
                           

 
第 23 便 

2022.2.1 
 

塩田平民話研究所 
 

〔事務局〕 

長野県小県郡 

青木村大字当郷 

2072 番地 2 

 

☎0268-49-1231 

shiodadaira.minwaken@outlook.jp 

私
の
目
の
前
に
、民
話
と
創
作
民
話
の

二
冊
の
絵
本
が
あ
る
。一
冊
は
ス
イ
ス
の

作
家
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ホ
フ
マ
ン
の
「
グ
リ

ム
童
話
・
ね
む
り
ひ
め
」（
一
九
五
九
年

作
）。
も
う
一
冊
は
ア
メ
リ
カ
の
作
家
ワ

ン
ダ
・
ガ
ー
グ
の
『
一
〇
〇
ま
ん
び
き
の

ね
こ
』（
一
九
二
八
年
作
）。
共
に
絵
本
界

で
は
傑
作
と
し
て
世
界
的
古
典
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。前
者
は
言
わ
ず
と
知

れ
た
グ
リ
ム
の
「
い
ば
ら
姫
」。
後
者
は

創
作
民
話
の
部
類
に
属
す
る
。昔
話
の
語

り
的
話
法
と
昔
話
的
フ
ァ
ン
タ
ス
チ
ッ

ク
な
物
語
展
開
で
描
か
れ
た
二
〇
世
紀

前
期
の
作
品
で
あ
る
。 

い
ま
こ
こ
で
考
え
よ
う
と
思
っ
て
い

る
こ
と
は
、二
つ
の
絵
本
の
一
般
的
な
作

品
論
的
な
比
較
で
は
な
い
。少
し
視
点
を

変
え
て
、物
語
が
嫌
応
な
く
影
響
を
受
け

る
、
そ
の
制
作
時
代
の
社
会
的
風
潮
、
大

き
く
い
え
ば
時
代
思
想
に
つ
い
て
の
一

昔
話
と
そ
の
時
代
・
序
（
上
） 

つ
の
問
題
提
起
で
あ
り
、話
題
提
供
で
あ

る
。 二

つ
の
絵
本
の
物
語
に
そ
っ
て
そ
の

こ
と
を
具
体
的
に
考
え
た
い
。 

ま
ず
「
い
ば
ら
姫
」。 

グ
リ
ム
兄
弟
が
ド
イ
ツ
昔
話
を
採
集

し
始
め
た
の
が
一
八
〇
七
年
、そ
れ
を
ま

と
め
て
最
初
に
出
版
し
た
の
が
、一
八
一

二
年
で
あ
る
。従
っ
て
グ
リ
ム
の
話
の
一

つ
一
つ
は
、西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
以
前
に

民
衆
の
間
に
語
り
継
が
れ
て
来
た
も
の

と
み
て
い
い
。
当
然
「
い
ば
ら
姫
」
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。 

物
語
に
つ
い
て
触
れ
る
ゆ
と
り
が
な

い
。
分
か
り
難
い
か
と
思
う
が
、
直
に
本

題
に
は
い
る
。主
た
る
登
場
人
物
は
す
べ

て
王
族
。現
世
で
欲
し
い
も
の
は
す
で
に

全
部
を
手
に
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。し

か
し
一
番
欲
し
い
も
の
・
子
ど
も
が
王
に

は
い
な
い
。し
か
も
現
世
の
人
間
で
あ
る

彼
に
は
全
く
儘
な
ら
な
い
。王
妃
に
子
ど

も
の
誕
生
を
予
告
す
る
の
は
蛙
で
あ
る
。

蛙
は
両
生
類
。命
の
根
源
で
あ
る
水
中
で

も
自
由
に
生
息
し
、死
と
再
生
を
繰
返
す

異
能
で
特
別
な
異
界
の
住
民
で
あ
る
。姫

に
一
五
歳
で
の
錘
（
つ
む
）
に
よ
る
死
の

呪
い
を
掛
け
る
の
も
、そ
れ
を
百
年
の
眠

り
に
換
え
る
の
も
、現
世
の
王
と
王
妃
に

は
全
く
手
の
出
せ
な
い
、異
界
に
よ
り
近

い
境
界
に
住
む
占
い
女
で
あ
る
。王
の
出

来
る
こ
と
は
国
中
の
錘
を
す
べ
て
焼
き

捨
て
る
こ
と
。
そ
れ
も
不
完
全
で
、
自
分

の
足
元
の
城
に
残
し
て
し
ま
う
体
た
ら

く
だ
。姫
に
目
覚
め
の
キ
ス
を
与
え
る
王

子
も
ま
た
、偶
然
眠
り
の
覚
め
る
百
年
目

の
そ
の
日
、そ
の
国
の
城
近
く
を
通
り
か

か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。 

物
語
は
す
べ
て
予
言
や
呪
い
を
主
と

す
る
異
界
の
力
で
進
め
ら
れ
る
。現
世
の

人
々
は
王
で
さ
え
そ
れ
を
運
命
と
受
け

入
れ
る
外
な
い
。
日
常
的
に
襲
う
疫
病
、 

飢
餓
・
戦
争
そ
の
他

を
運
命
と
す
る
近
世

西
欧
人
の
世
界
観
が

嫌
応
な
く
色
濃
く
そ

こ
に
反
映
し
て
い
る

と
見
る
。 

（
続
く
） 

「
暴
風
と
海
と
の
恋
を
見

ま
し
た
か
」
▼
目
ま
ぐ
る
し

く
変
わ
る
荒
れ
た
空
と
三

画
波
の
海
。
11
月
下
旬
、
能

登
で
開
か
れ
た
民
主
団
体

の
集
会
に
出
か
け
、
冒
頭
の 

句
の
作
者 

鶴
彬
と
出
会
っ
た
▼
鶴
彬
は

１
９
０
８
年
（
明
治
41
年
）、
石
川
県
河

北
郡
高
松
町
に
生
ま
れ
た
。
16
歳
で
柳
誌

デ
ビ
ュ
ー
。「
暴
風
と…

」
の
句
は
、
そ
の

こ
ろ
の
作
品
だ
。
ど
ん
な
激
し
い
恋
を
し

た
の
だ
ろ
う
。
荒
れ
る
日
本
海
を
見
な
が

ら
、
少
年
の
熱
情
を
想
っ
た
▼
「
軍
神
の

像
の
真
下
の
失
業
者
」。
日
本
は
昭
和
大
恐

慌
の
真
っ
只
中
。
人
々
は
塗
炭
の
苦
し
み

に
喘
ぎ
、
戦
争
へ
の
道
を
突
き
進
ん
で
い

っ
た
時
代
。
鶴
彬
は
僅
か
19
歳
で
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
川
柳
の
道
へ
進
む
。
治
安
維
持
法

違
反
で
二
度
の
投
獄
、
29
歳
で
獄
死
す
る

ま
で
に
約
900
編
の
作
品
を
残
し
た
▼
「
暁

を
抱
い
て
闇
に
ゐ
る
蕾
」。
暗
黒
の
時
代
に

あ
っ
て
な
お
、
心
に
〝
暁
〟
を
抱
い
て
17

文
字
で
社
会
の
矛
盾
を
鋭
く
切
り
取
り
、

読
む
人
々
を
奮
い
立
た
せ
た
鶴
彬
の
川
柳

に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
▼
世
界
中
の
人
々
の

命
を
脅
か
す
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
、
地
球
の

あ
ち
こ
ち
で
多
発
す
る
〝
千
年
に
一
度
〟

の
災
害
、
自
国
優
先
の
政
治
が
引
き
起
こ

す
紛
争
。
再
び
〝
暗
黒
の
時
代
〟
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
心
折
れ

そ
う
に
な
る
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
言

葉
の
力
を
信
じ
て
学
ぼ
う
、
自
ら
発
し
続

け
よ
う
と
思
う
。
仲
間
と
共
に
▼
「
枯
芝

よ
！
団
結
し
て
春
を
ま
つ
」。 

（
弘
子
） 

木霊 
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以
後
12
年
間
、
山
林
修
行
者
と
し
て

山
野
を
駆
け
巡
る
。
31
歳
の
時
、
遣
唐

使
の
船
に
乗
り
入
唐
。
奇
し
く
も
同
じ

船
団
に
最
澄
が
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
。

空
海
は
、
密
教
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た

恵
果
か
ら
真
言
密
教
を
伝
授
さ
れ
２

年
で
帰
国
す
る
。
高
野
山
に
禅
院
を
開

い
た
の
は
45
歳
の
と
き
。
東
寺
と
高

野
山
を
行
き
来
し
、
真
言
密
教
を
広
め

た
。
835
年
62
歳
で
入
定
。
今
な
お
永
遠

の
瞑
想
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
。 

『
弘
法
大

師
御
行
状
集

記
』
や
『
高
野

大

師

御

広

伝
』
が
世
に

出
た
の
は
、

諡
号
を
贈
ら

れ
て
後
、
100

年
・
200
年
後 

の
こ
と
だ
。
高
野
聖
集
団
が
全
国
回
国

し
布
教
に
努
め
始
め
た
時
期
と
合
致

す
る
。
弘
法
伝
説
は
、
彼
ら
の
手
も
借

り
な
が
ら
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

同
じ
時
代
を
生
き
、
密
教
と
い
う
共

通
点
を
持
ち
な
が
ら
、
数
多
の
伝
説
が

残
る
空
海
と
、
天
台
宗
の
祖
・
最
澄
と

は
隔
た
り
を
見
せ
る
。
政
治
権
力
と
濃

密
に
結
び
つ
い
た
エ
リ
ー
ト
志
向
の

最
澄
に
対
し
、
空
海
は
生
活
に
根
ざ
す

現
場
主
義
、
民
衆
派
志
向
で
あ
っ
た
。

軸
足
の
相
違
も
ま
た
、
伝
説
誕
生
に
一

役
買
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 

（
弘
） 

場
と
し
て
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
」
と
あ
る
。
同
年
は
、
京
都
の
高

雄
山
寺
で
空
海
が
最
澄
に
結
縁
灌
頂

（
け
ち
え
ん
か
ん
じ
ょ
う
）
を
授
け
た

年
。
遠
い
信
州
ま
で
足
を
延
ば
し
た
と

は
考
え
に
く
い
。 

「
弘
法
大
師
」
は
、
空
海
没
後
86
年

を
経
た
921
年
に
贈
ら
れ
た
諡
号
（
し

ご
う
）
で
あ
る
。
弘
法
伝
説
そ
の
も
の

は
生
前
の
空
海
の
行
状
に
つ
い
て
語

ら
れ
て
い
る
の
に
、
「
空
海
伝
説
」
と

は
言
わ
な
い
。
弘
法
伝
説
が
全
国
に
流

布
し
て
い
る
所
以
が
、
こ
の
辺
り
に
も

あ
り
そ
う
だ
。 

             

空
海
は
、
平
安
時
代
を
代
表
す
る
僧

侶
で
あ
る
と
と
も
に
、
優
れ
た
書
家
、

文
章
の
達
人
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
教
育
者
、
科
学
者
と
し

て
も
、
数
多
の
業
績
を
残
し
た
。
18
歳

で
官
吏
の
養
成
機
関
で
あ
っ
た
大
学

を
辞
し
仏
門
に
入
る
決
心
を
固
め
る
。

寵
の
形
を
取
る
。
そ
の
う
え
残
り
水
を

捨
て
よ
う
と
し
た
弘
法
大
師
を
戒
め

て
も
い
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
。 

来
訪
神
型
に
分
類
さ
れ
る
こ
う
し

た
形
の
類
話
は
至
る
所
で
見
ら
れ
る
。

弘
法
大
師
が
そ
れ
ら
の
地
を
隈
な
く

歩
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ

る
ま
い
。
で
は
な
ぜ
そ
ん
な
に
も
来
訪

神
型
の
類
話
が
多
い
の
か
。 

注
目
す
べ
き
は
、
民
間
信
仰
の
大
子

（
お
お
い
こ
）
信
仰
だ
。
大
子
は
、
旧

暦
霜
月
下
弦
の
日
（
＝
冬
至
）
の
夜
、

一
陽
来
復
の
新
た
な
神
の
子
と
し
て

や
っ
て
く
る
。
生
命
力
の
再
生
を
促
す

神
だ
。
家
々
で
は
新
嘗
用
の
新
穀
を
供

え
て
迎
え
る
。 

こ
の
風
習
と
相
ま
っ
て
大
師
講
も

各
地
に
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

供
え
る
の
は
小
豆
粥
や
団
子
だ
。
こ
の

日
は
必
ず
雪
が
降
る
と
も
い
わ
れ
る
。

一
夜
の
宿
を
乞
う
た
大
師
を
も
て
な

す
た
め
に
畑
の
作
物
を
盗
ん
だ
貧
し

い
老
女
の
足
跡
を
積
も
っ
た
雪
が
隠

し
て
く
れ
る
「
あ
と
隠
し
の
雪
」
の
伝

説
も
、
こ
れ
ら
の
習
俗
と
結
び
つ
い
て

伝
え
ら
れ
た
。 

弘
法
大
師
の
使
っ
た
箸
が
大
木
に

生
長
し
た
り
、
杖
で
水
や
温
泉
を
湧
出

さ
せ
た
り
と
い
う
奇
跡
型
の
伝
説
、
大

師
が
発
見
し
た
り
造
営
し
た
り
し
た

と
伝
承
さ
れ
る
温
泉
や
寺
社
も
数
多

い
。
独
鈷
山
前
山
寺
も
そ
の
一
つ
だ
。

前
山
寺
の
縁
起
に
は
、
「
弘
仁
年
中

（
812
）
空
海
上
人
が
護
摩
修
行
の
霊

東
北
か
ら
九
州
ま

で
全
国
津
々
浦
々
に

広
が
る
弘
法
伝
説
。

研
究
者
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
そ
の
数
５
千

以
上
と
言
わ
れ
る
。 

塩
田
平
周
辺
も
多

分
に
漏
れ
な
い
。「
本

郷
の
ざ
る
水
」「
舞
田

峠
／
越
戸
峠
の
焼
餅

石
」
「
沓
掛
の
石
芋
」 

        

な
ど
は
、
薄
汚
れ
た

僧
衣
に
身
を
包
ん
だ

弘
法
大
師
の
無
心
に

応
え
な
か
っ
た
老
婆

へ
の
戒
め
。
逆
に
「
弘 

        

法
井
戸
」
は
無
心
に

応
じ
た
老
婆
へ
の
恩
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昨
年
の
春
か
ら
秋
、
私
は

案
山
子
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
関
わ
っ
て
い
た
。
別
所

線
沿
線
に
案
山
子
を
立
て

て
応
援
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
、
最
終
的
に
は
26
の 

参
加
団
体
に
よ
り
142
体
の
案
山
子
や

看
板
が
設
置
さ
れ
た
▼
基
本
的
な
作

り
方
の
手
引
き
や
ビ
デ
オ
作
製
、
参
加

団
体
の
募
集
、
子
ど
も
達
と
一
緒
に
な

っ
て
の
案
山
子
づ
く
り
、
設
置
場
所
の

交
渉
、
設
置
期
間
中
の
パ
ト
ロ
ー
ル
、

解
体
ま
で
と
、
期
間
も
長
く
そ
れ
な
り

に
注
目
も
浴
び
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
を
み
な
が
ら
の

活
動
は
結
構
忙
し
か
っ
た
が
充
実
し

た
も
の
だ
っ
た
▼
「
案
山
子
は
古
事
記

に
も
登
場
す
る
よ
」
と
稲
垣
所
長
か
ら

教
え
て
い
た
だ
い
た
。
久
延
毘
古
（
く

え
び
こ
）
と
い
う
名
で
、
大
国
主
命
の

問
い
に
答
え
る
知
恵
の
あ
る
神
様
だ

と
い
う
▼
西
洋
の
お
話
に
も
案
山
子

の
登
場
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
「
オ
ズ

の
魔
法
使
い
」
の
案
山
子
は
無
い
知
恵

を
求
め
て
旅
に
出
た
は
ず
。
古
事
記
の

久
延
毘
古
は
「
崩
え
彦
」
で
「
歩
け
な 

い
が
天
下
の
こ
と
を
こ

と
ご
と
く
知
る
神
」
と
の

こ
と
だ
。
こ
の
違
い
も
興

味
深
い
が
、「
オ
ズ…

」

の
案
山
子
も
知
恵
が
無

い
わ
け
で
は
な
く
使
い

方
を
知
ら
な
か
っ
た
の 

で
は
な
い
か
と
思
う
。（
恵
美
子
） 

産川 

な
民
話
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
で
全
校
で
集
ま

る
こ
と
が
で
き
ず
、
各
ク
ラ
ス
二
人
ず
つ

入
り
、
語
り
手
の
顔
が
見
え
る
よ
う
に
マ

ス
ク
は
せ
ず
、
フ
ェ
イ
ス
ガ
ー
ド
と
ア
ク

リ
ル
板
を
使
い
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 一

つ
の
語
り
が
10
分
か
ら
15
分
、
そ

れ
を
二
つ
と
い
う
こ
と
で
、
は
た
し
て
子

ど
も
達
は
最
後
ま
で
集
中
し
て
聞
く
こ

と
が
で
き
る
の
か
不
安
な
気
持
ち
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
始
ま
っ
て
み
る
と

子
ど
も
達
は
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
前
の

め
り
に
な
っ
て
語
り
の
世
界
に
引
き
込

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
達
か
ら
、
楽

し
い
お
話
だ
っ
た
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い

話
が
聞
け
て
面
白
か
っ
た
、
方
言
が
す
ご

か
っ
た
と
の
感
想
を
聞
け
ま
し
た
。 

寒
く
、
ま
た
雨
で
お

足
元
の
悪
い
中
、
教
室

ま
で
お
越
し
い
た
だ

き
素
晴
ら
し
い
語
り

を
お
聞
か
せ
い
た
だ

い
た
こ
と
大
変
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。 

塩
田
平
と
い
う
日
本
で
も
有
数
の
民

話
の
故
郷
で
、
子
ど
も
達
に
ぜ
ひ
生
の
声

の
語
り
を
聞
か
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
い

企
画
し
ま
し
た
。
民
話
と
い
う
も
の
は
普

通
の
お
話
と
違
い
そ
の
土
地
に
代
々
伝

わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
次
世
代

へ
伝
え
て
い
く
大
切
な
も
の
で
す
。 

今
回
、
子
ど
も
達
が
語
り
を
聞
い
て
大

人
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
の
子
ど
も
達

へ
語
っ
て
聞
か
せ
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
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民
話
語
り 

伝
わ
っ
て
い
る
。 

600
年
も
昔
の
こ
と
、
当
時
、
別
所
に
あ

っ
た
七
つ
の
共
同
浴
場
の
一
つ
、
北
向
観

音
堂
前
の
通
り
に
あ
っ
た
久
我
湯
か
ら
、

毎
晩
遅
く
老
人
の
話
声
が
聞
こ
え
る
。
中

を
覗
い
て
も
誰
も
い
な
い
。
同
じ
こ
ろ
、

夜
中
過
ぎ
に
安
楽
寺
に
行
き
来
す
る
人

の
足
音
が
す
る
と
い
う
噂
が
立
っ
た
。
二

人
の
禅
師
の
木
像
が
怪
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
木
像
が
出
歩
か
な
い
よ
う
に

と
目
玉
を
抜
い
て
取
っ
て
お
く
こ
と
に

し
た
。
案
の
定
、
真
夜
中
の
入
浴
は
止
ん

だ
。 以

来
、
久
我
湯
は
禅
師
湯
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
抜
き
取
ら
れ
た
目
玉
は
昭

和
９
年
の
修
理
の
際
に
再
び
は
め
込
ま

れ
た
と
い
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
弘
） 

開
山 

椎
谷
惟
仙
（
し
ょ
う
こ
く
い
せ
ん
）

禅
師
と
二
世 
幼
牛
恵
仁
（
よ
う
ぎ
ゅ
う

え
に
ん
）
禅
師
の
等
身
大
木
彫
椅
像
二

体
。
惟
仙
は
信
濃
出
身
の
僧
、
恵
仁
は
惟

仙
に
従
っ
て
来
朝
し
た
中
国
僧
で
あ
る
。

惟
仙
像
は
鎌
倉
末
期
１
３
２
９
年
の
作
。

恵
仁
像
も
同
時
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。

檜
材
を
用
い
た
寄
木
造
で
、
目
に
は
水
晶

で
作
っ
た
玉
眼
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
い 

ず
れ
も
国
指
定

重
要
文
化
財
。 

こ
の
二
体

の
像
が
、
別

所
の
共
同
浴

場
の
湯
に
入

り
に
通
っ
た

と
い
う
話
が 

別
所
温
泉
に
あ
る

国
宝
安
楽
寺
八
角
三

重
塔
を
参
拝
す
る
た

め
本
堂
脇
で
受
付
を

済
ま
せ
潜
り
戸
を
抜

け
る
と
、
や
お
ら
神

聖
な
別
世
界
に
入
っ

た
よ
う
な
面
持
ち
に

な
る
。
窪
田
空
穂
・
島

木
赤
彦
ら
の
歌
碑
に

目
を
転
じ
な
が
ら
歩

を
進
め
、
石
段
を
中

程
ま
で
上
る
と
、
右

手
に
傳
芳
堂
（
開
山

堂
）
が
佇
む
。 

中
に
収
蔵
さ
れ
て

い
る
の
は
、
安
楽
寺



                           

正
月
明
け
早
々
、
か
つ
て
な

い
ス
ピ
ー
ド
で
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
の
感
染
爆
発
が
起
き
た
。 

水
際
対
策
に
大
穴
が
開
い
て
い
た
た
め
だ

▼
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
真
っ
先
に

適
用
さ
れ
た
沖
縄
・
山
口
・
広
島
。
感
染

は
米
軍
基
地
か
ら
始
ま
っ
た
。
日
本
へ
出

国
す
る
際
の
米
兵
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
免
除

さ
れ
て
い
た
。
繁
華
街
へ
の
米
兵
の
出
歩

き
も
阻
止
で
き
な
か
っ
た
。
日
米
地
位
協

定
の
な
せ
る
業
だ
。
▼
戦
後
76
年
、
未
だ

日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
地
だ
。
日
本
国

内
で
あ
る
の
に
米
軍
の
無
法
が
ま
か
り
通

っ
て
い
る
。
低
空
飛
行
も
止
ま
な
い
▼
劇

団
文
化
座
に
よ
る
「
命
ど
ぅ
宝
」
を
観
劇

し
た
。
沖
縄
返
還
前
の
民
衆
の
闘
い
「
島

ぐ
る
み
闘
争
」
が
見
事
に
描
か
れ
、
圧
巻

だ
っ
た
。
返
還
か
ら
50
年
、
沖
縄
は
未
だ

基
地
の
島
だ
。
完
全
返
還
ま
で
の
道
程
は

遠
い
▼
沖
縄
の
文
化
も
、
基
地
に
よ
っ
て

蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
イ
ザ
イ
ホ
ー
が
行

わ
れ
な
く
な
っ
て
44
年
。
琉
球
語
を
話
す

人
は
３
割
だ
と
い
う
。
言
葉
の
消
滅
は
、

文
化
の
消
滅
に
繋
が
る
▼
方
言
を
取
り
入

れ
た
民
話
を
語
る
に
は
、
方
言
を
使
う
土

地
の
生
活
・
文
化
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ウ

イ
ズ
・
コ
ロ
ナ
の
新
た
な
文
化
の
中
で
、

見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
古
の
文
化
や
言
葉

が
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
た
い
。
▼
本
紙

に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
武
田
道
子
様
・

直
井
恵
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（
弘
） 

事
務
局
だ
よ
り 

際
に
鞍
が
淵
へ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
出

か
け
、
民
話
が
生
ま
れ
た
世
界
を
体
を
通
し

て
感
じ
た
り
、
お
話
の
中
で
印
象
に
残
っ
た

場
面
を
カ
ラ
ダ
で
表
現
す
る
ボ
デ
ィ
ワ
ー

ク
を
行
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

フ
ィ
リ
ピ
ン
も
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
も
、
今

回
参
加
し
た
若
者
た

ち
は
い
ず
れ
も
先
住

民
族
で
す
。
村
に
は
、 

動
物
と
自
然
と
人
間
が
曖
昧
に
行
き
交
う

世
界
観
や
文
化
が
ま
だ
残
り
、
そ
う
し
た
感

覚
は
民
話
の
中
で
も
語
り
継
が
れ
て
い
ま

し
た
。
一
方
、
近
代
化
さ
れ
た
日
本
の
暮
ら

し
で
は
自
然
と
人
と
生
き
物
た
ち
の
世
界

は
分
断
さ
れ
が
ち
で
す
。
長
雨
が
降
り
続

き
、
河
川
が
氾
濫
し
、
人
の
手
が
入
る
こ
と

の
な
い
里
山
が
次
々
と
崩
れ
て
い
く
。
自
然

を
満
喫
し
な
が
ら
も
、
も
は
や
愛
と
畏
怖
を

持
っ
て
自
然
と
接
す
る
方
法
を
忘
れ
て
し

ま
っ
た
私
た
ち
に
、
民
話
が
つ
む
ぐ
物
語
は

動
物
と
自
然
と
人
間
の
複
雑
に
絡
み
合
う

世
界
観
を
映
し
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

れ
ら
を
演
劇
と
し
て
再
び
表
現
し
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
発
表
し
あ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

私
た
ち
は
塩
田
平
民
話
研
究
所
の
稲
垣

勇
一
さ
ん
の
も
と
を
訪
れ
、
上
田
に
伝
わ
る

民
話
『
小
泉
小
太
郎
』
と
『
で
い
だ
ら
ぼ
っ

ち
と
後
家
さ
ん
』
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
計
８
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
通
し
て
、
稲
垣
さ
ん
か
ら
聞
い
た
民
話
を

ベ
ー
ス
に
二
つ
の
演
劇
作
品
を
創
り
上
げ

て
い
き
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
実

昨
年
６
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
『
民
話
と

演
劇 

こ
の
世
界
を
も
う
一
度
紡
ぎ
な
お
す

た
め
の
物
語
』
と
題
し
た
企
画
を
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
３
カ
国
で
同
時
に
行
わ
れ
た
青

少
年
の
国
際
交
流
企
画
で
、
人
と
自
然
の
関

わ
り
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
す
こ
と
を
目

的
に
、
各
地
で
伝
承
さ
れ
る
民
話
を
語
り
部

の
方
達
か
ら
収
集
し
、
演
劇
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

タ
ー
と
と
も
に
そ
の
民
話
を
読
み
解
き
、
そ

 

民
話
と
わ
た
し 
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塩
田
平
民
話
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究
所
友
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会
員 

 

伴 

美
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「
民
話
の
宝
庫
」
と
呼
ば
れ
る
塩
田
地
区
、
幸
運
な
こ
と
に
私
は
、
こ
の
地
の
公
民

館
に
平
成
18
年
か
ら
６
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
公
民
館
で
の
主
務
は
34
あ
る

自
治
会
毎
に
年
一
回
、
青
少
年
育
成
を
テ
ー
マ
と
し
た
懇
談
会
を
開
催
す
る
こ
と
で
し

た
。
高
名
な
先
生
を
講
師
に
お
招
き
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
何
よ
り
も
印
象
に

残
っ
て
い
る
会
は
、
塩
田
平
民
話
研
究
所
の
皆
さ
ん
の
語
り
で
し
た
。 

文
盲
の
若
者
が
、
離
れ
て
暮
ら
す
新
妻
に
贈
る
一
日
一
個
の
小
石
の
物
語
。 

帰
省
途
中
の
峠
道
で
、
夜
中
に
赤
子
を
産
み
落
と
し
た
娘
を
助
け
た
犬
の
物
語
。
等
々 

祖
母
の
膝
に
抱
か
れ
て
い
た
子
ど
も
が
物
語
に
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
語
り
手
に

に
じ
り
寄
っ
て
い
き
ま
す
。
ろ
う
そ
く
の
灯
り
の
中
で
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
眼
差
し
は
、

得
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
美
し
く
、
素
敵
な
光
景
で
し
た
。 

私
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
は
急
速
に
変
化
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
進
化
し
続
け
て
い

ま
す
。
で
も
「
本
当
の
豊
か
さ
っ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
よ
く
考
え
ま
す
。
た
ぶ
ん
あ

の
時
、
こ
の
上
な
く
豊
か
な
光
景
を
目
に
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
・
・
・ 

編
集
後
記 
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◆
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
感
染
拡
大
を
受

け
、
昨
年
10
月
に
予
定
し
て
い
た
新
企
画

「
民
話 

語
り
っ
こ 

学
び
っ
こ
」
は
中
止

し
ま
し
た
。 

◆
来
年
度
も
、
感
染
拡
大
の
状
況
を
見
つ

つ
、
６
／
26
・
８
／
28
・
１
／
29
に
、
上

田
創
造
館
に
お
い
て
「
昔
ば
な
し
語
り
の

会
」
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。 

草
の
根
文
化
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

 

直
井 

恵 


