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二
）
近
代
奄
美
に
お
け
る
「
改
姓
」

一
九
一
一
一
年
（
大
正
一
○
）
二
月
、
『
海
南
小
記
』
の
旅
程
の
加
計
呂
麻
島
で
、
柳
田
国
男
は
次
の
メ
モ
を
書
き
残

し
た
。・
一
宇
苗
字
を
二
字
に
改
め
る
。
或
る
べ
く
こ
字
の
、
上
の
一
宇
は
苗
字
に
添
へ
う
べ
き
も
の
を
銘
々
が
つ
け
、

（
１
）

い
つ
と
な
く
一
一
字
苗
字
に
し
て
し
ま
ふ
な
り
。

近
代
奄
美
に
お
け
る
親
族
と
墓
の
変
容

問
題
の
所
在

ｌ
民
俗
の
変
容
か
ら
み
た
民
衆
史
の
試
み
Ｉ

及
川
高
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数
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
奄
美
の
人
々
の
多
く
が
、
近
代
史
上
に
姓
を
改
め
た
た

め
で
あ
る
。
そ
の
動
機
と
は
「
日
本
」
へ
の
同
化
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
柳
田
が
記
録
し
た
方
法
が
、
改
姓
の
唯
一
の
方
法
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
（
図
１
）
。
む
し
ろ
一
般
的
に
採
ら
れ
た
の
は
「
元
の
姓
に
対
し
て
一
文
字
足
す
」

と
い
う
行
き
方
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
喜
」
姓
を
「
喜
山
」
「
喜
島
」
に
、
「
中
」

姓
を
「
中
村
」
「
中
里
」
に
改
め
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
今
日
奄
美

で
改
姓
と
い
う
と
き
、
主
に
指
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
更
改
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
こ
う
し
た
改
姓
が
一
般
化
す
る
以
前
、
時
代
の
上
で
は
一
九
二
○
年
代

頃
ま
で
用
い
ら
れ
た
改
姓
の
方
法
が
、
つ
ま
り
柳
田
の
記
録
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。

奄
美
の
一
宇
姓
の
人
々
は
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
差
別
的
な
ま
な
ざ
し
を
か
い
く

伝
統
的
に
奄
美
で
は
漢
字
一
宇
か
ら
成
る
姓
が
大
多
数
を
占
め
て
き
た
。
例
を
挙
げ
れ
ば
「
生
」
「
喜
」
「
麓
」
「
幸
」

等
の
姓
は
現
在
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
現
在
の
奄
美
で
は
二
字
以
上
で
構
成
さ
れ
る
姓
の
世
帯
が
過
半

一
見
し
た
だ
け
で
は
意
味
の
と
り
に
く
い
一
文
で
あ
る
。
そ
の
た
め
酒
井
卯
作
は
校
訂
に
際
し
て
「
例
え
ば
「
福
／

正
一
郎
」
を
「
福
正
／
｜
郎
」
と
い
う
よ
う
に
か
え
る
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
理
解
に
は
補

足
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
端
的
に
言
え
ば
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
奄
美
の
人
々
の
近
代
に
お
け
る
「
改
姓
」
の
一

コ
マ
で
あ
る
。

①名前の頭一文字を｢姓｣に移動させる
例）福／正一郎→福正／一郎

＊女性名(かめ､かよ､くまかね､など)には難しい

＊世帯･親族ではなく原則的に個人単位の改姓となる

(〃<211Mi:籾認識蝉簿露文謙遜iiirJ

ilmi霧1Ｔ

■
…

〔図1〕近代奄美における改姓のバリエーション
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ぐ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
近
代
日
本
の
中
心
／
周
縁
を
め
ぐ
る
統
治
の
力
学
と
そ
の
暴
力
性
を
感
傷
的
に
語
り

出
す
こ
と
は
本
稿
の
趣
意
で
は
な
い
。
本
稿
の
趣
意
は
、
こ
こ
に
み
る
「
改
姓
」
に
は
奄
美
の
親
族
組
織
を
よ
り
的
確

に
理
解
す
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
「
福
正
一
郎
」
青

年
の
改
姓
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
出
自
意
識
に
関
し
て
次
の
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
①
直
系
世

帯
内
の
世
代
間
に
お
け
る
姓
の
相
違
の
許
容
。
今
見
た
と
こ
ろ
の
「
改
姓
」
は
世
帯
を
単
位
と
し
て
い
な
い
た
め
、

「
福
」
家
の
場
合
、
正
一
郎
青
年
の
世
帯
は
「
福
正
」
家
に
な
り
、
こ
の
結
果
、
直
系
世
帯
間
、
具
体
的
に
言
え
ば
オ

ャ
と
．
の
関
係
で
あ
っ
て
も
異
な
る
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
親
世
帯
が
そ
う
な
る
こ
と
を
む
し

ろ
望
ん
で
息
子
に
「
正
一
郎
」
と
つ
け
て
い
る
以
上
、
奄
美
親
族
の
出
自
意
識
に
は
、
そ
う
し
た
オ
ヤ
コ
間
の
姓
の
相

違
を
許
容
す
る
論
理
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
②
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
の
姓
の
相
違
の
許
容
。

右
の
改
姓
は
あ
く
ま
で
も
個
人
を
単
位
と
し
て
い
る
た
め
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
で
も
姓
が
異
な
っ
て
く
る
可
能
性
が
生
じ

る
。
特
に
男
性
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
で
も
、
少
数
な
が
ら
長
男
が
「
福
正
一
郎
」
で
次
男
が
「
福
岡
二
郎
」
の
よ
う
に
名

付
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
実
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
．
の
世
代
は
「
福
正
」
「
福
岡
」
の
姓
へ
と
そ
れ
ぞ
れ

分
裂
す
る
。
く
わ
え
て
女
性
は
出
稼
ぎ
へ
の
頻
度
が
男
性
よ
り
低
か
っ
た
た
め
に
、
改
姓
を
前
提
と
し
た
命
名
規
則
は

（
２
）

積
極
的
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
は
婚
姻
も
し
く
は
世
帯
単
位
の
改
姓
に
よ
っ
て
し
か
姓
を
変
え
る
こ
と
が

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
「
福
正
一
郎
」
（
男
）
と
「
福
か
め
」
（
女
）
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
あ
っ
た
場
合
、
両
者
の
姓
は
男

229近代奄美における親族と墓の変容

Hosei University Repository



性
の
（
福
正
姓
へ
の
）
改
姓
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
代
奄
美
に
お
け
る
改
姓
は

キ
ョ
ウ
ダ
イ
間
の
姓
の
相
違
が
生
じ
る
こ
と
を
許
容
す
る
論
理
の
下
で
実
現
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
ま
ず
は
概
括
的
に
述
べ
て
み
た
が
、
こ
れ
を
見
る
の
み
で
も
こ
の
近
代
に
お
け
る
改
姓
が
、
奄
美
親
族
の
論

理
を
理
解
す
る
手
が
か
り
た
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
過
去
の
奄
美
親
族
に
関
す
る
研
究

史
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
さ
せ
て
お
き
た
い
。

学
史
的
に
い
え
ば
奄
美
群
島
の
親
族
組
織
が
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
た
の
は
一
九
六
○
年
代
で
あ
っ
た
。
研
究
を
主

導
し
た
の
は
岡
正
雄
ら
の
理
論
的
影
響
下
に
あ
っ
た
民
族
学
・
社
会
人
類
学
で
あ
り
、
日
本
の
文
化
複
合
の
一
類
型
と

し
て
奄
美
民
俗
社
会
は
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
奄
美
の
親
族
組
織
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
前
に
も
与
論
島
を
フ
ィ
ー

（
３
）

ル
ド
と
し
た
大
山
彦
一
の
研
究
な
ど
が
あ
る
が
、
や
は
り
最
大
の
画
期
は
九
学
会
連
合
調
査
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
量
え

（
４
）

る
蒲
生
正
男
・
上
野
和
男
ら
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
連
の
調
査
で
蒲
生
・
上
野
は
喜
界
島
の
中
央
部
丘
陵
上
に
位

ぐ
す
く
た
き
が
わ

置
す
る
、
城
久
・
滝
川
の
両
集
落
の
調
査
か
ら
そ
の
親
族
組
織
を
把
握
し
、
そ
こ
で
得
た
類
型
を
、
親
族
を
指
す
現
地

語
に
も
と
づ
い
て
「
ハ
ロ
ウ
ジ
型
」
と
名
付
け
た
。
蒲
生
は
多
く
の
論
考
で
繰
り
返
し
こ
の
ハ
ロ
ウ
ジ
に
言
及
し
て
い

（
５
）

る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
ハ
ロ
ウ
ジ
と
は
双
系
性
な
系
譜
認
識
を
前
提
に
、

高
い
集
落
内
婚
あ
る
い
は
ハ
ロ
ウ
ジ
内
婚
の
傾
向
が
加
わ
る
こ
と
で
、
血
縁
集
団
と
地
縁
集
団
が
複
雑
か
つ
濃
密
に
錯

綜
し
た
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
る
親
族
組
織
で
あ
る
、
と
。
特
に
こ
の
双
系
性
は
日
本
国
内
で
も
特
に
ハ
ロ
ウ
ジ
に
顕
著

な
性
格
と
し
て
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
蒲
生
の
考
え
で
は
こ
う
し
た
双
系
的
な
親
族
組
織
は
、
近
代
化
過
程
で
従
来
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の
奄
美
親
族
が
変
容
し
た
帰
結
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
伝
統
的
な
奄
美
親
族
の
あ
り
よ
う
を
色
濃
く
継
承
し
た
も
の

（
６
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
蒲
生
に
「
ハ
ロ
ウ
ジ
型
」
の
壷
叩
で
対
象
化
さ
れ
た
親
族
類
型
は
、
そ
の
後
も
村
武
精
一
や
須

藤
健
一
、
松
園
万
亀
雄
ら
に
再
検
討
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
な
理
解
は
今
日
ま
で
追
認
さ
れ
て
き
た
。

｜
方
、
蒲
生
ら
の
研
究
が
共
時
的
な
親
族
組
織
の
構
造
や
親
族
範
蠕
の
解
明
に
重
心
を
置
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同

時
期
に
中
根
千
枝
が
試
み
た
「
ヒ
キ
」
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
親
族
関
係
の
網
の
中
に
置
か
れ
た
人
々
が
、
い
か
に
血

（
７
）

統
や
系
譜
関
係
を
認
識
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
「
ヒ
キ
」
と
は
中
根
が
出
自

意
識
を
現
地
語
か
ら
抽
出
し
た
語
で
あ
る
。
中
根
は
こ
の
「
ヒ
キ
」
の
語
を
鍵
に
、
奄
美
大
島
で
収
集
さ
れ
た
系
図

（
大
原
系
図
）
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
現
地
の
人
々
が
相
互
の
関
係
性
を
い
か
に
認
識
し
、
い
か
に
自
己
を
親
族
の
網

の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
中
根
は
結
論
と
し
て
、
そ

の
系
図
に
男
系
的
・
直
系
的
な
系
譜
認
識
と
、
双
系
的
な
系
譜
認
識
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
二
つ

の
論
理
が
折
衷
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
に
至
る
。
そ
し
て
中
根
は
、
現
実
の
奄
美
で
「
ヒ
キ
」
と
称
さ
れ
て
い
る

の
が
後
者
の
双
系
的
意
識
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
蒲
生
と
同
様
に
奄
美
親
族
組
織
の
本
質
的
性
格
を
双
系
性
に
認

（
８
）

め
た
。
こ
の
点
で
中
根
の
議
論
は
蒲
生
と
結
論
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
中
根
の
歴
史
的
変

遷
へ
の
言
及
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
根
は
大
原
系
図
に
見
出
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
男
系
的
・
直
系
的
な
系
譜
認
識
を

「
外
来
方
式
」
の
採
用
で
あ
る
と
し
、
「
日
本
内
地
」
も
し
く
は
「
「
門
中
」
の
制
度
を
充
分
に
発
達
さ
せ
た
沖
縄
の
移

（
９
）

民
」
か
ら
の
影
響
関
係
を
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
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た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
状
況
か
ら
再
び
奄
美
に
話
を
戻
せ
ば
、
中
根
の
分
析
に
お
い
て
論
点
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
伝
統
的

な
双
系
的
系
譜
認
識
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
外
来
方
式
」
と
し
て
の
男
系
的
・
直
系
的
な
系
譜
認
識
の
い
わ
ば
脈
分
け

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
中
根
は
前
者
を
奄
美
本
来
の
民
俗
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
後
者
が
い
か
に
奄
美
に
移

入
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
あ
く
ま
で
も
外
来
者
と
の
接
触
と
い
う
契
機
を
示
唆
す
る
に
留
ま
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
男
系
的
・
直
系
的
な
系
譜
認
識
が
い
つ
、
い
か
に
し
て
奄
美
社
会
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
か
ま
で
は
解
明

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
管
見
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
は
今
日
に
至
る
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
こ
な
か
つ

と
に
な
る
。

中
根
に
よ
る
こ
う
し
た
親
族
組
織
の
変
容
に
関
す
る
議
論
は
、
単
に
社
会
人
類
学
的
分
析
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
奄

美
の
近
代
民
衆
史
を
理
解
す
る
上
で
の
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
学
史
的
に
は
そ
の
後
、
こ
う
し
た
奄
美

親
族
組
織
の
動
態
が
大
き
な
主
題
と
し
て
練
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
一
九
七
二

年
の
沖
縄
返
還
で
あ
ろ
う
。
復
帰
に
よ
っ
て
沖
縄
が
人
類
学
・
民
俗
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
開
け
た
結
果
、
「
日
本

国
内
」
の
調
査
地
は
奄
美
・
与
論
島
か
ら
沖
縄
本
島
、
ひ
い
て
は
先
島
諸
島
ま
で
南
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
と
も
な
っ
て

研
究
の
重
心
も
ま
た
沖
縄
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
中
根
の
示
唆
し
た
歴
史
的
動
態
の
問
題
は
、
奄
美
よ
り
も

む
し
ろ
沖
縄
の
門
中
研
究
に
引
き
取
ら
れ
、
’
九
八
○
年
代
以
降
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
門
中
化
論
に
繋
が
っ
て
い
く
こ

し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
こ
そ
が
本
稿
の
問
題
の
所
在
と
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
補
助
線
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
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煙
近
年
の
近
代
家
族
制
度
史
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
本
来
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
日
本
の
伝
統
的
な
親

族
制
度
が
、
近
代
化
の
過
程
で
「
イ
エ
」
的
な
構
造
へ
と
均
質
に
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
つ
と
に
指
摘

さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
親
族
の
再
編
事
業
が
も
つ
マ
ク
ロ
な
統
治
論
的
意
味
に
つ
い
て
は
古
く
は
川
島
武
宜
に
研
究

（
皿
）

が
あ
る
が
、
九
○
年
代
以
降
、
国
民
国
家
論
の
隆
盛
と
共
に
再
び
関
、
心
を
集
め
、
多
く
の
成
果
に
結
び
つ
い
て
い
つ

（
ｕ
）

た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
奄
美
民
衆
の
「
近
代
化
」
ひ
い
て
は
「
日
本
」
へ
の
同
化
と
は
、
親
族
制
度
の
「
イ

エ
」
化
、
す
な
わ
ち
男
系
的
・
直
系
的
な
再
組
織
化
の
動
き
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
見
通
さ
れ

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
見
通
し
の
下
に
、
冒
頭
に
み
た
改
姓
の
動
き
を
捉
え
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。

実
は
中
根
も
ま
た
、
前
述
の
分
析
の
中
で
改
姓
の
問
題
に
言
及
し
、
「
例
え
ば
、
幸
ビ
キ
に
は
幸
本
（
昔
、
幸
で

あ
っ
た
の
を
現
在
で
は
日
本
風
の
二
字
の
も
の
に
改
姓
し
て
い
る
）
の
姓
を
も
つ
家
々
が
多
い
が
、
必
ず
し
も
幸
本
姓

（
吃
）

の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
改
姓
が
し
ば
し
ば
「
個
人
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ

と
に
も
触
れ
、
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
ハ
ロ
ウ
ジ
を
い
わ
ゆ
る
同
姓
集
団
と
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
先
ほ
ど
「
福

正
一
郎
」
の
改
姓
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
が
①
直
系
世
帯
内
の
世
代
間
に
お
け
る
姓
の
相
違
の
許
容
、
②
キ
ョ
ウ
ダ
イ

間
の
姓
の
相
違
の
許
容
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
実
は
こ
う
し
た
条
件
は
、
中
根
の

析
出
し
た
奄
美
の
双
系
的
な
「
ヒ
キ
」
の
論
理
こ
そ
が
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
奄
美
の
伝
統
的
な
出
自

意
識
で
あ
る
ヒ
キ
と
、
そ
こ
か
ら
形
成
さ
れ
る
ハ
ロ
ウ
ジ
は
、
中
根
が
断
一
一
一
一
口
し
た
よ
う
に
同
姓
集
団
と
は
異
な
り
、
血

縁
に
お
い
て
個
人
を
親
族
集
団
と
関
係
づ
け
る
一
方
、
直
系
的
で
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
親
族
範
晴
を
形
成
し
な
い
。
こ
の
た
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（
二
）
奄
美
民
衆
史
に
み
る
改
姓
の
意
味
と
そ
の
歴
史
的
変
化

近
代
奄
美
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
点
を
居
住
人
口
の
推
移
か
ら
み
て
み
た
い
。
表
１
は

一
九
○
八
年
か
ら
一
九
四
○
年
を
ス
パ
ン
と
し
て
、
奄
美
群
島
に
居
住
し
て
い
た
人
口
の
推
移
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
最
初
に
気
づ
く
の
は
、
明
治
末
（
’
九
○
八
）
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
○
）
に
か
け
て
み
ら
れ
る
世
帯

（
旧
）

数
の
急
増
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
世
帯
数
の
急
増
に
人
口
そ
の
も
の
の
増
加
が
比
例
し
て
い
な
い
こ
と
を
鑑
み
る

だ
が
そ
の
一
方
で
、
福
正
一
郎
青
年
の
よ
う
な
改
姓
の
あ
り
方
は
、
近
代
の
あ
る
時
期
よ
り
マ
イ
ナ
ー
に
な
っ
て
い

く
。
代
わ
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
が
、
前
述
の
よ
う
な
世
帯
を
単
位
と
し
た
も
う
一
つ
の
改
姓
の
方
法
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
奄
美
の
人
々
は
、
前
述
の
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
改
姓
を
や
め
、
元
の
姓
に
「
田
」
や
「
島
」
の
よ
う

な
一
文
字
を
足
す
こ
と
で
改
姓
す
る
行
き
方
を
取
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
っ
た
の
か
。
節
を

改
め
、
そ
の
近
代
民
衆
史
を
具
体
的
に
見
て
ゆ
こ
う
。

ら
で
あ
る
。

め
ヒ
キ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ハ
ロ
ウ
ジ
は
、
多
く
の
ヒ
キ
を
複
雑
に
内
包
す
る
一
方
、
リ
ネ
ー
ジ
の
よ
う
な
直
系
的

な
分
節
化
へ
と
進
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
「
福
／
正
一
郎
」
青
年
は
ヒ
キ
や
ハ
ロ
ウ
ジ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
個
人
の
事
情
に
も
と
づ
い
て
改
姓
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
ハ
ロ
ウ
ジ

は
同
姓
集
団
で
は
な
く
、
そ
の
姓
が
い
か
よ
う
に
あ
ろ
う
と
も
個
人
は
依
然
と
し
て
そ
の
ハ
ロ
ウ
ジ
の
ヒ
キ
で
あ
る
か
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〔表１〕近代奄美群島における居住人ロの推移 ｜鑿辨酉議亟霧亟鑿亟譲一議

1920(大正ｇ）４３２９０２１０５１１１００．４２１１１００９０大正９年１０月１日国勢調査確定人口鑿》鑿 》
蕊

灘■□■■洸蕊
鍵
剛
雛

議》・蕊
灘
叩
蕊

蕊》・蕊
蕊
櫻
鑪

議
鑿

1940(昭和１５）41,377181,495Ｂａ477９８，０１８昭和15年〃 ”

に
、
こ
こ
に
み
る
世
帯
数
の
急
増
は
外
部
か
ら
の
人
口
流
入
（
移
住
者
）
よ

り
も
、
む
し
ろ
奄
美
住
民
の
中
か
ら
生
家
を
離
れ
、
分
家
し
独
立
世
帯
を
設

け
る
動
き
が
活
発
化
し
た
結
果
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人

口
動
態
の
解
釈
に
踏
み
込
む
前
に
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る

一
九
二
○
年
以
降
の
、
男
性
／
女
性
の
人
口
バ
ラ
ン
ス
の
急
速
な
傾
斜
に
一
一
一
一
口

及
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
一
九
二
○
年
に
は
男
性
亜
女
性
Ⅱ

四
八
”
五
二
で
あ
っ
た
比
率
は
、
一
九
一
一
一
○
年
に
は
四
六
・
五
”
五
一
一
一
・
五

に
、
一
九
四
○
年
に
は
四
六
卵
五
四
に
ま
で
偏
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
、
出
稼
ぎ
に
よ
る
男
性
労
働
人
口
の

流
出
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
近
代
奄
美
社
会
史
像
を
再
構
成
す
れ
ば
、
ま
ず
は
次
の

見
通
し
が
立
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
化
過
程
に
あ
る
社
会
一
般

（
ｕ
）

が
そ
の
よ
う
な
動
態
を
み
せ
る
よ
う
に
、
奄
美
も
ま
た
近
代
以
降
、
人
口
の

急
増
を
迎
え
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
末
期
に
は
家
業
（
農
業
な
ど
）
を
継
承

で
き
な
い
、
も
し
く
は
分
家
相
続
に
与
れ
な
い
労
働
人
口
が
あ
ぶ
れ
始
め
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
そ
う
し
た
人
々
は
、
ま
ず
は
生
家
を
遠
く
離
れ
る
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こ
と
は
せ
ず
に
奄
美
群
島
内
で
独
立
世
帯
を
設
け
、
そ
の
中
で
暮
ら
し
を
立
て
る
方
策
を
探
し
た
。
こ
れ
が
一
九
二
○

年
代
ま
で
の
世
帯
数
の
急
増
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
う
し
た
労
働
力
の
吸
収
先
の
一
例
と
し
て
、
ま
さ
に
明
治
大
正
期
に
北
上
を
始
め
た
糸
満
系
漁
民
の
集

（
旧
）

団
漁
携
が
挙
げ
ら
れ
る
。
移
住
民
で
あ
る
糸
満
系
漁
民
は
集
団
に
よ
る
網
漁
の
技
術
を
駆
使
し
て
、
奄
美
の
伝
統
的
な

小
規
模
漁
携
を
追
い
や
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
現
地
の
若
者
を
船
員
と
し
て
迎
え
、
共
同
で
漁
携
に
あ
た
る
こ

と
も
し
て
い
た
。
農
業
を
興
す
私
有
地
も
な
く
、
商
業
を
興
す
資
本
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
奄
美
の
若
者
た
ち
に
と
っ

て
、
身
一
つ
で
就
く
こ
と
が
で
き
る
漁
携
は
当
座
を
し
の
ぐ
に
は
充
分
な
働
き
先
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
漁
拶
は
労
働

力
と
一
雇
用
の
需
給
全
体
を
バ
ラ
ン
ス
す
る
ほ
ど
大
き
な
産
業
で
は
な
く
、
何
よ
り
そ
の
将
来
は
不
透
明
で
あ
っ
た
。
か

く
し
て
大
正
時
代
に
は
島
の
若
い
男
性
は
よ
り
よ
い
雇
用
を
求
め
、
関
西
圏
を
中
心
に
本
土
へ
渡
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
こ
の
時
代
と
柳
田
国
男
の
『
海
南
小
記
』
の
旅
の
時
期
は
、
ぴ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
「
本
土
に
渡
る
」
決
意
を
し
た
奄
美
の
人
々
が
恐
れ
た
の
は
、
差
別
で
あ
っ
た
。
島
の
一
一
一
一
口
葉
は
標
準
語
と

の
隔
た
り
が
大
き
い
が
、
そ
の
こ
と
と
同
程
度
に
懸
念
さ
れ
た
の
が
彼
ら
の
名
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
改
姓
は
こ
う
し

た
中
で
人
々
に
試
み
ら
れ
た
工
夫
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
歴
史
的
実
態
に
つ
い
て
は
、
実
は
こ
れ
ま
で
の
奄
美
親

あ
で
ん

（
胆
）

族
の
研
究
に
よ
っ
て
は
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
喜
界
島
・
阿
伝
小
学
校
の
卒
業
名
簿
を
資
料

に
、
ま
ず
は
そ
の
概
要
の
把
握
に
つ
と
め
た
い
。

表
２
は
阿
伝
小
学
校
の
卒
業
名
簿
よ
り
、
第
一
回
卒
業
生
を
出
し
た
一
九
一
三
年
（
大
正
一
一
）
か
ら
、
約
三
○
年
後
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の
一
九
四
○
年
（
昭
和
十
五
）
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
生
徒
の
一
宇
姓
と
二

字
姓
の
割
合
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
て
分
か
る
よ
う

に
、
グ
ラ
フ
始
ま
り
の
大
正
初
頭
に
は
二
字
姓
を
名
乗
る
者
は
全
体
の
一
割
程

度
に
留
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
比
率
は
漸
増
を
続
け
、
昭
和
期
に
は
半
数

に
及
ん
で
い
る
。
生
徒
母
数
に
増
減
が
あ
る
に
し
て
も
、
昭
和
一
○
年
代
に
は

二
字
姓
が
安
定
し
て
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
動
態

を
理
解
す
る
上
で
、
特
に
こ
れ
が
児
童
の
名
簿
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
児
童
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
物

が
そ
の
姓
を
「
個
人
で
」
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
言
い
か
え
れ

ば
、
こ
こ
に
現
わ
れ
た
二
字
姓
へ
の
改
姓
と
は
、
両
親
を
主
体
と
し
た
「
世
帯

と
し
て
の
改
姓
」
を
意
味
し
、
実
態
の
上
で
は
従
来
の
一
宇
姓
に
も
う
一
文
字

足
す
（
図
１
１
②
）
方
法
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
改
姓
の
方
法
で
あ
る
「
名
前
か
ら
一
文
字
を

移
動
さ
せ
る
」
や
り
方
（
図
１
１
①
）
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
表
３
に
名
簿

上
、
改
姓
を
念
頭
に
し
た
と
恩
し
き
氏
名
を
生
徒
全
体
に
対
す
る
割
合
と
し
て

示
し
た
。
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
そ
う
し
た
命
名
は
あ
く
ま
で
も
一
定
割
合
に
留

〔表２〕阿伝小学校卒業名簿にみる姓の変化

０
０

５
４ 蕊一宇姓生徒数

鬮二字姓生徒数

３０

０
０
０

２
１

（ＤＬＯトＯ）－のＬＯト①
－－－－ＯｌＯｌＯｌＯｌＯ１
０）Ｏ）Ｏ〕Ｏ）①Ｏ）｡）Ｏ）Ｏ）
￣－－－－-－￣￣

＊1936年はデータ無し
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ま
る
も
の
の
、
具
体
的
な
名
前
を
み
て
ゆ
け
ば
、
中
に
は
「
田
伊
之
介
」

の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
名
前
も
あ
る
ほ
か
、
「
○
一
郎
」
「
×
太
郎
」
と

い
っ
た
名
前
の
割
合
の
高
さ
が
目
を
引
く
。
ち
な
み
に
な
ぜ
か
名
簿
に
は

な
い
が
喜
界
島
・
阿
伝
集
落
出
身
の
民
俗
学
者
で
あ
っ
た
岩
倉
市
郎
の
生

年
が
一
九
○
四
年
（
明
治
三
七
）
で
あ
る
ほ
か
、
同
じ
く
阿
伝
出
身
で
岩

倉
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
、
『
喜
界
島
食
事
日
記
』
を
著
わ
し
た
栫
嘉

一
郎
の
名
前
が
一
九
二
六
年
（
昭
和
一
）
の
卒
業
生
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
将
来
に
お
け
る
改
姓
を
に
ら
ん
だ
と
恩
し
き
名
前
の
子

全
て
が
実
際
に
改
姓
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
明
治
末
期
か
ら
大
正

初
頭
に
か
け
て
生
を
う
け
た
子
供
た
ち
に
、
こ
う
し
た
一
種
の
命
名
規
則

が
働
い
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
表
３
に
示
し
た
よ
う
に

そ
の
ピ
ー
ク
は
、
大
正
時
代
の
終
わ
る
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
五
年
に

か
け
て
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
時
期
以
降
に
な
る
と
、
今
度
は
表
２
に
み
た

よ
う
に
世
帯
を
単
位
と
し
た
改
姓
の
方
法
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。で
は
こ
う
し
た
姓
を
め
ぐ
る
民
衆
史
を
、
先
に
見
た
人
口
動
態
と
重
ね

〔表３〕改姓を前提とした生徒氏名の割合

０
０
０
０
０
０

５
４
３
２
１

蕊通常の名前

圏改姓を前提
とした名前

のＬＯト｡〕－のＬＯト｡〕－のＬＯト①
←－－一ＯＩＯｊＯＩＯＩＯＩののののの
①Ｏ）Ｏ〕Ｏ）Ｏ）①｡〕①｡〕Ｏ）｡）①①①
￣￣￣－－－－－－－－－－￣

＊1936年はデータ無し

＊「改姓を前提とした名前」の抽出は形態に基づき、改姓しても

自然な名前となることを基準としてデータ化した
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合
わ
せ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
奄
美
群
島
外
へ
の
人
口
の
流
出
は
一
九
二
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
加
速
し
た
が
、
こ
の

時
期
と
二
字
姓
へ
の
改
姓
の
動
き
は
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ
く
ま
で
喜
界
島
の
阿
伝
校
区
と
い

う
限
定
さ
れ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、
マ
ク
ロ
な
動
態
に
対
す
る
地
域
社
会
の
反
応
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
充
分
可

能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
大
正
後
半
期
に
か
け
て
奄
美
民
衆
は
は
っ
き
り
と
本
土
へ
の
出
稼
ぎ
を
意
識
し
始
め
、
そ
れ
を

前
提
と
し
た
改
姓
を
集
団
的
に
行
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
改
姓
を
め
ぐ
っ
て
現
地
で
語
ら
れ

る
次
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
は
示
唆
的
で
あ
る
。
今
日
の
聞
き
書
き
に
よ
れ
ば
、
奄
美
の
人
々
は
「
関
東
大
震
災
で
朝
鮮
人

が
殺
さ
れ
た
と
聞
き
、
一
宇
姓
で
外
国
人
と
間
違
わ
れ
て
は
困
る
と
思
っ
た
た
め
姓
を
変
え
た
の
だ
」
と
言
う
の
で
あ

（
Ⅳ
）

る
。
改
姓
の
動
き
そ
の
も
の
は
関
東
大
震
災
（
’
九
一
一
二
一
年
）
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
語
り
は
あ
く
ま

で
も
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
に
属
す
る
も
の
な
が
ら
、
奄
美
の
人
々
の
「
本
土
」
に
対
す
る
感
情
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。

議
論
を
再
び
戻
せ
ば
、
柳
田
が
記
録
し
た
よ
う
な
改
姓
は
、
こ
う
し
た
世
帯
を
単
位
と
し
た
改
姓
が
一
般
化
す
る
前

の
、
い
わ
ば
過
渡
的
な
文
化
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
二
○
年
代
以
前
に
は
奄
美

民
衆
の
本
土
へ
の
出
稼
ぎ
は
ま
だ
大
き
な
動
き
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
一
九
○
○
～
一
九
一
○
年
代
（
明
治

三
○
～
四
○
年
代
に
ほ
ぼ
相
当
）
に
出
生
し
た
子
供
た
ち
に
お
い
て
は
「
故
郷
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
社
会

的
圧
力
は
必
ず
し
も
強
く
な
く
、
「
福
正
一
郎
」
の
よ
う
な
命
名
も
ま
た
、
い
わ
ば
出
稼
ぎ
の
可
能
性
に
対
す
る
一
種

の
保
険
に
留
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
人
口
の
膨
張
圧
は
年
々
増
し
て
お
り
、
一
九
二
四
年
前
後
に
お

け
る
「
○
一
郎
」
系
の
名
前
の
ピ
ー
ク
と
は
そ
の
帰
結
と
し
て
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
人
口
流
出
が
本
格
化
す
る
と
同

239近代奄美における親族と墓の変容

Hosei University Repository



二
）
象
徴
と
し
て
の
墓

本
論
は
ま
ず
前
章
で
、
奄
美
に
お
け
る
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
近
代
民
衆
史
を
素
描
し
て
き
た
。
続
く
本
章
で
は
こ
う
し

た
歴
史
的
動
態
が
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
現
地
文
化
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
え
た
か
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で

本
論
が
取
り
扱
う
の
は
葬
墓
の
文
化
で
あ
る
。

前
章
で
触
れ
た
奄
美
親
族
の
既
往
研
究
は
そ
の
考
察
の
対
象
を
主
に
社
会
関
係
や
系
図
史
料
に
求
め
て
お
り
、
墓
へ

の
関
心
は
高
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
よ
り
南
西
諸
島
の
葬
墓
の
研
究
は
主
に
霊
魂
観
・
他
界
観
と
い
っ
た
信

時
に
、
奄
美
の
人
々
は
、
今
度
は
世
帯
や
家
族
を
単
位
と
し
て
改
姓
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
生
じ
た
「
世
帯
を
単
位
と
す
る
改
姓
」
の
動
き
は
、
ハ
ロ
ウ
ジ
の
双
系
的
な
論
理
に
対
し
て
、
直
系

的
で
「
イ
エ
」
的
な
出
自
意
識
を
持
ち
こ
む
大
き
な
契
機
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
従
来
の
ハ
ロ

ウ
ジ
と
は
異
な
る
「
同
姓
集
団
」
の
論
理
が
奄
美
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
中
根
が
現
地
の
大
原
系

図
に
二
つ
の
出
自
意
識
（
双
系
／
直
系
）
の
混
入
を
見
抜
き
、
伝
統
的
な
双
系
的
意
識
に
対
す
る
、
外
来
の
直
系
的
意

識
の
接
合
を
指
摘
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
と
き
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
大

正
後
期
に
、
ま
た
そ
の
契
機
は
本
土
へ
の
人
口
流
出
の
本
格
化
に
求
め
ら
れ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
葬
墓
制
の
再
編
ｌ
石
塔
と
風
葬
地
Ｉ
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（
二
）
墓
上
装
置
の
概
要

墓
地
の
空
間
的
構
成
と
そ
の
歴
史
的
変
化
を
述
べ
る
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
は
墓
と
し
て
用
い
ら
れ
る
種
々
の
墓
上
装

置
、
具
体
的
に
は
墓
石
の
概
要
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
現
在
の
喜
界
島
の
墓
所
は
概
ね
平
野
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
を
見
渡
し
た
と
き
に
目
に
つ
く
墓
上
装
置
は
、
大
き
く
次
の
四
種
類
に
整
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
石
造
の

蔵
骨
器
、
②
石
塔
、
③
五
輪
塔
、
④
カ
ロ
ー
ト
式
の
現
代
的
石
塔
、
の
四
種
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
本
節
に
挙

う
ら
ぱ
る

げ
る
事
例
は
③
を
除
き
、
喜
界
島
南
東
部
に
位
置
す
る
浦
原
集
落
の
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ

（
肥
）

仰
伝
承
研
究
の
文
脈
で
進
め
ら
れ
て
き
た
た
め
、
親
族
組
織
の
研
究
と
は
積
極
的
な
交
渉
の
な
い
士
←
ま
並
行
し
て
き
た

イ
エ

面
が
あ
る
。
と
は
い
え
あ
く
ま
で
一
般
論
と
し
て
述
べ
る
に
し
て
副
Ｄ
、
墓
と
は
家
屋
や
仏
壇
、
系
図
と
並
ん
で
代
表
的

（
ｐ
）

な
親
族
集
団
の
象
徴
的
表
現
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
近
代
奄
美
に
生
じ
た
と
想
定
共
ど
れ
る
、
双
系
的
秩
序
へ
の

（
ｍ
）

「
外
来
の
」
男
系
的
秩
序
の
移
入
が
何
ら
か
の
葬
墓
制
の
変
容
を
伴
わ
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
る
に
、
近
代
に
お
け
る
葬
墓
制
の
変
容
と
前
章
に
み
た
奄
美
民
衆
史
の
歴
史
的
動
態
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
何
事

か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
見
通
し
で
あ
る
。
な
お
そ
の
分
析
に
あ
た
っ
て
本
稿
は
、

引
き
続
き
喜
界
島
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
議
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

る
○

け
ら
じ

つ
に
は
浦
原
集
落
は
前
節
で
触
れ
た
阿
伝
集
落
に
対
－
し
、
花
良
治
集
落
を
挟
ん
で
近
隣
の
集
落
で
あ
る
た
め
、
民
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俗
文
化
の
上
で
の
相
対
的
な
近
さ
が
期
待
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
上
で
近
代
以
降
、
阿
伝
集
落
に
は
日
蓮
宗

が
、
ま
た
花
良
治
集
落
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
た
た
め
、
両
集
落
に
は
葬
墓
制
に
も
そ
れ
ら
宗
教
の
影
響
を
う
け
た

変
更
が
大
な
り
小
な
り
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
浦
原
集
落
は
そ
う
し
た
外
部
か
ら
の
文
化
的
影
響
は
限
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
歴
史
的
変
化
は
比
較
的
自
律
し
て
進
ん
だ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
二
つ
目
に
は
、
こ
れ
が
よ
り

重
要
な
点
で
あ
る
の
だ
が
、
浦
原
が
喜
界
島
に
お
け
る
墓
石
の
生
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
こ

う
ら
ぱ
る
い
し

の
一
」
と
に
よ
っ
て
、
島
で
は
一
般
に
「
浦
原
石
」
と
い
え
ば
墓
石
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
浦
原
石
で
あ
る
が
、
石
質
は
島
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
の
と
同
質
の
サ
ン
ゴ
性
石
灰
岩
で
あ
り
、
色
味
の
上
で

は
白
灰
色
を
帯
び
て
い
る
。
特
徴
と
し
て
は
元
が
サ
ン
ゴ
で
あ
る
た
め
、
接
近
し
て
み
る
と
表
面
に
サ
ン
ゴ
様
の
小
孔

が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
石
材
と
し
て
は
硬
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
ぶ
ん
加
工
に
は
好
適
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ

う
に
喜
界
島
の
石
塔
に
は
き
わ
め
て
凝
っ
た
意
匠
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
喜
界
島
で
は
同
様
の
サ
ン
ゴ
性
石
灰

岩
を
用
い
て
石
垣
を
作
る
が
、
こ
こ
で
積
ま
れ
る
石
は
概
ね
粗
放
に
切
り
出
さ
れ
て
お
り
、
墓
上
装
置
の
よ
う
な
丁
寧

な
加
工
は
施
さ
れ
な
い
。
そ
の
他
に
こ
う
し
た
島
の
石
を
積
極
的
に
利
用
す
る
民
俗
文
化
は
喜
界
島
に
は
少
な
く
、
管

見
で
は
石
臼
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

墓
石
で
あ
る
浦
原
石
に
話
を
戻
せ
ば
、
種
々
の
墓
上
装
置
の
製
造
に
あ
た
っ
て
素
材
は
一
塊
の
岩
か
ら
切
り
出
さ

（
皿
）

れ
、
後
述
す
る
本
体
・
屋
根
等
の
部
材
は
い
ず
れ
も
そ
の
石
を
削
り
こ
む
こ
と
で
製
造
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
元
の

岩
の
一
部
に
で
も
亀
裂
．
割
れ
が
あ
っ
て
は
使
え
な
い
こ
と
か
ら
、
好
適
な
採
石
地
は
限
ら
れ
、
浦
原
集
落
と
海
の
間
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と
の
え
て
い
た
。
表
面
に
意
匠
が
施
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
特
ト

こ
の
枠
内
に
は
主
に
人
物
の
名
前
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
観
察
の
限
り
そ

が
多
く
、
石
材
加
工
専
門
の
職
人
で
は
な
く
素
人
の
手
で
施
さ
れ
た
と
見
受
け

ら
れ
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
後
述
し
た
い

が
、
後
年
に
再
加
工
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
写
真
１
に
挙
げ
た
浦
原
石
の
蔵

骨
器
の
例
で
は
、
明
ら
か
に
近
年
の
加
工
と
し
て
こ
の
部
分
に
「
○
○
家
之

墓
」
と
書
い
た
御
影
石
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
話
が
前
後
し
た
が
、
以
上
の

よ
う
な
こ
う
し
た
石
材
提
供
地
と
し
て
の
事
情
の
た
め
、
浦
原
集
落
墓
地
の
墓

上
装
置
は
石
の
加
工
状
態
が
特
に
良
く
、
彫
り
込
ま
れ
た
文
字
の
読
み
取
り
も

相
対
的
に
容
易
で
あ
る
。
こ
の
た
め
墓
上
措
置
の
歴
史
的
変
遷
を
読
み
取
る
に

あ
た
っ
て
、
有
用
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
浦
原
集

落
の
墓
地
を
取
り
あ
げ
る
理
由
で
あ
る
。

に
開
け
た
海
岸
か
ら
石
は
切
り
出
さ
れ
て
い
た
。
採
石
に
あ
た
っ
て
は
質
の
良
い
岩
塊
を
ま
と
め
て
得
る
た
め
に
、
二

メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
の
面
積
に
わ
た
っ
て
四
角
く
石
を
切
り
出
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
現
在
で
も
浦
原
集
落
周
辺
の
海

岸
に
は
四
角
い
穴
が
方
々
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
採
石
と
加
工
は
戦
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、
現
地
で

の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
、
サ
ン
ゴ
性
石
灰
岩
の
軟
ら
か
い
石
質
を
生
か
し
、
仕
上
げ
に
は
表
面
を
カ
ン
ナ
が
け
し
て
と

と
の
え
て
い
た
。
表
面
に
意
匠
が
施
さ
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
特
に
正
面
に
は
位
牌
様
の
枠
が
描
か
れ
る
。

こ
の
枠
内
に
は
主
に
人
物
の
名
前
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
観
察
の
限
り
そ
こ
に
彫
ら
れ
る
字
の
加
工
は
荒
い
こ
と

正面部分に．から

：Ｗ繍塞:i響（'′
れている

〔写真1〕蔵骨器(カメ・ハカ)2004年著者撮影
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蔵
骨
器
の
屋
根
も
同
様
に
石
を
削
り
出
し
て
作
成
す
る
が
、
そ
の
棟
の
部
分
に
は
同
様
に
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。

屋
根
の
底
面
は
平
ら
に
加
工
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
本
体
に
か
ぶ
せ
る
こ
と
で
蔵
骨
器
に
封
を
す
る
か
た
ち
と
な

る
。
こ
う
し
た
構
造
の
蔵
骨
器
が
ハ
カ
・
カ
メ
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
こ
れ
は
そ
の
機
能
を

反
映
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
形
態
か
ら
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
本
来
、
遺
骨
を
納
め
る
た
め
の
「
カ
メ
」

す
な
わ
ち
骨
壷
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
次
節
で
述
べ
る
事
情
に
よ
っ
て
、
こ
の
カ
メ
は
新
た
に
墓

標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伴
っ
て
「
ハ
カ
」
、
す
な
わ
ち
墓
そ
の
も
の
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
つ

具
体
的
な
墓
上
装
置
の
話
に
移
ろ
う
。
①
の
石
造
の
蔵
骨
器
は
、
写
真
１
の

よ
う
な
か
た
ち
で
墓
地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現
地
で
は
主
に
ハ
カ
、
テ
ィ

（
配
）

ラ
、
も
し
く
は
カ
メ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
構
造
と
し
て
は
直
方
体
状
を
し
た
本

体
部
分
に
石
造
の
屋
根
を
載
せ
た
も
の
で
あ
り
、
土
台
と
な
る
石
を
含
め
て
計

三
つ
の
石
材
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
全
高
は
屋
根
部
分
を
あ
わ
せ
て
も
八
○

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。
写
真
２
に
使
用
さ
れ
な
く

な
っ
て
解
体
さ
れ
た
蔵
骨
器
の
写
真
を
挙
げ
る
。
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
本
体
内

部
は
四
角
に
掘
り
抜
か
れ
、
中
空
の
筒
状
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
用
途
は

遺
骨
を
収
納
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
人
間
の
長
い
大
腿
骨
な
ど
も
納
め
ら
れ

る
容
積
が
あ
る
。

〔写真2〕解体された蔵骨器2004年著者撮影
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た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
建
造
年
代
だ
が
、
碑
銘
か
ら
の

推
定
に
従
う
限
り
、
大
正
か
ら
昭
和
初
頭
に
か
け
建
立
さ

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
表
４
）
。
こ
れ
は
次
に
述
べ
る

石
塔
よ
り
も
後
の
年
代
で
あ
る
が
、
他
方
で
現
地
の
伝
承

の
上
で
は
、
墓
上
装
置
の
中
で
は
こ
の
蔵
骨
器
が
も
っ
と

も
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
蔵
骨
器
が
墓
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
前
、
カ
メ
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
測
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。次
に
挙
げ
る
②
石
塔
と
は
、
①
と
同
じ
く
浦
原
石
か
ら

掘
り
出
さ
れ
た
石
塔
を
指
し
て
い
る
。
写
真
３
、
写
真
４

に
み
る
よ
う
に
こ
れ
は
全
高
一
メ
ー
ト
ル
五
○
セ
ン
チ
ほ

ど
の
構
造
体
で
あ
り
、
表
面
に
細
か
く
彫
刻
が
施
さ
れ
て

い
る
。
現
地
で
は
こ
の
石
塔
は
ハ
カ
、
あ
る
い
は
ハ
カ
イ

シ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
構
造
を
な
す
各
部
位
に
つ

い
て
現
地
語
で
の
呼
称
は
今
の
と
こ
ろ
得
ら
れ
て
い
な
い

〔表４〕蔵骨器の碑銘 (浦原集落墓地より）

ｌ111111111薑11111191 lU1I11lli11l1I11l1111111111懸懸
山茜■１９２０浦原石

iliiii鱗蕊;霧鱗議議霧iiil鱗iil1i11iiiil霧
１９２３浦原石

織灘liiiili;灘;蕊鰄議!’i;iii霧
林友和１９２６口浦原石

illi灘灘了雲蕊l鑿灘iiiiiiil1i鑿灘iiilii霧
１９２７浦原石

繍鱗l繍鱗鍵hi1i鑿1鱗i1iiiiij1鍵！；
鰯119噸’931セメント
蕊鱗灘蕊鱸蕊川口Ⅲ鰄蕊:鱗

吉山家代々之蕊Ｔｌ麺E九年十一月二十日建立■

霧蕊鑿iiil鑿ii1議蕊i;鱗:鱗|iii:繍辮蕊；鱗i;灘
大正十二年

蕊11iii'1鱗iii鑿繍鑿繍鰄ｉｉｉ織蕊ｉ１鰯繍；蕊
i林議代々之蕊大正拾五年１日八月二十四日建立

昭和二年二月十六日建立

ｕｕＩｕ八円ｑｌＨ

昭和六年旧三月十三日建立

Ⅱ昭和十三年十月幾七日之l璽立 1９３８浦原石

iii鍵蕊灘蟻
１９５８１セメント

ｗ小坏【’枠ｗ‐》ｗ守旱

移
輝
海
一
収
壺
』
・
承

蝋辮、㎡勇一山－均ず荘‐〒ザ山守幹‐『‐Ｆ曰壹‐・ｌＬ』ず

鱗》》密》》》ヨ0画Ｔ

中家先祖代々之蕊昭和三十三年六月二十八日建立

＊碑銘にある「建立」他の年数を引用したものであり、正確には建立年ではない
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く
は
正
面
に
位
牌
様
の
枠
の
図
像
が
彫

ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
枠
内
に
も
前
述
し
た
蔵
骨
器
と
同
様
、
故
人
の
名
前
も
し
く
は
「
○
○
家
」
な
ど
の
文
字
が

彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
特
に
正
面
に
顕
著
で
あ
る
が
、
左
右
対
称
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
蔓
植
物
様
の
文
様

石
柱
の
下
に
配
さ
れ
る
部
材
を
こ
こ
で
「
蓮
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
し
ば
し
ば
こ
れ
が
蓮
の
花
を
模
し
て
作
ら
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
蓮
の
花
の
モ
チ
ー
フ
は
さ
ら
に
そ
の
下
の
台
の
部
材
に
も
共
通
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
四
角
柱

は
正
面
・
背
面
・
両
側
面
に
蓮
の
花
の
図
像
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
以
上
の
部
材
が
縦
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
石
塔
が
構

た
め
、
こ
こ
で
は
行
論
の
便
宜
上
、
上

か
ら
仮
に
笠
・
石
柱
・
蓮
・
台
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
い
。

笠
は
寺
院
の
屋
根
を
模
し
た
よ
う
に

加
工
さ
れ
、
日
本
家
屋
で
い
う
大
棟
や

下
棟
、
破
風
や
軒
下
な
ど
も
彫
刻
で
再

現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
縦
に
長
い

石
柱
が
収
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
高

さ
五
○
セ
ン
チ
ほ
ど
の
四
角
柱
で
、
多

が
認
め
ら
れ
る
。

〔写真３〕石塔２００４年筆者撮影

〔写真４〕石塔２００４年筆者撮影
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成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
部
材
間
に
は
倒
壊
を
防
ぐ
た
め
の
ダ
ポ
状
の
加
工
が
施
さ
れ
て
お
り
、
組
上
げ
に
あ
た
っ
て
不

安
定
と
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

浦
原
石
の
加
工
に
関
し
て
は
前
述
の
蔵
骨
器
と
同
様
で
あ
る
が
、
表
面
が
鉋
で
と
と
の
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
含

め
、
非
常
に
細
か
い
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
造
の
石
塔
は
、
筆
者
の
調
査
の
か
ぎ
り
、
奄
美
群
島
内
で

も
沖
永
良
部
島
と
与
論
島
に
一
部
分
布
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
徳
之
島
に
も
類
似
の
構
造
を
も
っ
た
石
塔
が
み
ら
れ

る
が
、
地
質
の
違
い
か
ら
徳
之
島
の
場
合
は
色
の
上
で
濃
い
黄
褐
色
を
帯
び
て
い
る
ほ
か
、
石
柱
部
分
が
中
空
構
造
に

な
っ
て
い
る
点
で
喜
界
島
の
石
塔
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
奄
美
大
島
や
加
計
呂
麻
島
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
群
島
に
お
け
る
墓
上
装
置
の
多
様
性
は
興
味
を
そ
そ
る
問
題
で
あ
る
が
、
煩
頂
を
避
け

る
た
め
、
こ
の
点
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
い
ず
れ
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
、
石
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
年
代
を
み
る
に
、
喜
界
島
で
こ
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
た
の
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
初

頭
に
か
け
て
の
こ
と
と
み
ら
れ
、
碑
銘
に
は
前
述
し
た
蔵
骨
器
よ
り
も
古
い
年
号
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
こ
と
以

上
に
関
心
を
引
く
の
は
、
こ
う
し
た
石
塔
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
が
個
人
名
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
表
５
に
そ
の
概
要
を

示
し
た
。
こ
の
文
字
で
あ
る
が
、
石
柱
の
位
牌
様
の
加
工
を
さ
れ
た
部
分
に
対
し
て
、
主
に
故
人
の
名
前
と
そ
の
没
年

を
記
載
す
る
か
た
ち
で
刻
ま
れ
る
例
が
多
い
。
ま
た
そ
の
名
前
も
浦
原
集
落
の
場
合
は
基
本
的
に
俗
名
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
は
集
落
に
よ
る
差
異
も
あ
り
、
近
世
期
に
仏
教
の
影
響
が
あ
っ
た
島
北
部
の
集
落
で
は
戒
名
に

類
す
る
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
石
塔
に
刻
ま
れ
る
名
前
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
一
つ
と
は
か
ぎ
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ら
ず
、
恐
ら
く
は
後
年
の
追
加
を
う
け
、
背
面
や

側
面
な
ど
に
別
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
事
例
も

あ
る
。

次
に
挙
げ
る
③
の
五
輪
塔
は
、
②
の
石
塔
に
先

行
、
も
し
く
は
並
行
し
て
、
近
世
喜
界
島
で
使
用

さ
れ
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
分
布

し
と
お
け

は
士
心
戸
桶
等
の
島
北
部
の
集
落
に
限
ら
れ
て
い
る

ほ
か
、
石
材
の
上
で
も
喜
界
島
の
浦
原
石
で
は
な

く
、
鹿
児
島
の
本
土
で
採
れ
る
山
川
石
を
用
い
て

い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
逆
に
島
の
中
央
～
南
部

に
は
五
輪
塔
の
分
布
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
こ
で

挙
げ
る
写
真
５
も
志
戸
桶
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
分
布
の
偏
り
は
近
世
期
に
お
け
る

仏
教
の
分
布
状
況
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

（
羽
）

る
。
碑
銘
が
鮮
明
な
も
の
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
、
筆
者
自
身
こ
う
し
た
五
輪
塔
の
喜
界
島
へ
の

③

②

〔表５〕石塔の碑銘（浦原集落墓地より） 函
繊
鞭
■
」
」
蝿
■
壺
蠅
瀧
鵬
疵
一
鰐
一
繍
瀬
癖
繍
砺
鱗
獅
蝿
轆
・
繩
一

一惣砲蝋呈睡一団…司呼埣罧・韓・配・日■Ｊ
』三口エコロコ・・・■□三・口■ユ》釦。》・》。

・・一口■■一螂曰■■■■雛・・・■》三岬一麺蝋『・■■・》・』■・鼎
》・瀞剛■□鵬一・口■・繍蝋１１

》胸・報

几HlTil

i灘鴬鷺iiiiiiji灘ii醗譲鋤i識ii灘ii霧爵
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i鑿hf蕊曇曇f盈建1,髄嚇、)ＩＪＩ
蕊馨鑑〕､蝿一雨罰殖……
潔:篭iii息鶴議議識鰹NiiRiii｣;江;i鰹ｘｉ
行年七拾四月’百■■歴明治二年巳十月十一丑Ｂ

ｉ繍繍雛蕊蕊3jiiilIi1ii鰯iエ;/；製Yi:蕊
ＩＶｉ治拾一年丑四月二十日行年四拾四ｎ日盛厚
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1$蟻ii議熟(1IlliHl｣口重I嚢
明治四拾一年八月廿七臼行年■■七血河盛将文

繍iii蟻灘鰯:鰯;iii{;iii鱗i鱗i鰯iiiii1灘（
明治三十一年三月十二日行年五十一成悦麟友

i;iii鍵議議議i鴬i鱗iillilil蕊騨識,鰯
大正二年牛七月廿二日行年七十二日岡本政成

蕊蕊i蕊蕊蕊f蕊F蝋ﾛｴ劃
先祖代々之函
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＊】碑銘にある「建立」他の年歎をワ１１１Ｉしたもので
＊２文化三年は西肝では1806年にあたるが、これは

＊３状顧から後に追加された碑文と推疋
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受
容
に
関
し
て
は
調
査
段
階
に
あ
る
た
め
、
時
期
ま
で
は
推
定
で
き
な
い
も
の
の
、
喜
界
島
に
お
い
て
墓
所
に
石
塔
様

の
構
造
物
を
建
造
す
る
民
俗
は
、
こ
の
五
輪
塔
に
端
を
発
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
伝
統
的
な
葬

墓
制
の
あ
り
よ
う
と
の
関
係
に
加
え
て
、
山
川
石
と
い
う
石
材
を
島
に
持
ち
こ
ん
だ
層
と
は
恐
ら
く
、
薩
摩
藩
か
ら
派

遣
さ
れ
て
き
た
役
人
等
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
島
の
北
部
で
は
、
前
述
し
た
蔵
骨
器
が
山
川
石
で
作
ら
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
五
輪
塔
の
造
形
と
、
②
に
挙
げ
た
石
塔
の
造
形
が
ど
の
よ

（
型
）

う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
は
、
現
時
点
で
は
く
う
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
は
、

最
後
に
挙
げ
る
④
は
、
こ

う
し
た
伝
統
的
な
石
塔
群
に

対
し
今
日
の
喜
界
島
に
急
速

に
普
及
し
て
い
る
、
カ
ロ
ー

ト
の
付
属
し
た
日
本
本
土
と

同
様
の
石
塔
で
あ
る
。
写
真

６
に
挙
げ
た
の
は
調
査
当

時
、
浦
原
集
落
に
設
置
さ
れ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
新
し
い

墓
の
様
子
で
あ
る
。
こ
う
し

lIiiiii1illliiliiiiiijillllliillllliliI
〔写真５〕 五輪塔と蔵骨器

2005年志戸桶集落で筆者撮影

〔写真６〕 新しい墓地の景観（浦原集落）

２００４年筆者撮影
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こ
う
し
た
墓
の
あ
り
よ
う
は
さ
ら
に
①
．
②
に
挙
げ
た
伝
統
的
な
墓
上
装
置
の
今
日
の
利
用
法
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
①
の
蔵
骨
器
に
「
○
○
家
」
の
意
匠
を
追
加
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る

が
、
そ
の
ほ
か
②
の
石
塔
に
関
し
て
も
同
様
の
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
進
ん
だ
例
と
し
て
、
石
柱
の
前

後
を
入
れ
替
え
、
元
来
は
前
面
で
あ
っ
た
側
を
背
面
や
側
面
に
向
け
た
う
え
で
、
新
し
い
前
面
に
「
イ
エ
」
の
氏
姓
を

刻
み
込
む
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
石
柱
に
「
○
○
家
之
墓
」
「
○
○
家
先
祖
代
々
」
と
い
っ
た
新
た
な
表
記
を

刻
み
直
し
、
家
墓
と
し
て
設
え
な
お
す
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
は
正
面
の
位
牌
様
の
枠
の
内
部
を
削
り
落

と
し
、
そ
の
上
か
ら
新
た
な
文
字
を
刻
み
直
す
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
表
面
が
削
ら
れ
る
た
め
に
石
の
色
味
が
新

し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
部
分
に
同
じ
く
「
○
○
家
之
墓
」
と
い
っ
た
表
記
を
刻
む
こ
と
に
な
る
。
そ
も

そ
も
喜
界
島
の
石
塔
は
、
古
び
た
と
は
い
っ
て
も
そ
れ
自
体
は
細
か
く
彫
刻
を
施
さ
れ
、
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
見
栄

た
形
状
の
墓
は
主
に
一
九
七
○
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
急
速
に
喜
界
島
に
普
及
し
た
。
こ
れ
は
主
に
御
影
石
で

作
ら
れ
た
石
塔
で
あ
る
が
、
笠
や
蓮
と
い
っ
た
喜
界
島
の
石
塔
に
特
有
の
意
匠
は
継
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
土
に
広
く

見
ら
れ
る
の
と
同
様
、
特
に
文
様
の
な
い
な
め
ら
か
な
石
塔
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
が
喜
界
島
に
導
入
き
れ
た
き
っ
か

け
は
、
現
地
で
の
語
り
に
し
た
が
え
ば
「
暮
ら
し
が
豊
か
に
な
っ
た
の
で
先
祖
の
墓
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
に
し
た
」

（
妬
）

た
め
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
新
し
い
石
塔
は
碑
銘
と
し
て
一
様
に
「
○
○
家
之
墓
」
「
○
○
家
累
代
之
墓
」
と
い
っ
た

表
記
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
墓
が
彼
ら
の
「
イ
エ
」
を
単
位
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
→
Ｃ
Ｏ

250

Hosei University Repository



（
三
）
喜
界
島
に
お
け
る
伝
統
的
葬
墓
制

（
妬
）

前
節
に
み
た
墓
上
装
置
の
概
要
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
葬
墓
制
の
変
容
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

前
近
代
喜
界
島
に
お
い
て
一
般
的
な
葬
制
と
は
、
崖
穴
に
遺
体
を
安
置
す
る
崖
穴
葬
（
風
葬
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
崖
穴
は
「
ム
ャ
（
喪
屋
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ほ
か
、
こ
う
し
た
穴
を
持
た
な
い
集
落
で
は
ヤ
バ
ャ
と
称

す
る
森
を
風
葬
地
に
擁
し
て
い
た
。
こ
の
ム
ャ
・
ヤ
バ
ャ
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
は
没
後
最
初
に
遺
体
を
安
置
し
、
風

化
を
待
つ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
南
西
諸
島
で
は
洗
骨
改
葬
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
喜
界
島

の
場
合
、
死
者
は
葬
儀
を
終
え
る
と
ま
ず
こ
の
ム
ャ
・
ヤ
バ
ヤ
に
安
置
さ
れ
て
時
間
を
お
き
、
遺
体
の
白
骨
化
が
待
た

れ
た
。
そ
し
て
骨
に
な
っ
た
遺
体
に
洗
骨
が
施
さ
れ
、
そ
の
骨
は
再
び
カ
メ
な
ど
に
納
め
ら
れ
て
祭
祀
さ
れ
た
の
で
あ

（
”
）

る
。
こ
う
し
た
習
慣
は
よ
く
知
ら
れ
た
喜
界
島
の
民
俗
誌
で
あ
る
竹
内
謙
『
趣
味
の
喜
界
島
史
』
に
も
記
述
が
あ
る
ほ

か
、
今
日
の
調
査
で
も
伝
承
と
し
て
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ム
ヤ
・
ヤ
バ
ヤ
は
風
化
を
待
つ
場
所
Ⅱ
風
葬

地
で
あ
る
と
同
時
に
、
遺
骨
の
安
置
場
所
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
風
化
し
、
洗
骨
儀
礼
を
加
え
ら
れ
た
遺
体
は
こ
こ
で

大
き
め
の
カ
メ
、
あ
る
い
は
前
節
に
述
べ
た
蔵
骨
器
に
納
め
ら
れ
て
保
管
さ
れ
た
。
こ
の
点
で
ム
ヤ
は
、
風
葬
地
で
あ

え
の
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
加
え
、
「
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
」
と
い
う
価
値
づ
け
に
よ
っ
て
、
今
日
で
も
放
棄

が
た
め
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
今
日
の
墓
地
に
は
御
影
石
の
カ
ロ
ー
ト
の
上
に
、
浦
原
石
で
作
ら
れ
た
昔

な
が
ら
の
石
塔
を
重
ね
る
、
と
い
っ
た
複
合
構
造
の
墓
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

251近代奄美における親族と墓の変容

Hosei University Repository



る
と
同
時
に
、
遺
骨
が
最
終
的
に
行
き
着
く
場
所
で
も
あ
っ
た
。
近
世
喜
界
島
に
お
け
る
葬
墓
制
は
基
本
的
に
ム
ャ
を

中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
ム
ヤ
で
あ
る
が
、
一
部
に
は
ハ
ロ
ウ
ジ
を
単
位
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
す
る
伝
承
も
あ
る
。
た
と
え
ば
喜

さ
か
み
ね

界
島
西
部
の
坂
嶺
集
落
で
、
現
在
で
も
こ
の
崖
穴
の
一
別
に
石
塔
を
建
て
て
墓
地
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
こ
れ
に
該

当
す
る
（
写
真
７
）
。
こ
の
場
合
、
同
じ
ハ
ロ
ウ
ジ
に
属
す
る
人
々
は
同
じ
ム
ヤ
に
納
め
ら
れ
て
白
骨
化
を
待
ち
、
ま

た
洗
骨
を
経
た
後
は
蔵
骨
器
に
納
め
ら
れ
て
、
同
じ
く
一
つ
の
ム
ヤ
に
保
管
、
管
理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
事
例
の
存
在
は
、
ム
ャ
と
ハ
ロ
ウ
ジ
の
象
徴
的
な
対
応
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
実
際
そ
れ
を
ほ

の
め
か
す
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ム
ャ
と
は
ハ
ロ
ウ
ジ
の
象
徴
で
あ
り
、
同
じ
ム
ャ
に
入
る
者
が
す
な
わ

ち
ハ
ロ
ウ
ジ
集
団
だ
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
喜
界
島
の
葬
制
を
め
ぐ
る
論
理
の
一
端
を
ク
リ
ア
ー

に
説
明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
た
だ
同
時
に
、
前
章
に
み
た
ヒ
キ
の
双
系
的
論
理
と
は
合
致
し
な
い
こ
と
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
し
た
伝
承
を
信
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
死
者
は
ハ
ロ
ウ
ジ
内

、
、
、
、
、
、
、
、

婚
の
ケ
ー
ス
を
除
き
、
必
ず
「
父
方
ハ
ロ
ウ
ジ
の
ム
ヤ
」
「
母
方
ハ
ロ
ウ
ジ
の
ム
ヤ
」
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
入
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
際
「
こ
ち
ら
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
」
と
す
る
秩
序
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
男
系

／
女
系
の
い
ず
れ
か
の
優
越
を
意
味
し
て
お
り
、
双
系
と
は
な
り
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
は
今
後
よ
り
厳
密
な
検

証
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
理
由
に
よ
り
本
稿
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
個
々
の
ム
ャ
を
ハ
ロ
ウ
ジ
と
対
応
さ
せ

（
羽
）

て
使
用
す
る
ケ
ー
ス
が
喜
界
島
の
一
般
的
な
民
俗
で
あ
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
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こ
の
こ
と
は
ム
ャ
の
形
態
の
一
般
的
な
傾
向
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
喜
界
島
に
は
西
岸
を
中
心
に
、
坂
嶺
集
落
の
よ

う
に
人
工
的
に
掘
り
抜
き
、
空
洞
を
設
え
た
ム
ャ
が
存
在
す
る
一
方
、
東
岸
を
中
心
に
、
そ
れ
ほ
ど
人
の
手
を
加
え
る

こ
と
な
く
、
ほ
と
ん
ど
自
然
の
崖
の
ま
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
る
ム
ヤ
も
珍
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
写
真
８
に
挙
げ
る
阿

伝
集
落
の
ム
ヤ
が
そ
う
で
あ
る
ほ
か
、
浦
原
集
落
で
用
い
ら
れ
て
い
た
ヤ
バ
ャ
な
ど
も
、
洞
窟
と
し
て
区
切
ら
れ
た
空

間
を
持
た
な
い
た
だ
の
「
森
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
ム
ヤ
・
ヤ
バ
ヤ
の
実
態
を
み
る
に
、
ハ
ロ
ウ
ジ
と
対
応
す
る

〔写真７〕ムヤと石塔（坂嶺集落）

二○○五年筆者撮影

〔写真８〕阿伝集落のムヤ

ニ○○五年筆者撮影

253近代奄美における親族と墓の変容

Hosei University Repository



ム
ヤ
の
ど
の
あ
た
り
に
置
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の

る
の
が
自
然
で
あ
る
。

議
論
を
急
い
で
し
ま
っ
た
が
、
以
上
の
歴
史
像
は
前
述
の
墓
上
装
置
を

勘
案
す
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
①
の
蔵

骨
器
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
元
の
用
途
と
し
て
は
、
ム
ャ
の
中
に
安
置
さ

れ
、
そ
こ
に
遺
骨
を
収
蔵
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
放
棄
さ

れ
た
ム
ヤ
で
あ
る
が
、
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
た
当
時
の
雰
囲
気
を
残
し

て
い
る
た
め
写
真
９
に
そ
の
様
子
を
示
す
。
ち
な
み
に
奄
美
群
島
全
体
と

し
て
み
た
場
合
、
こ
う
し
た
蔵
骨
器
と
し
て
は
多
く
の
場
合
、
陶
器
の
力

（
幻
）

メ
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
喜
界
島
の
場
ム
ロ
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ

て
島
の
石
の
加
工
に
も
と
づ
く
蔵
骨
器
の
文
化
が
早
く
か
ら
確
立
し
、
石

よ
う
な
空
間
の
区
切
り
意
識
そ
の
も
の
が
存
在
し
え
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
疑
わ
し
い
と
い
え
る
。
ハ
ロ
ウ
ジ

型
と
称
さ
れ
た
類
型
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
高
い
村
内
婚
率
が
あ
る
こ
と
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
以
上
の
実
態

を
踏
ま
え
る
に
、
風
葬
地
と
し
て
の
ム
ヤ
・
ヤ
バ
ヤ
は
、
集
落
を
単
位
と
し
て
比
較
的
ル
ー
ズ
に
、
具
体
的
に
一
一
一
一
口
え
ば

「
村
で
死
ん
だ
者
は
村
の
ム
ヤ
に
」
と
い
っ
た
範
祷
で
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
そ
の
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
洗
骨
後
の
遺
骨
の
管
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
骨
を
納
め
た
瓶
、
蔵
骨
器
を

ム
ヤ
の
ど
の
あ
た
り
に
置
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の
感
覚
的
な
区
分
け
が
図
ら
れ
て
い
た
と
考
え〔写真ｇ〕ムヤの内部の様子（坂嶺集落）

２００５年筆者撮影
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造
の
蔵
骨
器
が
主
流
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
蔵
骨
器
は
基
本
的
に
ム
ヤ
の
中
に
置
か
れ
た
ほ
か
、

ム
ヤ
が
浅
い
場
合
や
ヤ
バ
ヤ
の
場
合
な
ど
に
は
相
対
的
に
奥
手
の
暗
が
り
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
前
述
も
し

た
が
、
こ
の
よ
う
な
用
途
で
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
島
の
人
々
の
伝
承
の
上
で
も
、
蔵
骨
器
の
使
用
は
墓
上
装
置
の

中
で
は
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
近
世
中
後
期
に
な
る
と
喜
界
島
に
は
新
た
に
、
石
塔
を
建
て
る
文
化
が
現
わ
れ
る
。
後
述
す
る
理
由
の

た
め
、
多
く
が
当
初
建
立
さ
れ
た
場
所
か
ら
移
動
さ
れ
た
も
の
の
、
伝
承
に
従
え
ば
こ
う
し
た
石
塔
は
当
初
は
ム
ャ
の

近
傍
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
石
塔
の
形
態
上
の
古
態
を
示
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
薩
摩
藩
の
役
人
層
が
移
入
し
た

と
考
え
ら
れ
る
五
輪
塔
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
五
輪
塔
の
土
台
部
分
と
の
意
匠
の
共
通
性
が
見
受
け
ら
れ

る
こ
と
な
ど
を
鑑
み
、
こ
う
し
た
五
輪
塔
と
②
の
石
塔
の
間
に
は
何
ら
か
の
連
続
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

実
際
に
②
の
意
匠
が
い
か
に
し
て
出
現
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
石
塔
は
出
現
に
あ
た
っ
て
ま
ず
、
ハ
ロ
ウ
ジ
や
直
系

血
族
の
象
徴
と
し
て
で
は
な
く
、
「
個
人
」
を
記
念
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ほ

ど
表
５
に
提
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
一
○
年
代
ま
で
の
碑
銘
を
も
つ
石
塔
が
い
ず
れ
も
個
人
を
名
義
と
し
て
建
立
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

民
俗
学
・
近
世
考
古
学
の
既
往
研
究
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
近
世
墓
標
は
奄
美
に
限
ら
ず
、
最
初
は
「
先
祖

代
々
墓
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
人
を
記
念
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
形
態
は
五
輪
塔
や
石
仏
、
石
塔
な
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ｆ

を
理
由
と
し
た
風
葬
の
禁
止
で
あ
っ
た
。
元
よ
り
風
葬
は
遺
体
を
空

気
中
で
腐
敗
さ
せ
る
方
法
で
あ
り
、
季
節
に
よ
っ
て
は
悪
臭
や
蝿
、
野
犬
な
ど
の
害
を
伴
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
為
政
者

は
公
衆
衛
生
に
照
ら
し
て
好
ま
し
く
な
い
習
慣
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
喜
界
島
の
人
々
は
風
葬
を
や

め
、
白
骨
化
を
待
つ
た
め
の
一
次
葬
の
方
法
と
し
て
土
葬
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
遺
体
を
一
度
土
葬
に

付
し
て
白
骨
化
を
待
ち
、
し
か
る
後
に
回
忌
供
養
に
際
し
て
遺
体
を
掘
り
起
こ
し
て
洗
骨
し
、
更
に
そ
の
骨
を
蔵
骨
器

（
釦
）

ど
で
あ
っ
た
と
く
こ
れ
る
。
こ
う
し
た
近
世
日
本
の
民
俗
が
喜
界
島
へ

移
入
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
体
が
薩
摩
藩
の
役
人
層
で

あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
に
は
不
思
議
は
な
い
。
ま
と
め

れ
ば
近
世
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
、
喜
界
島
の
墓
所
は
図
２
の
よ

う
な
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
ム
ヤ
・
ヤ
バ
ヤ
を
風

葬
地
と
し
て
中
心
に
据
え
、
そ
の
内
部
に
蔵
骨
器
を
、
ま
た
そ
の
近

傍
に
石
塔
を
建
立
す
る
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。

（
四
）
近
代
に
お
け
る
葬
墓
制
の
再
編

前
節
に
み
た
ム
ヤ
を
中
心
と
す
る
葬
墓
制
は
近
代
以
降
、
外
圧
に

よ
る
変
容
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
契
機
は
不
衛
生

・週体は死後､ムヤ･ヤバヤに安置され､白骨化を待つ

・骨は洗骨の後､カメや蔵骨器に納められ､継続的に祭祀される

・ケースによって五輪塔･石塔が建てられ､そこには個人名が記される。

・石塔はムヤの近傍に建立される

図２〕近世～近代初頭期における喜界島の葬墓の構成

２５６

Hosei University Repository



で
管
理
す
る
、
と
い
う
方
法
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
と
き
持
ち
上
が
っ
た
の
は
、
遺
体
の
埋
葬
地
を
ど
こ

に
設
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
へ
の
対
処
は
集
落
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
が
、
大
ま
か
な
傾
向
で
い
え
ば
、
緩
や
か
な
傾
斜
地
を
後
背

と
す
る
島
の
西
側
で
は
従
来
の
ム
ヤ
の
直
前
・
近
傍
に
一
次
葬
地
を
設
け
、
対
し
て
急
峻
な
崖
を
後
背
と
す
る
島
の
東

（
皿
）

側
で
は
、
ム
ヤ
よ
り
離
れ
た
場
所
に
一
次
葬
地
を
設
け
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
一
概
に
は
い
え
な
い

も
の
の
、
実
際
ム
ヤ
の
周
辺
が
険
し
い
地
形
に
あ
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
遺
体
を
埋
葬
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
当
事
者
が

望
も
う
と
も
実
現
不
可
能
で
あ
っ
た
。
結
果
、
幾
つ
か
の
集
落
で
は
一
次
葬
地
を
水
ハ
ケ
が
良
く
、
遺
体
の
腐
敗
の
進

行
が
早
い
砂
浜
に
定
め
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
砂
浜
は
当
然
ム
ヤ
か
ら
大
き
く
離
れ
る
た
め
に
、
先
祖
祭

祀
儀
礼
に
は
不
便
と
な
る
一
方
、
短
い
期
間
で
遺
骨
が
「
き
れ
い
に
な
る
」
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
っ
た
。
他
方
で
ム

ャ
の
周
辺
に
一
次
葬
地
を
設
け
た
集
落
の
場
合
、
基
本
的
に
変
更
は
曝
葬
か
ら
土
葬
へ
と
方
法
を
変
え
る
の
み
で
済
ん

だ
も
の
の
、
ム
ャ
周
辺
の
地
質
は
水
は
け
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
今
度
は
白
骨
化
に
著
し
く
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
た
と
え
ば
島
の
内
陸
部
に
あ
た
る
城
久
集
落
な
ど
の
ケ
ー
ス
で
は
、
七
回
忌
の
時
点
で
も
腐
肉
が
残
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
た
め
、
十
三
回
忌
に
よ
う
や
く
遺
体
を
掘
り
返
し
て
洗
骨
を
お
こ
な
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
風
葬
の
禁
止
に
と
も
な
う
土
葬
へ
の
移
行
は
伝
統
的
な
葬
墓
制
に
様
々
な
変
更
を
強
い
る
も
の
で

あ
っ
た
。
と
は
い
え
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
遺
骨
を
最
終
的
に
ム
ヤ
に
安
置
す
る
、
と
い
う
進
め
方
そ
の
も
の
ま
で
は

変
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
そ
の
た
め
に
先
祖
祭
祀
儀
礼
も
基
本
的
に
は
ム
ャ
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
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こ
れ
に
対
し
、
次
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
太
平
洋
戦
争
で
あ
る
。
戦
争
末
期
、
特
に
沖
縄
の
陥
落
以
降
、
南
西
諸
島

は
広
く
連
合
軍
の
攻
撃
が
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
、
喜
界
島
も
ま
た
戦
闘
機
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
空
襲
に
見
舞
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
検
討
さ
れ
た
の
が
、
ム
ヤ
の
防
空
壕
へ
の
転
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ム
ヤ

内
部
に
置
か
れ
て
い
た
祭
祀
装
置
や
カ
メ
、
蔵
骨
器
に
納
め
ら
れ
た
遺
骨
は
、
洞
窟
の
外
に
搬
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
搬
出
先
は
ム
ャ
の
近
辺
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
平
地
に
ま
で
下
ろ
し
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
て
運
び
出
さ
れ
た
諸
々
が
終
戦
後
、
す
ぐ
に
ム
ヤ
に
戻
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
点
で

あ
る
。
特
に
戦
後
は
社
会
全
体
が
貧
し
く
、
人
々
に
は
石
塔
、
蔵
骨
器
を
斜
面
の
上
に
ま
で
戻
す
余
力
が
な
か
っ
た
。

ま
た
平
地
に
置
か
れ
た
蔵
骨
器
や
石
塔
は
、
結
果
的
に
生
活
圏
に
近
づ
い
た
こ
と
で
、
人
々
の
日
常
的
な
祭
祀
に
あ

た
っ
て
は
む
し
ろ
以
前
よ
り
も
便
利
に
な
っ
て
い
た
。
前
述
の
土
葬
化
に
よ
っ
て
一
次
葬
地
が
す
で
に
ム
ヤ
か
ら
離
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
や
が
て
島
の
人
々
の
中
か
ら
は
全
て
の
遺
骨
を
ム
ヤ
に
戻
す
の
で
は
な
く
、
新
し
い
平
地
の
墓

地
で
祭
祀
を
行
っ
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
が
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
過
程
で
伝
統
的
な
蔵
骨
器
や
石
塔
は
従
来
の
役
割
を
越
え
、
新
た
に
、
墓
標
の
象
徴
的
機
能
が
強
化
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
本
来
の
機
能
で
い
え
ば
そ
も
そ
も
蔵
骨
器
は
、
死
者
の
骨
を
納
め
る
た
め
の
装
置
に
過
ぎ
ず
、
墓
標

と
し
て
の
象
徴
的
機
能
は
持
た
な
い
。
ま
た
喜
界
島
の
石
塔
は
、
近
世
期
に
現
わ
れ
て
以
降
、
基
本
的
に
「
個
人
」
を

記
念
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
建
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
象
徴
的
な
対
応
関
係
は
あ
く
ま
で
死
せ
る
「
個
人
」
に
対
し

る
○
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て
結
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
は
平
地
に
移
動
さ
れ
る
に
至
り
、
新
た
に
墓
標
と
し
て
、
の
み
な
ら
ず

「
先
祖
代
々
墓
」
と
し
て
、
親
族
集
団
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
過
程
で
骨
の
管
理
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
蔵
骨
器
は
と
も
か
く
、
五
輪
塔
や

石
塔
は
も
と
も
と
ム
ヤ
の
外
部
に
付
随
す
る
装
置
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
自
体
は
骨
を
納
め
る
機
能
を
持
た
な
い
。
こ

の
た
め
ム
ヤ
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
喜
界
島
の
人
々
は
そ
の
下
に
空
洞
を
掘
る
な
ど
し
、
骨
を
納
め
る
ス

ペ
ー
ス
を
別
に
用
意
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
一
九
六
○
年
代
に
入
る
と
徐
々
に
本
土
と
同
様
の
カ
ロ
ー
ト
が
導
入
さ
れ

始
め
、
小
さ
な
骨
壷
を
カ
ロ
ー
ト
に
納
め
る
こ
と
で
遺
骨
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
と
並
行
し
た
の
が
火
葬
の

受
容
で
あ
っ
た
。
喜
界
島
の
場
合
、
奄
美
群
島
の
中
で
も
火
葬
場
が
で
き
た
の
は
早
い
時
期
の
こ
と
で
、
一
九
六
○
年

代
に
は
概
ね
火
葬
が
普
及
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
土
葬
に
よ
る
一
次
葬
と
洗
骨
改
葬
の
民
俗
が
失
わ
れ
る
一
方
、
骨
容

そ
の
も
の
は
高
温
で
焼
成
さ
れ
る
こ
と
で
非
常
に
細
か
く
な
り
、
小
さ
な
カ
メ
や
骨
壷
に
も
十
分
納
ま
る
よ
う
に
な
っ
噸墓

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
骨
の
管
理
に
あ
た
っ
て
も
ム
ャ
の
よ
う
な
広
い
空
間
が
不
要
に
な
り
、
カ
ロ
ー
ト
程
度
の
装
腱

置
で
充
分
間
に
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
・
こ
う
し
た
動
態
の
現
状
が
、
先
に
見
た
④
の
本
土
式
の
石
塔
の
普
及
で
柵
け

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
カ
ロ
ー
ト
の
並
日
及
に
あ
た
っ
て
も
、
②
の
伝
統
的
な
石
塔
は
依
然
、
島
の
人
々
に
愛
着
を
弱

も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
浦
原
石
の
石
塔
の
下
に
御
影
石
の
カ
ロ
ー
ト
を
据
え
付
け
た
構
造
の
墓
が
見
受
艤
代

け
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

近

こ
う
し
た
ム
ャ
か
ら
平
地
へ
の
墓
所
の
移
行
は
、
戦
後
の
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
に
お
い
て
段
階
的
に
実
現
し
て
い
つ
知
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
一
つ
の
目
処
で
あ
っ
た
の
が
、
五
○
年
と
い
う
区
切
り
で
あ
っ
た
。
従
来
、
喜
界
島
で

は
カ
メ
や
蔵
骨
器
に
納
め
た
先
祖
の
骨
も
、
三
一
一
一
回
忌
な
い
し
五
○
回
忌
を
目
処
に
祭
祀
対
象
と
し
て
「
祀
り
あ
げ

る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
要
す
る
に
祭
祀
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
観
念
の
上
で
は

死
者
の
霊
魂
が
現
世
と
の
関
係
を
失
い
、
柤
霊
な
ど
の
神
格
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
伝
承
に
よ
る
と
喜
界
島

で
は
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
蔵
骨
器
に
納
め
ら
れ
た
骨
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
放
棄
と
い
っ
て
も
、
ム
ヤ
に
撒

い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
カ
メ
や
蔵
骨
器
に
納
め
ら
れ
た
遺
骨
は
、
一
一
一
三
回
忌
・
五
○
回
忌
を

迎
え
る
頃
に
は
風
化
し
て
お
り
、
骨
と
し
て
の
原
型
を
留
め
る
も
の
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
五
○
年
の
区
切
り
に

よ
っ
て
、
古
い
葬
墓
の
放
棄
は
徐
々
に
進
ん
で
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
従
来
の
祖
先
を
放
棄
し
た
り
、
祭
祀
の
仕
方
を
根

底
か
ら
覆
す
の
で
は
な
く
、
祀
り
あ
げ
の
論
理
に
し
た
が
う
中
で
ム
ヤ
を
使
わ
な
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

話
が
多
岐
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
近
代
以
降
に
お
け
る
葬
墓
制
の
変
容
の
基
調
と
は
要
す
る
に
、
ム
ャ
の
放
棄
の

動
き
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
ム
ャ
の
機
能
は
、
第
一
に
は
風
葬
地
で
あ
り
、
第
二
に
は

遺
骨
の
保
管
場
所
だ
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
ム
ヤ
は
近
代
を
通
じ
て
、
こ
の
両
方
の
機
能
に
お
い
て

放
棄
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
）
先
祖
代
々
墓
の
出
現

前
章
に
述
べ
た
葬
墓
制
の
変
容
は
、
風
葬
の
禁
止
と
ム
ヤ
の
防
空
壕
へ
の
転
化
を
画
期
と
し
て
、
近
現
代
を
通
じ
て

生
じ
た
変
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
を
墓
上
装
置
の
変
化
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
く
と
、
そ
れ
は
「
先
祖
代
々
墓
」
の

出
現
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
で
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
再
び
表
４
、
表
５
を
参
照
す
れ
ば
、
特
に
表
５
に
示
し
た
石
塔
に
関
し

て
、
一
九
一
○
年
代
後
半
よ
り
「
○
○
家
」
を
表
に
し
た
碑
銘
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ま
た
表
４
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
、
墓
標
化
さ
れ
た
蔵
骨
器
は
ほ
ぼ
一
様
に
「
○
○
家
」
を
銘
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
を

踏
ま
え
る
と
、
石
塔
や
蔵
骨
器
が
「
○
○
家
先
祖
代
々
墓
」
と
し
て
、
親
族
集
団
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
能
を
帯
び

始
め
た
の
は
、
お
よ
そ
一
九
二
○
年
前
後
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
○
○
家
」
と
い
う
表

現
が
現
わ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
本
論
が
冒
頭
に
み
て
き
た
改
姓
を
め
ぐ
る
動
態
と
概
ね
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と

は
、
今
さ
ら
強
調
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
本
論
は
最
初
に
、
伝
統
的
な
双
系
的
出
自
意
識
に
対
す
る
男
系

的
出
自
意
識
の
移
入
の
時
期
を
大
正
後
期
、
す
な
わ
ち
一
九
二
○
年
代
に
求
め
た
。
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
し

て
、
喜
界
島
の
葬
墓
に
「
○
○
家
」
の
表
象
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

｜
方
で
、
ム
ャ
の
放
棄
を
軸
と
し
た
葬
墓
制
の
改
変
は
、
前
記
の
よ
う
な
「
文
字
」
レ
ベ
ル
の
表
象
に
対
し
、
よ
り

包
括
的
な
か
た
ち
で
親
族
組
織
の
再
編
を
反
映
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
今
日
の
喜
界
島
の
葬
墓
は
図
３
に
示
し
た

三
．
象
徴
の
再
編
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わ
ち
イ
エ
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
墓
地
に
は
、
こ
う
し
た
イ
エ
の

乢
括
こ

標
砲
副

川
霊
轡
蕊
詮
崖
篭
雛
肌
匡
已
’
五
廿
繍

ス
ケ
ー
ル
を
越
え
て
彼
ら
の
ハ
ロ
ウ
ジ
を
包
括
す
る
装
置
は
、
石
塔

表
現
す
る
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
先
ほ
ど
示
し
た
図
２
の
喜
界
島
の
伝
統
的
な
葬
墓
様

式
と
対
比
し
た
と
き
、
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
本
論
は
、
ム
ヤ
が
ハ
ロ
ウ
ジ
と
制
度
と
し
て
の
直

接
的
な
対
応
関
係
を
有
し
て
い
た
と
す
る
考
え
に
は
懐
疑
的
な
が
ら
、
ム
ヤ
を
ふ
く
む
空
間
が
ハ
ロ
ウ
ジ
の
象
徴
的
表

現
た
り
得
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
す
な
わ
ち
ム
ャ
は
自
身
が
ヒ
キ
を
も
つ
全
て
の
先
祖
が
眠
り
、
自
分
自

身
も
や
が
て
入
る
べ
き
墓
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
ム
ヤ
は
、
双
系
的
な
ハ
ロ
ウ
ジ
の
組
織
に
対
応
し
た
葬

制
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
ム
ャ
の
放
棄
の
プ
ロ
セ
ス
は
双
系
的
な
出
自
意
識
か
ら
、
男
系
的
な
出
自
意
識
へ
の
移

行
と
完
全
に
並
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

よ
う
に
、
①
～
④
の
墓
上
装
置
が
併
存
し
、
か
つ
そ
れ
ら
は
元
々
の

用
途
に
関
わ
ら
ず
、
一
律
に
墓
標
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
だ
こ

の
と
き
そ
れ
ら
の
墓
上
装
置
が
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
、
双

系
的
な
親
族
集
団
で
あ
る
ハ
ロ
ウ
ジ
で
は
な
く
、
同
姓
集
団
、
す
な

わ
ち
イ
エ
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
墓
地
に
は
、
こ
う
し
た
イ
エ
の

▲
・個々の墓上装樋が墓標として同姓集団=イエを表象

・それらを上位レベルで包括する象徴的な装置はなし

〔図３〕現代喜界島における葬墓の構成
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た
だ
し
こ
う
し
た
形
式
上
の
移
行
に
対
し
、
一
般
に
儀
礼
や
観
念
の
レ
ベ
ル
で
の
移
行
は
よ
り
緩
や
か
に
進
む
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
の
喜
界
島
で
営
ま
れ
て
い
る
先
祖
祭
に
お
い
て
、
墓
標
に
対
す
る
祭
祀
権
が
広
く
か
つ
緩

や
か
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
喜
界
島
に
お
い
て
石
塔
の
建
立
は
後
発
の
民
俗
で
あ

り
、
そ
の
移
入
は
近
世
中
後
期
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
当
初
は
個
人
を
記
念
す
る
装
置
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
石
塔
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
に
、
問
題
は
こ
う
し
た
「
個
人
」

を
単
位
と
す
る
記
念
行
為
と
、
奄
美
の
伝
統
的
な
双
系
的
出
自
意
識
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
論
理
の
上
で
は
個
人
を
記

念
す
る
石
塔
の
建
立
そ
の
も
の
は
、
双
系
的
な
ヒ
キ
の
意
識
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
は
冒
頭
に
述
べ
た
福
正
一
郎
青
年

の
個
人
を
単
位
と
し
た
改
姓
が
、
ヒ
キ
の
論
理
と
は
矛
盾
し
な
い
の
と
同
じ
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の

は
、
こ
の
石
塔
に
対
す
る
祭
祀
権
を
特
定
の
集
団
（
た
と
え
ば
男
系
の
子
孫
）
に
制
限
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
場
合
、
石
塔
は
特
定
集
団
の
象
徴
と
し
て
機
能
し
、
逆
に
一
一
一
一
口
え
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
集
団
の
形

成
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
石
塔
が
、
そ
の
よ
う
に
祭
祀
権
を
限
定
す
る
も
の
と
し
て
移
入
さ
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
喜
界
島
の
伝
統
的
な
双
系
性
と
矛
盾
し
、
ど
ち
ら
か
が
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
喜
界
島
民
が
実
際
に
そ
の
よ
う
に
し
た
よ
う
に
、
石
塔
が
記
念
す
る
人
物
に
対
し
ヒ
キ
を
有
す
る
人

間
全
て
に
祭
祀
権
を
広
く
浅
く
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
ら
問
題
は
生
じ
え
な
い
。
喜
界
島
の
先
祖
祭
（
シ

バ
サ
シ
、
ウ
ヤ
ン
コ
ウ
）
は
集
落
を
挙
げ
て
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
人
々
は
自
分
に
対
し
て
ヒ
キ
の
あ

る
墓
（
石
塔
）
を
す
べ
て
回
る
。
こ
の
ヒ
キ
は
双
系
的
な
出
自
意
識
で
あ
り
、
父
方
・
母
方
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
二
）
見
出
さ
れ
る
空
白
の
過
去

本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
一
九
二
○
年
代
を
ひ
と
つ
の
画
期
と
す
る
出
自
意
識
の
変
容
と
、
そ
れ
と
並
行
し
た
葬
墓
制
の

変
容
を
論
じ
、
総
体
と
し
て
の
奄
美
親
族
の
変
容
を
描
い
て
き
た
。
そ
の
上
で
最
後
に
、
こ
う
し
た
変
化
が
も
た
ら
し

た
意
識
の
変
容
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

一
般
的
に
双
系
社
会
は
、
自
ら
の
歴
史
を
あ
ま
り
記
憶
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
と
い
う
の
も
そ
も
そ
も
出
自
の

上
で
父
系
・
母
系
の
両
方
に
対
し
遡
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
祖
の
名
前
だ
け
で
も
世
代
数
に
自
乗
し
て
増
え
て
い

く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
あ
え
て
記
憶
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
が
大
き
な
負
担
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
村
内
婚
率

の
高
い
喜
界
島
の
場
合
、
配
偶
者
の
選
定
に
あ
た
っ
て
近
親
婚
を
避
け
る
ル
ー
ル
が
過
剰
に
複
雑
化
し
て
し
ま
う
恐
れ

た
だ
し
こ
う
し
た
双
系
的
な
意
識
も
、
墓
の
文
化
そ
の
も
の
が
「
イ
エ
」
的
な
も
の
に
変
容
し
た
こ
と
に
加
え
て
、

前
述
の
先
祖
祭
そ
の
も
の
を
支
え
て
き
た
高
い
村
内
婚
率
が
、
年
を
追
っ
て
低
下
し
て
い
る
様
子
を
見
る
に
、
長
期
的

に
見
れ
ば
薄
れ
て
い
く
見
通
し
が
高
い
。
実
際
、
外
部
か
ら
嫁
い
で
き
た
人
間
の
中
に
は
「
関
係
も
よ
く
分
か
ら
な
い

人
間
」
が
自
分
の
イ
エ
の
墓
に
参
り
に
来
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
声
も
あ
り
、
今
な
お
島
の
親
族
組
織
、

（
羽
）

葬
墓
制
は
変
容
過
程
の
た
だ
中
に
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
ｎ
）

る
。

こ
の
よ
う
に
喜
界
島
で
は
、
ム
ヤ
の
放
棄
の
後
に
も
、
双
系
的
な
出
自
意
識
を
儀
礼
レ
ベ
ル
で
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
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も
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
ハ
ロ
ウ
ジ
的
な
出
自
意
識
を
維
持
し
て
い
く
上
で
は
、
自
分
た
ち
の
歴
史
の
記
憶
に
は
消
極

（
型
）

的
で
あ
っ
た
方
が
好
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
男
系
的
出
自
に
も
と
づ
く
「
イ
エ
」
は
、
直
系
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
歴
史
意
識
と
の
親
和
性
が
高
い
。

何
と
な
れ
ば
、
イ
エ
の
基
底
を
な
す
家
産
と
は
「
初
代
」
が
切
り
開
き
、
そ
れ
に
続
く
直
系
の
子
孫
た
ち
が
累
々
と
継

承
し
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
に
、
近
代
奄
美
に
お
け
る
二
つ
の
出
自
意
識
の
接
合
と
は
、

同
時
に
「
歴
史
意
識
」
の
奄
美
社
会
へ
の
移
入
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
か
え
れ
ば
男
系
的
出
自
意
識

の
移
入
と
は
、
奄
美
の
人
々
に
、
近
代
に
至
っ
て
初
め
て
「
自
分
た
ち
の
歴
史
的
な
連
続
性
を
知
る
こ
と
」
を
強
く
意

識
さ
せ
る
機
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
識
、
あ
る
い
は
歴
史
感
覚
は
一
八
○
○
年
代
ま
で
の
奄
美
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
意
味
の

あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
い
か
な
る
系
譜
を
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
先
祖
は
皆
ひ
と
し
く
集

落
の
ム
ャ
に
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
個
々
人
の
名
前
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
の
上
で
も
祭
祀

の
上
で
も
さ
し
た
る
問
題
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
近
世
後
期
に
は
、
薩
摩
藩
に
連
な
る

人
々
が
故
人
の
名
前
を
記
念
す
る
石
塔
を
建
て
始
め
、
や
が
て
島
の
一
部
の
人
々
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
う

し
た
動
き
は
前
述
し
た
よ
う
に
儀
礼
レ
ベ
ル
で
双
系
的
秩
序
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
大
き
な
摩
擦
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
喜
界
島
の
人
々
の
歴
史
感
覚
は
文
書
や
系
図
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
、
集
落
後
背
に
眠
る
骨
と
そ

れ
を
納
め
た
蔵
骨
器
の
群
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
物
質
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
従
来
の
歴
史
感
覚
は
「
イ
エ
」
的
な
出
自
意
識
と
の
接
合
に
よ
っ
て
、
急
速
に
色
槌
せ
て

く
る
。
そ
し
て
私
見
で
は
、
こ
う
し
た
過
程
で
生
ま
れ
た
問
い
こ
そ
が
、
今
日
の
奄
美
の
人
々
に
抱
か
れ
て
い
る
「
な

ぜ
自
分
た
ち
に
は
系
図
が
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
。
誰
の
目
に
も
疑
い
な
く
、
喜
界
島
の
人
々
は
先
祖
を

敬
愛
し
、
丁
重
に
祭
祀
し
て
い
る
。
ま
た
集
落
の
墓
地
に
は
、
集
落
で
死
ん
だ
先
祖
た
ち
が
一
人
残
ら
ず
眠
っ
て
い

る
。
だ
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
自
分
た
ち
に
は
そ
の
記
録
が
な
い
の
か
。
近
代
奄
美
に
生
き
た
人
々
は
急
速
に
、
そ
の
空

白
を
発
見
し
、
か
つ
不
思
議
に
思
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
双
系
的
社
会
が
自
分
た
ち
の
歴
史
的
記
録
を

残
さ
な
か
っ
た
こ
と
白
体
に
は
、
別
に
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
男
系
的
な
出
自
意
識
が
「
近
代
日
本
」
と
い
う
大
き

な
動
き
を
背
景
に
、
奄
美
社
会
に
す
る
り
と
入
り
込
ん
だ
こ
と
で
、
そ
の
歴
史
の
空
白
は
急
速
に
、
違
和
感
に
満
ち
た

欠
如
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

弓
削
政
己
は
奄
美
史
の
歴
史
叙
述
の
検
討
か
ら
、
か
つ
て
薩
摩
藩
が
奄
美
の
人
々
の
系
図
を
奪
っ
た
、
と
い
う
い
わ

ゆ
る
「
系
譜
焼
棄
論
」
の
史
実
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
俗
説
が
な
ぜ
訂
正
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い

（
弱
）

う
問
題
を
社
会
的
背
景
か
ら
論
じ
て
い
る
。
本
論
は
弓
削
の
分
析
を
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
よ
り

広
範
な
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
俗
説
と
し
て
の
系
譜
焼
棄
論
の
流
通
と
は
、
こ
う
し
た
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
感
覚
の
変

容
が
下
地
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
の
歴
史
の
空
白
を
、
近
代
に
突
如
発
見
し
た
奄

美
民
衆
は
、
そ
の
理
由
を
求
め
る
中
で
権
力
者
に
よ
る
「
剥
奪
」
、
す
な
わ
ち
薩
摩
藩
に
よ
る
略
奪
と
焼
却
と
い
う

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
生
み
だ
し
、
そ
の
こ
と
で
自
分
た
ち
の
違
和
感
を
合
理
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
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以
上
、
本
稿
は
奄
美
の
親
族
の
変
容
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
柳
田
の
メ
モ
か
ら
始
め
、
人
口
統
計
を
経
て
、
葬
墓
の

民
俗
を
論
じ
、
最
後
に
歴
史
感
覚
に
ま
で
言
及
す
る
と
い
う
、
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
の

進
め
方
に
対
す
る
当
然
の
反
論
と
し
て
、
個
別
的
な
論
証
の
不
十
分
さ
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
親
族
に
せ
よ
葬
墓
に
せ
よ
、
奄
美
民
俗
の
研
究
は
今
日
明
ら
か
な
停
滞
傾
向
を
見

せ
て
お
り
、
そ
の
活
性
化
に
は
研
究
の
新
し
い
全
体
的
な
枠
組
み
、
ひ
い
て
は
新
た
な
奄
美
社
会
像
の
提
示
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
が
そ
の
た
め
に
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
が
、
近
代

奄
美
民
衆
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
の
素
描
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
度
筆
を
置
き
、
識
者
の
批
正
に
委

ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

改
姓
を
始
め
と
し
て
、
近
代
奄
美
民
衆
史
は
「
日
本
」
と
い
う
国
家
の
周
辺
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
、
強
い
地
政

学
的
な
力
学
の
下
で
綴
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
そ
の
具
体
的
な
過
程
は
決
し
て
単
純
で
は
な
く
、
近
代
化
過
程
に
お
け

る
文
化
変
容
も
き
わ
め
て
複
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
素
描
に
留
ま
る
研
究
な
が
ら
、
今
後
に
お
け
る
更

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
合
理
化
の
物
語
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
差
別
を
恐
れ
、
姓
を
集
団
的
に
改
め
て
い
た
奄

美
の
人
々
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
充
分
以
上
に
現
実
的
な
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
ま
と
め
と
課
題
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な
る
歴
史
像
の
検
討
と
、
よ
り
具
体
的
な
民
俗
変
容
の
記
述
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
は
稿
を
閉
じ
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
い
。

【
註
】

（
１
）

（
２
）

謝
辞本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
基
と
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
際
し
て
は
、
喜
界
島
の
羽
佐
田
夫
妻
の

厚
い
ご
助
力
を
得
た
。
ま
た
、
そ
れ
か
ら
本
稿
の
完
成
ま
で
に
は
長
い
時
間
を
あ
け
て
し
ま
っ
た
が
、
喜
界
島
郷
士

研
究
会
に
は
構
想
段
階
で
本
研
究
の
一
部
を
報
告
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
ほ
か
改
姓
を
め
ぐ
る
問
題
に
関

し
て
は
、
西
郊
民
俗
談
話
会
に
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
、
大
島
建
彦
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
列
席
者
よ
り
、

貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。
拙
い
研
究
な
が
ら
、
各
位
へ
の
衷
心
か
ら
の
謝
意
を
あ
ら
た
め
て
こ
こ

に
記
し
て
お
き
た
い
。

酒
井
卯
作
編
、
柳
田
国
男
、
二
○
○
九
年
、
「
南
島
旅
行
見
聞
記
」
、
森
話
社
、
一
八
八
頁
。

た
だ
し
女
子
に
も
こ
う
し
た
命
名
規
則
の
適
用
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
一
○
年
代
の
調
査
報
告
で
川
村
只
男

は
「
奄
美
の
あ
る
小
学
校
」
の
事
例
と
し
て
、
女
子
の
名
簿
に
「
米
田
田
ハ
ナ
子
」
と
い
う
名
前
を
見
出
し
た
こ
と
を
述
べ
、

こ
れ
は
「
米
」
姓
の
世
帯
が
娘
に
「
田
ハ
ナ
子
」
と
命
名
し
、
そ
の
後
、
世
帯
と
し
て
「
米
田
」
姓
に
改
姓
し
た
結
果
、
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「
田
」
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
だ
と
説
明
し
て
い
る
（
川
村
只
男
、
一
九
九
九
年
、
「
南
方
文
化
の
探
究
』
、
講
談
社
、

二
七
六
～
二
七
七
頁
）
。

（
３
）
大
山
彦
一
、
一
九
六
○
年
、
「
南
西
諸
島
の
家
族
制
度
の
研
究
ｌ
種
子
島
マ
キ
と
奄
美
大
島
与
論
島
ハ
ー
フ
の
社
会
学
的
探

求
ｌ
」
、
関
書
院
。

（
４
）
蒲
生
正
男
、
一
九
五
九
年
、
「
部
落
構
造
と
村
落
組
織
」
、
九
学
会
連
合
奄
美
共
同
調
査
委
員
会
編
『
奄
美
ｌ
自
然
・
文
化
・

社
会
ｌ
」
、
平
凡
社
。
他
多
数
。

（
５
）
た
と
え
ば
そ
の
総
括
的
な
記
述
と
し
て
、
蒲
生
正
男
、
’
九
八
三
年
、
「
奄
美
の
親
族
組
織
と
社
会
構
造
」
、
『
現
代
の
エ
ス
プ

リ
』
一
九
四
号
、
至
文
堂
。

（
６
）
蒲
生
正
男
、
一
九
六
七
年
、
「
日
本
の
親
族
組
織
」
、
蒲
生
正
男
・
大
林
太
良
・
村
武
清
一
編
『
文
化
人
類
学
」
、
角
川
書
店
、

一
一
一
一
八
～
三
一
九
頁
。

（
７
）
中
根
千
枝
、
一
九
六
四
年
、
「
「
ヒ
キ
」
の
分
析
ｌ
奄
美
双
系
社
会
の
血
縁
組
織
ｌ
」
、
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
一
三
一
一
一
号
。

（
８
）
一
九
六
○
年
代
に
お
け
る
研
究
の
総
括
と
し
て
は
、
須
藤
健
一
・
渡
邊
欣
雄
、
’
九
七
三
年
、
「
奄
美
」
、
日
本
民
族
学
会
編

『
沖
縄
の
民
族
学
的
研
究
ｌ
民
俗
社
会
と
世
界
像
‐
と
、
民
族
学
振
興
会
、
’
四
一
～
’
四
五
頁
。

（
９
）
中
根
前
掲
、
一
二
八
頁
。

（
皿
）
川
島
武
宜
、
二
○
○
○
年
、
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
」
、
岩
波
書
店
。

（
ｕ
）
牟
田
和
恵
、
一
九
九
六
年
、
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
ｌ
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
と
女
性
」
、
新
曜
社
。
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（
皿
）
中
根
前
掲
、
’
三
七
頁
。

（
田
）
極
端
な
数
字
の
変
化
に
つ
い
て
は
調
査
手
法
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
を
保
留
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
社
会
動
態
と

し
て
の
矛
盾
や
不
自
然
さ
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の
数
字
を
信
用
す
る
も
の
と
し
た
い
。

（
Ⅲ
）
鬼
頭
宏
、
二
○
○
○
年
、
「
人
口
か
ら
読
む
日
本
の
歴
史
』
、
講
談
社
。

（
胆
）
及
川
高
、
二
○
○
七
年
、
「
奄
美
一
島
喚
に
お
け
る
人
と
海
と
の
関
係
性
１
章
巨
界
島
民
と
糸
満
漁
師
の
近
代
ｌ
」
、
「
史
境
』

五
五
号
、
一
○
五
～
一
二
七
頁
。

（
肥
）
喜
界
町
立
阿
伝
小
学
校
編
、
二
○
○
三
年
、
『
阿
伝
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
誌
」
、
阿
伝
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
推

進
委
員
会
、
喜
界
町
立
図
書
館
収
蔵
。
な
お
個
人
情
報
へ
の
配
慮
か
ら
、
本
文
中
に
挙
げ
る
名
前
は
著
名
人
を
除
き
す
べ
て

仮
名
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
二
○
○
五
年
、
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
。

（
旧
）
た
と
え
ば
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
酒
井
卯
作
、
一
九
八
七
年
、
『
琉
球
列
島
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
の
構
造
』
、
第
一
書
房
。

言
う
ま
で
も
な
く
奄
美
の
葬
墓
制
は
、
両
墓
制
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
国
分
直
一
・
原
田
敏
明
の
論
争
に
お
い
て
も
重
要
な

論
拠
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
た
。

（
旧
）
こ
う
し
た
象
徴
的
表
現
か
ら
親
族
を
捉
え
る
方
法
論
は
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
ら
の
文
化
人
類
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
以
降
の
も
の
で

あ
り
、
奄
美
研
究
の
ピ
ー
ク
た
る
一
九
六
○
年
代
に
は
ま
だ
日
本
の
研
究
状
況
に
は
根
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
親
族
研
究
か

ら
葬
墓
制
の
研
究
へ
、
と
い
う
あ
り
う
べ
き
研
究
の
筋
道
が
当
時
の
段
階
で
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
学
史
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（
別
）
こ
う
し
た
中
で
の
興
味
深
い
研
究
と
し
て
、
奄
美
大
島
の
葬
墓
の
分
析
か
ら
近
世
奄
美
社
会
の
解
明
の
可
能
性
を
示
唆
し
た

小
野
重
朗
の
報
告
を
挙
げ
て
お
き
た
い
（
小
野
重
朗
、
’
九
七
一
年
、
「
奄
美
大
島
の
板
石
墓
・
積
石
墓
」
、
「
南
日
本
文
化
』
、

第
四
号
、
南
日
本
文
化
研
究
所
）
。
本
稿
は
近
現
代
を
中
心
に
近
世
後
期
ま
で
を
タ
イ
ム
ス
パ
ン
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
も
あ

り
、
こ
う
し
た
成
果
を
十
分
に
吸
収
し
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（
Ⅲ
）
町
健
次
郎
、
一
九
九
八
年
、
「
喜
界
島
・
浦
原
の
採
石
伝
承
ｌ
見
た
者
の
技
術
伝
承
と
し
て
ｌ
」
、
『
鹿
児
島
民
具
」
一
三
号
。

（
皿
）
こ
の
テ
ィ
ラ
の
呼
称
だ
が
、
こ
れ
は
現
地
の
語
り
に
よ
る
と
「
寺
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
い
、
筆
者
は
「
蔵
骨
器
の
か
た
ち

が
お
寺
に
似
て
い
る
か
ら
」
そ
う
一
一
一
一
口
う
の
で
は
な
い
か
、
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
二
○
○
四
年
調
査
）
。
た
だ
、
人
を

葬
っ
た
場
所
が
し
ば
し
ば
「
テ
ー
プ
」
に
類
す
る
民
俗
語
彙
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
日
本
各
地
の
事
例
に
お
い
て
知
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
テ
ィ
ラ
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
文
化
的
背
景
を
負
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

（
路
）
及
川
高
、
二
○
二
年
、
「
奄
美
・
喜
界
島
に
お
け
る
「
神
々
の
明
治
維
新
」
ｌ
神
社
神
道
と
ノ
ロ
の
宗
教
ｌ
」
、
『
日
本
民
俗

学
』
二
六
五
号
。

（
別
）
②
石
塔
と
③
五
輪
塔
の
間
の
共
通
点
と
し
て
、
土
台
部
分
の
造
形
が
挙
げ
ら
れ
る
。
土
台
に
は
蓮
の
意
匠
が
彫
り
込
ま
れ
て

的
背
景
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
、
蒲
生
正
男
が
シ
マ
の
作
法
と
し
て
の
二
重
一
瓶
」
、
す
な
わ
ち
宴
席
に

向
か
う
に
際
し
て
は
各
戸
が
酒
と
食
事
を
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
寄
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
を
世
帯
の
対
等
な

関
係
の
象
徴
的
表
現
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
着
眼
に
お
い
て
も
先
駆
性
に
お
い
て
も
さ
す
が
と
い
う
ほ
か

な
い
。
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い
る
ほ
か
、
②
石
塔
に
は
本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
蓮
の
モ
チ
ー
フ
が
多
々
持
ち
こ
ま
れ
て
お
り
、
仏
教
的
表
象
の
影

響
関
係
が
想
像
さ
れ
る
。

（
妬
）
二
○
○
五
年
、
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。

（
肥
）
筆
者
は
喜
界
島
の
葬
墓
制
に
関
し
て
、
別
の
機
会
（
及
川
高
、
二
○
○
八
年
、
「
先
祖
へ
と
収
束
す
る
カ
ー
章
ロ
界
島
に
お
け
る

墓
制
と
そ
の
語
り
を
貫
く
も
の
ｌ
」
、
『
文
化
人
類
学
研
究
』
九
号
。
）
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
の
記
述
は
そ
ち

ら
と
一
部
重
複
し
て
い
る
。

（
〃
）
竹
内
謙
、
一
九
六
○
年
、
『
趣
味
の
喜
界
島
史
』
、
黒
潮
文
化
会
。

（
躯
）
こ
れ
は
敷
桁
す
れ
ば
、
現
代
沖
縄
に
お
け
る
門
中
と
亀
甲
墓
の
象
徴
的
対
応
関
係
と
、
奄
美
の
崖
穴
葬
の
民
俗
文
化
は
、
ま

ず
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

（
別
）
た
と
え
ば
与
論
島
で
は
、
平
地
へ
の
墓
地
の
移
転
に
と
も
な
い
、
本
来
は
骨
壷
で
あ
っ
た
陶
器
の
カ
メ
が
墓
標
と
し
て
の
機

能
を
果
た
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
る
。

（
釦
）
市
川
秀
之
、
二
○
○
一
一
年
、
「
先
祖
代
々
之
墓
の
成
立
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
二
一
一
一
○
号
。

（
皿
）
こ
の
近
代
に
お
け
る
葬
法
の
多
様
化
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
塊
）
こ
こ
で
の
分
析
は
基
本
的
に
、
葬
墓
の
前
で
の
共
食
を
親
族
集
団
を
主
体
と
し
た
儀
礼
と
捉
え
、
ハ
ロ
ウ
ジ
集
団
が
可
視
化

さ
れ
る
機
会
と
し
て
位
置
づ
け
た
蒲
生
正
男
の
一
連
の
議
論
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
小
野
重
朗
は
こ
の
墓
前
で

の
共
食
そ
の
も
の
の
帯
び
た
宗
教
的
観
念
を
問
う
中
で
、
そ
こ
に
「
死
霊
」
の
家
屋
へ
の
侵
入
を
恐
れ
る
意
識
が
認
め
ら
れ
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る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
小
野
、
一
九
八
一
年
、
「
民
俗
神
の
系
譜
ｌ
南
九
州
を
中
心
に
ｌ
」
、
法
政
大
学
出
版
局
、
五
八

～
六
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
小
野
に
よ
れ
ば
喜
界
島
に
お
け
る
墓
前
で
の
死
者
祭
祀
と
は
、
訪
れ
る
死
者
を
家
屋
か
ら
遠
ざ
け
た

上
で
祀
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
祭
式
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
識
は
特
に
儀
礼
が
喜
界
島
北
部
で
は
「
シ
バ
サ
シ
」
の
名
で
営

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
シ
バ
サ
シ
と
は
家
屋
の
軒
に
柴
を
挿
す
ま
じ
な
い
で
あ
り
、
喜
界
島
北
部
で
墓

前
で
の
共
食
に
先
だ
っ
て
こ
う
し
た
作
法
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
死
霊
が
家
屋
に
入
り
込
む
こ
と
へ
の
警
戒
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
小
野
は
、
喜
界
島
の
シ
バ
サ
シ
で
コ
ー
ソ
ガ
ナ
シ
（
現
在
で
は
「
高
祖
ガ
ナ
シ
」
の
意
だ
と
語
る
話
者

も
い
る
）
と
呼
ば
れ
て
祀
ら
れ
る
先
祖
を
、
大
隅
半
島
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
恐
ろ
し
い
先
祖
」
と
し
て
の
コ
ッ
ド
ン
の
信
仰

と
関
連
づ
け
て
理
解
し
て
い
る
。
彼
の
言
う
よ
う
に
近
世
喜
界
島
に
お
い
て
シ
バ
サ
シ
で
祀
ら
れ
る
「
先
祖
」
が
、
血
統
に

基
づ
い
た
具
体
的
な
死
者
た
ち
で
あ
る
に
も
ま
し
て
、
時
を
決
め
て
来
訪
す
る
神
と
し
て
の
超
越
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
の

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
は
ハ
ロ
ウ
ジ
型
の
社
会
組
織
と
は
親
和
的
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
う
し
た
信
仰
の
形
式
と
は
、
生
き
て
い
る
個
々
人
と
死
者
Ｔ
先
祖
）
と
の
関
係
を
ひ
と
ま
ず
均
質
化
し
て
「
神
」

と
「
村
」
の
関
係
に
置
き
か
え
、
先
祖
の
祭
祀
権
を
集
落
の
全
員
に
等
し
く
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
兜
）
二
○
○
五
年
、
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
。

（
鈍
）
こ
う
し
た
過
去
の
忘
却
の
も
つ
積
極
的
な
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
］
目
の
（
○
日
切
（
①
Ｐ
二
口
．
鬮
二
：
○
三
８
．
【
旨
、
の
（
言
、

”
ご
］
曾
昌
・
Ｐ
【
旨
の
宮
□
四
己
三
の
日
。
ｑ
・
ロ
二
の
句
の
号
す
の
ｇ
ｏ
【
の
。
巨
宮
の
四
の
庁
尹
の
】
目
の
白
（
の
、
二
⑮
ご
ミ
ミ
【
＆

」
曽
忌
ご
己
。
（
侶
冒
（
冒
蔓
冒
村
』
‐
い
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（
坊
）
弓
削
政
己
、

「
沖
縄
文
化
研
究
』

○

八
号
。

年
、
「
奄
美
諸
島
の
系
図
焼
棄
論
と
『
奄
美
史
談
』
の
背
景
ｌ
奄
美
諸
島
史
把
握
の
基
礎
的
作
業
ｌ
」
、
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