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こ
れ
は
『
恩
納
村
の
民
話
』
に
採
話
さ
れ
て
い
る

サ
ン
グ
ヮ
チ
サ
ン
ニ
チ
（
旧
暦
三
月
三
日
）
に
ま
つ

わ
る
お
話
で
、
同
様
の
民
話
は
県
内
で
も
広
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
特
に
女
性
は
サ
ン
グ
ヮ
チ
サ
ン
ニ
チ

に
は
「
浜
下
り
」
を
し
て
、
手
足
を
海
水
に
浸
し
て

不
浄
を
清
め
、
健
康
を
祈
願
し
、
潮
干
狩
り
な
ど
を

し
て
楽
し
く
過
ご
す
行
事
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

豊
か
な
海
が
広
が
る
恩
納
村
で
も
、
サ
ン
グ
ヮ
チ

サ
ン
ニ
チ
の
日
に
は
、
た
く
さ
ん
の
方
が
海
へ
行
く

こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
各
地
域
の
字
誌
や
伝

え
聞
い
た
話
に
よ
る
と
、
海
へ
出
か
け
る
以
外
に
も

特
色
あ
る
様
々
な
事
が
行
わ
れ
て
い
る
（
行
わ
れ
て

い
た
）
よ
う
で
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。

名
嘉
真
で
は
字
誌
に
「
女
性
が
浜
に
下
り
て
身
を

清
め
、
神
へ
祈
り
を
捧
げ
る
。
ハ
マ
ウ
リ
の
晩
に
女

性
が
自
弁
当
を
持
ち
寄
り
、
公
民
館
で
宴
を
催
し
て

楽
し
く
過
ご
す
」
と
あ
り
ま
す
。

喜
瀬
武
原
字
誌
で
は
「
三
月
三
日
に
ご
ち
そ
う
を

重
箱
に
持
参
し
て
安
富
祖
や
熱
田
の
浜
で
女
た
ち
が

潮
干
狩
り
な
ど
を
し
て
一
日
遊
ん
だ
が
、
今
は
行
わ

れ
て
い
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
村
内
で
唯
一
海
に
面

し
て
い
な
い
喜
瀬
武
原
で
も
、
か
つ
て
サ
ン
グ
ヮ
チ

サ
ン
ニ
チ
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

恩
納
村
誌
に
よ
る
と
、
瀬
良
垣
で
は
「
サ
ー
シ
バ

ナ
レ
」
と
呼
ば
れ
る
小
島
近
く
の
浜
で
、
区
民
が
海

の
方
に
向
か
っ
て
拝
し
、明
治
三
十
年
頃
ま
で
は
サ
ー

シ
バ
ナ
レ
の
そ
ば
の
ク
ム
イ
（
潮
だ
ま
り
）
で
サ
サ

漁
（
魚
を
獲
る
た
め
に
、
毒
性
の
あ
る
植
物
を
水
中

に
投
入
し
、
麻
痺
し
て
浮
い
て
き
た
魚
を
獲
る
漁
法
。

現
在
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
）
を
行
い
、
一
日
中
浜
辺

で
遊
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
神
役
と
区

長
が
拝
み
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

恩
納
で
は
同
級
生
や
友
人
同
士
、
女
性
達
が
そ
れ

ぞ
れ
集
ま
り
、
ソ
ー
ミ
ン
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
や
ク
フ
ァ

ジ
ュ
ー
シ
ー
を
食
べ
な
が
ら
楽
し
く
過
ご
す
日
だ
っ

た
よ
う
で
、
サ
ン
グ
ァ
チ
ャ
ー
（
三
月
遊
び
）
と
呼

ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

熊
本
の
民
俗
学
者
牛
島
盛
光
が
一
九
六
〇
年
代
に

行
っ
た
南
恩
納
の
民
俗
調
査
で
は
、
サ
ン
グ
ヮ
チ
サ

ン
ニ
チ
に
は
「
よ
も
ぎ
餅
を
搗つ

き
、
家
の
位
牌
に
供

え
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
風
習
と
な
っ
て
い
ま
す
。

谷
茶
で
も
浜
下
り
を
し
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
日

は
個
々
で
責
任
を
持
つ
猪
垣
（
猪
か
ら
畑
を
守
る
垣
）

か
ら
猪
が
侵
入
し
た
場
合
、
そ
の
猪
垣
の
責
任
者
が

ム
ラ
に
罰
金
を
支
払
う
日
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
現

在
で
は
こ
の
よ
う
な
罰
金
制
度
は
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
谷
茶
に
は
往
事
を
し
の
ぶ
猪
垣
が
、
ま
だ
い
く

サ
ン
グ
ヮ
チ
サ
ン
ニ
チ（
旧
暦
三
月
三
日
）の
行
事

浜
下
り
由
来	

宜
志
富
カ
メ（
明
治
三
十
二
年
生
ま
れ
）

昔
、お
ば
あ
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃっ
た
そ
う
だ
。そ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、ア
カ
マ
タ
ー
が
男
に
化
け
、美
し
い
女
の
所
へ
遊
び
に
行
き

来
し
て
い
る
の
を
いつ
も
み
て
い
た
。ア
カ
マ
タ
ー
が
白
い
サ
ー
ジ（
手
ぬ
ぐ
い
）を
被
り
、カ
ン
プ
ー
し
て
い
る
の
を
み
て（
女
性
に
）

「
あ
な
た
の
家
に
来
る
人
は
、人
間
で
は
な
い
よ
。あ
の
人
が
来
た
と
き
に
、夜
、針
に
ウ
ー
バ
ー
ラ
ー（
芭
蕉
糸
を
入
れ
る
竹
か

ご
）いっ
ぱ
い
の
芭
蕉
糸
を
針
に
と
お
し
て
、そ
の
人
の
頭
に
突
き
立
て
て
送
っ
て
、そ
の
人
の
後
を
追
っ
て
み
な
さ
い
」と
言
っ
た
の
で

そ
の
と
お
り
に
す
る
と
、こ
の
ア
カ
マ
タ
ー
は
洞
穴
に
行
っ
て
い
た
そ
う
だ
。そ
う
し
て
洞
穴
で
同
じ
ア
カ
マ
タ
ー
同
士
で「
俺
は

人
間
界
で
子
ど
も
を
宿
し
て
き
た
よ
」と
言
う
と
、別
の
ア
カ
マ
タ
ー
が「
お
前
は
そ
う
言
う
が
、そ
ん
な
に
人
間
は
ば
か
で
は
な

い
。三
月
の
よ
も
ぎ
餅
を
食
べ
、浜
で
水
浴
び
を
す
れ
ば
そ
の
子
は
全
部
お
り
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
か
」と
言
う
の
で
、こ
の
伝
え

か
ら
三
月
に
は
浜
下
り
し
て
遊
び
な
さ
る
の
だ
そ
う
だ
。

（
資
料
引
用
に
つい
て
は
、一
部
加
工・修
正
を
し
て
お
り
ま
す
）
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屋敷周辺に浜の砂をまく（仲泊）

サングヮチャーモーでの供物（塩屋）

つ
も
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

仲
泊
に
つ
い
て
は
『
恩
納
村
歌
集
』（
古
波
蔵
清
一

著
　
一
九
七
八
年
発
行
）
に
「
仲
泊
で
は
御
重
の
ご

馳
走
は
な
か
っ
た
が
、
麦
の
雑
炊
を
つ
く
っ
て
御
先

祖
に
お
供
え
し
、
ま
た
屋
敷
の
周
囲
に
浜
の
砂
を
ま

い
て
い
た
。
い
ま
で
も
そ
の
風
習
が
残
っ
て
い
る
。

ま
た
三
月
三
日
は
よ
く
干
潮
す
る
の
で
、
サ
バ
ニ
や

テ
ン
マ（
伝
馬
船
）が
通
り
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

部
落
民
が
総
出
で
ン
ノ
ー
ジ
サ
ラ
イ
（
イ
ノ
ー
路
浚

い
）
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
干
潮
時
で
も
舟
の

出
入
り
が
で
き
る
た
め
で
十
年
前
ま
で
続
い
て
い
た

が
、
今
は
や
っ
て
な
い
。
三
月
三
日
は
午
後
は
農
休

日
で
浜
遊
び
と
い
っ
て
、
相
撲
を
と
っ
た
り
、
潮
干

狩
り
を
し
て
遊
ん
だ
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
厄
除
け
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
屋
敷
周
辺
へ
の
浜
の
砂
ま
き
は
今
で
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

山
田
で
は
「
昔
ヨ
モ
ギ
餅
を
神
仏
に
供
え
、
重
箱

に
ご
馳
走
を
詰
め
て
浜
に
で
か
け
、
娘
達
の
節
句
を

祝
っ
た
。
特
に
子
供
達
ひ
と
り
ひ
と
り
に
三
月
お
重

が
与
え
ら
れ
、
近
所
の
子
供
達
同
志
（
原
文
マ
マ
）

で
見
せ
合
っ
た
り
し
た
。海
に
行
け
な
い
場
合
は
ジ
ャ

リ
を
取
っ
て
来
て
屋
敷
内
に
ま
い
た
。
こ
れ
は
長
物

（
ナ
ガ
ム
ン
：
ハ
ブ
）
が
入
っ
て
来
な
い
よ
う
に
と
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
海
難
事
故
の
あ
っ
た
家
庭
で

は
浜
に
降
り
て
香
を
焚
き
、
供
物
を
添
え
て
供
養
す
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浜
で
の
供
養
は
一
部
の
家
庭
で

ま
だ
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

塩
屋
農
村
公
園
は
集
落
内
に
あ
り
、
海
辺
か
ら
離

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
に
は
か
つ
て
「
サ

ン
グ
ヮ
チ
ャ
ー
モ
ー
」
と
呼
ば
れ
た
小
山
が
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
サ
ン
グ
ヮ
チ
ャ
ー
モ
ー
と
呼
ば
れ
て
い

た
名
前
の
由
来
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
で
も

サ
ン
グ
ヮ
チ
サ
ン
ニ
チ
に
は
、
公
園
入
口
に
設
け
ら

れ
た
拝
所
を
区
長
や
書
記
の
み
な
さ
ん
が
拝
ん
で
い

ま
す
。

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
サ
ン
グ
ヮ
チ
サ
ン
ニ
チ

の
行
事
で
す
が
、
村
内
だ
け
で
も
い
ろ
ん
な
事
例
が

あ
り
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。（
町
田
）
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