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フ
ク
ロ
ウ
に
滅
ぼ
さ
れ
た
村

山
　
里
　
純
　
一

は
じ
め
に

　

居
住
者
が
い
な
く
な
っ
た
村
を
廃
村
と
い
う
。
廃
村
と
い
う
現
象
は
過

疎
化
や
村
落
移
動
、
ま
た
自
然
災
害
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て

起
こ
る
が
、
民
話
の
世
界
で
は
、
史
実
と
は
異
な
っ
た
理
由
が
語
ら
れ

る
。
小
稿
で
は
、
八
重
山
地
方
で
の
み
聴
取
さ
れ
る
、
フ
ク
ロ
ウ
が
村
を

滅
ぼ
す
話
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
野
底
御
嶽
の
ツ
カ
サ
を
め
ぐ
る
二
つ
の
民
話

　

野
底
御
嶽
と
は
野
底
村
に
あ
っ
た
御
嶽
す
な
わ
ち
拝
所
の
こ
と
で
、
ツ

カ
サ
と
は
御
嶽
の
神
に
奉
仕
す
る
女
性
神
役
を
い
う
。
そ
の
野
底
村
は
、

一
七
三
二
年
（
雍
正
一
〇
）
に
首
里
王
府
に
よ
っ
て
、
黒
島
か
ら
四
〇
〇

人
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
て
石
垣
島
の
北
方
に
新
た
に
建
て
ら
れ
た
村
で

あ
る（

1
（

。
こ
の
強
制
移
住
に
よ
る
村
建
て
は
、
黒
島
に
住
む
マ
ー
ペ
ー
と
カ

ニ
ム
イ
と
い
う
二
人
の
男
女
の
う
ち
、
女
の
マ
ー
ペ
ー
の
み
が
移
住
す
る

こ
と
に
な
り
、
マ
ー
ペ
ー
は
毎
日
、
野
底
地
域
で
一
番
高
い
野
底
岳
の
頂

上
に
登
っ
て
、
カ
ニ
ム
イ
の
い
る
黒
島
を
見
よ
う
と
す
る
が
、
オ
モ
ト
山

に
遮
ら
れ
て
見
え
ず
、
失
意
の
う
ち
に
石
と
化
し
た
と
い
う
「
野
底
マ
ー

ペ
ー
伝
説
」
を
生
み
、
八
重
山
民
謡
「
チ
ィ
ン
ダ
ラ
節
」
で
も
歌
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
野
底
村
の
女
性
神
役
と
村
人
と
の
葛
藤
を
背
景
と
し
た
民
話
が
、

石
垣
市
の
白
保
と
登
野
城
の
両
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

①
白
保
の
「
野
底
御
嶽
の
ツ
カ
サ（

（
（

」

　
　

�　

え
ー
、
野
底
の
ス
カ
サ
（
司
）、
昔
、
野
底
（
村
）
に
野
原
の
ス

カ
サ
と
い
う
願
い
（
を
す
る
）
人
が
い
た
。
こ
の
人
の
願
う
こ
と
が

全
く
通
ら
な
い
の
で
、
村
の
人
た
ち
は
、

　
　

�「
あ
あ
、
こ
の
人
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
言
っ
て
、
こ
の

野
底
の
ス
カ
サ
を
信
用
す
る
人
は
い
な
い
。
そ
れ
に
、

　
　

�「
野
底
の
ス
カ
サ
の
願
っ
た
も
の
は
み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
」
と
、

ス
カ
サ
を
叱
っ
た
の
で
、
こ
の
ス
カ
サ
は
立
腹
し
て
、
自
分
の
子
ど

も
に
、

　
　

�「
も
し
私
が
死
ね
ば
、
村
の
後
方
の
寅
の
方
角
（
北
東
）
の
丘
の
上

に
、
私
の
墓
を
造
り
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
、（
子
ど
も
は
）

　
　
「（
ど
う
し
て
）
そ
こ
に
墓
を
造
る
の
か
」
と
（
聞
い
た
ら
）、

　
　

�「
い
や
、
村
、
野
底
村
で
は
、
も
う
、
叱
ら
れ
て
お
れ
な
い
の
で
、

野
底
村
を
自
分
が
食
べ
て
〈
滅
ぼ
し
て
〉
し
ま
う
か
ら
。
こ
の
奴
ら

は
た
だ
で
は
お
か
な
い
か
ら
」
と
言
っ
た
。

　
　

�　

野
底
の
人
た
ち
は
、
こ
の
人
が
死
ん
だ
の
で
、
ス
カ
サ
が
死
ん
だ

の
で
、

　
　

�「
あ
あ
、
こ
の
人
の
墓
は
フ
キ
ド
ー
川
の
北
隅
の
石
が
ま
〈
洞
穴
〉

に
持
っ
て
行
っ
て
お
け
」
と
。
そ
し
た
ら
、
野
底
村
は
そ
れ
か
ら
栄

え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
野
底
の
ス
カ
サ
は
、
自
分
の
村
の
人

を
、
島
の
人
を
食
べ
て
し
ま
お
う
と
し
た
ら
、
自
分
が
食
わ
れ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
話
。
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話
者
は
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
生
ま
れ
の
米
盛
一
雄
氏
で
あ
る
。

ス
カ
サ
と
は
ツ
カ
サ
と
同
じ
女
性
神
役
の
こ
と
で
あ
る
。
村
人
は
こ
の
ス

カ
サ
の
言
う
こ
と
を
信
用
せ
ず
、
け
な
し
て
ば
か
り
い
た
。
こ
れ
に
腹
を

立
て
た
ス
カ
サ
は
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
村
人
を
食
っ
て
し
ま
お
う
と
考

え
、
息
子
に
、
墓
は
北
東
の
高
台
に
造
る
よ
う
に
遺
言
す
る
。
し
か
し
村

人
は
ス
カ
サ
を
フ
キ
ド
ー
川
の
北
隅
の
洞
穴
に
葬
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
村

は
栄
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

ス
カ
サ
が
自
分
の
墓
を
村
の
北
東
の
丘
の
上
に
造
ら
せ
よ
う
と
し
た
の

は
、
怨
霊
と
な
っ
て
村
を
滅
ぼ
す
に
は
村
を
見
下
ろ
す
高
台
の
方
が
有
利

と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
村
人
は
ス
カ
サ
の
骨
を
洞
窟
に
閉

じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
逃
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

②
登
野
城
の
「
ツ
ク
グ
ル
に
滅
ぼ
さ
れ
た
村（

3
（

」。

　
　

�　

野
底
の
近
く
に
吹ふ
き
ど
う
が
わ

通
川
と
い
う
川
が
あ
る
。
そ
の
川
の
近
く
に

ね
、
昔
、
村
が
あ
っ
た
そ
う
だ
よ
。
村
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
御
嶽
の

　
　

�

司つ
か
さと
い
う
の
が
住
ん
で
お
っ
た
。
司
と
い
う
の
は
ね
、
こ
こ
で
は
御

嶽
に
仕
え
る
女
、
神
に
仕
え
る
人
の
こ
と
だ
よ
。

　
　

�　

ど
う
い
う
訳
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
村
で
は
ね
、
司
を
大

変
い
じ
め
て
い
た
ら
し
い
。
い
じ
め
て
ね
、
と
う
と
う
い
じ
め
殺
し

て
。
で
、
こ
れ
を
吹
通
川
の
川
岸
に
棄
て
た
と
い
う
こ
と
だ
よ
。
そ

う
す
る
と
、
そ
の
晩
、
ツ
ク
グ
ル
の
群
れ
が
村
を
襲
っ
て
、
家
に
入

り
込
ん
で
寝
て
お
る
人
々
の
目
を
え
ぐ
っ
て
喰
っ
た
と
い
う
こ
と
で

ね
。
こ
の
村
で
は
暮
ら
し
て
い
け
な
い
と
、
み
ん
な
そ
こ
か
ら
逃
げ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
。

　

話
者
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
年
生
ま
れ
の
牧
野
清
氏
で
あ
る
。

吹
通
川
（
フ
キ
ド
ー
カ
ー
ラ
）
と
は
、
石
垣
島
の
於
茂
登
山
系
の
一
つ
野

底
岳
の
南
方
を
水
源
と
し
、
島
の
北
側
東
シ
ナ
海
沿
い
の
フ
キ
ド
ー
浜
へ

流
れ
注
ぐ
、
全
長
一
、五
メ
ー
ト
ル
の
川
で
あ
る
か
ら
、
吹
通
川
の
近
く

に
あ
っ
た
村
と
言
え
ば
野
底
村
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
御
嶽
の
ツ
カ
サ
と
は

野
底
御
嶽
の
ツ
カ
サ
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
村
人
に
い
じ
め

ら
れ
、
と
う
と
う
い
じ
め
殺
さ
れ
た
野
底
御
嶽
の
ツ
カ
サ
は
ツ
ク
グ
ル

（
フ
ク
ロ
ウ
）
に
化
し
て
村
を
襲
い
、
村
人
を
殺
し
た
た
め
、
村
人
は
村

を
捨
て
て
逃
げ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
民
話
は
、
村
人
と
御
嶽
の
ス
カ
サ
（
ツ
カ
サ
）
の
葛
藤
を

語
る
部
分
は
同
じ
で
あ
る
が
、
①
は
、
ス
カ
サ
は
死
ん
で
村
人
に
復
讐
し

よ
う
す
る
が
、
村
人
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、
村
は
栄
え
た
、
②
は
、
ツ
カ

サ
は
死
ん
で
ツ
ク
グ
ル
に
化
し
村
人
に
復
讐
し
、
村
は
滅
ん
だ
、
と
、
異

な
っ
た
結
末
に
な
っ
て
い
る
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
ツ
カ
サ
に
な
る
べ
き
人
で
な
い
と
言
っ
て
批
判
さ

れ
た
り
、
御
嶽
行
事
を
め
ぐ
っ
て
ツ
カ
サ
の
考
え
と
村
人
の
考
え
が
合
わ

ず
対
立
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
昔
の
野
底
村
で
も
同
様
な
こ
と
が
起
き
、

そ
の
話
が
他
の
地
域
に
伝
わ
り
、
民
話
と
し
て
別
々
に
伝
承
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
一
七
三
二
年
に
創
建
さ
れ
た
野
底
村
は
、
一
七
七
一
年
に
八

重
山
地
方
を
襲
っ
た
大
津
波
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
人
口
は
五
九
九

人
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
創
建
当
時
の
四
二
五
人
に
比
べ
る
と
、
人
口
は

一
七
四
人
も
増
加
し
て
お
り
、
村
は
発
展
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
大
津
波
で
も
大
き
な
被
害
は
受
け
て
い
な
い
の
で（

（
（

、
村
は
し
ば
ら
く
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は
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
野
底
村
の
動
向
が
わ
か
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
、

一
八
九
三
年
（
明
治
二
六
）
に
野
底
村
を
訪
れ
た
笹
森
儀
助
は
、
そ
の
著

『
南
島
探
験
』
に
お
い
て
「
戸
数
十
、
人
口
二
十
五
人
、
男
十
二
人
女

十
三
人
、
夫
婦
四
揃
、
他
は
寡
独
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
。
一
七
七
一
年

以
降
、
百
二
十
余
年
の
間
に
人
口
が
徐
々
に
減
っ
て
い
っ
て
こ
う
な
っ
た

の
か
、
何
ら
か
の
原
因
で
急
激
な
人
口
減
少
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
は
不

明
だ
が
、
と
も
か
く
明
治
の
半
ば
頃
に
は
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
に
大
部
分
は
伊
原
間
に
移
住
し
、
最
後
ま

で
残
っ
た
一
人
の
女
性
も
一
九
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
字
新
川
へ
引
っ
越

し
、
野
底
村
は
事
実
上
廃
村
に
な
っ
た（

（
（

。

　

二
つ
の
民
話
の
結
末
が
、
こ
う
し
た
野
底
村
の
歴
史
と
関
わ
っ
て
い
る

か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
②
の
登
野
城
の
民
話
は
野
底
村
廃
村
の
理

由
と
し
て
、
ツ
ク
グ
ル
（
フ
ク
ロ
ウ
）
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
フ
ク
ロ
ウ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ク
ロ
ウ
が
村
を
滅
ぼ

し
た
と
い
う
伝
承
は
西
表
島
に
も
あ
る
。

二
　
大
竹
祖
納
堂
を
め
ぐ
る
民
間
伝
承

　

一
五
〇
〇
年
の
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
の
乱
が
起
き
る
前
、
八
重
山
各
地
に

有
力
者
が
い
て
群
雄
割
拠
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
。
西
表
島
祖
納
村
に
は

慶
来
慶
田
城
用
緒
が
い
た
が
、
そ
の
慶
来
慶
田
城
用
緒
の
一
世
紀
ほ
ど
前

に
、
西
表
西
部
に
オ
ハ
タ
ケ
祖
納
堂
儀
佐
と
い
う
豪
傑
が
い
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
人
物
が
死
ん
だ
後
、
そ
の
屋
敷
跡
に
建
て
ら
れ
た
の
が
今

の
大
竹
御
嶽
で
、『
八
重
山
島
由
来
記
』（
一
七
〇
五
年
）
に
は
「
を
は
た

け
根
所
」
の
由
来
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

を
は
た
け
根
所　

神
名　

な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
の
神
名　

を
た
い
か
ね
ま
せ
と
神

　
　

�

右
由
来
は
、
上
代
、
当
島
西
表
村
・
祖
納
堂
と
云
ふ
人
あ
り
。
其
高

六
尺
余
高
に
し
て
、
勇
力
人
に
勝
た
る
人
に
て
、
を
は
た
け
と
云
所

に
家
を
作
り
け
る
。
或
時
、
晴
天
に
森
に
登
、
四
方
の
景
気マ
ゝ

を
見
渡

す
に
、
西
の
方
に
島
蔭
幽
に
相
見
得
け
れ
は
、
兵
船
用
意
に
て
勇
力

の
者
十
数
人
相
語
ひ
、
順
風
に
帆
を
掲
け
与
那
国
島
に
渡
り
、
相
戦

ひ
討
勝
、
島
酋
長
の
者
二
三
人
生
捕
り
降
参
さ
せ
、
後
に
、
悪
鬼
納

か
な
し
御
手
に
入
け
る
時
、
其
由
奉
奏
た
る
由
、
申
伝
也
。
依
之
、

与
那
国
船
当
島
往
還
の
時
は
、
西
表
島
に
潮
掛
り
い
た
し
、
彼
を
は

た
け
家
の
火
神
を
拝
み
申
事
、
今
迄
有
来
る
也
。

　

こ
れ
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①�

大
竹
祖
納
堂
は
、
高
山
に
登
り
西
方
を
見
て
、
遙
か
遠
く
に
島
影
ら

し
き
も
の
を
発
見
す
る
。

　

②�

精
兵
数
十
人
を
連
れ
て
遠
征
し
、
与
那
国
島
の
酋
長
等
二
三
人
を
捕

捉
す
る
。

　

③�

八
重
山
が
首
里
王
府
の
支
配
下
に
入
っ
た
時
に
、
そ
の
こ
と
を
報
告

し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

④�
与
那
国
の
船
が
当
島
を
往
復
す
る
時
に
は
、
必
ず
西
表
島
に
寄
港

し
、
祖
納
堂
家
の
火
の
神
を
拝
む
。

　

こ
の
御
嶽
の
由
来
譚
は
オ
ハ
タ
ケ
祖
納
堂
儀
佐
の
英
雄
伝
説
と
重
な
っ

て
い
て
、
首
里
王
府
が
編
纂
し
た
『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）・
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『
遺
老
説
伝
』（
一
八
世
紀
初
期
）・『
琉
球
国
旧
記
』（
一
七
三
一
年
）
に

も
見
え
る
。『
遺
老
説
伝
』
と
『
琉
球
国
旧
記
』
で
は
、
上
記
の
③
に
お

い
て
、
報
告
し
た
の
は
「
祖
納
堂
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
と
と
も

に
、「
遂
に
中
山
轄
下
の
地
と
為
る
」
と
い
う
語
が
追
記
さ
れ
、
④
で
は

与
那
国
船
の
「
当
島
往
還
の
時
」
が
「
八
重
山
に
往
来
す
る
時
」
と
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。

　

ま
た
『
日
本
名
勝
地
誌
』
琉
球
之
部
で
は
、
大
竹
儀
佐
の
与
那
国
征
討

に
触
れ
、
以
後
、
与
那
国
島
の
島
民
が
毎
年
貢
物
と
し
て
ム
シ
ロ
を
祖
納

村
に
送
り
、
大
竹
家
に
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
献
説
話
の
他
に
、
大
竹
祖
納
堂
儀
佐
に
関
す
る
民
間
伝
承

も
存
在
し
、
西
表
島
出
身
で
、
明
治
・
大
正
生
ま
れ
の
人
か
ら
聴
取
さ
れ

て
い
る
。
文
献
説
話
と
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
民
間
説
話
を
整
理
す
る
と
次

表
の
よ
う
に
な
る
。

表
　［
大
竹
祖
納
堂
］
伝
承
比
較

発　
　
　

端

展　

開　

1

展　

開　

（

結　
　
　

末

Ａ

大
竹
祖
納
堂
が
一
人
高
山
に
登
り
、

西
方
、
遙
か
遠
く
に
雲
の
よ
う
な
島

影
を
発
見
す
る
。

精
兵
数
十
人
を
連
れ
て
遠
征
し
、
与
那

国
島
の
酋
長
等
二
三
人
を
捕
捉
す
る
。

中
山
に
具
奏
し
、
与
那
国
船
、
八
重
山

往
還
の
時
、
必
ず
西
表
島
に
寄
港
し
、

祖
納
堂
家
の
火
の
神
を
拝
む
。

Ｂ

大
竹
儀
佐
、
高
丘
に
登
っ
て
四
方
を

眺
望
し
、
四
方
に
、
雲
の
如
く
山
の

如
く
、
烟
の
如
く
見
え
る
も
の
を
島

と
確
信
し
、
渡
島
す
る
。

食
人
の
悪
風
を
改
め
る
た
め
、
従
う
者

を
臣
と
し
、
抵
抗
す
る
者
を
惨
殺
し
、

与
那
国
島
を
征
服
す
る
。

与
那
国
島
の
島
民
、
儀
佐
に
臣
従
し
、

毎
年
貢
物
と
し
て
ム
シ
ロ
を
祖
納
村
に

送
り
、
大
竹
家
に
納
め
る
。

Ｃ

大
竹
祖
納
堂
は
南
端
の
高
台
の
森
か

ら
西
方
に
島
影
を
見
出
す
。

・�

夜
間
一
人
で
与
那
国
島
に
渡
り
、
そ

こ
で
は
食
人
の
風
習
が
あ
る
こ
と
を

知
る
。

・�

ブ
ナ
リ
は
、
長
い
髪
の
毛
を
船
の
後

ろ
に
結
び
、
船
足
が
遅
く
な
っ
て
夜

明
け
に
帰
宅
し
た
た
め
兄
の
行
方
を

知
り
、
航
海
の
安
全
を
祈
願
す
る
。

・�

祖
納
堂
は
、
住
民
か
ら
撰
ん
だ
有
力

者
数
十
人
を
率
い
て
与
那
国
島
を
征

伐
し
、
悪
習
を
改
め
さ
せ
る
。

殺
さ
れ
た
人
々
の
悪
霊
が
木
菟
（
み
み

ず
く
）
の
群
と
な
っ
て
、
与
那
国
の
東

崎
を
飛
び
立
ち
、
祖
納
村
に
向
か
う
。

ブ
ナ
リ
の
祈
願
に
よ
っ
て
北
か
ら
の
突

風
が
吹
き
、
木
蒐
は
南
の
ヌ
ー
バ
ン

（
野
原
）
に
着
く
。
そ
し
て
近
く
の
ピ

サ
ド
ゥ
ー
村
を
祖
納
村
と
誤
っ
て
襲

い
、
村
を
滅
ぼ
す
。

3（
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民
間
に
お
け
る
大
竹
儀
佐
の
伝
承
で
は
、
与
那
国
島
を
征
伐
し
た
こ
と

を
中
山
に
報
告
し
た
こ
と
や
、
与
那
国
船
が
寄
港
し
祖
納
堂
の
火
の
神
を

拝
む
話
、
与
那
国
の
島
民
か
ら
大
竹
家
へ
貢
物
と
し
て
ム
シ
ロ
を
納
め
た

話
が
消
え
、（
ａ
）
祖
納
堂
の
与
那
国
島
往
還
と
ブ
ナ
リ
（
姉
妹
）
の
話

や
、（
ｂ
）
フ
ク
ロ
ウ
の
襲
撃
の
話
が
加
わ
る
。

　

す
な
わ
ち
（
ａ
）
は
、
祖
納
堂
が
毎
晩
「
魚
を
捕
り
に
行
く
」
と
言
っ

て
出
か
け
、
夜
明
け
前
に
帰
宅
す
る
の
を
不
審
に
思
っ
た
ブ
ナ
リ
は
自
身

の
長
い
髪
の
毛
を
船
尾
に
結
ぶ
。
そ
の
た
め
に
船
足
が
遅
く
な
っ
て
夜
が

Ｄ

大
竹
祖
納
堂
は
西
の
方
に
与
那
国
と

思
わ
れ
る
島
が
見
え
た
の
で
、
出
か

け
る
。

与
那
国
島
の
島
民
と
口
論
に
な
り
、
殺

す
。

亡
霊
が
マ
ヤ
チ
コ
ー
と
な
っ
て
祖
納
堂

の
後
を
追
う

マ
ヤ
チ
コ
ー
が
途
中
で
引
き
返
し
た
た

め
祖
納
堂
は
助
か
る
。

Ｅ

大
竹
祖
納
堂
と
い
う
人
が
、
皆
が
寝
て

い
る
夜
中
に
与
那
国
島
へ
渡
り
、
味
方

を
助
け
、
手
向
か
う
悪
者
を
皆
殺
し
に

し
た
。

殺
さ
れ
た
人
々
の
霊
が
チ
コ
フ
ー
と
化

し
て
、
復
讐
す
る
た
め
に
祖
納
村
に

や
っ
て
く
る
。

・�

祖
納
堂
が
ク
バ
の
葉
の
う
ち
わ
で
扇

ぐ
と
南
の
方
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
ピ

ラ
ド
ー
村
に
落
ち
、
そ
こ
の
人
々
を

皆
食
い
殺
し
た
。

・�

土
鍋
を
被
り
、
土
鍋
の
か
け
ら
を
投

げ
つ
け
た
老
婆
の
み
助
か
る
。

・�

ピ
ラ
ド
ー
村
に
人
が
い
な
く
な
り
廃

村
と
な
る
。

Ｆ

大
竹
祖
納
堂
が
西
の
水
平
線
上
に
見

え
る
雲
を
島
影
で
は
な
い
か
と
疑

う
。

・�

祖
納
堂
は
家
族
に
「
夜
釣
り
と
行

く
」
と
言
っ
て
毎
夜
出
か
け
早
朝
に

帰
っ
て
く
る
が
、
ブ
ナ
リ
は
真
相
を

聞
か
ず
に
、
ひ
た
す
ら
兄
の
無
事
を

祈
り
続
け
る
。

・�

ブ
ナ
リ
の
祈
願
の
お
か
げ
で
与
那
国

征
討
に
成
功
す
る
。

Ａ
：『
八
重
山
島
由
来
記
』（
一
七
〇
五
年
）・『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）・『
琉
球
国
旧
記
』（
一
七
三
一
年
）・『
遺
老
説
伝
』（
一
七
四
五
年
）

Ｂ
：
田
山
花
袋
編
『
日
本
名
勝
地
誌
』
第
十
一
編
琉
球
之
部
、
博
文
館
、
一
九
〇
一
年
。

Ｃ
：
星
勲
（
祖
納
出
身
・
明
治
三
八
年
生
）
星
勲
『
西
表
島
の
む
か
し
話
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
〇
年
。

Ｄ
：
那
根
弘
（
祖
納
出
身
・
明
治
四
四
年
生
）
狩
俣
恵
一
・
丸
山
顕
徳
『
西
表
島
・
黒
島
・
波
照
間
島
の
伝
説
・
昔
話
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

Ｅ
：
川
平
永
美
・
安
渓
貴
子
・
安
渓
遊
地
『
崎
山
節
の
ふ
る
さ
と
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
〇
年
。

Ｆ
：
那
根
フ
ジ
（
祖
納
出
身
・
大
正
一
〇
年
生
）
狩
俣
恵
一
・
丸
山
顕
徳
『
西
表
島
・
黒
島
・
波
照
間
島
の
伝
説
・
昔
話
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

3（
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明
け
て
帰
っ
て
来
た
の
で
、
ブ
ナ
リ
は
祖
納
堂
が
与
那
国
島
に
出
か
け
て

い
た
こ
と
を
知
る
。
以
後
、
ブ
ナ
リ
は
祖
納
堂
の
た
め
に
祈
願
し
、
そ
の

お
か
げ
で
祖
納
堂
は
目
的
を
果
た
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た

（
ｂ
）
は
、
与
那
国
島
で
祖
納
堂
に
殺
さ
れ
た
人
の
霊
が
フ
ク
ロ
ウ
と
化

し
て
祖
納
村
を
襲
う
た
め
に
飛
来
し
て
き
た
と
言
い
、
話
者
に
よ
り
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

Ｃ
で
は
、
祖
納
堂
自
身
が
呪
文
を
唱
え
ク
バ
の
葉
の
う
ち
わ
で
扇
ぐ

と
、
木み
み
ず
く菟
は
南
の
方
へ
押
し
流
さ
れ
て
、
ヌ
ー
バ
ン
（
野
原
）
に
着
き
、

近
く
の
ピ
サ
ド
ゥ
ー
村
と
祖
納
村
と
誤
っ
て
襲
い
、
村
を
滅
ぼ
す
。

　

Ｄ
で
は
、
ブ
ナ
リ
の
祈
願
に
よ
っ
て
マ
ヤ
チ
コ
ー
が
途
中
で
引
き
返
し

た
た
め
、
祖
納
堂
は
助
か
る
。

　

Ｅ
で
は
、
ブ
ナ
リ
の
祈
願
に
よ
っ
て
風
が
急
に
北
風
に
変
わ
り
、
そ
の

う
ち
突
風
が
吹
い
て
梟
は
南
の
方
に
押
し
流
さ
れ
て
、
崎
山
半
島
の
ヌ
ー

パ
ン
（
野
原
）
に
着
き
、
近
く
の
ピ
サ
ド
ゥ
ー
村
と
祖
納
村
と
誤
っ
て
襲

い
、
村
を
滅
ぼ
す
。
し
か
し
一
人
の
老
婆
は
、
土
鍋
を
被
り
、
土
鍋
の
か

け
ら
を
投
げ
つ
け
助
か
る
が
、
ピ
ラ
ド
ゥ
ー
村
は
廃
村
と
な
る
。

　

Ｆ
の
場
合
は
特
に
（
ｂ
）
に
つ
い
て
の
話
は
な
い
。

　

伝
承
の
過
程
で
付
け
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
話
の
中
で
、

本
題
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
殺
さ
れ
た
人
の
霊
が
フ
ク
ロ
ウ

（
木
菟
・
マ
ヤ
チ
コ
ー
・
チ
コ
フ
ー
）
に
化
し
、
仕
返
し
の
た
め
に
祖
納

村
を
襲
お
う
と
や
っ
て
き
た
が
、
風
に
煽
ら
れ
て
南
の
方
の
崎
山
半
島
の

南
岸
あ
っ
た
ピ
サ
ド
ー
村
を
祖
納
村
と
誤
っ
て
襲
い
、
滅
ぼ
し
た
と
い
う

部
分
で
あ
る
。
Ｅ
の
川
平
永
美
氏
（
明
治
三
六
年
生
ま
れ
）
に
よ
る
語
り

を
『
崎
山
節
の
ふ
る
さ
と
』
に
よ
っ
て
掲
げ
よ
う
。

　
　

�

む
か
し
西
表
祖
納
村
の
大
竹
祖
納
堂
儀
佐
が
与
那
国
島
を
征
伐
し
、

て
む
か
う
悪
者
ど
も
を
う
ち
殺
し
ま
し
た
。
こ
の
時
殺
さ
れ
た
与
那

国
島
の
人
々
の
霊
が
チ
コ
フ
ー
と
化
し
て
大
群
を
な
し
て
海
を
渡
っ

て
祖
納
村
を
襲
い
、
怨
念
を
は
ら
そ
う
と
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
し

か
し
大
竹
祖
納
堂
儀
佐
は
な
か
な
か
の
物
知
り
で
占
い
を
た
て
て
早

く
も
こ
の
こ
と
を
察
知
し
、
チ
コ
フ
ー
の
大
群
に
向
か
っ
て
呪
文
を

と
な
え
な
が
ら
ク
バ
（
ビ
ロ
ウ
）
の
葉
の
大
う
ち
わ
を
あ
お
い
で
風

を
起
こ
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
う
ち
わ
の
風
は
す
ご
い
大
風
と
な
っ

て
、
つ
い
に
そ
の
大
群
を
遠
く
の
南
の
方
へ
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
チ
コ
フ
ー
た
ち
は
祖
納
村
に
入
る
こ
と
が
で
き

ず
に
南
の
崎
山
半
島
南
岸
の
ビ
ラ
ド
ー
村
を
襲
い
、
人
々
を
食
い
殺

し
ま
し
た
。
し
か
し
お
ば
あ
さ
ん
が
た
だ
一
人
土
鍋
を
か
ぶ
っ
て
隠

れ
、
近
寄
る
チ
コ
フ
ー
に
土
鍋
の
か
け
ら
を
た
た
き
つ
け
て
殺
し
、

助
か
り
ま
し
た
。
ビ
ラ
ド
ー
村
は
、
こ
の
時
に
人
が
い
な
く
な
り
廃

村
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　

�　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
西
表
島
で
は
チ
コ
フ
ー
が
な

く
と
「
チ
ビ
ナ
ビ　

ヌ　

カ
キ
ン
ナ　

ミ
ン
ダ　

チ
ク
ン
ド
ー
（
土

鍋
の
か
け
ら
で
目
玉
を
く
り
ぬ
く
ぞ
）」
と
呪
文
を
と
な
え
、
チ
コ

フ
ー
は
こ
れ
を
き
く
と
驚
い
て
逃
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

ピ
ラ
ド
ー
村
は
ピ
サ
イ
シ
村
と
も
呼
ば
れ
、
西
表
島
の
崎
山
村
と
鹿か
の

川か

村
の
間
、
崎
山
半
島
の
南
西
海
岸
沿
い
に
あ
る
ピ
サ
石
付
近
の
丘
陵
地
帯

に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
記
録
に
は
全
く
表
れ
な
い
た
め
、
い
つ
建
て
ら

れ
、
い
つ
廃
村
に
な
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
が
、
ピ
ラ
ド
ー
と
い
う
地
名

33
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に
由
来
す
る
村
名
の
伝
承
や
村
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
の
で（

6
（

、

存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

大
竹
祖
納
堂
の
伝
承
の
中
で
は
、
祖
納
村
を
襲
う
た
め
に
や
っ
て
き
た

チ
コ
フ
ー
は
祖
納
堂
の
呪
術
に
よ
っ
て
吹
き
流
さ
れ
て
崎
山
半
島
南
岸
の

ビ
ラ
ド
ー
村
を
襲
っ
た
と
い
う
が
、（
Ｃ
）
で
は
ま
ず
ヌ
ー
バ
ン
に
着

き
、
近
く
の
ピ
サ
ド
ー
村
を
襲
っ
て
い
る
。
ヌ
ー
バ
ン
と
は
崎
山
半
島
の

西
端
の
野
原
を
言
い
、
近
く
に
は
後
に
廃
村
と
な
る
崎
山
村
も
あ
っ
た（

7
（

。

し
か
し
襲
撃
さ
れ
た
の
が
崎
山
村
で
は
な
く
、
ピ
サ
ド
ー
村
で
あ
っ
た
の

は
な
ぜ
か
。
祖
納
堂
儀
佐
の
時
代
に
崎
山
村
は
ま
だ
村
建
て
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
措
く
と
し
て
も
、
殺
さ
れ
た
人
間
の
霊

が
フ
ク
ロ
ウ
に
化
し
て
、
殺
し
た
人
間
に
仕
返
し
を
し
、
そ
の
た
め
村
は

滅
ぶ
と
い
う
話
の
内
容
は
、
石
垣
島
の
「
ツ
ク
グ
ル
に
滅
ぼ
さ
れ
た
村
」

と
似
て
い
る
。
し
か
し
仕
返
し
の
相
手
は
島
民
を
殺
し
た
祖
納
堂
お
よ
び

祖
納
村
の
は
ず
が
、
風
に
煽
ら
れ
て
た
ま
た
ま
着
い
た
ピ
サ
ド
ー
村
の

人
々
で
、
そ
の
た
め
ピ
サ
ド
ー
村
は
廃
村
に
な
る
。
ピ
サ
ド
ー
村
に
と
っ

て
は
気
の
毒
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
が
、
西
表
島
の
伝
承
に
も
廃
村
と
フ

ク
ロ
ウ
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。

　

な
お
本
話
で
は
最
後
は
フ
ク
ロ
ウ
を
追
い
払
う
「
呪
文
」
の
由
来
に

な
っ
て
い
る
。
沖
縄
で
は
フ
ク
ロ
ウ
が
屋
敷
内
で
鳴
い
た
ら
こ
の
家
に
災

厄
が
起
こ
る
か
死
者
が
出
る
と
言
わ
れ（

8
（

、
フ
ク
ロ
ウ
は
忌
み
嫌
わ
れ
る
鳥

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ク
ロ
ウ
の
鳴
き
声
が
す
る
と
、
屋
敷
内
に
入
っ

て
こ
な
い
よ
う
に
追
い
払
っ
た
。
こ
の
時
、
フ
ク
ロ
ウ
に
向
か
っ
て
「
チ

ビ
ナ
ビ　

ヌ　

カ
キ
ン
ナ　

ミ
ン
ダ　

チ
ク
ン
ド
ー
」
と
言
っ
た
と
い
う

が
、
こ
の
種
の
「
呪
文
」
は
他
の
地
域
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ
と
は
な

く（
（
（

、
崎
山
村
独
特
の
伝
承
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

民
話
の
中
で
登
場
す
る
石
垣
島
の
野
底
村
を
滅
ぼ
し
た
ツ
ク
グ
ル
も
、

西
表
島
の
ピ
ラ
ド
ー
村
を
滅
ぼ
し
た
チ
コ
フ
ー
も
、
フ
ク
ロ
ウ
の
種
類
で

い
え
ば
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
で
あ
る（
（1
（

。
そ
も
そ
も
フ
ク
ロ
ウ
が
人

を
攻
撃
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
集
団
行
動
を
取
る
こ
と
も
な
い
が
、
八

重
山
に
お
い
て
フ
ク
ロ
ウ
の
一
種
マ
ヤ
ツ
ク
グ
ル
は
「
後
世
（
あ
の
世
）

の
使
い
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
村
が
滅
ぶ
こ
と
を
人
間
が
死
ぬ

こ
と
と
同
様
に
考
え
、
廃
村
の
原
因
と
し
て
フ
ク
ロ
ウ
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ

れ
た
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）�『
八
重
山
島
年
来
記
』。
ま
た
一
七
三
二
年
に
は
、
野
底
村
の
他
に
、
桃
里

村
（
石
垣
島
）、
高
那
村
（
西
表
島
）
も
同
時
に
村
建
て
を
命
じ
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
て
で
き
た
新
村
は
、
過
酷
な
開
墾
労
働
と
マ
ラ
リ
ア
に
よ
っ

て
、
徐
々
に
人
口
が
減
り
、
つ
い
に
は
廃
村
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
。

（
（
）�

石
垣
市
史
研
究
資
料
7
『
白
保
の
民
話
』
1
、
石
垣
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
一
八
年
。

（
3
）�

琉
球
の
伝
承
文
化
を
歩
く
（
『
八
重
山
・
石
垣
島
の
伝
説
・
昔
話
（
二
）

―
登
野
城
・
大
川
・
石
垣
・
新
川
―
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
）。

（
（
）�
八
重
山
の
行
政
庁
「
蔵
元
」
か
ら
首
里
王
府
に
提
出
さ
れ
た
『
大
波
之
時

各
村
之
形な

り

行ゆ
き

書し
よ

』
に
よ
れ
ば
、
二
四
人
は
溺
死
し
た
も
の
の
、
五
七
五
人

は
生
き
残
り
、
村
や
御
嶽
に
被
害
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（
）�『
石
垣
島
白
保
以
北
の
旧
村
々
』（
八
重
山
文
化
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）

3（



―� ―

（　　）8

一
六
六
頁
。

（
6
）�

安
渓
遊
地
・
安
渓
貴
子
編
『
崎
山
節
の
ふ
る
さ
と
』（
ひ
る
ぎ
社
、

一
九
九
〇
年
）
五
九
頁
。

（
7
）�『
八
重
山
島
年
来
記
』
に
は
乾
隆
二
十
年
（
一
七
五
五
年
）
の
こ
と
と
し

て
、
網
取
村
よ
り
六
二
人
、
鹿
川
村
よ
り
九
二
人
、
波
照
間
島
よ
り

二
八
〇
人
、
祖
納
村
よ
り
一
〇
人
を
移
し
て
崎
山
村
を
新
た
に
建
て
た
と

あ
る
。
そ
の
崎
山
村
が
事
実
上
の
廃
村
に
な
っ
た
の
は
一
九
四
八
年
（
昭

和
二
三
）
で
あ
る
。

（
8
）�

島
袋
源
七
『
山
原
の
土
俗
』
二
一
四
頁
、
郷
土
研
究
社
、
一
九
二
九
年
。

（
（
）�

た
だ
石
垣
市
大
浜
で
は
、
フ
ク
ロ
ウ
に
向
か
っ
て
「
お
前
は
、
何
か
意
図

で
も
あ
る
の
か
、
誰
か
ら
言
わ
れ
て
こ
こ
に
来
た
の
か
」
と
い
う
よ
う
な

言
葉
を
発
し
て
石
を
投
げ
た
と
い
う
（『
大
浜
村
誌
』）
六
一
七
頁
）。

（
10
）�

琉
球
列
島
に
は
、
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
、
ア
オ
バ
ズ
ク
、
オ
オ
コ

ノ
ハ
ズ
ク
の
三
種
類
の
フ
ク
ロ
ウ
が
生
息
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
う

ち
八
重
山
諸
島
に
生
息
す
る
の
は
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
コ
ノ
ハ
ズ
ク
と
ア
オ
バ

ズ
ク
で
あ
る
。
石
垣
方
言
で
は
、
前
者
を
、
猫
の
よ
う
な
鳴
き
声
を
す
る

こ
と
か
ら
マ
ヤ
ツ
ク
グ
ル
と
呼
ん
で
い
る
。
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