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み
な
さ
ん
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
今
日
は
本
の
あ
る
居
心
地
の
い
い
空
間
と
し

て
、
宜
野
湾
市
中
央
公
民
館
図
書
室
を
紹
介
し
ま

す
。
場
所
は
市
役
所
隣
り
の
中
央
公
民
館
３
階
。

ひ
と
昔
前
の
小
学
校
の
図
書
室
を
思
い
出
さ
せ
る

小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
部
屋
に
入
る
と
、
窓
か
ら
み

わ
た
せ
る
広
々
と
し
た
景
色
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

す
。
 

　
蔵
書
数
こ
そ
一
万
五
千
冊
と
そ
う
多
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
絵
本
、
紙
芝
居
、
児
童
書
の
充
実
ぶ
り

は
そ
れ
な
り
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
本

を
読
む
目
的
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
仕
事
や
勉
強
の
た

め
に
最
新
の
情
報
が
欲
し
い
と
き
は
よ
り
大
き
な

図
書
館
が
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。
一
方
で
長
い

間
読
み
継
が
れ
て
い
る
、
本
当
に
質
の
良
い
作
品

に
出
会
い
た
い
と
思
う
と
き
に
は
必
ず
し
も
新
し

く
あ
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

　
こ
こ
の
雰
囲
気
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
う
の
は
、

絵
本
コ
ー
ナ
ー
脇
に
無
雑
作
に
敷
か
れ
た
３
枚
の

畳
。
４
歳
の
息
子
は
こ
こ
に
座
り
込
ん
で
絵
本
を

眺
め
る
の
が
お
気
に
入
り
で
す
。
図
書
館
と
違
い
、

こ
こ
に
は
厳
粛
な
空
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
声
で

話
し
た
り
、
飲
食
を
し
た
り
と
い
う
の
は
論
外
で

す
が
、
普
通
に
す
ご
す
う
え
で
の
物
音
は
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。
係
の
方
は
、
小
さ
な
こ
ど
も
が

い
て
図
書
館
は
行
き
づ
ら
い
と
い
う
お
か
あ
さ
ん

な
ど
に
、
読
み
聞
か
せ
の
場
と
し
て
ぜ
ひ
利
用
し

て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
 

　
身
構
え
て
本
を
読
み
に
行
く
と
い
う
の
で
は
な

く
、
も
っ
と
気
軽
に
行
け
る
場
所
。
市
役
所
に
用

事
が
あ
っ
た
つ
い
で
に
で
も
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て

み
ま
せ
ん
か
？
な
つ
か
し
い
あ
の
本
に
再
会
で
き

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
 

 中
央
公
民
館
図
書
室
 

　
開

室

時

間
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
（
毎
週
火
曜
日
と
第
三
金
曜

日
、
公
休
日
は
お
休
み
で
す
）
 

　
本
の
貸
出
し
　
ひ
と
り
三
冊
ま
で
（
た
だ
し
市

内
在
住
も
し
く
は
在
勤
在
学
の

方
に
限
り
ま
す
）
 

風
の
冷
た
い
晴
れ
た
日
に
は
・
・
・ 
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旧
暦
十
二
月
の
寒
波
は
同
月
八
日

の
ム
ー
チ
ー
行
事
に
ち
な
ん
で
„
ム

ー
チ
ー
ビ
ー
サ
“
と
呼
ば
れ
ま
す
。

ム
ー
チ
ー
は
子
ど
も
の
健
康
を
祈
願

す
る
行
事
で
、
今
年
は
一
月
二
十
六

日
に
あ
た
り
ま
す
。
糯
米
で
作
っ
た

餅
を
サ
ン
ニ
ン(

月
桃)

の
葉
で
包
み
、

子
ど
も
達
は
自
分
の
歳
の
数
だ
け
食

べ
ま
し
た
。
ま
た
縄
で
縛
っ
た
餅
を

軒
に
吊
る
し
、
何
日
か
分
の
お
や
つ

に
し
ま
し
た
。
吊
る
し
て
い
た
餅
が

翌
日
に
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
兄

弟
ゲ
ン
カ
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
ま
た
一
人
一
つ
、
力

餅

と
い
っ
て
大
き
な
餅
を
食
べ
ま
し
た
。

こ
の
力
餅
を
食
べ
る
と
、
鬼
に
も
負

け
な
い
強
さ
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
餅
の
煮
汁
は
屋
敷
の
四
隅
に

流
し
、
厄
除
け
と
し
て
使
い
ま
し
た
。

ム
ー
チ
ー
は
一
年
で
一
度
し
か
食
べ

ら
れ
な
い
特
別
な
食
べ
物
と
し
て
、

子
ど
も
達
の
楽
し
み
で
し
た
。 

　
最
近
で
は
紅
芋
や
黒
糖
入
り
の
ム

ー
チ
ー
も
見
ら
れ
、
学
校
や
公
民
館

で
も
ム
ー
チ
ー
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
も
昔
も
、
ム
ー
チ
ー
行
事
は
寒
い

季
節
に
負
け
な
い
た
め
に
、
餅
を
食

べ
て
力
を
つ
け
、
厄
を
祓
う
大
切
な

行
事
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

日あたりの良い原野にみられる 
サンニン（月桃） 

軒に吊るしたムーチー 

「
宜
野
湾
市
史
」
へ
の
問
い
合
せ
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