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１
�
は
じ
め
に

音
楽
活
動
は
島
の
人
々
の
社
会
機
能
と
密
接
に
関
係
を
も
っ
て

い
る
。
プ
カ
プ
カ
島
の
音
楽
集
団
は
氏
族
、
父
系
リ
ネ
ー
ジ
、
母

系
リ
ネ
ー
ジ
、
年
令
階
程
集
団
な
ど
社
会
の
各
レ
ベ
ル
で
組
織
さ

れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
三
つ
の
行
政
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
集
団

を
つ
く
っ
て
、
村
ご
と
に
合
唱
を
競
い
あ
う
。
そ
れ
は
村
対
抗
の

矢
投
げ
や
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
皮
剥
き
競
争
と
同
じ
よ
う
に
、
歌
合
戦

に
な
る
。

夕
闇
が
迫
る
こ
ろ
、
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
の
松
明
に
火
が
入
る
。
環

礁
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
ラ
グ
ー
ン
の
水
面
を
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
、

真
っ
赤
に
染
め
上
げ
た
火
が
消
え
る
と
、
そ
れ
を
合
図
に
、
教
会

の
前
の
広
場
に
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
ロ
ト
村
の
メ
ン
バ
ー
を

真
中
に
、
ヤ
ト
村
と
ガ
ケ
村
の
人
々
が
そ
の
左
右
に
、
丁
度
、
三

角
形
に
な
る
よ
う
に
、
集
ま
っ
て
席
を
と
る
。
女
た
ち
は
並
ん
で

地
面
に
座
り
、
男
た
ち
は
ヤ
シ
の
幹
を
倒
し
た
ベ
ン
チ
に
腰
を
下

ろ
し
て
、
女
た
ち
を
囲
む
よ
う
に
し
て
向
き
合
う
。

満
月
の
晩
に
な
る
と
、
島
中
の
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
讃
美
歌
や
村

の
歌
を
歌
う
。
大
き
な
月
が
ヤ
シ
の
梢
に
の
ぼ
り
は
じ
め
る
と
、

そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
突
然
、
甲
高
い
女
性
の
歌
声

が
波
し
ぶ
き
の
よ
う
に
舞
い
上
が
る
。
そ
れ
を
追
っ
て
、
波
の
う

ね
り
に
も
似
た
、
低
く
深
い
男
性
の
合
唱
が
続
く
。
腹
の
底
か
ら

突
き
上
げ
る
咽
頭
音
が
カ
ヌ
ー
の
櫂
を
漕
ぐ
ピ
ッ
チ
の
よ
う
な
リ

ズ
ム
を
刻
む
。
男
女
の
詠
唱
が
重
な
り
合
い
、
応
唱
し
合
い
、
束

に
な
る
。
歌
の
合
間
に
は
一
人
の
男
が
立
ち
上
が
っ
て
、
聖
書
の

一
節
を
紹
介
し
、
演
説
を
す
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
歌
が
続
け
ら

れ
る
。
次
第
に
高
調
し
て
く
る
と
、
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
上
半
身

を
左
右
に
揺
ら
し
、
も
は
や
坐
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
に

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

│
│
北
部
ク
ッ
ク
諸
島
の
詠
唱
歌
と
朗
唱
歌
│
│

近

森

正

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

一
（
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両
手
を
振
り
上
げ
な
が
ら
飛
び
上
が
る
。
一
人
一
人
の
熱
狂
し
た

顔
に
汗
が
光
る
。
│
│

こ
う
し
て
、
三
つ
の
村
の
グ
ル
ー
プ
は
交
互
に
歌
っ
て
、
競
い

合
う
。
歌
は
村
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
違
い
が
あ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス

の
季
節
が
近
づ
く
こ
ろ
に
な
る
と
、
村
ご
と
に
新
し
い
讃
美
歌
が

つ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
が
讃
美
歌
で
あ
る
と
は
に
わ
か
に
は
信
じ
難

い
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
ア
レ
ル
ヤ
」（
ハ
レ
ル
ヤ
）
や
「
ア

ト
ゥ
ア
」atua

（
神
）
と
い
っ
た
言
葉
が
入
る
。
歌
声
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。こ
れ
を
島
で
は
イ
メ
ネ
・
ツ
キim

ene

tuki

と
呼
ぶ
。
イ
メ
ネ
は
英
語
の
讃
美
歌hym

n

の
ポ
リ
ネ
シ
ア

語
訛
、
ツ
キ
と
い
う
の
は
、
タ
ロ
イ
モ
な
ど
を
鉢
の
中
で
搗
き
潰

す
動
作
や
リ
ズ
ム
に
由
来
す
る
。

一
連
の
合
唱
が
終
わ
る
と
、
ひ
と
と
き
の
静
寂
が
も
ど
る
。
す

る
と
今
度
は
、
耳
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
割
れ
目
太
鼓
の
音
が
鳴

り
響
い
て
、
パ
タ
ウ
タ
ウpatautau

と
呼
ぶ
合
唱
に
う
つ
る
。

割
れ
目
太
鼓
に
は
片
手
で
奏
で
る
小
さ
な
も
の
か
ら
、
木
枠
に
の

せ
て
演
奏
す
る
大
き
な
も
の
ま
で
い
く
つ
も
の
種
類
が
あ
り
、
ほ

か
に
両
面
太
鼓
も
あ
る
。
そ
れ
に
空
の
石
油
カ
ン
（
キ
ャ
ビ
ン
・

ブ
レ
ッ
ド
の
缶
）
を
撥
で
叩
く
、
強
烈
な
金
属
の
響
き
も
加
わ
っ

て
、
三
拍
子
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
が
ヤ
シ
林
に
こ
だ
ま
す
る
。
歌
い

手
た
ち
は
手
拍
子
を
打
ち
な
が
ら
踊
る
。
人
々
の
表
情
は
う
っ
て

写真：1．口承歌を歌う人々。クック諸島プカプカ島ロト村
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か
わ
っ
て
快
活
な
喜
び
に
あ
ふ
れ
る
。
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
が
宗
教
的

な
雰
囲
気
を
も
つ
詠
唱
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
パ
タ
ウ
タ
ウ
は

日
常
的
な
明
る
さ
の
あ
る
朗
唱
歌
で
あ
る
。
教
会
の
前
庭
を
埋
め

つ
く
す
歌
合
戦
の
熱
気
は
夜
更
け
ま
で
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
。

古
来
、
島
の
人
々
は
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
を
語
り
、
神

話
や
祖
先
の
系
譜
を
伝
え
、
自
然
や
神
々
、
社
会
な
ど
他
者
と
自

己
と
の
関
係
を
認
識
し
て
き
た
。
歌
の
す
べ
て
は
語
り
で
あ
り
、

口
承
歌
（
チ
ャ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
。
音
楽
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ

ム
を
楽
し
む
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
文
字
を
も
た
な
い

人
々
に
と
っ
て
、
歌
う
こ
と
は
歴
史
の
記
録
で
も
あ
っ
た
。
そ
の

記
録
は
歌
詞
だ
け
で
は
な
い
。
韻
律
や
音
調
、
楽
曲
の
組
み
立
て
、

あ
ら
ゆ
る
側
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
近
代
西
欧
文
明
に
接
触
し
、

キ
リ
ス
ト
教
の
強
い
衝
撃
を
蒙
っ
た
島
の
人
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

音
楽
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
そ
の
過
程
を
音
楽
要
素
に
残

さ
れ
た
記
録
に
探
る
。

２
�
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
成
立

│
│
讃
美
歌
の
受
容
│
│

南
太
平
洋
に
進
出
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
教
団
の
多
く
は
島
の

住
民
の
生
活
に
厳
格
な
制
限
を
加
え
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
歌

と
踊
り
の
す
べ
て
を
禁
じ
た
。
一
八
二
三
年
に
ク
ッ
ク
諸
島
に
福

音
を
も
た
ら
し
た
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
（
現
在
の
ク
ッ
ク
諸
島
キ

リ
ス
ト
教
会
）
は
、
ラ
ロ
ト
ン
ガ
島
の
ア
ヴ
ァ
ル
ア
を
拠
点
に
広

範
な
布
教
活
動
を
開
始
し
た
。
彼
ら
は
ま
ず
聖
書
を
ラ
ロ
ト
ン
ガ

語
に
翻
訳
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
が
、
そ
れ
は
文
字
を
持
た
な
か

っ
た
ポ
リ
ネ
シ
ア
社
会
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
、
そ
の
表
記

法
は
現
代
に
い
た
る
社
会
の
基
礎
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
た

（U
nited

B
ible

Society
1888

）。
そ
し
て
島
民
に
「
道
徳
的
改

善
」
を
施
す
と
い
う
目
的
で
厳
法
（blue

low
s

）
を
制
定
し
て
、

伝
統
的
な
歌
舞
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
装
飾
、
髪
型
、
衣
服
、
行

動
や
感
情
に
い
た
る
ま
で
、
個
人
に
関
わ
る
事
柄
に
も
多
く
の
規

制
を
与
え
た
。
古
来
の
祭
祀
場
で
あ
っ
た
マ
ラ
エ
は
破
壊
さ
れ
て
、

伝
統
的
な
宗
教
組
織
は
教
会
を
中
心
と
す
る
社
会
組
織
に
変
更
さ

れ
た
（G

ilson
1980

）。

ラ
ロ
ト
ン
ガ
島
か
ら
北
に
一
三
〇
〇
㎞
以
上
も
隔
て
て
、
赤
道

直
下
に
孤
立
す
る
プ
カ
プ
カ
環
礁
の
住
民
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
触

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
五
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
宣
教
師

ブ
ザ
コ
ッ
ト
が
、
ラ
ロ
ト
ン
ガ
島
の
タ
カ
モ
ア
神
学
校
で
教
育
を

受
け
た
現
地
人
の
布
教
師
ル
カ
・
マ
ヌ
ア
エ
と
グ
レ
チ
モ
ア
の
二

人
を
伴
っ
て
、
は
じ
め
て
島
に
上
陸
し
た（Sundarland

and
B

u-

zacott
1866

）。
そ
れ
か
ら
五
年
ほ
ど
立
っ
た
一
八
六
二
年
、
宣

教
師
の
Ｗ
・
ギ
ル
師
が
プ
カ
プ
カ
を
訪
ね
た
時
に
は
、
す
で
に
島

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

三
（
一
九
九
）



民
の
ほ
と
ん
ど
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、

か
な
り
容
易
に
新
し
い
宗
教
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
彼

の
著
作
に
は
プ
カ
プ
カ
の
人
々
の
生
活
が
い
か
に
変
化
を
遂
げ
た

か
を
示
す
興
味
深
い
二
枚
の
エ
ッ
チ
ン
グ
の
絵
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
（G

ill,W
.1876

挿
図
上
下
）。
二
枚
一
組
の
絵
は
、
ひ
と
つ

が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る
以
前
の
住
民
の
暮
ら
し
を
表
現
し

て
い
て
、
上
半
身
裸
の
人
々
が
高
く
跳
ね
な
が
ら
、
輪
に
な
っ
て

踊
っ
て
い
る
。
男
た
ち
は
腕
を
揚
げ
、
女
は
胴
の
脇
に
手
を
あ
て

て
い
る
。
頭
に
か
ぶ
り
物
を
つ
け
、
手
に
櫂
の
よ
う
な
も
の
を
持

っ
た
踊
り
手
が
い
る
。
大
き
な
樹
の
下
で
は
、
一
人
の
男
が
ホ
ラ

貝
を
吹
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
一
枚
に
は
、
キ
リ

ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
後
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
歌
や
踊
り

は
消
え
て
、
人
々
は
衣
服
を
つ
け
、
静
か
な
海
岸
で
労
働
に
い
そ

し
ん
で
い
る
。
中
央
に
は
洋
装
を
し
た
女
性
が
傘
を
手
に
し
て
立

っ
て
い
る
。
絵
に
は
こ
れ
を
描
い
た
と
思
わ
れ
るW

.H
.Stern-

dale

の
サ
イ
ン
が
入
っ
て
い
る
が
、
ギ
ル
師
は
そ
の
絵
に
つ
い

て
何
も
記
載
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
描
か
れ
た
年
代
や
背
景

に
つ
い
て
詳
細
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
の
二
枚
の
絵
か

ら
布
教
活
動
の
成
果
と
宣
教
師
た
ち
が
目
指
し
た
伝
統
文
化
の
廃

絶
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
（
近
森
二
〇
一
二
）。

さ
て
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
の
宣
教
師
た
ち
が
、
も
っ
と
も
力

を
注
い
だ
の
は
、
聖
書
を
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
彼
ら
が
異
端
と
称
す
る
土
着
の
宗
教

に
結
び
つ
い
た
音
楽
を
禁
じ
、
そ
れ
に
替
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の

讃
美
歌
を
住
民
に
歌
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
イ
メ
ネ
・

タ
プ
、
つ
ま
り
「
聖
な
る
讃
美
歌
」
と
呼
ん
で
、
英
語
の
聖
歌
を

繰
り
返
し
歌
わ
せ
た
が
、
や
が
て
、
歌
詞
を
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
に
翻

訳
し
て
教
え
は
じ
め
た
。
一
八
二
八
年
に
は
讃
美
歌
集
が
編
纂
さ

れ
、
一
八
三
〇
年
頃
に
は
ブ
ザ
コ
ッ
ト
師
が
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
の
讃

美
歌
集
を
つ
く
っ
て
、そ
れ
を
各
地
の
布
教
活
動
に
充
て
た（Sun-

derland
&

B
uzacott,A

.1886

）。

讃
美
歌
の
導
入
は
各
地
の
住
民
た
ち
に
新
た
な
音
楽
モ
デ
ル
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
受
容
の
状
況
は
島
に
よ
っ
て
か
な

ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
プ
カ
プ
カ
島
の
人
々
に
と
っ
て
、

大
き
な
障
害
は
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
が
彼
ら
に
と
っ
て
全
く
馴
染
み
の

な
い
言
語
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
1
）
。
プ
カ
プ
カ
の
言
語
は
、
同
じ

ポ
リ
ネ
シ
ア
語
と
い
っ
て
も
、
サ
モ
ア
語
や
ト
ン
ガ
語
な
ど
と
同

じ
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
圏
に
属
し
て
い
て
、
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
を
含
む

東
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
圏
の
言
語
と
の
間
に
は
少
な
か
ら
ず
相
違
が
あ

る
（
2
）。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
西
洋
音
楽
の
発
声
法
や

音
調
が
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
教
会
の
努
力

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
音
楽
形
式
が
人
々
に
取
り
入
れ
ら
れ

史

学

第
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キリスト教を受け入れる以前のプカプカ島の村

キリスト教を受け入れた後のプカプカ島の村

挿図：Gill, W. Wyatt 1876 Life in the Southern Isles. London

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容
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る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
伝
道
教
会
の
宣
教
師
ギ

ル
師
は
、
プ
カ
プ
カ
の
人
々
の
歌
声
に
み
ら
れ
る
奇
妙
な
上
り
下

が
り
の
あ
る
咽
頭
音
や
そ
れ
を
ゆ
っ
く
り
引
き
延
ば
す
歌
い
方
は
、

到
底
受
け
入
れ
難
い
と
し
て
、
讃
美
歌
を
教
え
る
こ
と
を
諦
め
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。（G

illW
.1877

）
こ
う
し
た

こ
と
は
土
着
的
な
歌
唱
法
が
、
い
か
に
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、

教
会
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
西
洋
の
音
楽
形
式
と
い
か
に
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
は
二
〇
世
紀
の
半
ば
近
く
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

Ｒ
・
フ
リ
ス
ビ
ー
は
島
の
子
供
た
ち
に
英
国
国
歌
のG

od
save

the
K

ing

を
歌
わ
せ
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
歌
声
は
豚
の
鳴

き
声
の
よ
う
な
、
奇
妙
な
ア
ル
ペ
ッ
ジ
ョ
に
な
り
、
歌
の
終
わ
り

で
は
不
協
和
音
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
、
そ
の
と
き
の
様

子
を
記
し
て
い
る
（Frisbie,R

.D
.1928

）。

初
期
の
宣
教
師
た
ち
は
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
記
述
を

残
し
て
い
る
。「
人
々
は
身
も
心
も
捧
げ
る
よ
う
に
歌
う
こ
と
を

好
み
、
疲
れ
を
知
ら
な
い
。
私
に
休
み
を
与
え
な
い
ほ
ど
に
新
し

い
調
律
に
興
味
を
示
し
て
、
私
の
喉
は
か
ら
か
ら
に
な
り
、
何
日

も
血
が
出
る
ほ
ど
だ
っ
た
」（Sundarland

and
B

uzacott
1866,

1985

）。
ブ
ザ
コ
ッ
ト
師
は
こ
の
情
熱
が
讃
美
歌
で
あ
ろ
う
と
何

で
あ
ろ
う
と
、
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
る
の
に
充
分
な

素
質
が
あ
る
と
み
な
し
た
。
プ
カ
プ
カ
の
人
々
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音

楽
に
対
す
る
好
奇
心
（
そ
れ
を
土
着
の
側
か
ら
の
「
エ
ク
ゾ
テ
ィ

ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
）
が
音
楽
形
式
に
一
種
の
混
淆
を

進
め
、
そ
れ
が
彼
ら
の
優
れ
た
才
能
を
引
き
出
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
す
で
に
ラ
ロ
ト
ン
ガ
や
仏
領
ポ
リ
ネ
シ

ア
で
も
み
ら
れ
る
が
、
プ
カ
プ
カ
で
は
言
語
的
制
約
も
加
わ
っ
て

独
自
の
発
展
を
み
た
の
で
あ
る
。
太
平
洋
に
進
出
し
た
多
く
の
キ

リ
ス
ト
教
会
が
、
あ
ら
ゆ
る
「
異
教
的
」
表
現
を
禁
じ
、
伝
統
的

な
音
楽
を
否
定
し
た
の
と
は
違
っ
て
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
は
教

会
の
建
物
の
中
で
太
鼓
を
鳴
ら
し
、
踊
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た

に
し
て
も
、
音
楽
活
動
の
す
べ
て
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
が
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
を
受
け
入
れ
た
人
々
の

間
に
、
讃
美
歌
に
由
来
す
る
混
淆
的
な
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
音
楽
を

生
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

３
�
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
音
楽
的
特
徴

│
│
伝
統
的
な
マ
コ
（
詠
唱
歌
）
と
の
関
係
│
│

ａ
�
歌

詞

イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
歌
詞
に
は
聖
書
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、

あ
き
ら
か
に
讃
美
歌
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
い
手

や
聴
く
も
の
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
な
工
夫
が
い
く
つ
も
こ
ら
さ
れ

史
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て
い
る
。
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
で
書
か
れ
た
聖
書
の
語
句
を
プ
カ
プ
カ

語
に
直
し
た
り
、
継
ぎ
合
わ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
人
々
が

受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
旋
律
に
合
わ
せ
、
内
容
を
解
釈
し
な
お

し
て
、
三
つ
か
四
つ
の
詩
節
に
お
さ
め
る
。
さ
ら
に
、
興
味
深
い

こ
と
は
、
そ
こ
に
伝
統
的
な
口
承
歌
（
マ
コ
）
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
島
の
神
話
や
伝
承
が
い
く
つ
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。I

m
ua

tanga-ana
ra–e,

kua
anga

iora
te

A
tua

i
te

rangie
te

enua
nei–e.

E
te

pooiriokikirungao
i,E

te
pooiri

oki
ki

rungao

i,te
m

oana–e.

K
ua

aka
koukou

iora
te

m
oana,

e
totolo

ko
te

tino

vaelua,
ki

runga
te

A
tua

i
tona

vaerua
i

rungao
i

te

kiriatai–e
ite

kiriataii–i–ite
kiriatai–e.

E
vae

atu
rae

te
A

tua
i

te
vai–e,

ei
rangi,

ei
enua

i–i–ioi,

i–i–i–i–oi,ite
vaiiraro

itaua
taie

riro
eienua

rae,
i

eienua–e,

T
e

vai
utonga

kore
ua

ra,
te

enua,
poo

tapu
poo

tapu.

K
aare

e
m

ariko
anga

e,e
te

pooiriokikirungao
i

te

m
oana

e,

E
te

pooiri,i–i–ite
m

oana–e.

T
uatua

ake
ra

te
A

tua,
e

vee
au

e
i

te
m

aaram
a

e
te

pooiri,

tapa
iora

I
te

m
aaram

a
e,e

ao,e
te

pooirie,e
poo,

A
iaiiora

e
ao

ake
ra

ko
te

raa
rua

ia,
ia

ia
aaa

ko
te

raa
rua

A
kara

ake
ra

te
A

tua
i

te
reira

e
,

e
te

m
eitakiira

okie,e
te

m
eitakim

eitakiira
okie,

A
iaiiora

e
ao

ake
ra

ko
te

raa
rua

ia–e,

Ia–ia–a–a
ko

te
raa

rua
A

kara
akera

始
め
に
ア
ツ
ア
（
神
）
が
ラ
ン
ギ
（
天
）
と
エ
ヌ
ア
（
大
地
、

島
）
を
つ
く
っ
た
。

真
っ
暗
な
闇
、
真
っ
暗
な
闇
は
海
。
海
は
暗
闇
に
包
ま
れ
て
。

真
っ
暗
闇
の
海
原
の
上
を
（
星
の
）
チ
ノ
・
ヴ
ァ
エ
ル
ア

（
精
霊
の
身
体
）
が
這
い
回
る
。

神
の
精
霊
が
海
の
上
で
、
海
の
上
で
。
い
い
い
…
…
海
の
上

で
。

神
が
水
を
切
り
分
け
る
。
天
よ
、
大
地
よ
、
い
い
い

お
い
、

い
い
い

お
い
。

水
の
底
か
ら
島
よ
、
大
地
よ
、
現
れ
よ
。

水
は
虚
無
、
形
が
な
い
。
島
も
な
い
。
聖
な
る
暗
闇
、
聖
な

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容
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る
暗
闇
。
海
の
上
の
暗
闇
、
海
の
暗
闇
に
波
の
泡
が
立
つ
。

神
は
宣
う
。
光
と
暗
闇
を
切
り
分
け
る
。
暗
闇
は
夜
、
光
は

朝
。
テ
・
ラ
・
ル
ア
（
二
番
目
の
日
）
が
来
れ
り
。
神
よ
、

第
二
の
日
よ
、
め
で
た
し
、
め
で
た
し
。
メ
イ
タ
キ
、
メ
イ

タ
キ
。

第
二
の
日
の
朝
の
光
よ
、
め
で
た
し
、
め
で
た
し
。
メ
イ
タ

キ
、
メ
イ
タ
キ
。

（
プ
カ
プ
カ
島
の
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
一
節
。
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
、

ガ
ケ
村
マ
タ
オ
ラ
氏
に
よ
る
。
一
九
八
五
）

こ
の
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
は
、
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
の
聖
書
（T

e
B

iblia

T
apu

）
の
創
世
記
（G

enese

）
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、

冒
頭
に
は
第
一
章
、
第
一
節
の“I
m

uatangana
ra,kua

anga

iroa
te

A
tua

ite
rangie

te
enua.”

が
、
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ

て
い
る
。
第
二
節
以
下
は
聖
書
の
字
句
を
前
後
に
入
れ
替
え
、
音

を
ス
ム
ー
ス
に
流
す
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、“i–i–i–ioi”

や
“ia–ia–a”

の
よ
う
に
、
全
く
意
味
を
も
た
な
い
語
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
音
便
変
化
に
よ
っ
て
歌
詞
の
語
彙
が
変
形
し
て
い
る
個

所
も
み
ら
れ
る
。
第
一
節
に
あ
る
「
チ
ノ
・
ヴ
ァ
エ
ル
ア
」（
暗

闇
の
海
面
に
這
い
回
る
精
霊

totolo
ko

te
tino

vaelua

）
と
い

う
の
は
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
こ
の
表
現
は
夜
空
の
星
を
表
し
、

そ
れ
が
ス
バ
ル
星
に
象
徴
さ
れ
る
プ
カ
プ
カ
神
話
の
創
世
神
マ
タ

リ
キ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
混
沌
の
暗
黒
に

光
が
現
れ
て
世
界
が
無
形
の
状
態
か
ら
有
形
の
状
態
に
な
る
。
天

空
と
海
が
分
離
し
、
そ
の
間
か
ら
大
地
が
現
れ
る
。
海
中
か
ら
島

が
出
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
は
プ
カ
プ
カ
だ
け
で
は
な
く
、

ポ
リ
ネ
シ
ア
各
地
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
土
着
的
な

表
現
が
違
和
感
な
く
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、「
創
世
記
」
を
巧
み

に
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
開
闢
神
話
に
調
和
さ
せ
、
最
後
の
句
節
で
「
第

二
の
日
」“te

ra
rua”

と
い
う
聖
書
の
言
葉
で
島
の
人
々
が
キ
リ

ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
、
新
し
い
生
活
の
始
ま
り
を
表
現
し
て
い

る
。A

leluia,aleluia,‘akapa‘apa‘a
ia

Iesu.R
ekareka

tatou
i

te
m

ata‘iti–e.A
kam

eitakiite
A

tua.

A
ie

ia
teia

m
ata‘iti

ki
T

e
U

lu
o

T
e

W
atu

,
to

oku

w
enua

lelei–e.

T
enana

e
yem

o
m

ai
nei–e,

E
tatanu

w
ua

ko
te

ulu

w
enua,

‘oe
‘oe

a
te

vaka,‘oe
‘oe

a
te

vaka

K
a

w
oo

taua
akatai.

ハ
レ
ル
ヤ
、
ハ
レ
ル
ヤ
、
イ
エ
ス
の
栄
光
を
讃
え
よ
う
。
こ

の
新
し
い
年
を
祝
お
う
。
神
に
感
謝
を
捧
げ
て
。
新
し
い
年

は
テ
ウ
ル
オ
テ
ワ
ツ

T
e

ulu
o

te
w

atu

（
石
の
頭
）

史
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の
ご
と
く
、
我
が
美
し
き
母
な
る
島
。
い
ま
、
小
さ
な
コ
コ

ナ
ッ
ツ
が
実
り
は
じ
め
た
コ
コ
ヤ
シ
の
樹
。
そ
こ
に
カ
ヌ
ー

の
舳
先
を
向
け
る
。
漕
げ
よ
、
漕
げ
よ
、
カ
ヌ
ー
を
。
さ
ぁ
、

共
に
行
こ
う
。

（
プ
カ
プ
カ
島
の
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
一
節
。
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏

に
よ
る
。
一
九
八
五
）

「
テ
ウ
ル
オ
テ
ワ
ツ
」
と
い
う
の
は
、
岩
の
頭
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
が
海
底
か
ら
わ
き
上
が
っ
て
来
た
島
の
伝
承
を
人
々

に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
岩
か
ら
生
ま
れ
た
マ
タ
リ

キ
神
に
つ
な
が
る
、
自
ら
の
出
自
を
確
認
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
人
間
が
こ
の
島
に
や
っ
て
来
る
ず
っ
と
前
の
こ
と
、
あ
た
り
は

広
い
海
原
が
広
が
っ
て
い
る
ば
か
り
で
、
島
影
ら
し
い
も
の
は
ど

こ
に
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
天
の
神
、
タ
マ
ゼ
イ
神

が
白
い
ア
ジ
サ
シ
の
姿
に
な
っ
て
空
を
飛
ん
で
い
る
と
、
海
底
か

ら
む
く
む
く
と
持
ち
上
が
っ
て
く
る
岩
を
見
つ
け
た
。
そ
れ
は
ど

ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
、
波
の
中
で
白
く
な
り
、
そ
し
て
赤
く
な

っ
て
、
海
面
に
と
ど
い
た
。
そ
れ
は
大
地
の
女
神
ワ
ツ
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
タ
マ
ゼ
イ
神
は
そ
の
岩
に
降
り
立
ち
、
岩
の
女
神
と
交

わ
っ
た
。
す
る
と
、
あ
た
り
の
波
が
に
わ
か
に
泡
立
ち
、
岩
の
割

れ
目
か
ら
マ
タ
リ
キ
神
が
生
ま
れ
た
。
マ
タ
リ
キ
神
は
岩
の
上
に

砂
や
サ
ン
ゴ
の
か
け
ら
を
積
み
上
げ
て
、
立
派
な
島
を
つ
く
っ
た
。

写真：2．イメネ・ツキを詠唱する。クック諸島プカプカ島ロト村

ポ
リ
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シ
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こ
の
島
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
は
、
自
分
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
い

く
と
、
人
間
を
生
み
、
島
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
マ
タ
リ
キ
神
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。」

「
新
し
い
島
へ
の
渡
来
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
イ
メ
ネ
・
ツ

キ
の
歌
詞
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
島
の

人
々
が
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
て
、
新
し
い
世
界
に
入
る
こ
と

を
象
徴
し
て
い
る
。
同
じ
ク
ッ
ク
諸
島
北
部
に
あ
る
マ
ニ
ヒ
キ
環

礁
と
ラ
カ
ハ
ン
ガ
環
礁
の
人
々
が
歌
う
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
に
も
次
の

よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

A
m

aia
ra

am
aia

ra

A
m

aia
atu

au
na

taim
otu

kitaiPaerangiam
aia

ra.

o–o–o
kavea

atu
au

kitua
iH

urutonga

H
uri

I
atu

taku
aro

ki
tua

i
R

akahanga
irera

taunuai

taunuai.

K
a

tatanu
te

henua
kia

tupu
pure

pure

K
avaiho

au
kim

urineino
te

tua
tau

kim
oa

わ
れ
を
島
の
岸
辺
沿
い
に
導
け
よ
。
わ
れ
を
パ
エ
ラ
ン
ギ
に
導
け
よ
。

オ
、
オ
、
オ
。
わ
れ
を
フ
ル
ト
ン
ガ
の
沖
合
に
導
け
よ
。
わ

が
母
な
る
ラ
カ
ハ
ン
ガ
の
島
。

そ
こ
に
カ
ヌ
ー
を
漕
ぎ
出
せ
。
わ
れ
ら
は
新
た
な
土
地
に
作

物
を
植
え
る
。
そ
こ
に
豊
か
な
実
り
が
あ
る
。
我
ら
は
過
去

を
去
っ
て
、
新
た
な
世
を
見
る
。」

（
マ
ニ
ヒ
キ
島
と
ラ
カ
ハ
ン
ガ
島
の
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
一
節
。
マ

ニ
ヒ
キ
島
タ
ウ
フ
ヌ
村
ネ
イ
ミ
ア
氏
と
ラ
ロ
ト
ン
ガ
島
在
住
カ

ウ
ラ
カ
・
カ
ウ
ラ
カ
氏
に
よ
る
。
一
九
九
〇
）

こ
の
ほ
か
に
も
、
マ
ニ
ヒ
キ
島
に
は
マ
ウ
イ
神
の
三
人
兄
弟
の

末
弟
、
マ
ウ
イ
・
ポ
・
チ
キ
が
釣
針
に
か
か
っ
た
島
を
釣
り
上
げ

た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
聖
書
ル
カ
福
音
書
の
十
二
使

徒
が
カ
ヌ
ー
を
漕
い
で
漁
に
出
る
と
い
う
歌
詞
に
な
っ
て
、
イ
メ

ネ
・
ツ
キ
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
み
ら

れ
る
神
話
や
伝
承
は
、
一
見
、
断
片
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
本
来
、
口
承
歌
の
物
語
は
、
速
記
的
と
で
も
云
え
る
よ
う
な

簡
単
な
参
照
や
隠
喩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
そ
の
筋
の
す
べ
て
を
語

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
物
語
提
示
も
、

伝
統
的
な
口
承
歌
の
作
詞
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
会
に
よ
っ
て
異
教
的
で
あ
る

と
し
て
、
厳
し
く
排
除
さ
れ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に

古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
話
や
伝
承
が
教
会
音
楽
の
中
に
、

巧
み
に
取
り
込
ま
れ
、
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ

と
で
あ
る
。

毎
年
ク
リ
ス
マ
ス
や
新
年
に
新
し
い
歌
が
生
ま
れ
る
。
島
に
よ

っ
て
、
村
に
よ
っ
て
、
親
族
集
団
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
つ
く
ら
れ
、

史
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歌
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
つ
く
ら
れ
た
時
期
や
つ
く
り
手
、
歌
い
手

た
ち
に
よ
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
同
じ
曲
で
あ
っ
て
も
歌
詞

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
変
異
が
大
き
い
。

歌
を
つ
く
る
能
力
は
、
家
や
カ
ヌ
ー
を
建
造
す
る
技
術
と
同
じ
よ

う
に
集
団
の
中
で
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
楽
譜
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
歌
詞
が
記
録
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
の
で
、
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
も

多
い
に
違
い
な
い
。
皆
に
好
ま
れ
る
曲
は
歌
い
継
が
れ
て
、
教
会

の
行
事
や
村
対
抗
の
歌
競
べ
に
の
ぞ
む
の
で
あ
る
。

ｂ
�
奏

法

歌
の
始
ま
り
は
耳
を
切
り
裂
く
よ
う
な
高
い
女
性
の
ス
タ
ッ
カ

ー
ト
が
そ
れ
を
告
げ
る
。
そ
れ
を
ペ
レ
ペ
レperepere

と
言
う
。

一
人
の
女
性
が
甲
高
く
、
金
切
り
声
の
よ
う
な
ソ
プ
ラ
ノ
で
歌
い

始
め
る
と
、
こ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
・
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
に
女
た
ち
の

合
唱
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
し
て
、
男
性
の
合

唱
が
入
る
。
彼
ら
が
出
す
声
は
、
喉
の
奥
か
ら
出
る
、
唸
る
よ
う

な
低
い
声
で
力
強
い
ビ
ー
ト
を
刻
む
（
グ
ル
ン
テ
ィ
ン
グ
）。
こ

こ
で
三
つ
か
四
つ
の
男
女
の
声
部
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
旋
律
を
保

ち
な
が
ら
、
ひ
と
つ
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
多
声
的
な
合
唱
（
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
）
に
な
る
。
そ
れ
を
集
ま
り
、
あ
る
い
は
結
び
つ
き

を
意
味
す
る
ル
ルlulu

と
呼
び
、
力
強
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
な
る
。

男
女
の
合
唱
が
相
互
に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
、
無
伴
奏
（
ア
・

カ
ペ
ラ
）
で
詠
唱
す
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
響
き
が
、
延
々
と
句

節
を
反
復
す
る
。
曲
を
と
お
し
て
持
続
す
る
男
た
ち
の
唸
り
声
の

よ
う
な
咽
頭
音
の
リ
ズ
ム
が
、
曲
の
構
造
に
し
っ
か
り
と
し
た
基

礎
を
与
え
て
い
る
。
旋
律
は
単
調
だ
が
、
全
体
と
し
て
二
拍
子
で

歌
わ
れ
、
節
の
中
間
か
ら
後
半
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
三
拍
子
に
変

化
し
て
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
。
男
女
の
対
に
な
っ
た
音
の
高
低
や

リ
ズ
ム
が
変
化
を
つ
く
り
出
す
。
フ
レ
ー
ズ
の
終
わ
り
に
近
づ
く

と
、
す
べ
て
の
声
部
が
長
く
持
続
す
る
主
音
に
溶
け
込
ん
で
い
く
。

そ
の
長
く
伸
ば
す
と
こ
ろ
で
、
音
を
急
速
に
滑
ら
せ
る
よ
う
な
グ

リ
ッ
サ
ン
ド
に
な
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
女
た
ち
の
一
組

み
が
、
も
う
、
次
の
フ
レ
ー
ズ
を
歌
い
始
め
る
。
節
、
句
、
行
の

そ
れ
ぞ
れ
で
繰
り
返
し
が
何
度
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、

息
継
ぎ
は
句
や
節
の
終
わ
り
で
、
各
自
が
別
々
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

お
こ
な
い
、
音
が
途
切
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

曲
は
い
く
つ
か
の
節
や
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
間
に
意
味
の
つ
な
が
り
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
数
や
長
さ
は
ま
ち

ま
ち
で
、
短
い
曲
に
は
ひ
と
つ
か
二
つ
の
節
し
か
な
い
も
の
も
あ

る
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
は
時
折
、
西
欧
的
な
讃
美
歌
の
節
回
し
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
土
着
的
な
韻
律
に
組
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み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
節
の
終
わ
り
は
女
声
の

パ
ー
ト
が
下
降
す
る
よ
う
に
歌
い
、
男
声
の
パ
ー
ト
は
高
ま
る
よ

う
に
し
て
歌
っ
て
、
男
女
の
ユ
ニ
ゾ
ン
に
な
る
。
ユ
ニ
ゾ
ン
に
合

流
す
る
前
に
耳
慣
れ
な
い
形
で
節
や
行
を
不
規
則
に
延
ば
す
傾
向

が
あ
る
の
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
よ
り
も
韻
律
に
関
心
が
強
い
た
め
に
、

フ
レ
ー
ズ
の
長
さ
が
不
揃
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
調
整
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
最
後
の
詩
節
は
ほ
と
ん
ど
即
興

的
に
何
度
も
、
何
度
も
心
ゆ
く
ま
で
繰
り
返
し
歌
わ
れ
る
。
そ
の

ユ
ニ
ゾ
ン
が
西
洋
音
楽
に
は
な
い
不
思
議
な
音
の
流
れ
を
つ
く
り

出
す
。
そ
れ
が
い
よ
い
よ
終
り
に
達
し
た
と
き
、
少
し
ペ
ー
ス
を

緩
め
て
、
最
後
の
行
を
明
瞭
に
発
音
し
な
が
ら
終
わ
る
。

歌
い
手
た
ち
は
坐
っ
た
ま
ま
、
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
上
半
身
を

前
後
に
揺
ら
し
、
感
情
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、
両
腕
を
頭
上
に
掲

げ
て
左
右
に
揺
ら
す
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
高
調
し
て
き
て
も
、

立
ち
上
が
っ
て
、
腰
を
振
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
人
々
は
、

そ
れ
が
神
へ
の
敬
虔
な
態
度
だ
と
い
う
が
、
お
そ
ら
く
、
キ
リ
ス

ト
教
が
入
る
前
に
、
首
長
（
ア
リ
キ
）
や
高
位
の
人
物
が
歌
を
歌

う
時
の
所
作
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

静
か
に
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
を
聴
い
て
い
る
と
、
１
�
歌
詞
に
物
語

性
が
あ
る
こ
と
。
２
�
割
れ
目
太
鼓
な
ど
の
楽
器
を
と
も
な
わ
ず
、

す
べ
て
ア
・
カ
ペ
ラ
で
歌
わ
れ
る
詠
唱
歌
で
あ
る
こ
と
。
３
�
男

た
ち
の
力
強
い
咽
頭
音
と
女
性
の
合
唱
が
対
に
な
っ
て
、
単
調
で

は
あ
る
が
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
音
の
高
低
の
抑
揚
を
つ
く
る
こ

と
。
４
�
男
た
ち
の
カ
ヌ
ー
を
漕
ぐ
ピ
ッ
チ
の
よ
う
な
グ
ル
ン
テ

ィ
ン
グ
。
５
�
長
く
伸
ば
す
と
こ
ろ
で
グ
リ
サ
ン
ド
が
表
れ
る
こ

と
。
６
�
節
や
句
、
行
を
何
度
も
反
復
す
る
こ
と
。
７
�
最
終
部

で
三
拍
子
に
な
る
こ
と
な
ど
、
西
欧
的
な
讃
美
歌
の
影
響
よ
り
も
、

多
く
の
点
で
伝
統
的
な
詠
唱
歌
（
マ
コ
）
の
形
式
に
共
通
点
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
（
3
）
。

伝
統
的
な
口
承
歌
の
多
く
が
忘
却
の
淵
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
今
日
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
に
引
き
継
が

れ
た
の
か
、
そ
の
成
立
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
辿
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
が
、
そ
れ
が
土
着
音
楽
の
創
造
的
発
展
の
過
程
で
形
成
さ

れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
か
つ
て
、
神
話
や
歴
史
伝
承
の
記
憶

装
置
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
て
き
た
口
承
音
楽
の
機
能
は
イ
メ

ネ
・
ツ
キ
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
教
会
活
動
に
よ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
伝
統
文
化
が
破
壊
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
歌
詞
の
中
に
、
か
ら
く
も
延
命
の
機
会
を

得
た
伝
承
の
断
片
は
、
わ
れ
わ
れ
に
歴
史
的
文
化
を
再
構
成
し
、

民
族
の
感
性
を
理
解
す
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。

史
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４
�
パ
タ
ウ
タ
ウ
の
音
楽
的
特
徴

│
│
伝
統
的
な
チ
ラ
（
朗
唱
歌
）
と
の
関
係
│
│

ａ
�
歌
詞
と
奏
法

プ
カ
プ
カ
の
口
承
歌
は
総
じ
て
マ
コm

ako

と
呼
ば
れ
る
が
、

そ
れ
に
は
二
つ
の
形
式
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
神
話
や
先
祖
の
系
譜

を
た
ど
る
歴
史
的
な
語
り
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
内
容
を
も
つ
詠

唱
歌
で
、
楽
器
を
伴
わ
ず
に
ア
・
カ
ペ
ラ
で
歌
わ
れ
る
。
歌
い
方

は
音
節
の
引
き
伸
ば
し
が
長
く
、
そ
の
間
に
旋
律
的
な
変
化
が
表

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
唱
歌
の
形
式
が
上
に
述
べ
た
イ
メ
ネ
・
ツ

キ
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
俗
的
な
性
格
を
も

つ
パ
タ
ウ
タ
ウpatautau

と
い
う
形
式
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
割

れ
目
太
鼓
な
ど
の
打
楽
器
の
伴
奏
と
踊
り
が
伴
う
。
前
者
に
比
べ

て
、
は
る
か
に
明
る
く
、
三
拍
子
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
楽
で
あ
る
。

こ
れ
を
詠
唱
歌
に
対
し
て
、
朗
唱
歌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
（
近
森
二
〇
一
五
）。
こ
れ
は
チ
ラtila

と
呼
ば
れ
て
き
た
伝

統
的
な
口
承
歌
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
チ
ラ
と
は
カ

ヌ
ー
の
帆
柱
の
こ
と
を
指
し
、
帆
を
上
げ
て
高
ら
か
に
歌
い
上
げ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
娯
楽
性
が
高
く
、
宗
教
性
が
な
い
の

で
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
制
限
を
強
く
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

チ
ラ
の
形
式
が
大
き
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
残
っ

た
の
も
そ
の
為
だ
ろ
う
（
4
）
。

チ
ラ
の
歌
の
詩
節
は
短
い
。
男
女
の
声
域
の
違
い
が
そ
れ
ぞ
れ

話
し
言
葉
の
よ
う
に
歌
う
。
音
節
の
引
き
伸
ば
し
が
比
較
的
短
く
、

旋
律
の
変
化
よ
り
も
拍
を
強
調
す
る
。
セ
ン
テ
ン
ス
は
せ
い
ぜ
い

一
五
行
か
ら
二
〇
行
く
ら
い
だ
が
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

て
き
ぱ
き
と
し
た
言
葉
で
歌
い
、
そ
れ
に
と
も
な
う
割
れ
目
太
鼓

の
音
が
ピ
ッ
チ
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
突
く
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
つ

く
る
。
独
唱
と
合
唱
が
交
互
に
な
っ
て
、
応
唱
の
形
を
と
り
、
男

女
に
分
か
れ
た
集
団
の
歌
が
入
れ
替
わ
る
。
全
体
を
通
し
て
規
則

的
な
三
拍
子
で
歌
い
、
手
拍
子
を
叩
き
な
が
ら
、
膝
を
叩
き
、
足

を
踏
み
な
ら
し
、
力
強
い
踊
り
を
踊
る
。
相
撲
や
槍
投
げ
、
コ
コ

ヤ
シ
の
皮
剥
き
競
争
な
ど
の
対
抗
で
声
援
を
送
っ
た
り
、
挑
戦
し

た
り
、
勝
利
を
宣
言
し
た
り
す
る
時
に
歌
わ
れ
る
も
の
が
多
く
、

歌
詞
に
は
比
喩
や
隠
喩
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
競
技
の
相
手
を

打
ち
負
か
す
こ
と
を
、
カ
ヌ
ー
を
飲
み
込
む
海
の
竜
巻
に
た
と
え

た
り
、
勝
利
し
た
村
が
神
の
依
代
で
あ
る
石unu

に
な
ぞ
ら
え

て
、
敵
対
し
た
村
に
向
か
っ
て
厳
然
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
こ
と

を
示
し
た
り
す
る
。

T
aku

unu
m

aiyulu,na
m

atitito
iT

ongaleleva,

K
oa

yao
loa

a
vave

o
T

e
Y

iva
m

a
te

Y
aka,

E
w

uw
uliia

pau
na

vaka,kopikopia.
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E
kokotiaitaku

lakau,koa
ave,koa

tom
oem

oe,

E
vaka

a
w

u
taku

m
ea

nei,…
.K

oa
yayaka

a
!

M
otuyia

na
titi,tala

e,tala
e,tala

na
m

alo
m

akatia.

K
a

am
o

te
payu,

k
w

aka
lele.

K
a

nenew
u

tutuli
na

talinga.

O
potia

ke
lulu

kite
naw

a.

我
が
勝
利
は
ト
ン
ガ
レ
レ
ヴ
ァ
の
神
の
矢
、
南
南
西
の
風
に

乗
っ
て
飛
ん
で
来
る
。

ヤ
ト
と
ロ
ト
の
村
の
勢
力
を
打
ち
負
か
し
た
。

（
敵
の
）
カ
ヌ
ー
は
波
に
打
ち
砕
か
れ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
だ
。

我
が
カ
ヌ
ー
は
女
の
ヴ
ァ
ギ
ナ
。
美
し
い
胴
体
は
真
っ
直
ぐ

だ
。

踊
れ
、
踊
れ
、
共
に
。

も
ぎ
取
ら
れ
た
の
は
男
の
褌
。
タ
ラ

エ
、
タ
ラ

エ
。

太
鼓
を
打
て
、
も
っ
と
強
く
、
も
っ
と
速
く
。
耳
を
つ
ん
ざ
く
ま
で
。

太
鼓
の
音
に
村
人
が
集
ま
る
ま
で
。

（
ポ
ポ
コ
相
撲
の
チ
ラ
の
一
部
。B

eaglehole,E
.and

P.n.d.

プ
カ
プ
カ
島
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
に
よ
る
。
一
九
八
五
）

こ
れ
は
ポ
ポ
コ
と
い
う
相
撲
に
勝
利
し
た
ガ
ケ
村
の
人
々
が
、

自
ら
を
「
神
の
石
」unu

で
あ
る
こ
と
を
誇
る
チ
ラtila

popoko

で
あ
る
。
風
の
神
々
が
天
空
の
一
角
か
ら
矢
を
投
げ
合
っ
て
宇
宙

写真：3．別れの口承歌を歌うクック諸島トンガレヴァ島の女性たち
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を
支
配
す
る
神
話
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。

T
oko

toku
tino

aw
im

aiY
ayake,m

um
ula

e
m

um
ula,

T
oko

toku
tino

aw
im

aiY
ayake,m

um
ula

e
m

um
ula

!

U
luulu

lam
a

ina
iN

iue,kakaya
e

kakaya,

U
luulu

lam
a

ina
iN

iue,kakaya
e,kakaya

!

O
uila

kilie,e
nonoke

（nokenoke

）tenga.

我
が
身
に
ザ
ザ
ケ
の
島
の
火
を
と
も
せ
。
燃
え
ろ
、
燃
え
ろ
。

（
反
復
）

ニ
ウ
エ
の
島
に
松
明
を
押
し
込
め
。
炎
を
上
げ
よ
、
炎
を
上

げ
よ
。（
反
復
）

お
前
の
肌
は
火
に
輝
く
、
腿
の
綿
雲
。

（B
eaglehole,E

.and
P.n.d.

ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
に
よ
る
。

一
九
八
五
）

ザ
ザ
ケ
は
伝
説
上
の
島
名
で
あ
る
が
、
擬
人
化
さ
れ
て
、
松
明

の
燃
え
る
火
で
性
行
為
を
表
す
隠
喩
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
一
つ

の
曲
は
短
い
が
、
歌
と
踊
り
と
太
鼓
の
音
が
相
互
に
表
現
を
引
き

出
し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
次
第
に
テ
ン

ポ
を
速
め
、
最
高
潮
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
突
如
、
太
鼓
も
歌
唱

も
、
す
べ
て
の
音
が
終
止
す
る
。（
近
森
二
〇
一
二
）
人
々
は
音

を
突
然
休
止
さ
せ
る
こ
と
が
演
奏
の
最
も
大
切
な
条
件
で
あ
る
と

い
う
。
す
べ
て
の
音
響
が
こ
の
無
音
の
状
態
を
つ
く
り
出
す
た
め

に
あ
る
と
さ
え
云
え
る
。
最
も
高
く
硬
質
の
音
を
だ
す
小
型
の
割

れ
目
太
鼓
が
、
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
を
何
回
も
繰
り
返
す
中
で
、
そ

の
契
機
を
つ
か
む
。

ｂ
�
口
承
歌
か
ら
リ
ズ
ム
音
楽
へ
│
│
楽
器
の
多
様
化
│
│

楽
器
は
打
楽
器
が
中
心
で
、
大
小
の
割
れ
目
太
鼓
と
鮫
の
皮
を

張
っ
た
片
面
あ
る
い
は
両
面
の
太
鼓
が
あ
る
。
割
れ
目
太
鼓
は
プ

カ
プ
カ
島
で
は
ナ
ワnaw

a

、
マ
ニ
ヒ
キ
、
ラ
カ
ハ
ン
ガ
島
で
は

コ
リ
ロkolilo

、
南
部
ク
ッ
ク
諸
島
で
は
パ
テpate

と
呼
ば
れ
る
。

小
型
の
も
の
は
長
さ
四
〇
�
、
直
径
七
か
ら
八
�
く
ら
い
の
ナ
ン

ヨ
ウ
イ
ヌ
ジ
シ
ヤ
の
丸
太
を
使
っ
て
、
胴
部
に
長
さ
三
〇
�
、
幅

二
・
五
�
の
割
れ
目
を
彫
り
込
ん
だ
も
の
で
、
ミ
ズ
ガ
ン
ピ
の
硬

い
枝
の
棒
を
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
し
て
、
胴
部
を
叩
い
て
音
を
出
す
。

形
態
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
大
き
さ
や
太
さ
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
小
さ

い
も
の
の
方
が
高
い
音
を
出
し
、
同
じ
も
の
で
も
胴
体
の
両
端
に

向
か
っ
て
音
が
高
く
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
音
質
の
違
い
を
利
用
し

て
、
ド
ラ
ム
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
近
森
二
〇
〇
八
（
5
）
）。
鼓
面
に
鮫
や
山
羊
の
皮
を
張
っ
た
太
鼓
パ
ズ

payu
は
コ
コ
ヤ
シ
や
テ
リ
ハ
ボ
ク
な
ど
の
幹
の
内
部
を
刳
り
貫

い
て
胴
体
を
作
る
。
片
面
太
鼓
と
両
面
太
鼓
が
あ
る
。
片
面
太
鼓

は
高
さ
八
〇
か
ら
一
〇
〇
�
で
上
面
は
二
五
か
ら
三
〇
�
。
鼓
面

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

一
五
（
二
一
一
）



に
張
っ
た
皮
は
パ
ン
ダ
ヌ
ス
の
枝
で
作
っ
た
バ
イ
ン
ダ
ー
で
と
め
、

ヤ
シ
の
繊
維
を
三
つ
撚
り
に
し
た
紐
で
し
っ
か
り
縛
っ
て
あ
る
。

下
に
四
つ
の
脚
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
胴
体
を
立
て
、
鼓
面
を
二

本
の
棒
か
両
手
で
叩
く
。
両
面
太
鼓
は
長
さ
五
〇
�
、
直
径
四
〇

か
ら
六
〇
�
、
棒
で
組
ん
だ
台
枠
の
上
に
胴
体
を
横
に
し
て
置
い

た
り
、
木
の
枝
に
綱
で
吊
る
し
て
使
う
（
6
）
。

ク
ッ
ク
諸
島
の
人
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
楽
器
に
触
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
教
会
活
動
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
の
宣
教
師
Ａ
・
ブ
ザ
コ
ッ
ト
は
、

初
代
Ｊ
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
後
継
者
と
し
て
、
ラ
ロ
ト
ン
ガ
で
一

八
五
七
年
か
ら
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
活
動
し
た
が
、
彼
の
音
楽

的
才
能
と
情
熱
は
讃
美
歌
の
普
及
に
向
け
ら
れ
た
。
彼
の
自
叙
伝

と
も
い
え
る
「
太
平
洋
の
島
々
の
布
教
生
活
」（Sundarland

and

B
uzacott,A

.1866.p.244

）
に
は
、
音
楽
に
つ
い
て
の
記
述
が

み
ら
れ
る
。
彼
は
布
教
の
た
め
に
フ
ル
ー
ト
を
持
っ
て
き
た
が
、

讃
美
歌
を
教
え
る
た
め
に
は
伴
奏
楽
器
が
必
要
と
考
え
て
、
低
音

の
ヴ
ィ
オ
ー
ル
（
六
弦
の
弦
楽
器
）
を
つ
く
り
合
唱
を
指
揮
し
た
。

そ
れ
か
ら
セ
ラ
フ
ィ
ン
（
ハ
ー
モ
ニ
ウ
ム
の
前
身
で
小
さ
な
キ
ー

ボ
ー
ド
を
も
つ
オ
ル
ガ
ン
に
似
た
楽
器
）
を
英
国
か
ら
も
た
ら
し

て
、
彼
の
娘
に
弾
か
せ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
遠
く
離
れ
た
孤
島

に
住
む
プ
カ
プ
カ
の
人
々
が
実
際
に
西
洋
の
楽
器
を
手
に
し
た
の

は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
雇
用
や
教
育
の
機
会
を
求
め
て

ラ
ロ
ト
ン
ガ
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
出
稼
ぎ
に
出
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
島
に
持
ち
帰
っ
た
ウ
ク
レ
レ

や
ギ
タ
ー
が
伴
奏
楽
器
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
コ
プ
ラ
の

運
搬
に
立
ち
寄
る
よ
う
に
な
っ
た
ス
ク
ー
ナ
ー
の
船
員
が
食
糧
に

し
て
い
た
キ
ャ
ビ
ン
・
ブ
レ
ッ
ド
（
乾
パ
ン
）
の
空
き
缶
や
石
油

カ
ンtini

が
打
楽
器
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
空
き
缶
を

棒
で
叩
く
金
属
音
の
大
音
量
が
島
の
人
々
を
大
い
に
魅
了
し
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
音
質
が
軍
楽
隊
の
ド
ラ
ム
の
よ
う
で
あ
る

と
い
う
。
空
き
缶
を
叩
く
切
れ
の
い
い
、
高
音
の
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ

ン
が
割
れ
目
太
鼓
の
連
打
に
加
わ
っ
た
。

人
々
は
チ
ラ
の
歌
唱
よ
り
も
、
打
楽
器
の
響
き
の
ア
ン
サ
ン
ブ

写真：4．大型の割れ目太鼓。クック
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ル
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。
音
の
高
さ
や
強
度
の
異
な
る
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
打
楽
器
の
連
打
に
、
心
を
奪
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ウ
ク
レ
レ
も
自
在
に
音
の
高
さ
を
変
え
て
、
繊
細
な
リ
ズ

ム
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
楽
器
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
最
近
で
は
、
マ
ー
チ
ン
グ
・
ド
ラ
ム
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
う
し
た
楽
器
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
チ
ラ
が
も
っ
て

い
た
口
承
歌
の
機
能
は
次
第
に
希
薄
に
な
り
、
切
れ
の
い
い
パ
ー

カ
ッ
シ
ヴ
な
リ
ズ
ム
表
現
に
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
人
々
に
最
も
好
ま
れ
る
パ
タ
ウ
タ
ウ
は
、
お
そ
ら
く
、
そ

の
よ
う
な
過
程
で
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
い

つ
ご
ろ
で
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
に
プ
カ
プ
カ

の
調
査
を
し
た
ビ
ー
グ
ル
ホ
ー
ル
は
チ
ラ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
も
の
の
、
パ
タ
ウ
タ
ウ
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
そ
の
成
立
は
比
較
的
新
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
（B

eaglehole,E
.and

P.n.d.

）。
パ
タ
ウ
タ
ウ
と
い

う
名
称
は
「
手
を
叩
く
」patupatu

te
lim

a

を
意
味
す
る
言
葉

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
三
拍
子
で
手
を
叩
き
な
が
ら
歌
う

こ
と
や
テ
ン
ポ
が
歌
の
進
行
と
と
も
に
加
速
す
る
こ
と
、
曲
が
突

然
終
わ
る
特
徴
的
な
終
止
形
な
ど
に
、
チ
ラ
の
音
楽
技
法
の
継
承

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

演
奏
は
リ
ー
ダ
ー
の
小
さ
な
割
れ
目
太
鼓
、
あ
る
い
は
空
き
缶

tini

の
高
い
音
の
合
図
で
始
ま
る
。
一
分
間
に
数
百
回
と
い
う
速

さ
で
叩
き
な
が
ら
、
そ
の
叩
き
方
で
曲
目
を
他
の
演
奏
者
に
知
ら

せ
、
テ
ン
ポ
を
指
示
す
る
。
曲
の
途
中
で
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
を
変

化
さ
せ
た
り
、
踊
り
手
の
動
き
を
指
図
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
割
れ
目
太
鼓
の
三
拍
子
の
ユ
ニ
ゾ
ン
に
入
る
。
熟
練
し
た

演
奏
者
は
高
い
音
を
出
す
小
さ
な
割
れ
目
太
鼓
を
前
腕
で
抱
え
な

が
ら
、
前
に
倒
し
た
り
、
横
に
し
た
り
し
て
叩
く
。
両
面
太
鼓
や

片
面
太
鼓
の
入
り
方
は
自
在
で
あ
る
が
、
割
れ
目
太
鼓
の
リ
ズ
ム

に
遅
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
皮
張
り
太
鼓
は
音
が
低
く
、

響
き
が
残
る
の
で
、
硬
い
割
れ
目
太
鼓
の
音
間
を
埋
め
る
よ
う
に

聞
こ
え
る
。
と
り
わ
け
、
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
緩
く
持
っ
て
、
は
ず
ま

せ
な
が
ら
叩
く
ア
カ
ト
パ
ト
パakatopatopa

の
技
法
を
使
う
と

き
に
は
、
小
刻
み
な
打
音
の
連
続
に
よ
っ
て
、
ウ
ク
レ
レ
や
ギ
タ

ー
と
同
じ
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
く
る
効
果
が
得
ら
れ
る
。

太
鼓
が
鳴
り
響
く
な
か
で
、
期
せ
ず
し
て
挑
発
的
な
男
の
叫
び

声
が
上
が
り
、
男
女
の
踊
り
が
始
ま
る
。
踊
り
手
は
歌
い
な
が
ら
、

手
拍
子
を
と
り
、
歌
詞
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
と
ア
ク
セ
ン
ト
を
し
ば

し
ば
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
る
。
太
鼓
の
音
が
高
ま
り
、
テ
ン

ポ
が
次
第
に
速
く
な
っ
て
く
る
と
、
歌
も
踊
り
も
力
強
い
も
の
に

な
る
。
男
性
は
膝
を
打
ち
、
腕
を
交
叉
さ
せ
て
反
対
側
の
肩
を
叩

く
。
膝
を
上
げ
て
走
っ
て
い
る
よ
う
な
動
作
や
踵
を
蹴
る
し
ぐ
さ

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

一
七
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を
す
る
。
女
性
は
上
半
身
の
動
き
を
止
め
た
ま
ま
、
腰
を
左
右
に

動
か
す
。
動
作
は
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
し
な
い
。
男
と
女
が
向
き
合

う
時
、
男
性
の
踊
り
が
は
げ
し
い
動
作
に
な
る
。
腕
を
前
に
水
平

に
の
ば
し
、
脚
を
曲
げ
て
、
股
を
羽
ば
た
く
よ
う
に
素
早
く
、
開

い
た
り
、
閉
じ
た
り
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
、
お
ど
け
た
よ
う
な
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
し
ぐ
さ
が
入
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
上
が
る
男
性
の
奇
声
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
叫
び
声
は
、
太

鼓
の
強
く
短
い
音
で
返
さ
れ
る
。
太
鼓
が
踊
り
の
動
作
を
引
き
出

し
、
踊
り
が
歌
を
引
き
出
す
。

ひ
と
し
き
り
踊
り
と
太
鼓
の
連
打
が
続
い
て
か
ら
、
終
結
部
に

四
分
の
四
拍
子
で
、
四
か
ら
八
小
節
く
ら
い
の
短
い
歌
が
付
け
加

え
ら
れ
る
。
歌
詞
や
チ
ュ
ー
ン
は
本
体
の
曲
と
関
係
が
あ
る
と
は

限
ら
な
い
。
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
曲
に
は
韻
律
が
整
え
ら
れ
て
い

な
い
も
の
も
あ
り
、
歌
詞
も
簡
素
化
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま

た
、
古
い
口
承
歌
の
一
部
が
何
の
脈
絡
も
な
く
引
用
さ
れ
て
、
歌

わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
か
な
り
即
興
的
な
オ
プ
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
時
に
は
意
味
の
な
い
声
の
連
続
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
、
も
は
や
口
承
歌
と
し
て
一
連
の
伝
承
的
な
意
味
を
伝
え
る

と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
、
リ
ズ
ム
を
と
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
る
声

の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
曲
に
な

る
ほ
ど
、
パ
ー
カ
ッ
シ
ヴ
な
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
、

一
層
、
踊
り
に
適
し
た
形
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ

て
、
口
承
歌
が
も
つ
、
語
り
の
役
割
が
退
化
し
て
、
リ
ズ
ム
を
強

調
す
る
音
楽
に
変
化
し
て
い
る
。
語
り
の
音
楽
が
リ
ズ
ム
音
楽
に

変
化
す
る
傾
向
は
、
島
民
の
現
代
音
楽
の
傾
向
と
云
っ
て
も
い
い
。

M
okom

oko
w

aw
a,m

okom
oko

w
aw

a

E
ite

w
ua,tanu

kilalo.

タ
ロ
イ
モ
を
植
え
ろ
、
タ
ロ
イ
モ
を
植
え
ろ
、

そ
し
て
、
タ
ロ
イ
モ
水
田
に
、
そ
こ
に
さ
し
込
め

（
プ
カ
プ
カ
島
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
に
よ
る
。
一
九
八
五
）

こ
れ
は
曲
の
最
後
に
何
の
脈
絡
も
な
く
、
即
興
的
に
、
速
い
テ

ン
ポ
で
歌
わ
れ
る
歌
詞
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
タ
ロ
イ
モ
の
種
芋
を

水
田
に
植
え
る
と
い
う
歌
詞
で
し
か
な
い
が
、
水
田
を
意
味
す
る

ウ
アw

ua

は
女
性
の
性
器
を
指
す
隠
喩
で
も
あ
る
の
で
、
ひ
ょ

う
き
ん
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
踊
り
の
動
作
を
と
も
な
う
一
種
の
囃

子
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
歌
と
踊
り
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ

る
。
そ
し
て
終
曲
に
向
か
っ
て
テ
ン
ポ
を
加
速
し
て
い
く
。
歌
詞

は
跳
ね
る
よ
う
な
発
音
に
な
り
、
そ
れ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達

し
た
か
と
思
う
と
、
突
然
、
歌
も
太
鼓
も
踊
り
も
一
斉
に
停
止
す

る
。
こ
の
終
止
形
（
カ
ダ
ン
ス
）
は
伝
統
的
な
チ
ラ
の
奏
法
と
全

く
同
じ
手
法
で
あ
る
。

史
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５
�
土
着
性
と
創
造
性

イ
メ
ネ
・
ツ
キ
や
パ
タ
ウ
タ
ウ
に
は
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
や
グ
リ

サ
ン
ド
、
加
速
的
な
終
止
形
（
カ
ダ
ン
ス
）
な
ど
の
音
楽
奏
法
に
、

き
わ
め
て
強
い
土
着
的
な
特
色
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ポ
リ
ネ
シ
ア
人
は
優
れ
た
航
海
技
術
に
よ
っ
て
、
先
史
時
代
以

来
、
移
動
と
接
触
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
島
々
か

ら
フ
ィ
ー
ジ
、
ト
ン
ガ
、
サ
モ
ア
を
経
て
、
南
太
平
洋
に
進
出
し
、

北
に
ハ
ワ
イ
諸
島
、
東
に
イ
ー
ス
タ
ー
島
、
さ
ら
に
南
に
下
っ
て

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
ま
で
、
赤
道
を
挟
ん
で
一
辺
九
〇
〇
〇
㎞
に

お
よ
ぶ
広
大
な
三
角
形
の
範
囲
に
広
が
っ
た
。
言
語
学
と
考
古
学
、

民
族
学
の
成
果
に
も
と
づ
け
ば
、
そ
の
文
化
圏
は
大
き
く
二
つ
に

分
か
れ
る
。
ト
ン
ガ
、
サ
モ
ア
を
中
心
と
す
る
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語

文
化
圏
と
そ
こ
か
ら
東
側
の
ハ
ワ
イ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
及

ぶ
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
文
化
圏
で
あ
る
。
両
地
域
の
文
化
的
相
違
に

つ
い
て
は
、E

.B
urrow

s

（1939

）
の
物
質
文
化
の
要
素
に
よ
る

研
究
が
あ
る
が
、
音
楽
の
特
性
に
つ
い
て
み
れ
ば
両
者
の
関
係
は

か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
区
分
で
き
な
い
。
ク
ッ
ク
諸
島
は
そ
の
中

間
地
と
し
て
、
東
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
文
化
圏
の
要
素
が
重
な
り
合
い
、

豊
穣
な
様
相
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
7
）
。

ク
ッ
ク
諸
島
の
重
要
な
楽
器
で
あ
る
割
れ
目
太
鼓
の
分
布
を
み

る
と
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
島
々
か
ら
フ
ィ
ー
ジ
、
サ
モ
ア
、
ト
ン
ガ
、

ニ
ウ
エ
な
ど
の
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
を
経
て
、
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ソ
シ

エ
テ
諸
島
に
ま
で
及
ん
で
い
る
（B

urrorw
s,E

.1970,Fischer,

H
.1986

）。
言
語
的
に
見
て
も
、
割
れ
目
太
鼓
を
指
す
プ
カ
プ
カ

語
の
ナ
ワnaw

a

は
、
サ
モ
ア
語
や
ト
ン
ガ
語
の
ナ
フ
ァnafa

な

ど
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
に
共
通
し
、
そ
れ
が
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
か
ら
ク

ッ
ク
諸
島
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
口
承
歌
を

指
す
プ
カ
プ
カ
語
の
マ
コm

ako

も
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
ト
ン
ガ
語

や
サ
モ
ア
語
の
グ
ル
ー
プ
（
レ
ン
ネ
ル
語
、
チ
コ
ピ
ア
語
、
ツ
バ

ル
語
な
ど
）（E

lbert,S.1975,Firth,R
.1985,Jackson,G

.

2001

）
と
全
く
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
口
承
歌
の
音
楽
形
式
そ
れ
自

体
も
、
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
か
ら
ク
ッ
ク
諸
島
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
（
8
）
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
、
グ
リ
サ
ン
ド
、
テ
ン
ポ
の
加
速

的
奏
法
、
急
な
終
止
形
（
カ
ダ
ン
ス
）
な
ど
の
歌
唱
法
も
、
西
ポ

リ
ネ
シ
ア
か
ら
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
分
布
を
広
げ
て
い
る
。
し
か
し
、

特
徴
的
な
発
声
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
咽
頭
音
（
グ
ル
ン
テ
ィ
ン

グ
）
や
フ
ァ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
は
、
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
は
み
ら
れ
な

い
の
で
、
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
独
自
に
発
達
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

（M
cLean,M

.1979

）。

土
着
的
、
あ
る
い
は
伝
統
的
な
音
楽
と
言
っ
て
も
、
そ
の
島
、

そ
の
地
域
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
伝
播
と
変
容
の

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

一
九
（
二
一
五
）



過
程
で
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
近
代
に
な
っ

て
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
受
容
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
云

え
る
。
今
日
、
島
の
人
々
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
詠
唱
歌
（
マ
コ
）

と
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
で
成
立
し
た
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
を
区
別
す
る

こ
と
な
く
、
ほ
と
ん
ど
同
一
視
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
考

え
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
音
楽
で
さ
え
、
そ
の
一
部
は
す
で
に

伝
統
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
も
は
や
、
土
着
的
な

も
の
と
外
来
の
も
の
を
二
元
的
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況

に
あ
る
。

も
し
、
土
着
的
な
固
有
性
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
音
楽
形

式
や
楽
器
の
形
態
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
住
む
人
々
の
音
楽

的
感
性
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
低
平
な
サ
ン
ゴ

礁
の
島
の
暮
ら
し
は
、
波
や
風
の
基
調
音
に
包
ま
れ
て
い
る
。
リ

ー
フ
に
砕
け
る
外
洋
の
波
音
が
海
風
に
運
ば
れ
て
く
る
。
ラ
グ
ー

ン
に
流
れ
て
く
る
さ
ざ
波
が
軽
や
か
な
音
を
た
て
て
い
る
。
浜
堤

を
越
え
て
、
外
洋
側
に
出
る
と
、
強
い
風
が
吹
き
付
け
て
、
波
の

轟
音
に
包
ま
れ
る
。
止
む
こ
と
な
く
吹
く
貿
易
風
。
丈
の
高
い
コ

コ
ヤ
シ
の
葉
が
風
に
な
び
き
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
葉
音
を
た
て
る
。

時
折
、
島
を
襲
う
サ
イ
ク
ロ
ン
が
基
調
音
を
打
ち
破
る
。
島
に
渡

っ
て
く
る
海
鳥
の
甲
高
い
鳴
き
声
が
頭
上
を
過
ぎ
る
。

茫
漠
と
し
た
海
原
の
中
で
、
島
は
多
彩
な
音
に
満
た
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
音
が
人
の
住
む
場
所
（
そ
れ
を
島
で
は
ヘ
ヌ
ア

henua

と
い
う
）
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
承
歌
の
歌

詞
や
音
調
に
は
、
こ
う
し
た
自
然
音
の
表
現
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
。

T
angi

te
launiu

ngatatata
ta.

N
ew

utia
te

paw
ola,

koa

leleka.

W
uli

taw
ate

kainga
nunui.

N
a

w
aka

ta
taw

a
na

m
alatea.E

e
na!

コ
コ
ヤ
シ
の
葉
が
歌
う
、
さ
わ
さ
わ
と
。
手
拍
子
を
と
っ
て
、

心
地
よ
く
。
横
に
廻
れ
よ
。
皆
々
踊
れ
よ
。
ブ
ダ
イ
の
群
れ

の
よ
う
に
、
横
に
並
ん
で
。
エ
ェ
、
ナ
！

（
ポ
ポ
コ
相
撲
の
チ
ラ
の
一
節
�B

eaglehole,E
.and

P.

プ
カ

プ
カ
島
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
に
よ
る
。
一
九
八
五
）

E
ta

ko
te

tim
u,

na
lueie

o
ala

m
atangi.

A
ka

now
ia

oku
tino

m
anu

,
e

kula
ko

tu
m

ata
w

aka.
E

w
aka

w
aoa

ki
te

tutuku,
te

m
anu

tino
nui

o
te

m
oana.

T
u

m
ata

ki
ai

te
kakai

kin
a

w
otunga

a
kili

a
yua

,
m

oe

lele
po

.
K

o
no

ko
te

peau
w

atiw
ati

ni
uyu

no
na

tim
uangi.

E
tautapa

ke
kokoto

te
leo

,
tauvalo

kia

M
alonkitelangi.Y

ua
tiake

la
to

m
oana,langaki

lunga
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tau
w

angota.…

風
の
通
り
道
が
変
わ
っ
た
。
私
の
身
体
に
鳥
よ
と
ま
れ
。
カ

ヌ
ー
の
目
が
赤
く
な
る
。
ツ
ツ
ク
鳥
は
カ
ヌ
ー
の
仲
間
。
大

き
な
海
の
鳥
よ
。
ビ
ン
ナ
ガ
マ
グ
ロ
が
海
の
暗
黒
か
ら
泳
い

で
来
て
目
を
開
く
。
荒
波
が
風
の
歌
を
歌
い
始
め
る
。
朗
ら

か
に
、
叫
ぶ
。
マ
ロ
キ
テ
ラ
ン
ギ
の
神
を
呼
ぶ
。
そ
な
た
の

海
よ
。
開
け
。
そ
な
た
の
魚
を
水
面
に
引
き
上
げ
よ
。

（
漁
の
チ
ラ
の
一
節
�B

eaglehole,E
.and

P.n.d.

プ
カ
プ
カ

島
ロ
ト
村
パ
レ
ウ
ラ
氏
に
よ
る
。
一
九
八
五
）

こ
う
し
て
風
や
嵐
、
波
の
音
を
歌
い
、
魚
や
鳥
な
ど
の
メ
タ
フ

ァ
ー
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
。
口
承
歌
に
お
い
て
男
た

ち
の
咽
頭
音
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
奏
で
ら
れ
る
力
強
い
ビ
ー
ト

は
、
波
の
う
ね
り
を
表
し
、
女
の
甲
高
い
ソ
プ
ラ
ノ
と
、
時
と
し

て
上
が
る
鋭
い
デ
ィ
ス
カ
ン
ト
は
岩
に
激
し
く
打
ち
付
け
る
波
の

音
を
表
現
す
る
。
割
れ
目
太
鼓
は
「
舞
い
上
が
る
海
鳥
の
鳴
き

声
」
の
よ
う
に
叩
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
熟
練
者
は
、
そ
う
云

っ
て
若
者
の
指
導
に
あ
た
る
。
歌
唱
と
打
楽
器
の
間
に
あ
る
対
応

関
係
を
知
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
に
お

い
て
、
主
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
く
る
安
定
し
た
歌
唱
部
分
の
リ
ズ

ム
は
、
割
れ
目
太
鼓
の
主
要
リ
ズ
ム
に
対
応
す
る
。
男
性
の
低
い

咽
頭
音
は
皮
張
り
太
鼓
の
音
に
対
応
し
、
女
性
の
ソ
プ
ラ
ノ
は
小

形
の
割
れ
目
太
鼓
の
高
い
音
に
対
応
す
る
。

プ
カ
プ
カ
の
人
々
は
太
鼓
の
合
奏
を
愛
好
す
る
が
、
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
太
鼓
の
音
が
混
じ
り
合
う
の
を
好
ま
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

太
鼓
の
種
類
や
サ
イ
ズ
、
叩
き
方
を
変
え
て
、
音
が
混
じ
ら
な
い

よ
う
に
気
を
配
る
。
つ
ま
り
、
音
の
距
離
感
を
保
つ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
歌
い
方
で
も
同
じ
で
あ
る
。
距
離
感

の
あ
る
ハ
イ
フ
ァ
イ
な
音
の
関
係
に
よ
っ
て
、
遠
く
の
も
の
と
近

い
も
の
を
見
渡
せ
る
よ
う
な
空
間
意
識
の
表
現
が
大
切
な
の
で
あ

る
。
航
海
の
と
き
に
最
も
大
切
な
の
が
、
こ
の
距
離
感
で
あ
る
。

カ
ヌ
ー
を
操
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、
目
に
見
え
る
も
の
だ
け

で
は
な
い
。
波
の
音
、
風
の
音
、
鳥
の
鳴
き
声
、
あ
ら
ゆ
る
音
の

遠
近
感
に
耳
を
研
ぎ
す
ま
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ

に
方
向
や
距
離
を
測
り
、
危
険
を
察
知
す
る
。

海
の
上
や
平
坦
な
環
礁
の
島
で
は
山
彦
の
よ
う
な
響
き
が
得
ら

れ
な
い
。
漁
の
と
き
に
仲
間
の
カ
ヌ
ー
と
連
絡
を
と
り
合
う
に
は
、

何
よ
り
距
離
に
応
じ
た
音
の
イ
ン
テ
ン
シ
テ
ィ
ー
が
大
切
で
あ
る
。

音
の
イ
ン
テ
ン
シ
テ
ィ
ー
は
喜
び
や
悲
し
み
の
感
情
を
表
す
。
そ

れ
ら
は
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
の
声
の
大
き
さ
や
太
鼓
の
音
量
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
景
観
は
リ
ズ
ム
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
外
洋

の
波
が
リ
ー
フ
に
砕
け
る
規
則
的
な
拍
と
波
に
運
ば
れ
て
き
た
砂

礫
が
足
下
の
水
際
で
崩
れ
る
音
の
カ
オ
ス
は
、
様
式
化
し
た
リ
ズ

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

二
一
（
二
一
七
）



ム
、
テ
ン
ポ
、
音
高
、
音
量
な
ど
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
音
楽
の
構

成
時
間
の
中
に
分
割
配
置
さ
れ
る
。
音
の
基
本
は
無
音
で
あ
る
。

曲
の
終
わ
り
や
節
の
間
で
効
果
的
に
音
を
休
止
さ
せ
、
無
音
の
状

態
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
配
慮
す
る
。
加
速
す
る
音
の
連
続
が
突

然
、
停
止
す
る
カ
ダ
ン
ス
は
、
最
も
工
夫
を
凝
ら
す
技
法
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

人
間
の
作
業
が
つ
く
り
出
す
音
も
ま
た
、
様
式
化
し
た
リ
ズ
ム

に
翻
訳
さ
れ
て
音
楽
に
な
る
。
例
え
ば
、
コ
コ
ヤ
シ
の
殻
か
ら
果

肉
を
削
り
出
す
作
業
は
毎
日
欠
か
さ
ず
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ
の

リ
ズ
ム
は
チ
ラ
や
パ
タ
ウ
タ
ウ
の
三
拍
子
に
一
致
し
て
お
り
、
男

た
ち
の
低
い
咽
頭
音
が
刻
む
グ
ル
ン
テ
ィ
ン
グ
は
カ
ヌ
ー
を
漕
ぐ

リ
ズ
ム
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
能
率
よ
く
仕
事
し
、
危
険
を
避

け
る
た
め
に
も
、
日
常
生
活
の
中
で
、
誰
し
も
が
こ
う
し
た
リ
ズ

ム
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
は
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
成

長
と
と
も
に
、
そ
の
リ
ズ
ム
や
テ
ン
ポ
を
身
に
つ
け
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
自
然
や
生
活
の
音
感
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚

で
あ
り
、
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル

ド
・
ワ
ー
ク
に
お
い
て
著
し
く
困
難
な
作
業
に
な
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
音
感
が
い
く
つ
も
の
音
楽
形
式
や

奏
法
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
ら
を
結
び
合
わ
せ
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

た
と
き
に
固
有
の
音
楽
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
予
見
し
た
い
。

６
�
む
す
び

キ
リ
ス
ト
教
会
の
活
動
に
よ
る
讃
美
歌
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の

導
入
に
よ
っ
て
、
島
の
人
々
の
音
楽
は
一
層
豊
か
な
も
の
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
選
択
は
き
わ
め
て
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

宣
教
師
た
ち
が
島
民
の
音
楽
を
断
固
と
し
て
排
除
し
、
根
絶
し
よ

う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
着
の
音
楽
伝
統
が
生
き
残
り
、

西
洋
音
楽
と
の
融
合
、
あ
る
場
合
に
は
復
活
が
な
さ
れ
た
。

プ
カ
プ
カ
の
人
々
は
土
着
の
音
楽
の
フ
レ
ー
ム
に
、
讃
美
歌
や

西
洋
音
楽
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
優
れ
た
芸
術
的

創
造
性
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
イ
メ
ネ
・
ツ
キ

が
古
く
か
ら
あ
っ
た
口
承
歌
（
マ
コ
）
を
基
礎
に
、
キ
リ
ス
ト
教

の
聖
書
や
讃
美
歌
の
歌
詞
を
取
り
入
れ
て
、
特
徴
的
な
詠
唱
歌
に

発
展
さ
せ
、
パ
タ
ウ
タ
ウ
も
世
俗
的
な
朗
唱
歌
チ
ラ
を
基
礎
に
し

て
、
明
る
く
、
即
興
的
な
リ
ズ
ム
音
楽
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
れ

が
タ
ヒ
チ
ア
ン
・
ダ
ン
ス
の
影
響
を
う
け
た
ウ
パ
ウ
パupaupa

や
ド
ラ
ム
・
ダ
ン
ス
の
ウ
ラ
パ
ウurapau

な
ど
の
ビ
ー
ト
の
き

い
た
、
享
楽
的
で
シ
ョ
ウ
的
な
現
代
音
楽
の
受
け
入
れ
を
容
易
に

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
、
若
者
た
ち
を
中
心
に
ウ
ク
レ
レ
や

ギ
タ
ー
の
伴
奏
に
よ
っ
て
、
歌
い
、
踊
ら
れ
る
イ
メ
ネ
・
ロ
パ

im
ene

lopa
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
す
で
に
世
界
の
現

史
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代
音
楽
の
流
れ
の
な
か
で
、
充
分
に
存
在
を
主
張
で
き
る
も
の
が

生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

先
史
時
代
以
来
、
カ
ヌ
ー
に
よ
っ
て
移
動
を
繰
り
返
し
て
き
た

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
人
々
の
文
化
は
、
民
族
集
団
相
互
の
接
触
に
よ
っ

て
、
つ
ね
に
変
化
を
と
げ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
音
楽
の
領
域

に
お
い
て
も
、
特
定
の
集
団
に
不
変
で
固
有
な
様
相
を
取
り
出
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
変
化
は
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
創
造
的
な

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
口
承
音
楽
の
要
素
の
多
く
が
、
長
い

歴
史
を
通
じ
て
、
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
か
ら
ク
ッ
ク
諸
島
に
伝
え
ら
れ
、

タ
ヒ
チ
や
ラ
ロ
ト
ン
ガ
を
拠
点
に
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
始
ま
る

と
、
教
会
音
楽
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
化
し

た
ポ
リ
ネ
シ
ア
音
楽
が
強
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ

メ
ネ
・
ツ
キ
や
パ
タ
ウ
タ
ウ
は
そ
の
過
程
で
生
ま
れ
た
。
彼
ら
の

優
れ
た
才
能
が
、
多
元
的
な
要
素
を
独
自
の
音
楽
的
感
性
や
社
会

機
能
の
中
で
捉
え
な
お
し
、
新
た
な
音
楽
形
式
を
創
出
し
た
の
で

あ
る
。

今
日
、
ク
ッ
ク
諸
島
の
住
民
の
多
く
が
出
稼
ぎ
や
教
育
を
受
け

る
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
移

住
し
て
い
る
か
ら
、
す
で
に
、
過
去
に
ま
さ
る
音
楽
的
混
淆
が
進

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
四
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る

太
平
洋
諸
国
の
芸
術
祭
や
首
都
ラ
ロ
ト
ン
ガ
で
開
か
れ
る
ク
ッ
ク

諸
島
全
体
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
、
島
ご
と
の
音
楽
的
特
徴
を

求
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
民
族
意
識
の
高
ま
り
と
あ
い
ま
っ
て
、

古
く
か
ら
歌
わ
れ
て
き
た
民
族
的
な
音
楽
に
再
興
の
機
会
を
与
え

て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代
化

と
伝
統
化
の
両
方
向
に
多
様
化
が
進
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註（
１
）
ラ
ロ
ト
ン
ガ
か
ら
遠
く
隔
絶
し
た
プ
カ
プ
カ
の
人
々
が
ラ
ロ
ト

ン
ガ
語
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ

て
出
稼
ぎ
や
教
育
を
受
け
る
機
会
が
増
え
て
、
人
口
移
動
が
盛
ん

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

（
２
）
ク
ッ
ク
諸
島
の
言
語
は
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、

ソ
シ
エ
テ
諸
島
や
ハ
ワ
イ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
語
な

ど
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
ッ
ク
諸
島
の
北
部
に
あ

る
プ
カ
プ
カ
の
言
語
は
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
サ
モ
ア
語
、
ト
ケ
ラ
ウ

語
、
ツ
バ
ル
語
、
レ
ン
ネ
ル
語
な
ど
と
も
密
接
な
つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
る
。
プ
カ
プ
カ
が
占
め
る
東
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
中
間
的
な

位
置
は
文
化
要
素
の
伝
播
、
移
動
を
考
え
る
と
き
に
重
要
で
あ
る
。

（
３
）
伝
統
的
な
詠
唱
歌
（
マ
コm

ako

）
は
神
話
や
伝
承
を
語
り
、

祖
先
の
名
や
功
績
、
事
績
を
語
り
、
系
譜
を
伝
え
る
。
歌
わ
れ
る

状
況
に
応
じ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

タ
ン
ギtangi

死
者
に
捧
げ
ら
れ
る
哀
悼
の
歌
、
あ
る
い
は
挽

歌
。

ピ
ン
ガpinga

死
ん
だ
愛
人
の
た
め
に
、
夢
の
中
に
あ
ら
わ

れ
た
精
霊
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
愛
の
歌
。

ジ
ヴ
ァyiva

不
慮
の
事
故
に
よ
っ
て
死
ん
だ
人
に
、
死
を
惜

し
ん
で
捧
げ
ら
れ
る
歌
。

ワ
カ
タ
パ
タw

akatapatapa

ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
や
結
婚
の
時

な
ど
に
、
そ
の
個
人
が
い
か
に
優
れ
た
系
譜
に
属
し
て
い
る

か
を
賞
賛
し
た
り
、
自
慢
し
た
り
す
る
と
き
に
歌
わ
れ
る
詠

唱
歌
。

タ
ン
ギ
タ
ン
ギtangitangi

特
定
の
技
能
や
手
柄
を
賞
賛
し
た

り
、
誇
り
に
し
た
り
し
て
歌
わ
れ
る
詠
唱
歌
。

（
４
）
古
い
詠
唱
歌
（
マ
コ
）
は
ほ
と
ん
ど
イ
メ
ネ
・
ツ
キ
に
置
き
換

え
ら
れ
て
、
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
世
俗

的
な
内
容
を
も
つ
朗
唱
歌
（
チ
ラ
）
の
方
は
、
今
日
な
お
、
パ
タ

ウ
タ
ウ
と
並
ん
で
歌
わ
れ
て
い
る
。
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（
５
）
割
れ
目
太
鼓
は
ラ
ピ
タ
土
器
文
化
の
担
い
手
と
そ
の
子
孫
に
よ

っ
て
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
か
ら
フ
ィ
ー
ジ
、
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
サ
モ
ア
、

ト
ン
ガ
を
経
て
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
カ
ヌ
ー
の
よ
う
に
大
き
な
割
れ
目
太
鼓
は
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
に

は
な
く
、
レ
ン
ネ
ル
島
な
ど
に
み
ら
れ
る
板
太
鼓
（
近
森
一
九
八

八
二
五
〇
頁
）
も
み
ら
れ
な
い
。
皮
張
り
太
鼓
は
東
ポ
リ
ネ
シ
ア

で
発
達
し
た
楽
器
で
あ
る
。

（
６
）
打
楽
器
の
ほ
か
に
は
ホ
ラ
貝
の
円
錐
形
の
先
端
に
穴
を
開
け
て

口
で
吹
く
ト
ラ
ン
ペ
ッ
トpu

が
あ
る
が
、
楽
器
と
し
て
は
用
い

ら
れ
な
い
。
儀
式
や
舞
踏
な
ど
を
始
め
る
合
図
と
し
て
、
あ
る
い

は
カ
ヌ
ー
の
出
発
を
報
せ
た
り
、
死
者
が
で
た
こ
と
を
知
ら
せ
る

と
き
な
ど
に
吹
く
。
そ
れ
が
楽
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
の
先
端
を
折
っ
て
、

歯
の
間
に
挟
み
、
葉
の
肋
の
端
を
指
で
弾
き
な
が
ら
口
の
中
で
共

鳴
さ
せ
て
音
を
出
す
口
琴titapu

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
子
供
の
遊

び
に
使
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
７
）
言
語
地
域
と
音
楽
特
性
の
分
布
の
間
に
は
、
幾
分
の
相
違
が
あ

る
。
プ
ロ
ト
・
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
が
形
成
さ
れ
た
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
の

サ
モ
ア
地
域
と
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
諸
語
の
拡
散
の
中
心
と
な
っ
た
ソ

シ
エ
テ
諸
島
地
域
と
の
間
に
音
楽
要
素
の
関
係
が
み
ら
れ
る
の
に

対
し
て
、
同
じ
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
ハ
ワ
イ

や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
含
む
周
辺
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
、
い
く
つ

か
の
要
素
が
脱
落
し
て
い
る
。

（
８
）
口
承
歌
マ
コm

ako

は
サ
モ
ア
語
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
レ
ン
ネ

ル
語
で
もm

ako

、
ト
ン
ガ
語
、
チ
コ
ピ
ア
語
、
ツ
ヴ
ァ
ル
語
で

も
同
じ
よ
う
にm

ako

で
あ
る
が
、
歌
と
踊
り
、
あ
る
い
は
踊
り

の
音
楽
を
指
す
。
し
か
し
ラ
ロ
ト
ン
ガ
語
で
はpe‘e

あ
る
い
は

pehe

で
、
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
と
は
異
な
る
。
マ
オ
リ
語
や
ハ
ワ
イ

語
で
は
口
承
歌
（
チ
ャ
ン
ト
）
と
踊
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
言
葉

が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
オ
リ
語
で
は
踊
り
はhaka

、

チ
ャ
ン
ト
はoriori

で
あ
り
、
ハ
ワ
イ
語
で
は
踊
り
はH

a‘a

、
チ

ャ
ン
ト
はoli

と
な
っ
て
、
踊
り
な
し
の
チ
ャ
ン
ト
を
表
す
。

（A
pril2016

）

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容

二
五
（
二
二
一
）


