
福
田
晃
氏
の
編
む
『
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月

二
十
八
日
に
三
弥
井
書
店
か
ら
公
に
さ
れ
た
。
〈
概
説
論
〉
〈
論
孜
編
〉
〈
資

料
編
〉
の
三
部
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
五
百
九
十
八
頁
か
ら
成
る
大

冊
で
あ
る
。
刊
行
後
、
今
日
ま
で
に
一
年
有
余
を
経
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

書
物
に
つ
い
て
直
接
こ
れ
を
採
り
上
げ
た
記
事
は
い
ま
ま
で
に
二
つ
三
つ
目

に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
限
ら
れ
た
紙
幅
で

の
紹
介
風
の
文
章
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
、
こ
の
後
に
上
梓
さ
れ
た
山
下

欣
一
氏
の
「
奄
美
説
話
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
）
に
つ
い
て
も
い
え

る
・
・
抱
込
ん
で
、
強
く
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
、
そ
し
て
何
よ
り
も
最

も
活
溌
に
取
沙
汰
さ
れ
て
然
る
べ
き
南
島
・
沖
繩
に
関
し
て
の
今
日
的
な
問

題
の
所
在
と
い
っ
た
点
か
ら
し
て
、
現
在
、
こ
の
一
冊
に
対
す
る
周
囲
の
反

応
の
鈍
さ
に
は
い
さ
さ
か
不
満
が
残
る
。
も
っ
と
も
、
い
ま
私
が
こ
の
種
の

感
懐
を
述
尋
へ
る
の
は
時
機
的
に
早
過
ぎ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま

た
、
本
書
に
つ
い
て
の
発
言
が
少
い
と
す
る
の
は
、
怠
惰
な
私
の
目
配
り
の

不
足
を
自
ら
暴
露
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
し
て
、
拙
い
こ

の
一
文
が
活
字
に
な
る
頃
に
は
こ
こ
で
の
一
言
が
単
な
る
杷
憂
に
過
ぎ
ず
、

『
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』

書
評福

田
晃
編

「
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
Ⅷ
一

野
村
純
一

「
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』
は
、
「
序
」
の
中
で
編
者
の
福
田
晃
氏
が
こ

こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
、
そ
こ
で
の
姿
勢
に
つ
い
て
簡
潔
に
所
感
を
述
。
へ

て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
六
カ
年
に
わ
た
る
沖
繩
で
の
調
査
と
研
究
の
基

本
的
な
理
念
、
な
ら
び
に
具
体
的
な
方
法
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
、
す
で
に
通
り
一
片
の
「
序
」
の
城
を
遙
か
に
超
え
た
内
容
を
備
え
て

い
る
。
そ
こ
で
本
書
を
手
に
し
た
場
合
、
事
に
依
る
と
人
は
ま
ず
こ
の
「
序
」

の
部
分
か
ら
早
く
も
熱
い
談
論
を
必
要
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
事

実
そ
れ
は
元
来
が
「
事
に
依
」
っ
た
り
「
か
も
知
れ
」
ぬ
、
な
ど
と
い
っ
た

暖
味
さ
に
終
始
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
を
擁
し
て
い
る
筈
な
の
で
あ

る
が
、
不
幸
に
し
て
今
日
ま
で
私
は
ま
だ
そ
の
論
議
を
知
ら
な
い
。

具
体
的
に
い
っ
て
、
本
書
の
編
者
福
田
晃
氏
は
沖
繩
と
従
来
の
日
本
民
俗

学
と
の
か
か
わ
り
よ
う
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
沖
繩
に
お
け
る
民
間
文
芸
の
調
査
・
研
究
は
、
主
に
本
土
の
「
古
代
」
に

繋
が
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
原
始
信
仰
を
内
包
す
る
祭
祀
儀
礼
に
と
も
な
う

神
歌
や
神
話
的
伝
承
を
対
象
と
し
て
、
進
め
ら
れ
て
き
た
」
と
。
し
た
が
っ

て
本
土
と
沖
繩
と
の
こ
う
し
た
膠
着
し
た
事
情
を
是
正
し
、
別
途
新
た
な
視

点
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、
何
を
措
い
て
も
沖
繩
に
お
け
る
民
間
文
芸
の
調

査
、
研
究
は
、
沖
繩
の
「
伝
承
実
態
に
応
じ
て
、
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
訴
え
る
。
つ
ま
り
、
過
去
に
培
わ
れ
た
特
定
の
概
念
や
固
定
観
念
を

払
拭
し
、
眼
前
の
事
実
に
改
め
て
向
き
合
え
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

四
九

は
た
ま
た
こ
れ
が
不
用
意
な
勇
み
足
で
あ
っ
た
の
を
悔
恨
、
修
正
し
得
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
を
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
。



そ
の
上
で
氏
は
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
の
「
調
査
・
研
究
の
方
向
と

し
て
提
示
し
た
い
の
は
、
沖
繩
と
い
う
地
域
の
文
化
を
い
つ
も
本
土
の
「
古

代
」
に
対
座
さ
せ
て
意
義
づ
け
る
従
来
の
観
点
を
と
り
は
ず
す
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
積
極
的
に
提
言
し
て
い
る
。
振
返
っ
て
み
て
、
い

っ
た
い
に
柳
田
国
男
、
折
ロ
信
夫
と
い
っ
た
日
本
民
俗
学
の
先
達
、
な
ら
び

に
そ
の
後
継
者
た
ち
の
方
法
は
、
な
く
て
沖
繩
の
中
に
即
、
本
土
の
「
古

代
」
な
る
も
の
を
見
出
し
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
古

代
」
な
る
も
の
の
原
型
、
も
し
く
は
原
質
と
で
も
称
さ
れ
る
も
の
を
発
見
し

て
き
た
の
か
。
こ
う
し
た
研
究
史
へ
の
認
識
と
解
釈
と
に
は
今
日
な
お
、
必

ず
し
も
一
様
な
ら
ざ
る
判
断
が
存
し
よ
う
。
そ
れ
か
ら
し
て
私
自
身
も
、
福

田
氏
が
選
ん
で
こ
こ
に
用
い
た
「
対
座
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
正
直
、
幾
分

か
の
途
惑
い
と
併
せ
て
新
た
な
疑
義
を
抱
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も

ち
ろ
ん
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
と
て
も
こ
こ
に
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ろ

の
も
の
は
、
最
早
こ
う
し
た
言
葉
や
表
現
上
の
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ

は
す
で
に
沖
繩
に
立
向
っ
た
と
き
の
具
体
的
な
学
問
の
方
法
、
ま
た
は
そ
こ

で
の
基
本
的
な
理
念
の
問
題
に
あ
る
こ
と
は
弁
え
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

し
か
し
て
反
面
、
否
、
む
し
ろ
そ
れ
な
る
が
故
に
、
思
返
せ
ば
過
去
の
日
本

民
俗
学
と
沖
繩
と
の
か
か
わ
り
合
い
、
な
ら
び
に
そ
れ
へ
の
評
価
は
今
後
一

層
深
く
検
討
、
論
議
さ
れ
慎
重
に
位
置
付
け
ら
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

．
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
こ
に
な
さ
れ
た
具
体
的
な
福
田
提
言
は
は
た
し
て

額
面
通
り
に
ひ
と
り
日
本
民
俗
学
の
場
合
に
の
み
限
っ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き

、
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
す
で
に
触
れ
て
き

、

町
寺
Ｆ
ｂ

了

た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
民
俗
学
は
沖
繩
の
中
に
直
接
本
土
の
「
古
代
」

な
る
も
の
を
見
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
い
わ
ゆ
る
「
古
代
」
に
相
当
す
る

も
の
の
原
質
、
原
核
と
い
っ
た
も
の
を
見
て
き
た
の
か
。
そ
れ
は
し
ば
ら
く

措
く
と
し
て
、
た
だ
確
実
に
い
え
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
少
な
く
と
も
そ
こ

に
惹
起
し
た
民
俗
学
の
「
古
代
」
な
る
も
の
と
の
交
感
、
遭
遇
は
や
が
て
そ

れ
が
日
本
文
学
の
裡
な
る
「
古
代
」
に
援
用
、
適
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
国
文

学
に
お
け
る
古
代
研
究
は
ひ
と
し
き
り
沖
繩
と
の
間
に
蜜
月
の
時
を
過
ご
し

て
き
た
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
歴
史
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日

に
至
る
ま
で
、
こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
い
か
な
る
自
省
が
な
さ
れ
、
か
つ

批
判
が
な
さ
れ
た
か
と
な
る
と
、
私
は
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
い

う
な
れ
ば
問
題
は
こ
れ
ま
た
依
然
今
後
の
清
算
に
か
か
わ
っ
て
い
る
筈
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
さ
き
に
述
令
へ
た
い
わ
ず
も
が
な
の
一
言
一
‐
周
囲
の
反
応

の
鈍
さ
」
は
、
当
然
民
俗
学
・
国
文
学
の
両
様
に
わ
た
っ
て
理
解
さ
れ
て
差

支
え
な
い
。
本
書
の
「
序
」
に
示
さ
れ
た
福
田
提
言
を
巡
っ
て
、
ひ
と
た
び

実
り
あ
る
意
見
の
喚
起
さ
れ
る
の
を
期
待
す
る
の
は
、
は
た
し
て
私
一
人
で

あ
ろ
う
か
。

『
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』
は
、
三
部
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
冒
頭
に
記
し
た
。
〈
概
説
編
〉
〈
論
放
編
〉
〈
資
料
編
〉
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
央
に
置
か
れ
た
く
論
放
編
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
論
と
も
い

う
ゞ
へ
き
性
格
を
有
し
、
か
つ
基
本
的
に
は
そ
の
前
に
在
る
〈
概
説
編
〉
を
受

け
て
、
直
接
そ
れ
に
呼
応
、
機
能
す
る
今
へ
く
順
序
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
の
論
文
の
内
容
と
位
置
と
は
そ
も
そ
も
が
南
島
・
沖
繩
に

』
、
§

五
○



向
け
る
編
者
の
意
志
を
直
蔵
に
映
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
な
い
。

収
め
ら
れ
る
論
孜
は
「
沖
繩
の
御
嶽
と
伝
承
」
湧
上
元
雄
氏
。
「
伊
良
部
島

比
屋
御
嶽
起
源
説
話
の
問
題
」
山
下
欣
一
氏
。
「
宮
古
に
お
け
る
龍
宮
説
話

の
位
相
」
丸
山
顕
徳
氏
。
「
沖
繩
地
方
に
お
け
る
百
合
若
説
話
ｌ
竹
富
島

の
伝
承
と
奄
美
沖
繩
伝
承
圏
ｌ
」
小
林
美
和
氏
。
「
「
信
太
妻
」
の
一
源
流

ｌ
南
島
の
シ
ィ
ミ
ー
の
話
と
か
か
わ
っ
て
ｌ
」
美
濃
部
重
克
氏
。
「
沖

繩
地
方
の
笑
話
ｌ
宮
古
島
を
中
心
に
ｌ
」
田
中
文
雅
氏
。
。
首
の
な
い

影
」
孜
」
松
浪
久
子
氏
。
「
津
堅
島
の
女
童
ｌ
「
取
納
奉
行
節
」
考
ｌ
」

池
宮
正
治
氏
。
「
八
重
山
諸
島
の
歌
謡
」
狩
俣
恵
一
氏
。
「
琉
歌
覚
書
ｌ

中
世
近
世
歌
謡
史
の
一
端
と
し
て
ｌ
」
真
鍋
昌
弘
氏
。
以
上
の
十
篇
で
あ

づ
（
》
Ｏ

も
っ
と
も
「
以
上
の
十
篇
で
あ
る
」
と
は
、
至
極
簡
単
に
い
っ
た
が
、
実

際
に
は
散
文
伝
承
あ
り
、
韻
文
伝
承
あ
り
、
し
か
も
当
然
の
有
様
な
が
ら
論

文
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
独
自
の
課
題
を
果
敢
に
追
究
し
て
い
る
わ
け
で
、
読

む
に
易
か
ら
ず
、
ま
し
て
や
一
括
し
て
評
す
る
の
は
ま
っ
た
く
為
し
難
い
。

言
分
け
が
ま
し
い
が
、
そ
れ
か
ら
し
て
こ
こ
で
は
そ
の
す
。
へ
て
に
わ
た
っ
て

等
分
に
言
及
す
る
の
は
差
控
え
た
い
。
さ
ら
に
世
間
一
般
の
〈
書
評
〉
と
は

余
程
趣
き
を
異
に
す
る
が
、
こ
の
論
文
群
に
対
処
す
る
方
便
と
し
て
、
私
は

ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
自
分
勝
手
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
再
構
成
し
て
望
ん
だ
こ
と
を

最
初
に
打
明
け
て
お
き
た
い
。
事
の
成
行
き
上
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
間
の
事

情
を
明
か
せ
ば
、
散
文
に
か
か
わ
る
内
容
、
韻
文
に
か
か
わ
る
内
容
の
別
は
、

お
お
よ
そ
そ
こ
で
の
配
列
に
沿
い
、
そ
の
上
で
更
に
こ
れ
を
別
途
、
南
に
赴

い
て
調
査
に
携
わ
っ
た
研
究
者
の
論
孜
と
、
他
方
、
そ
の
土
地
の
研
究
者
の

『
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』

b‘

l

鞠

そ
れ
と
に
大
別
し
て
当
っ
た
。
こ
と
の
つ
い
で
に
告
白
す
る
に
、
た
ま
た
ま

私
が
こ
の
よ
う
な
至
極
我
儘
勝
手
な
操
作
を
ほ
ど
こ
す
に
至
っ
た
動
機
は
、

ほ
か
で
も
な
い
。
〈
論
孜
編
〉
の
冒
頭
に
湧
上
元
雄
氏
の
「
沖
繩
の
御
嶽
と

伝
承
」
が
置
か
れ
、
就
中
、
そ
の
中
で
次
の
一
節
に
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

や
や
長
く
な
る
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
引
用
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
〈
南
島
の
竜

蛇
信
仰
と
御
嶽
〉
の
項
に
氏
は
い
う
。

半
世
紀
前
の
呪
術
的
伝
承
社
会
に
育
っ
た
筆
者
の
少
年
時
代
で
も
、
森

の
中
の
夜
の
し
じ
ま
を
破
っ
て
、
ハ
ブ
の
不
気
味
で
鋭
い
鳴
声
が
き
こ
え

よ
う
も
の
な
ら
、
祖
母
は
き
っ
と
身
ず
ま
い
を
正
し
、
声
の
す
る
方
向
へ

向
い
、
「
ア
イ
マ
ダ
ラ
、
マ
ダ
ラ
。
ヤ
マ
マ
ダ
ラ
、
マ
ダ
ラ
。
ヤ
マ
ヌ
ウ

ル
チ
ヌ
カ
ミ
ニ
、
力
｜
一
テ
ィ
カ
タ
ラ
」
（
綾
ま
だ
ら
、
ま
だ
ら
。
山
の
大

蛇
の
神
に
あ
ら
か
じ
め
告
げ
よ
う
）
と
、
ま
ず
蛇
身
の
美
し
さ
を
、
た
た
え
、

そ
れ
で
も
人
さ
ま
に
危
害
を
加
え
る
な
ら
ば
、
立
ち
所
に
、
「
ダ
キ
ブ
チ
、

グ
ン
シ
ー
、
ス
ン
ジ
ホ
ウ
」
（
竹
の
鞭
か
、
青
竹
を
お
見
舞
い
申
す
ぞ
。

尊
？
義
方
）
と
、
ハ
ブ
除
け
の
呪
文
を
高
ら
か
に
唱
え
る
の
で
あ
っ
た
。

「
義
方
」
（
父
の
子
に
教
訓
す
る
意
）
と
は
、
流
行
病
や
ハ
ブ
除
け
の
ま

じ
な
い
の
文
句
で
あ
る
。
ま
た
「
ア
ャ
マ
ダ
ラ
」
（
ア
イ
マ
ダ
ラ
と
も
）

の
言
葉
は
、
奄
美
か
ら
八
重
山
ま
で
の
数
多
い
ハ
ブ
除
け
の
呪
文
に
お
け

る
呼
び
か
け
の
文
句
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
古
代
神
歌
の
オ
モ
ロ
で
は
、

「
あ
や
も
ど
ろ
‐
一
と
な
っ
て
美
し
い
着
物
を
意
味
し
、
「
あ
け
も
ど
ろ
」
、

「
あ
け
も
ど
ろ
の
は
な
」
は
、
あ
の
日
の
出
の
瞬
間
の
壮
観
を
た
た
え
る

美
称
語
と
な
っ
て
い
る
。
旧
暦
三
月
三
日
の
浜
下
り
行
事
に
付
会
す
る
ア

、
、
、

カ
マ
タ
伝
説
の
主
人
公
ア
カ
マ
タ
ー
（
あ
か
い
ま
だ
ら
の
蛇
。
毒
弱
い
）
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は
美
男
に
化
け
、
女
を
た
ぶ
ら
か
す
と
い
う
が
、
奄
美
で
マ
ッ
タ
ブ
と
よ

ぶ
の
も
、
錦
色
に
輝
く
マ
ダ
ラ
ハ
ブ
の
意
で
あ
ろ
う
。

と
。
い
う
ま
も
で
な
く
、
こ
の
一
節
は
ハ
ブ
・
神
使
・
古
代
歌
謡
・
オ
モ
Ｐ

・
日
の
出
・
浜
下
り
行
事
・
ア
カ
マ
タ
・
伝
説
と
い
っ
た
具
合
に
こ
と
ご
と

く
が
沖
繩
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
語
彙
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
な
お
現

在
の
沖
繩
の
日
常
に
そ
の
ま
ま
機
能
し
て
い
て
、
間
断
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

し
か
も
氏
の
一
文
は
ほ
と
ん
ど
沖
繩
の
心
情
と
い
っ
た
も
の
を
代
弁
し
て
い

て
、
美
し
い
。
余
計
な
言
葉
を
挾
む
が
、
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
本
書
全
体
を

貫
く
圧
巻
だ
と
し
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
て
、
も
と
も
と
こ
う
し
た
体
験
的
な
生
活
実
感
に
も
と
づ
い
て
、

歴
史
的
な
伝
承
事
実
に
遡
及
し
て
行
く
の
は
、
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
、
そ
の

土
地
に
育
っ
た
者
の
み
に
与
え
ら
れ
た
民
俗
学
天
賦
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ

が
た
め
に
反
面
、
そ
の
間
の
手
続
き
に
は
容
易
に
第
三
者
の
介
入
を
許
さ
な

い
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
来
が
遠
来
の
客
た
ち
に
は
求
め
て

も
お
よ
そ
手
の
届
か
ぬ
手
立
て
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
編
者
が
誇
頭
に
湧
上

論
文
を
据
え
た
心
持
は
、
私
に
は
よ
く
判
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
津
堅
島
の
女
童
」
の
池
宮
正
治
氏
の
論
文
は
、
夙
に
親
し
ま
れ
て
い
る

物
語
歌
謡
の
〈
取
納
奉
行
節
〉
に
つ
い
て
、
今
日
「
よ
う
や
く
難
解
に
な

り
つ
つ
あ
る
歌
句
の
意
味
を
さ
ぐ
る
と
と
も
に
、
伝
承
の
過
程
に
お
け
る
変

化
」
を
追
尋
す
る
べ
く
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
手
続
き
と
し
て
は
現
在

広
く
行
わ
れ
る
『
琉
球
民
謡
』
所
収
の
歌
詞
と
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程

を
確
認
す
る
上
で
不
可
欠
の
資
料
で
あ
る
『
竹
柏
園
本
琉
歌
集
』
な
ら
び
に

『
琉
球
大
歌
集
』
所
収
の
歌
詞
と
を
示
し
、
こ
れ
ら
を
詳
細
に
比
較
し
た
上

も
舟
．
４
時
雫

で
、
そ
こ
に
纒
綿
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
寓
意
、
暗
瞼
を
引
き
出
し
て
成
果
を

み
せ
て
い
る
。
殊
に
そ
れ
が
著
い
し
効
果
を
挙
げ
て
い
る
の
は
第
十
一
節
に

あ
っ
た
。
氏
の
方
法
は
一
見
些
事
と
も
見
受
け
る
細
か
な
語
句
の
変
化
を
丹

念
に
辿
り
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
僅
か
な
語
意
変
容
の
結
果
が
、
や
が
て
歌
詞

、
、

全
体
に
い
か
な
る
ず
れ
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
く
取
納
奉
行
節
〉
自

体
の
位
置
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
行
く
か
。
そ
う
い
っ
た
大
局
的
な
見
解
に

通
じ
て
い
て
、
快
い
。
そ
の
意
味
で
池
宮
論
文
は
「
体
験
的
な
生
活
実
感
に

も
と
づ
き
」
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
間
の
手
続
き
は
第
三
者
に
も
開
か
れ
て

い
る
と
い
う
美
点
を
備
え
て
い
る
。
体
験
的
な
実
感
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、

学
問
的
に
一
層
開
か
れ
た
視
野
を
備
え
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
共
に
は
ま

こ
と
に
歓
迎
す
ぺ
き
傾
向
で
あ
る
。
狩
俣
恵
一
氏
の
「
八
重
山
諸
島
の
歌

謡
」
は
、
土
地
に
行
わ
れ
る
歌
謡
の
全
体
像
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
そ
の
情
熱
に
は
好
感
が
も
て
る
が
、
私
の
読
み
取
る
限
り
、
論
者
の

特
性
は
備
え
て
与
え
ら
れ
た
音
感
の
鋭
さ
に
あ
る
。
こ
こ
で
そ
れ
が
最
も
良

く
顕
れ
て
い
る
の
は
〈
ジ
ラ
バ
〉
の
項
で
あ
ろ
う
。
氏
の
今
後
に
音
楽
的
な

感
性
を
基
調
に
し
た
歌
謡
研
究
を
期
待
す
る
の
は
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
遠
く
そ
の
地
に
赴
い
て
調
査
・
研
究
に
桃
わ
っ
た
研
究
者
の
側

か
ら
、
殊
に
散
文
伝
承
に
関
す
る
面
で
は
、
小
林
美
和
氏
の
「
沖
繩
地
方
に

お
け
る
百
合
若
説
話
」
に
私
は
関
心
を
抱
い
た
。
小
林
論
文
は
末
尾
に
「
永

積
（
安
明
）
氏
が
水
納
島
の
伝
承
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
枠
よ
り
も
、
い
ま

少
し
沖
繩
の
百
合
若
伝
承
の
範
囲
を
広
げ
る
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た

よ
う
に
も
思
う
」
と
記
し
て
、
な
お
新
資
料
採
集
の
可
能
性
を
示
し
た
。
こ

れ
は
松
浪
久
子
氏
の
弓
首
の
な
い
影
」
政
」
も
同
様
で
、
す
で
に
記
し
た

少
日
．
ペ
“
＃
＆

五

二



狩
俣
氏
と
も
ど
も
、
若
い
人
灸
が
よ
り
広
い
視
野
か
ら
し
か
も
新
資
料
を
提
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
本
書
の
〈
論
放
編
〉
は
お
お
よ
そ

示
し
て
の
発
言
は
、
爽
や
か
で
あ
る
。
就
中
小
林
論
文
は
先
行
す
る
永
積
安
韻
文
伝
承
に
関
し
て
は
偏
し
て
土
地
の
研
究
者
に
多
く
、
他
方
、
散
文
伝
承

明
氏
の
論
考
を
批
判
し
つ
つ
そ
の
上
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
全
体
に
清
新
な
に
つ
い
て
は
赴
い
て
そ
の
地
に
及
ん
だ
研
究
者
の
側
に
傾
い
て
い
た
か
の
印

批
評
精
神
が
感
じ
ら
れ
て
、
好
ま
し
い
。
し
か
る
に
反
面
、
氏
の
場
合
「
百
象
が
強
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
私
の
よ
う
に
意
識
的
に
仕
分
け
て
読
ん
だ
場

合
若
説
話
」
を
標
傍
し
て
い
な
が
ら
、
何
故
に
は
や
ば
や
と
「
論
を
す
す
め
合
、
そ
の
譽
え
方
は
い
か
に
も
不
様
だ
が
、
土
地
の
研
究
者
の
諭
放
は
な
ゞ
へ

る
便
宜
上
、
一
節
を
設
け
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
各
地
の
百
合
若
伝
承
を
主
て
語
彙
、
語
感
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
基
調
に
こ
れ
を
「
体
験
的
な
生
活
実

と
し
て
昔
話
資
料
集
に
よ
っ
て
」
と
い
っ
た
よ
う
に
「
主
と
し
て
昔
話
資
料
感
に
も
と
づ
い
て
」
整
理
、
構
築
し
、
そ
の
結
果
は
い
う
な
れ
ば
自
己
の
裡

集
」
に
拠
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
正
直
い
っ
て
そ
の
前
提
た
る
「
便
宜
上
」
な
る
沖
繩
に
よ
り
深
く
、
よ
り
沈
潜
し
て
自
足
、
完
結
し
よ
う
と
す
る
趣
き

の
意
味
と
理
由
が
私
に
は
よ
く
判
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
永
積
氏
の
論
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
方
、
そ
こ
に
至
っ
た
旅
人
の
研
究
者
た
ち
は
、

は
も
と
も
と
「
主
と
し
て
昔
話
資
料
集
」
に
拠
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ひ
と
た
び
遭
遇
し
た
異
質
の
対
象
に
向
き
合
っ
て
、
新

は
な
く
、
ま
た
事
実
論
者
自
身
も
こ
こ
で
の
表
題
は
明
ら
か
に
「
百
合
若
説
た
な
感
歎
と
共
に
自
己
覚
醒
の
契
機
を
得
て
い
る
。
そ
こ
で
改
め
て
こ
の
異

話
」
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
に
い
わ
せ
質
の
相
手
を
捕
促
す
る
筆
へ
く
、
具
体
的
な
手
法
と
し
て
は
い
っ
た
い
に
、
主

れ
ば
こ
の
場
合
、
立
論
の
根
拠
に
説
得
力
を
欠
く
憾
み
が
あ
り
、
さ
ら
に
資
題
、
も
し
く
は
型
と
い
っ
た
も
の
を
や
や
図
式
的
に
と
ら
え
、
そ
の
上
で
他

料
処
理
の
段
階
に
あ
っ
て
昔
話
資
料
集
を
主
と
し
た
こ
と
へ
の
自
制
が
最
初
者
と
比
較
し
つ
つ
分
類
、
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
ｌ

に
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
「
百
合
若
説
話
」
も
っ
と
も
、
そ
の
と
き
に
た
と
え
ば
山
下
欣
一
氏
の
よ
う
に
、
実
に
両
様
に

は
早
く
か
ら
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
呼
び
、
か
つ
、
比
較
民
族
学
の
面
か
及
び
、
な
お
独
自
の
位
置
を
確
保
さ
れ
て
い
る
例
も
実
際
に
存
す
る
が
、
こ

ら
も
盛
ん
に
論
議
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
永
積
論
文
の
み
に
拘
泥
す
る
う
し
た
立
場
は
求
め
て
も
容
易
に
叶
え
ら
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
Ｉ
と

こ
と
な
く
、
さ
ら
に
沖
繩
地
方
の
新
資
料
を
発
掘
し
て
、
百
合
若
伝
承
の
研
い
う
具
合
に
私
は
そ
の
お
お
よ
そ
を
理
解
し
た
。
そ
し
て
〈
論
孜
編
〉
の
こ

究
に
刺
戟
を
与
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
う
し
た
在
り
よ
う
は
、
い
ず
れ
福
田
晃
氏
が
「
昔
話
」
の
稿
で
開
口
一
番

「
本
土
に
お
け
る
昔
話
採
集
の
ま
ま
に
、
南
島
を
訪
れ
て
驚
く
の
は
、
そ
の

こ
こ
に
至
っ
て
最
早
紙
幅
に
余
裕
は
な
く
な
っ
た
。
す
で
に
言
い
置
い
た
予
想
以
上
の
風
土
の
違
い
と
と
も
に
、
そ
れ
に
と
も
な
う
言
語
の
差
異
で
あ

よ
う
に
〈
論
放
編
〉
に
対
処
す
る
に
当
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
私
は
窓
意
的
な
る
」
と
い
っ
た
そ
の
一
条
に
尽
き
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら

組
替
え
を
ほ
ど
こ
し
た
。
内
在
す
る
決
定
的
な
理
由
は
那
辺
に
存
す
る
の
か
し
て
、
言
葉
の
壁
に
挑
戦
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
大
冊
を
編
む
に
い
た
っ
た
ま

『
沖
繩
地
方
の
民
間
文
芸
』
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で
の
努
力
に
対
し
て
、
私
共
は
ひ
と
し
く
敬
意
を
表
し
た
い
。

最
後
に
添
え
る
が
、
本
書
の
〈
概
説
編
〉
は
「
昔
話
」
福
田
晃
氏
。
「
伝

説
」
遠
藤
圧
治
氏
。
「
歌
謡
」
比
嘉
実
氏
。
「
諺
’
八
重
山
地
方
の
場
合

ｌ
」
岩
瀬
博
氏
。
以
上
の
四
氏
が
担
当
し
て
い
て
、
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
の
む
ら
・
じ
ゅ
ん
い
ち
国
学
院
大
学
助
教
授
）
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