、
女
が
下
の
句
を
歌
っ
て
掛
合
い
を
し
ま
す
。
「
う
ち
や
に
」
と
い
う
唄
の
一
節
で

す
。
さ
っ
き
の
「
汝な

き
ゃ
が
他
心

よ
そ
ぎ
ぬ

ぬ
あ
り
ば 

如
何

い

き

ゃ

し
ゅ
り
」
が
出
て
き
ま
す
。 

 ◆
遊
ん
で
も
ら
う
た
め
に 

引
き
寄
せ
て
お
き
ま
し
た
が 

 
 

 

 
 

○
そ
こ
の
お
ひ
と
り
さ
ん
、
寄
せ
な
寄
せ
な
と 

遊
ん
で
く
だ
さ
い
な 

 
 

◆
そ
こ
の
お
ひ
と
り
さ
ん
、
寄
せ
な
寄
せ
な
と
、
遊
ぼ
う
と
思
え
ば 

 
 
 
 
 

 

 
 

○
で
も
、
あ
ん
た
に
他
の
女
を
思
う
心
が
あ
れ
ば
、
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？ 

 
 
 
 
 
 

 

◆
俺
は
今
ま
で
他
想

ほ
か
お
も

い
な
ん
て
し
た
こ
と
な
ん
か
な
い
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

○
あ
ら
、
牧
牛
の
よ
う
に 

私
は
自
由
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆
こ
ん
な
に
愛
し
あ
っ
て
い
て
も 

世
間
に
恥
を
か
く
縁
だ
っ
た
ら 

 
 

 
 

○
後
は
牧
牛
の
よ
う
に 

も
う
泣
き
別
れ
し
か
な
い
わ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆
牧
場

ま

き

ば

に
い
る
牛
な
ら 

鼻
縄
を
つ
け
ら
れ
れ
ば
わ
か
る
よ
、
そ
の
つ
ら
さ
が 

 

 
 

○
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
、
あ
ん
た
で
は
な
い
で
し
ょ
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

          

 

1 

折
口
信
夫
「
相
聞
歌
概
説
」、
全
集
第
九
巻
所
収
、
中
央
公
論
社 
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◆
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
想
っ
て
、
想
わ
れ
な
い
な
ら
ば 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

○
こ
れ
か
ら
先
は 

想
っ
て
何
に
な
る
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆
想
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
後
先
こ
そ
あ
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○
時
節
は
水
車
の
よ
う
に
回
り 

き
っ
と
逢
え
る
わ 

 
 

 

で
は
も
う
一
つ
、
薩
摩
の
支
配
に
抗
す
る
奄
美
の
女
の
心
意
気
を
示
す
シ
マ
唄
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は

富
島
甫
さ
ん
が
奥
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
か
ら
聞
い
た
と
い
う
笠
利
の
八
月
唄
の
歌
詞
で
す
。
話
は
こ
う
で

す
。
薩
摩
の
役
人
が
黒
糖
隠
し
を
し
て
い
な
い
か
村
を
検
分
に
来
た
。
鶴
松
と
い
う
美
人
の
唄
者
が
庭
先
で

機
を
織
っ
て
い
た
。
夏
の
暑
い
盛
り
で
、
胸
元
を
広
げ
て
織
っ
て
い
た
。
案
の
じ
ょ
う
役
人
は
こ
う
迫
っ
た
。 

 

腕
上
げ
よ 

腕
上
げ
よ 

綾
入
れ
墨
を
拝
見
し
よ
う 

 
 

 

 
 

胸
開
け
よ
開
け
よ 

玉
乳
房
拝
見
し
よ
う 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

そ
し
て
、
無
礼
に
も
役
人
は
鶴
松
に
抱
き
つ
き
後
ろ
か
ら
乳
房
を
掴
ん
だ
。
す
る
と
鶴
松
は
こ
う
歌
い
返

し
た
。 

 

玉
の
乳
房
つ
か
ん
だ
ら 

添
う
た
よ
り
も
ま
さ
る 

 
 
 
 

 

あ
と
に
心
残
さ
ず 

行
き
な
さ
れ
旦
那
様 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

つ
ま
り
こ
う
で
す
。
「
私
の
玉
の
よ
う
な
乳
房
を
掴
ん
だ
か
ら
も
う
い
い
で
し
ょ
う
。
私
に
添
う
よ
り
も

ず
っ
と
い
い
で
し
ょ
う
。
満
足
し
た
ん
だ
か
ら
、
さ
っ
さ
と
お
帰
り
な
さ
い
」
と
。 

私
が
解
釈
す
る
に
、
こ
の
返
歌
は
反
語
で
す
。
と
い
う
の
は
奄
美
の
言
葉
で
「
添
う
」
と
い
う
と
、
実
は

そ
こ
に
は
「
肌
を
添
わ
せ
て
一
緒
に
暮
す
＝
愛
し
合
っ
て
セ
ッ
ク
ス
を
し
て
暮
ら
す
」
と
い
う
強
い
愛
の
関

係
を
示
唆
す
る
意
味
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、「
添
う
よ
り
も
」
と
い
う
の
は
、
一
見
そ
ば
に

体
を
つ
け
て
立
つ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
そ
こ
に
は
無
礼
な
薩
摩
の
役
人
に
対
す

る
次
の
よ
う
な
鶴
丸
の
強
烈
な
軽
蔑
が
隠
さ
れ
て
い
る
。「
お
前
が
出
来
る
こ
と
と
い
っ
た
ら
そ
れ
ぐ
ら
い

で
、
決
し
て
私
と
恋
仲
な
ん
か
に
な
れ
や
し
な
い
し
、
恋
人
と
す
る
セ
ッ
ク
ス
が
く
れ
る
快
楽
な
ん
か
お
前

は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
、
さ
っ
さ
と
帰
れ
」
。
こ
れ
が
隠
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
返
歌
に
対
し
て
、
も
と
も
と
シ
マ
口
の
わ
か
ら
ぬ
薩
摩
の
役
人
は
さ
ら
な
る
返
歌
を
送

り
返
す
と
い
う
よ
う
な
粋
な
振
る
舞
い
な
ぞ
で
き
も
せ
ず
、
思
わ
ず
鶴
松
の
乳
房
を
掴
ん
だ
自
分
の
行
動

に
さ
す
が
に
バ
ツ
が
悪
く
な
り
、
隠
匿
調
査
も
せ
ず
に
引
き
返
し
た
。 

さ
て
、
こ
の
事
件
は
さ
っ
そ
く
北
大
島
一
帯
に
知
れ
渡
っ
た
が
、
龍
郷
の
或
る
集
落
の
男
の
唄
者
が
そ
れ

を
聞
い
て
今
度
は
鶴
松
に
唄
者
と
し
て
の
対
抗
心
を
燃
や
し
、
そ
れ
な
ら
自
分
が
代
わ
り
に
鶴
松
に
唄
試

合
を
挑
も
う
と
や
っ
て
き
て
、
彼
女
に
こ
う
返
歌
を
返
し
た
の
で
す
。 

 

笠
利
は
禿
げ
シ
マ
さ 

ギ
ー
マ
木
株
が
た
っ
た
三
株 

 
 
 
 

 

 
 

笠
利
の
鶴
松
の 

陰
毛
は
た
っ
た
三
筋 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

す
る
と
鶴
松
は
こ
う
返
し
た
。 
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た
く
さ
ん
陰
毛
が
あ
っ
て
も 

家
や
倉
の
萱
葺
き
は
で
き
な
い
わ 

 

加
那
（
恋
人
）
を
満
足
さ
せ
る
分 

あ
れ
ば
十
分 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

こ
う
い
う
唄
が
堂
々
と
歌
わ
れ
た
の
が
奄
美
の
シ
マ
唄
の
世
界
な
の
で
す
。 

  
 

四 

ヨ
イ
ス
ラ
節
か
ら
―
―
ウ
ナ
リ
信
仰
と
裏
声
唱
法 

  

富
島
さ
ん
は
つ
ね
に
強
調
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
八
月
踊
り
を
産
み
出
し
た
奄
美
の
文
化
は
一
言
で
い

え
ば
「
女
尊
男
卑
」
の
ウ
ナ
リ
（
あ
る
い
は
オ
ナ
リ
）
神
文
化
で
あ
っ
た
、
と
。 

さ
っ
き
男
女
の
掛
け
合
い
が
「
歌
喧
嘩
」
と
し
て
成
り
立
つ
ほ
ど
に
活
き
活
き
と
唄
わ
れ
あ
う
た
め
に
は

男
女
対
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
対
等
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
実
は
奄
美
は
「
女
尊
男
卑
」

の
ウ
ナ
リ
神
文
化
が
土
台
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
問
題
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
奄
美
を
二
五
〇

年
近
く
支
配
し
た
薩
摩
島
津
藩
の
男
尊
女
卑
の
武
家
文
化
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
し
た
。
富
島
さ
ん
の

言
葉
を
紹
介
し
ま
す
。 

「
八
月
唄
の
主
題
の
多
く
が
女
性
で
あ
り
、
女
性
は
女
神

ヲ
ナ
リ
カ
ミ

と
唄
わ
れ
た
。
当
時
は
女
性
上
位
で
言
語
で
も

女
性
が
上
で
先
行
し
て
い
る
。
女

ヲ
ナ
グ

男
ヰ
ン
ガ

・
母

ア
ン
マ

父ジ
ュ

・
婦

ト
ジ
ュ

夫ト

・
女

ヲ
ナ
リ

男
ヰ
ヒ
リ

・
め
い
を
い
・
め
す
を
す
、
す
べ
て
女

性
が
上
位
で
あ
る
。
祭
り
の
主
権
が
女
性
の
手
に
あ
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
出
産
育
児
縫
物
家
畜
台
所
畑
仕
事
で
も
そ
う
だ
」

2  

こ
の
点
で
は
面
白
い
資
料
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
期
に
薩
摩
藩
士
名
越
左
源
太
が
奄
美
の
民
俗
を
記
録
し

た
『
南
島
雑
記
』
に
は
、
ノ
ロ
の
指
導
者
（
ノ
ロ
ク
メ
の
頭
）
が
当
時
「
ヲ
ク
カ
ン
」（
今
で
も
奄
美
の
ノ

ロ
・
ユ
タ
信
仰
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
家
庭
で
は
母
親
は
オ
ッ
カ
ン
と
呼
ば
れ
る
）
と
呼
ば
れ
た

こ
と
、
お
よ
び
次
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。「
ノ
ロ
ク
メ
の
夫
、
神
事
の
と
き
は
頭
を
地
に
つ
け
婦つ

ま

を
拝
す
る
な
り
」
と
。
こ
う
し
た
こ
と
は
儒
教
文
化
に
支
配
さ
れ
た
父
権
的
な
武
家
文
化
の
眼
差
し
に
と
っ

て
は
い
か
に
も
奇
異
な
こ
と
と
し
て
映
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

姉
妹

ウ

ナ

リ

神
信
仰
を
歌
っ
た
有
名
な
シ
マ
唄
を
紹
介
し
ま
す
。
「
ヨ
イ
ス
ラ
節
」
で
す
「
船
ぬ
高
艫

た
か
と
も

節
」
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
最
初
の
一
節
を
紹
介
し
ま
す
。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
高
艫
」
と
い
う
の
は
船
尾
の
高
く

せ
り
上
が
っ
て
い
る
部
分
を
指
す
言
葉
で
す
が
、
辞
書
に
よ
る
と
こ
の
言
葉
は
古
事
記
に
だ
け
で
て
く
る

と
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
ま
さ
に
奄
美
は
日
本
の
古
語
の
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
島
な
ん
で
す
。 

 

舟
ぬ 

高
艫
に 

ヨ
イ
ス
ラ 

船
ぬ 

高
艫
に 

ヨ
イ
ス
ラ 

居
ち
ゅ
る
白
鳥

し
る
と
り

ぐ
わ 

ス
ラ
ヨ
イ
ス
ラ 

白
鳥
や
あ
ら
ぬ 

ヨ
イ
ス
ラ 

                                        

          

 
2 

富
島
甫
「
奄
美
瀬
戸
内
の
信
仰
民
俗
習
慣
」
、
雑
誌
「
し
ま
が
た
れ
」9

号 
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白
鳥
や
あ
ら
ぬ 

ヨ
イ
ス
ラ 

姉
妹
神

ウ

ナ

リ
ガ

ミ

加
那
志

か

な

し 

ス
ラ
ヨ
イ 

ス
ラ
ヨ
イ 

 

昔
の
奄
美
で
は
姉
妹
の
こ
と
を
オ
ナ
リ
・
ウ
ナ
リ
と
い
い
ま
す
。
兄
弟
は
イ
ェ
ヘ
リ
で
す
。
長
田
須
磨
『
奄

美
女
性
誌
』
で
紹
介
し
て
い
た
奄
美
に
伝
わ
る
姉
妹
神
信
仰
に
か
か
わ
る
伝
承
を
紹
介
し
ま
す
。 

「
あ
る
日
オ
ナ
リ
が
機
織
の
手
を
や
す
め
て
居
眠
り
を
し
て
い
た
。
母
親
が
そ
れ
を
見
つ
け
て
娘
を
ゆ
り

動
か
し
て
起
こ
し
た
。
娘
は
言
っ
た
。
『
お
母
さ
ん
も
う
少
し
私
に
居
眠
り
を
さ
せ
て
お
い
て
く
だ
さ
る
と

よ
か
っ
た
の
に
。
今
、
兄
さ
ん
が
難
船
に
あ
っ
て
、
海
に
放
り
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
私
が
縄
を
投
げ

た
の
で
、
兄
さ
ん
は
そ
れ
に
つ
か
ま
っ
て
私
は
そ
れ
を
救
け
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
に
。
お
母
さ
ん
に
起
こ
さ

れ
て
そ
の
縄
を
離
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
あ
兄
さ
ん
は
…
』
彼
女
は
泣
い
た
。」
と3

。 

 

オ
ナ
リ
の
霊
力
が
イ
ェ
ヘ
リ
を
護
る
、
だ
か
ら
イ
ェ
ヘ
リ
は
つ
ね
に
オ
ナ
リ
に
感
謝
し
、
敬
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
こ
れ
が
奄
美
の
宗
教
の
大
元
の
観
念
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
ノ
ロ
の
文
化
は
こ
の
オ
ナ
リ
の

霊
力
へ
の
信
仰
を
中
心
に
置
く
文
化
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
先
に
私
は
奄
美
の
シ
マ
唄
の
裏
声
歌
唱
法
は
シ
マ
唄
が
「
掛
け
合
い
文
化
」
で
あ
る
こ
と
を

象
徴
す
る
も
の
と
い
え
る
と
い
い
ま
し
た
。 

こ
の
点
で
、
次
の
沖
縄
の
民
謡
研
究
家
の
故
仲
宗
根
幸
市
さ
ん
―
―
ラ
ジ
オ
沖
縄
の
「
民
謡
ジ
ョ
ッ
キ
ー
」

を
五
年
間
担
当
し
た
経
歴
の
持
ち
主
―
―
の
指
摘
は
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。
こ
こ
で
も
島
尾
の
先
の
言
葉

を
思
い
出
し
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。 

彼
仲
宗
根
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
琉
球
王
朝
文
化
の
音
楽
は
男
性
中
心
社
会
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
」

の
で
あ
り
、
沖
縄
の
古
典
音
楽
は
「
首
里
の
士
族
社
会
で
育
ま
れ
た
音
楽
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
男

の
地
声
を
も
っ
て
「
荘
重
、
典
雅
、
優
美
に
情
感
深
く
表
現
す
る
よ
う
確
立
し
て
き
た
」
。
し
た
が
っ
て
、

「
沖
縄
で
は
男
性
が
裏
声
を
使
用
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
裏
声
は
邪
道
と
さ
れ
、
タ
ブ
ー
だ
っ
た
」
。 

付
け
加
え
て
言
え
ば
、
こ
の
点
で
、
沖
縄
の
首
里
の
歌
謡
文
化
の
な
か
に
は
奄
美
民
謡
を
比
類
な
く
特
徴

づ
け
る
男
女
の
即
興
を
基
本
と
す
る
歌
掛
け
合
い
の
伝
統
、
相
聞
歌
の
伝
統
も
な
い
の
で
す
。 

で
は
な
ぜ
奄
美
で
は
逆
に
裏
声
唱
法
が
発
展
し
た
の
か
？ 

彼
の
意
見
は
こ
う
で
す
。 

「
奄
美
は
、
姉
妹

オ

ナ

リ

神
信
仰
が
厚
く
、
霊
的
に
も
文
化
的
に
も
女
性
の
地
位
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
生
ま
れ
つ
き
男
性
よ
り
高
音
の
女
性
の
声
に
合
わ
し
た
い
、
近
づ
け
た
い
と

い
う
男
性
の
願
望
が
強
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
」
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
奄
美
の
男
女
混

成
の
歌
遊
び
で
、
男
性
は
高
音
部
に
移
行
す
る
と
裏
声
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
た
ち
と
対
等
に
う

た
う
習
慣
が
考
案
さ
れ
て
き
た
」
。
そ
し
て
、
彼
は
こ
う
断
言
し
て
い
ま
す
。「
日
本
の
民
謡
界
で
地
声
と
裏

声
を
巧
み
に
使
い
独
特
の
世
界
を
つ
く
っ
て
い
る
地
は
奄
美
だ
け
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
。 

 

瀬
戸
内
町
の
元
町
長
の
義
永
秀
親
さ
ん
は
シ
マ
唄
の
唄
者
と
し
て
も
有
名
な
方
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ

と
を
お
し
ゃ
っ
て
ま
す
。
拙
著
か
ら
引
き
ま
す
。 

 

結
局
唄
と
い
う
の
は
、
返
し
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
立
て
返
し
が
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
成

り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
。
女
が
唄
う
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
と
、
よ
け
れ
ば
よ
い
ほ
ど
そ
の
唄
声

                                        

          

 
3 

長
田
須
磨
『
奄
美
女
性
誌
』
、
農
村
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
七
八
年
、
九
頁 
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や
唄
振
り
に
興
奮
し
ま
す
。
興
奮
す
る
と
、
男
は
な
お
い
っ
そ
う
昂た

か

ま
る
、
昂
ま
る
な
か
で
裏
声
が
出

る
。
力
を
入
れ
れ
ば
入
れ
る
ほ
ど
裏
声
は
出
る
。
裏
声
は
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
出
ま
せ
ん
か
ら
。
力
む

と
い
う
と
こ
ろ
に
裏
声
は
出
る
ん
で
す
か
ら
。
興
奮
す
る
と
い
う
の
は
、
相
手
の
興
奮
に
な
お
い
っ
そ

う
興
奮
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
興
奮
が
興
奮
を
呼
ぶ
掛
け
合
い
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。 

相
手
が
高
い
声
で
返
し
て
く
る
、
そ
れ
に
な
お
い
っ
そ
う
高
い
声
で
返
す
、
そ
れ
が
上
達
の
秘
訣
。
だ

か
ら
、
上
達
の
道
は
や
は
り
掛
け
合
い
の
道
。
独
り
で
は
上
達
し
ま
せ
ん
。 

裏
声
は
高
音
に
な
っ
た
と
き
の
裏
声
が
い
ち
ば
ん
い
い
。
低
音
で
裏
声
を
出
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
、
高
音
に
な
っ
て
、
そ
こ
で
力
ん
で
、
裏
声
に
ひ
っ
く
り
返
る
。
掛
け
て
く
る
高
音
に
い
っ
そ
う

高
音
で
応
え
よ
う
と
力
ん
で
、
そ
れ
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
裏
声
と
し
て
舞
う
。 

だ
か
ら
、
男
の
声
な
ん
だ
け
ど
、
女
よ
り
も
も
っ
と
高
音
に
な
ろ
う
と
舞
い
上
が
る
。 

 

唄
が
男
女
の
掛
合
い
で
歌
わ
れ
て
き
た
と
い
う
伝
統
が
、
男
の
裏
声
唱
法
を
も
生
み
出
し
、
そ
れ
が
奄
美

の
民
謡
を
歌
う
《
声
》
の
独
特
な
力
、
深
さ
、
張
り
詰
め
た
緊
張
力
と
深
々
と
し
た
懐
か
し
さ
に
満
ち
た
優

し
さ
と
の
絶
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
そ
う
い
う
も
の
を
鍛
え
上
げ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
す
。
三
味
線
歌
の

場
合
は
こ
の
男
女
の
掛
け
合
い
は
ま
ず
唄
の
合
い
の
手
、
囃
子
の
重
要
性
と
し
て
受
け
継
が
れ
ま
す
。
巧
み

な
囃
子
が
入
ら
な
け
れ
ば
唄
は
絶
対
に
う
ま
く
弾
ま
な
い
し
、
唄
い
手
の
気
持
ち
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
の

で
す
。
先
に
紹
介
し
た
仲
宗
根
幸
市
さ
ん
は
裏
声
唱
法
に
関
し
て
も
う
一
点
こ
う
も
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
裏
声
は
非
日
常
的
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
ば<

声>

で
あ
る
。
裏
声
は
祭
り
の
中
に
よ
く
み
ら
れ
、
神

事
や
聖
な
る
行
為
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
奄
美
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
世
界
で
は
気
持
ち
が
高
揚
す
る
と
、
叫

声
（
仮
声
）
を
発
し
た
り
す
る
と
言
う
」
と
。 

こ
の
指
摘
は
奄
美
の
姉
妹

オ

ナ

リ

神
信
仰
の
担
い
手
で
あ
っ
た
ノ
ロ
あ
る
い
は
ユ
タ
と
呼
ば
れ
る
巫
女
た
ち
の

存
在
に
深
く
関
連
し
ま
す
。
富
島
さ
ん
は
先
に
紹
介
し
た
文
章
の
な
か
で
八
月
踊
り
を
仕
切
っ
た
の
は
ノ

ロ
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。 

  

五 

神
お
ろ
し
と
し
て
の
歌 

  

先
に
紹
介
し
た
折
口
は
歌
と
踊
り
と
い
う
も
の
の
本
質
を
古
代
の
日
本
人
は
「
タ
マ
ふ
り
」
と
捉
え
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
タ
マ
」
と
は
タ
マ
シ
イ
の
タ
マ
、
つ
ま
り
霊
魂
で
あ
り
霊
力
で
す
。「
フ
ル
」
は

「
降
り
る
」
と
い
う
意
味
と
、
そ
こ
か
ら
し
て
「
付
着
す
る
・
取
り
憑
く
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
つ

ま
り
、
歌
を
歌
う
こ
と
は
、
神
の
霊
力
を
天
か
ら
自
分
の
心
の
な
か
に
降
ろ
し
、
自
分
に
と
り
つ
か
せ
る
こ

と
だ
、
と
。「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
今
で
は
、「
鎮
魂
」
と
い
う
と
、
死
ん
だ
人
の
魂
を
や

す
ら
か
に
お
ね
む
り
く
だ
さ
い
と
慰
め
る
と
い
う
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
が
、
折
口
は
こ
の
言

葉
の
元
々
の
意
味
は
逆
だ
と
い
い
ま
す
。
霊
魂
の
力
を
自
分
の
身
の
大
元
に
し
っ
か
り
と
住
ま
わ
せ
、
そ
う

い
う
意
味
で
、
自
分
の
心
の
根
っ
こ
に
し
ず
め
、
そ
れ
で
生
き
る
パ
ワ
ー
を
何
倍
に
も
増
強
さ
せ
る
こ
と
だ

と
い
う
意
味
だ
と
取
る
の
で
す
。
そ
し
て
「
遊
び
」
と
い
う
言
葉
の
大
元
の
意
味
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
。
古

代
人
に
と
っ
て
は
、
遊
び
と
は
神
の
霊
力
を
自
分
た
ち
に
降
ろ
し
つ
か
せ
る
儀
式
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ

た
と
。
と
い
う
の
も
、
遊
び
の
中
心
は
歌
舞
音
曲
で
わ
い
わ
い
楽
し
む
こ
と
で
し
た
が
、
さ
っ
き
い
っ
た
通

り
、
歌
い
踊
る
こ
と
は
神
の
パ
ワ
ー
を
自
分
た
ち
に
取
り
憑
か
せ
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。 
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歌
を
腹
の
そ
こ
か
ら
自
分
の
魂
そ
の
ま
ま
の
声
で
大
声
を
あ
げ
て
歌
う
と
、
心
が
す
っ
き
り
と
浄
化
さ

れ
、
歌
詞
は
悲
し
い
歌
詞
で
あ
っ
て
も
、
心
が
癒
さ
れ
、
心
の
パ
ワ
ー
は
む
し
ろ
増
強
す
る
、
人
生
を
強
い

心
で
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
誰
で
も
が
経
験
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
古
代
人
は

「
タ
マ
フ
リ
」
と
捉
え
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

奄
美
の
シ
マ
唄
の
あ
の
何
と
も
い
え
な
い
心
の
高
揚
感
、
あ
の
裏
声
歌
唱
法
が
も
つ
高
揚
感
は
ま
さ
に

こ
の
「
タ
マ
フ
リ
」
力
に
由
来
す
る
も
の
と
思
え
ま
す
し
、
実
際
、
昔
の
奄
美
人
に
と
っ
て
遊
び
の
中
心
は

一
同
介
し
て
の
「
唄
あ
し
び
」
で
し
た
。 

 

六 

宇
宙
歌
と
し
て
の
シ
マ
唄 

  

最
後
に
も
う
一
点
だ
け
。
私
は
奄
美
八
月
唄
の
醸
し
出
す
宇
宙
を
「
宇
宙
歌
」
と
名
付
け
ま
し
た
。
八
月

唄
は
七
日
七
夜
、
夜
明
け
ま
で
歌
い
通
さ
れ
ま
し
た
。
古
仁
屋
の
富
島
さ
ん
は
二
六
曲
の
歌
を
集
め
「
古
仁

屋
八
月
唄
歌
集
」
を
編
纂
し
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
シ
マ
唄
は
男
女
の
、
そ
れ
も
即
興
で
歌
詞
を
ぶ
つ
け
あ

う
こ
と
を
基
調
に
置
い
た
掛
合
い
で
歌
わ
れ
ま
し
た
か
ら
、
豊
年
祭
の
あ
い
だ
に
歌
わ
れ
た
唄
は
三
〇
を

楽
に
超
え
る
数
の
歌
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
膨
大
な
歌
は
実
は
個
々
の
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
一

個
の
宇
宙
へ
の
参
加
と
し
て
歌
わ
れ
た
の
で
す
。 

野
山
か
ら
害
虫
を
駆
除
す
る
と
い
う
意
味
の
「
ぬ
や
ま
く
じ
ょ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
親
が
子
に
伝
え
た
い
と
思
う
人
生
の
教
訓
を
歌
に
織
り
込
ん
だ
教
訓
歌
と
し
て
有
名
で
、
そ
の

意
味
で
「
半
分
学
問
み
た
い
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
「
半
学
」
と
呼
ば
れ
て
も
い
る
歌
で
す
が
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
シ
マ
唄
で
は
人
生
訓
を
歌
う
さ
い
に
い
か
に
自
然
の
事
物
が
比
喩
と
し
て
駆
使
さ
れ

て
い
る
か
と
い
う
点
で
す
。 

「
え
へ
ち
か
ど
こ
」
と
い
う
唄
の
歌
詞
。 

 

嘉
徳
の
浜
崎
に
這
っ
て
い
る 

絹
カ
ズ
ラ
よ
／ 

這
え
る
先
が
な
い
わ 

根
に 

元
に
戻
ろ
う
よ 

根
元
こ
そ
根
元
だ
よ 

木
の
上
に
根
は
出
る
か
？ 

／ 

木
の
上
に
根
が
出
る
の
は 

根
な
し
カ
ズ
ラ 

 

花
な
ら
ば
匂
う
よ 

枝
の
多
く
は
い
ら
ぬ 

／ 

な
り
ふ
り
は
か
ま
わ
な
い 

人
は
心
さ 

花
は
、
さ 

根
が
あ
る
か
ら 

二
度
目
も
咲
く
は 

／ 

二
度
と
咲
か
な
い
わ 

あ
ん
た
の
花 

あ
た

し
の
花
は 

 

「
浜
な
ご
し
」
と
い
う
唄
の
な
か
に
こ
う
い
う
歌
詞
も
あ
り
ま
す
。 

  

海
の
笹
草
だ
、
ほ
ら 

シ
ュ
ク
の
子
が
生
ま
れ
る
よ
／ 

お
母
さ
ん
の
ふ
と
こ
ろ
で 

私
た
ち
は
生
ま

れ
る
よ 

 

こ
の
母
（
阿
母

あ

ん

ま

）
の
懐
を
出
て
、
男
の
と
こ
ろ
へ
と
赴
く
と
こ
ろ
か
ら
女
の
恋
愛
は
始
ま
る
の
で
す
。
あ

る
い
は
、
男
が
女
に
そ
こ
を
出
る
こ
と
を
誘
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
右
の
フ
レ
ー
ズ
に
続
い
て
唄
は

こ
う
歌
い
ま
す
。 

  

海
の
笹
草
だ
、
ほ
ら 

風
下
に
よ
っ
て
い
く
／ 

寄
っ
て
来
い
、
我
が
玉
黄
金
よ 

抱
き
あ
っ
て
語
ろ
う
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よ 
 

  

恋
愛
歌
も
母
へ
の
懐
か
し
い
敬
愛
の
歌
と
切
り
離
せ
な
い
形
で
歌
わ
れ
る
の
が
、
そ
し
て
海
の
風
景
と

切
り
離
せ
な
い
形
で
歌
わ
れ
る
の
が
、
奄
美
の
歌
な
の
で
す
。 

 
 

 

奄
美
の
人
々
が
い
ち
ば
ん
愛
し
て
い
る
感
覚
、
そ
れ
は
「
懐
か
し
や
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
シ
マ
唄

が
奄
美
の
人
々
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
は
、
な
ん
と
も
「
懐
か
し
い
」
そ
の
味
わ
い
、
そ
の
音
と
歌
う
《
声
》

と
シ
マ
口
の
懐
か
し
さ
が
魂
を
揺
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
懐
か
し
や
」
と
い
う
情
緒
は
、
人
を
し
て

そ
の
存
在
の
根
源
に
あ
る
自
然
と
の
共
生
・
他
者
と
の
共
生
、
こ
の
二
つ
の
共
生
が
産
み
出
す
宇
宙
と
い
う

全
体
と
の
響
き
あ
い
、
そ
こ
へ
人
の
魂
を
導
く
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
も
う
一
言
。 

い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
奄
美
の
シ
マ
唄
の
も
つ
素
晴
ら
し
い
点
は
、
今
日
の
日
本
人
が
、
そ
れ
が
衰
弱
し

て
き
て
い
る
か
ら
一
番
悩
ん
で
い
る
問
題
を
全
部
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
シ
マ
唄
に
触
れ
る
と
、
今
何

が
自
分
た
ち
に
欠
け
て
い
る
か
、
何
が
弱
ま
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
強
く
気
づ
か
さ
れ
、
何
を
自
分
た
ち

が
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
が
わ
か
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
気
づ
き
の
役
割
を
果
た
せ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
シ
マ
唄
の
い
わ
ば
宝
物
性
が
あ
る
。
奄
美
は
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
強
く
自
覚
し
誇
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

  

 


