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屋
嘉
比
さ
ん
を
亡
く
し
て
か
ら
の
こ
の
一
年
余
。
私
の
心
の
深
い
空
洞
は
今
も
埋
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
沖
縄
近
現
代

史
を
全
体
的
に
傭
撤
し
、
「
復
帰
前
世
代
」
と
「
復
帰
後
世
代
」
を
つ
な
ぐ
重
要
な
研
究
者
、
思
想
者
を
喪
っ
た
悲
哀

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
何
よ
り
も
比
嘉
春
潮
以
来
の
「
沖
縄
民
間
学
」
の
思
想
的
継
承
者
の
器
量

を
持
ち
、
そ
の
方
向
に
沖
縄
学
を
切
り
開
く
「
未
完
」
の
思
想
者
・
歴
史
学
者
を
亡
く
し
た
喪
失
感
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
既
存
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
自
ら
を
峻
別
し
た
屋
嘉
比
さ
ん
の
重
要
論
稿
は
、
在
野
時
代
に
多
産
さ
れ
へ
そ
れ

ら
は
既
成
の
近
現
代
史
研
究
と
は
距
離
を
置
い
た
独
自
の
道
を
模
索
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
今
は
そ
れ
に
深
く
立

ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
、
彼
が
渉
猟
し
た
の
は
沖
縄
近
現
代
史
の
諸
問
題
で
あ
り
、
比
嘉
春
潮
が
伊
波

普
猷
以
後
の
沖
縄
近
現
代
史
を
点
検
し
た
姿
勢
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
の
長
い
在
野
時
代
と
、
よ
う
や

く
本
格
的
な
研
究
生
活
に
つ
い
た
途
端
の
重
病
と
急
逝
１
．
ま
さ
に
豊
穣
な
沖
縄
研
究
の
沃
野
を
目
前
に
し
な
が
ら

よ
う
せ
つ

の
天
折
で
あ
っ
た
。
「
天
折
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が
こ
れ
ほ
ど
痛
烈
な
意
味
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
た
の
は
、
私
だ
け
で
は
あ

る
ま
い
。
そ
の
意
味
で
、
沖
縄
近
現
代
史
研
究
は
比
嘉
春
潮
以
来
の
最
も
良
質
な
「
沖
縄
民
間
学
」
、
思
想
史
研
究
の

「
当
事
者
性
」
の
獲
得
を
目
指
し
て

比
屋
根
照
夫
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継
承
者
を
喪
っ
た
。
沖
縄
近
現
代
史
研
究
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
。
「
同
世
代
」
の
研
究
者
の
幾
人
か
か
ら

「
沖
縄
近
現
代
史
研
究
の
座
標
軸
」
を
喪
っ
た
と
の
悲
嘆
に
近
い
声
を
聞
く
と
、
そ
の
喪
失
感
の
大
き
さ
が
実
感
さ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
緊
迫
し
た
政
治
状
況
で
彼
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
発
信
し
、
辺
野
古
・
高
江
へ
と
動
き
ま

わ
っ
て
い
た
か
を
今
は
痛
切
に
思
う
。
全
方
位
的
な
戦
略
の
布
陣
を
立
て
な
が
ら
、
た
ぶ
ん
屋
嘉
比
さ
ん
は
穏
や
か

に
、
鷹
揚
に
沖
縄
の
運
命
と
ぎ
り
ぎ
り
の
形
で
向
か
い
合
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
思
想
者
と
し
て
、
行
動
者
と
し
て
の

知
行
合
一
、
屋
嘉
比
さ
ん
と
は
そ
ん
な
「
穏
や
か
で
沈
着
な
歩
行
者
」
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
拙
い
屋
嘉
比
さ
ん
あ
て
の
電
文
の
原
稿
が
残
っ
て
い
る
。
彼
の
若
い
同
志
た
ち
が
企
画
し
た
出
版
を
祝
う
会

あ
て
に
、
出
張
前
夜
に
書
い
た
電
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
屋
嘉
比
さ
ん
へ
の
私
の
共
感
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

緊
迫
し
た
政
治
状
況
を
目
前
に
し
な
が
ら
、
私
は
あ
ら
た
め
て
屋
嘉
比
収
さ
ん
の
高
い
志
と
そ
の
労
作
に
こ
も
る

内
燃
し
た
抗
議
の
意
思
に
深
い
共
感
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
並
み
の
言
葉
で
祝
辞
な
ど
申
し
上
げ
ら

れ
な
い
ほ
ど
、
私
は
屋
嘉
比
さ
ん
の
仕
事
に
魂
を
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
達
は
こ
の
時
代
に
ど
う
生
き
る

べ
き
か
、
何
を
手
放
し
た
ら
い
け
な
い
か
、
を
貴
兄
の
仕
事
は
啓
示
し
て
い
ま
す
。
状
況
に
流
さ
れ
ず
、
し
か
も

状
況
の
真
只
中
で
貴
兄
が
発
す
る
内
な
る
声
は
、
沖
縄
の
深
部
を
底
流
す
る
「
回
天
」
の
志
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
す
。
こ
こ
に
一
首
。
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後
日
、
屋
嘉
比
さ
ん
か
ら
「
お
礼
状
」
が
届
き
、
こ
ん
な
書
き
込
み
が
あ
っ
た
。
「
重
厚
な
文
章
に
よ
る
激
励
の
電

報
に
感
激
い
た
し
ま
し
た
。
先
生
の
ご
厚
情
に
重
ね
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
。

病
が
重
篤
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
聞
い
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
文
章
は
ま
さ
に
落
涙
、
落
涙
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
思

え
ば
屋
嘉
比
さ
ん
の
急
逝
は
沖
縄
で
研
究
者
と
し
て
生
き
る
者
が
辿
る
生
き
方
の
極
限
的
な
方
向
を
示
唆
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
研
究
・
現
実
の
総
て
に
「
憂
い
」
を
抱
き
、
そ
れ
ら
に
「
異
議
申
し
立
て
」
を
し
、

「
現
実
」
と
「
歴
史
」
の
矛
盾
を
鋭
角
的
に
衝
い
た
の
が
屋
嘉
比
さ
ん
の
学
問
・
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
屋
嘉

比
さ
ん
の
批
判
は
、
沖
縄
の
「
現
実
」
に
妥
協
し
、
そ
れ
を
合
理
化
す
る
「
’
’
一
一
口
説
」
へ
の
仮
借
な
い
批
判
と
な
っ
て
表

出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
思
い
返
し
て
み
る
と
、
一
九
七
○
年
代
後
半
以
降
、
東
京
大
学
教
養
学
部
か
ら
沖
縄
国
際
大
学
へ
と
地
域
主

義
の
思
想
を
実
践
す
べ
く
異
例
の
赴
任
を
し
た
玉
野
井
芳
郎
先
生
の
下
で
、
強
い
影
響
を
受
け
、
先
生
の
学
風
を
慕
っ

て
い
た
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
沖
国
大
時
代
を
玉
野
井
ゼ
ミ
で
積
極
的
に
活
躍
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
玉
野
丼
先
生
の
あ

だ
く
せ
い

清
々
し
き
青
年
の
書
よ
濁
世
を
打
十
つ

そ
う
き
ゅ
う

ふ
人
ぬ

蒼
弩
に
満
つ
フ
Ｃ
は
憤
怒
の
一
戸

二
○
一
○
年
十
二
月
六
日

比
屋
根
照
夫
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の
七
一
一
年
以
後
の
混
屯
た
る
状
況
で
の
新
鮮
な
言
論
活
動
、
平
和
百
人
委
員
会
の
結
成
、
環
境
保
全
活
動
等
々
に
区
切

り
を
つ
け
て
、
新
し
い
赴
任
先
で
あ
る
明
治
学
院
大
学
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
屋
嘉
比
さ
ん
は
先
生
と
同
行

し
て
同
学
院
で
勉
学
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
も
聞
い
て
い
た
。

玉
野
井
先
生
の
急
逝
で
、
そ
の
前
途
を
模
索
し
て
い
た
屋
嘉
比
さ
ん
が
、
琉
球
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
第
一
期

生
と
し
て
入
学
し
た
の
は
一
九
八
七
年
の
春
で
あ
っ
た
。
屋
嘉
比
さ
ん
を
含
め
て
、
秋
山
勝
（
沖
縄
大
学
地
域
研
究
所

特
別
研
究
員
）
、
清
水
澄
子
（
編
集
者
）
の
よ
う
な
沖
縄
研
究
を
志
す
外
来
者
、
豊
見
山
和
美
（
沖
縄
県
公
文
書
館
専

門
員
）
、
玉
木
園
子
（
沖
縄
県
立
図
書
館
専
門
員
）
を
含
め
て
、
こ
の
初
期
の
院
生
は
学
年
を
異
に
し
な
が
ら
も
個
性

的
な
人
物
が
多
く
、
私
の
ゼ
ミ
は
し
ば
し
ば
白
熱
的
な
議
論
の
場
と
な
っ
た
（
括
弧
内
は
現
職
）
。
そ
の
こ
ろ
の
屋
嘉

比
さ
ん
は
沖
縄
研
究
の
テ
ー
マ
を
ど
こ
に
見
定
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
悩
ん
で
い
る
か
に
見
え

た
。
す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
事
的
な
問
題
に
も
積
極
的
に
発
言
し
、
八
○
年
代
以
降
、
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
な
ど
に

も
論
文
を
発
表
し
て
い
た
。

そ
ん
な
屋
嘉
比
さ
ん
と
の
対
話
の
中
心
は
、
沖
縄
思
想
史
研
究
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
伊
波
普
猷

を
そ
の
時
代
の
突
出
と
す
る
の
で
は
な
く
、
明
治
末
期
の
伊
波
以
降
の
島
袋
全
發
な
ど
の
後
発
の
人
物
群
像
を
視
野
に

入
れ
な
が
ら
、
沖
縄
人
物
史
の
研
究
を
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
そ
ん
な
討

論
の
末
、
「
沖
縄
方
言
論
争
」
、
な
か
で
も
伊
波
の
後
続
世
代
・
島
袋
全
發
に
関
心
を
向
け
て
い
っ
た
。
私
は
こ
の
テ
ー

マ
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
と
同
時
に
、
全
發
以
外
の
伊
波
月
城
な
ど
明
治
沖
縄
思
想
史
の
後
発
世
代
の
相
関
性
に
注
目
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す
べ
き
と
屋
嘉
比
さ
ん
に
助
言
し
た
。

屋
嘉
比
さ
ん
の
修
士
論
文
は
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
「
沖
縄
方
言
論
争
」
問
題
と
島
袋
全
發
論
が
見

事
に
捉
え
ら
れ
、
伊
波
・
東
恩
納
以
後
の
沖
縄
研
究
の
世
代
的
差
異
の
問
題
が
思
想
史
的
に
生
き
生
き
と
捉
え
ら
れ
て

い
た
。
琉
大
の
大
学
院
で
の
研
究
生
活
は
、
彼
が
研
究
者
と
し
て
生
き
る
一
里
塚
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
屋
嘉
比
さ
ん
自
身
が
そ
の
箸
『
〈
近
代
沖
縄
〉
の
知
識
人
ｌ
島
袋
全
発
の
軌
跡
」
（
吉
川
弘
文

館
、
二
○
一
○
年
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
告
白
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
琉
大
の
修
士
課
程
を
修
了
し
た
数
年
後
、
九
州
大
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
進
学
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
人
生
上
の
転
換
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
の
思
想
史
へ
の
問
題
意
識
を
深
め
る
結
果
と
な
っ

た
。
九
大
ス
タ
ッ
フ
と
の
研
究
交
流
の
な
か
で
屋
嘉
比
さ
ん
の
問
題
意
識
は
、
沖
縄
か
ら
広
く
日
本
全
体
を
見
渡
す
視

野
を
獲
得
し
た
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
の
屋
嘉
比
さ
ん
は
在
野
時
代
と
は
違
っ
て
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を

本
当
に
歩
み
だ
し
て
い
た
。
博
多
の
夜
、
九
大
の
石
田
正
治
さ
ん
、
新
川
明
さ
ん
ら
と
生
き
生
き
と
話
し
合
っ
た
夜
の

こ
と
が
忘
れ
が
た
い
。

さ
て
、
最
後
に
な
っ
た
が
、
屋
嘉
比
収
さ
ん
が
提
起
し
た
問
題
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
遺
さ
れ
た
仕

事
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
当
事
者
性
の
原
理
」
こ
そ
屋
嘉
比
さ
ん
の
思
想
的
根
幹
で

あ
っ
た
と
思
う
。
当
事
者
性
と
は
、
過
去
と
現
在
の
対
話
を
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
過
去
の
経
験
を
生
身

の
ま
ま
に
受
動
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
へ
と
問
題
を
発
信
す
る
能
動
的
な
主
体
性
の
こ
と
で
あ
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
の
代
表
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的
な
著
作
『
沖
縄
戦
、
米
軍
占
領
史
を
学
び
な
お
す
ｌ
記
憶
を
い
か
に
継
承
す
る
か
」
（
世
織
書
房
、
二
○
○
九
年
）

は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
当
事
者
性
の
原
理
が
貫
徹
さ
れ
た
著
書
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
体
験
、
さ
ま
ざ
ま
な
戦
後

体
験
。
そ
の
よ
う
な
沖
縄
の
血
み
ど
ろ
な
歴
史
を
、
戦
後
史
家
は
、
ど
う
自
己
の
体
験
と
し
て
感
受
し
、
行
動
に
立
ち

上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
か
１
．

こ
れ
が
屋
嘉
比
さ
ん
の
戦
後
思
想
史
の
出
発
点
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
書
に
は
そ
う
し
た
屋
嘉
比
さ
ん
の
志
向
が

さ
ま
ざ
ま
な
戦
後
史
の
局
面
で
渦
巻
い
て
い
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
歴
史
家
は
過
去
を
ど
う
引
き
受
け
て
ど
う
生

き
る
べ
き
か
、
屋
嘉
比
さ
ん
が
問
う
た
の
は
そ
の
こ
と
だ
。
そ
の
よ
う
に
真
塾
に
生
き
た
屋
嘉
比
さ
ん
が
も
う
こ
の
世

に
居
な
い
。
暗
然
た
る
思
い
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
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