
                                       

第
五
節 

 

祝の 
 
 

女ろ 

祝
女
の
こ
と
が
は
じ
め
て
沖
永
良
部
の
史
書
に
見
え
る
の
は
、 

                          

い
ま
か
ら
二
百
七
十
年
ぐ
ら
い
前
の
宝
永
七
年（
一
七
一
〇
）に
、 

与
人
平
安
山
以
下
五
名
の
連
署
で
藩
庁
に
上
書
し
た
「
世
之
主
に 

関
す
る
記
録
」
の
覚
書
に
、「
沖
永
良
部
島
本
琉
球
御
支
配
の
時
、 

毎
村
女
一
人
宛
『
ぬ
る
久
米
』
と
申
役
目
被
召
、
建
代
り
合
い
の 

節
は
琉
球
へ
罷
り
波
り
御
届
申
上
候
を
以
て
『
ぬ
る
久
米
』
役
を 

被
仰
付
、
朱
書
印
判
の
御
書
付
被
下
申
候｣

と
あ
る
こ
と
で
あ
ろ 

う
。 

 

こ
れ
は
、
薩
藩
の
琉
球
入
り
後
は
じ
め
て
世
之
主
の
由
来
お
よ 

び
制
度
、
風
俗
等
に
つ
い
て
調
査
報
告
方
を
沖
永
良
部
、
与
論
の 

与
人
五
人
に
命
じ
提
出
さ
せ
た
も
の
の
一
節
で
あ
る
が
、
薩
藩
の 

琉
球
入
り
か
ら
百
年
も
経
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
気
づ
く
。 

 

琉
球
で
は
「
大
和
の
御
手
内
（
支
配
）
に
成
候
て
以
後
四
五
十 

年
以
来
、
い
か
よ
う
御
座
候
て
国
中
衰
微
い
た
し
候
哉
」（
羽
地 

朝
秀
＝
向
象
賢
）
と
嘆
息
す
る
く
ら
い
、
慶
長
の
役
後
薩
摩
は
琉 

球
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
厳
重
な
規
制
を
設
け
、
次
々
新
し
い
施 

策
を
打
ち
出
し
て
き
て
い
る
の
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
僻へ

き

遠
の 

離
れ
小
島
に
は
、
百
年
を
経
て
や
っ
と
こ
の
よ
う
な
調
査
が
な
さ 

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
上
書
つ
ま
り
報
告
書
に
は
、
祝
女
に
つ
い
て
そ
の 

具
有
す
べ
き
諸
条
件
の
中
の
基
本
的
な
も
の
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら 
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れ
て
い
る
と
い
え
る
。 

 
す
な
わ
ち
は
じ
め
に
、「
本
琉
球
御
支
配
の
時
、
毎
村
女
一
人 

宛
『
ぬ
る
久
米
』
と
申
候
役
目
被
召
」
と
あ
る
が
、
も
と
琉
球
支 

配
の
と
き
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
大
島
諸
島
が
琉
球
に
入
貢
し 

た
英
祖
王
の
代
（
一
二
六
六
）
こ
の
方
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
そ
れ
は
風
習
、
文
化
な
ど
の
移
入
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う 

と
思
わ
れ
る
が
、
毎
村
「
ぬ
る
久
米
」
と
い
う
役
目
の
女
が
一
人 

宛あ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
毎
村
と
は
「
ひ
や
」（
大 

親
役
、
大
屋
子
）
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
三
間
切
時
代
の
三
十
六 

村
の
各
村
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
村
と
は
現
在
の
大
字

お
お
あ
ざ

の
こ
と
で 

あ
り
、
そ
れ
は
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
島
嶼
町
村
制
が
施 

行
さ
れ
る
ま
で
村
と
称
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

次
に
「
ぬ
る
久
米
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
祝
女
の
こ
と
を
別 

に
「
の
ろ
く
む
い
」
と
言
い
、
そ
の
役
地
の
こ
と
を
「
の
ろ
く
む 

い
地
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
「
の
ろ
く
む
い
」
を
音
訳
表
記 

し
た
の
が
「
ぬ
る
久
米
」
で
、
こ
れ
に
は
敬
称
の
意
が
あ
る
。 

 

「
ぬ
る
」
と
は
「
宣
る
」
の
意
で
、
神
託

み
せ
ぜ
る

を
宣の

る
人
の
義
で
あ 

る
。祝
女
は
村
人
か
ら
生
き
神
様
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、 

神
が
か
り
し
た
祝
女
が
神
と
し
て
神
託

み
せ
ぜ
る

を
発
す
る
こ
と
、
そ
れ
が 

「
宣の

る
」
で
あ
る
か
ら
祈
る
人
と
い
う
意
に
も
な
る
。 

      

ど
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
琉
球
で
は
部
落
時
代
の
司
祭 

者
（
根に

い

神が
み

）
と
族
長
（
根
人

に
い
ち
ゆ

）
と
は
妹
兄
で
、
こ
の
関
係
が
発
展 

し
て
祝
女
と
按
司
と
な
る
が
、
沖
永
良
部
の
祝
女
と
「
ヒ
ヤ
」
の 

関
係
は
こ
の
観
念
の
拡
大
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。 

 

こ
の
司
祭
者
と
族
長
の
コ
ン
ビ
、
沖
永
良
部
で
い
う
な
ら
ば
祝 

女
と
「
ヒ
ヤ
」
の
組
合
わ
せ
で
島
を
治
め
て
い
た
こ
の
時
代
は
、 

古
代
社
会
に
多
く
見
ら
れ
る
祭
政
一
致
の
形
態
が
と
ら
れ
て
い
た 

時
代
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。 

 

祭
政
一
致
と
い
え
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
上
古
は
諸
事
簡
易 

に
し
て
祭
事
と
政
治
の
区
別
な
く
、
祭
政
一
致
の
時
代
が
あ
っ
た 

こ
と
は
す
で
に
御
存
じ
の
と
お
り
で
あ
る
。
政
治
の
こ
と
を
「
ま 

つ
り
ご
と
」
と
言
う
の
は
、
こ
れ
に
ゆ
え
ん
す
る
の
で
あ
る
。 

 

沖
永
良
部
島
で
は
世
之
主
時
代
（
一
三
九
五
年
島
主
に
封
ぜ
ら 

る
）
以
前
に
、「
ヒ
ヤ
」
や
祝
女
と
い
う
村
役
が
い
た
こ
と
が
察 

せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
薩
藩
の
琉
球
征
伐
ま
で
続
く
大
屋 

子
時
代
を
通
じ
、
祝
女
お
よ
び
「
ヒ
ヤ
」
に
よ
る
祭
政
一
致
の
形 

態
で
島
を
治
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
的
に
は
十
三
世
紀 

以
降
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

次
に
、「
建
代
り
合
い
の
節
は
琉
球
へ
罷
り
渡
り
御
届
申
上
候 

を
以
て
『
ぬ
る
久
米
』
役
を
被
仰
付
朱
書
印
判
の
御
書
付
被
下
申 

 

こ
こ
で
神
託

み
せ
ぜ
る

と
い
う
語
が
出
て
き
た
が
「
み
せ
ぜ
る
」
の
「
み
」 

は
敬
語
で
「
せ
る
」
は
貴
人
の
発
言
、
お
お
せ
言ご

と

の
こ
と
で
、「
せ 

せ
る
」
は
「
せ
」
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
神
託
は
「
お
も
ろ
」 

の
よ
う
に
謡
も
の
で
は
な
く
、
韻
律
的
な
こ
と
ば
を
繰
り
返
し
、 

繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
神
遊
び
の
初
期
的
形
態
と 

い
わ
れ
る
。
こ
の
「
宣
る
」
を
意
訳
し
た
の
が
「
祝
女
」
で
あ
る
。 

 

祭
る
人
は
神

人

か
み
ん
ち
ゆ

で
、
そ
し
て
狭
義
の
神
人
は
女
性
だ
か
ら
神 

女
と
「
お
も
ろ
」
な
ど
に
は
書
い
て
あ
る
が
、
神
女
と
は
祝
女
の 

こ
と
で
あ
る
。 

 

「
ぬ
る
久
米
」
の
「
久
米
」
は
「
の
ろ
く
む
い
」
の
「
く
む
い
」 

の
音
釈
表
記
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
琉 

球
の
官
制
に
出
て
い
る
「
大
屋
子
」
の
こ
と
を
「
大
や
く
も
い
」 

と
い
う
の
は
、「
大
屋
子
」
に
敬
称
の
接
尾
辞
「
も
い
」
を
つ
け 

た
も
の
で
、「
も
い
」
は
思
い
の
略
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
こ 

の
「
大
や
く
も
い
」
が
「
う
や
、
く
む
、
う
い
」
そ
し
て
「
う
ふ 

や
く
み
ー
」
と
転
訙か

し
、
こ
の
語
尾
の
「
く
み
ー
」
を
「
久
米
」 

と
表
記
し
た
の
が
「
の
ろ
久
米
」
で
、
こ
れ
に
敬
意
が
あ
る
こ
と 

は
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 

沖
永
良
部
で
い
う
「
ヒ
ヤ
」（
大
親
役
、
大
屋
子
）
は
村
々
で 

行
政
に
携
わ
り
、
祝
女
は
村
々
で
公
的
な
村
の
祭
り
を
つ
か
さ 

      

候
」
と
、
祝
女
の
交
代
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
由
来
祝 

女
は
独
身
終
身
の
神
職
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
交
代
と
は
祝
女
の
死 

に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

終
生
独
身
で
あ
る
か
ら
嫡
系
の
子
孫
と
い
う
者
は
な
く
、
従
っ 

て
一
族
に
お
け
る
世
襲
神
職
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
一
族 

の
中
で
次
の
祝
女
に
な
る
べ
き
者
が
琉
球
に
渡
り
、
そ
の
筋
へ
届 

け
出
て
「
ぬ
る
久
米
」
役
を
お
お
せ
つ
け
ら
れ
、
朱
書
印
判
の
書 

き
付
け
を
も
ら
っ
て
正
式
に
祝
女
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。 

 

朱
書
印
判
の
書
き
付
け
の
こ
と
を
「
御
印
が
な
し
」
と
言
っ
て 

い
る
が
、
現
在
で
い
う
な
ら
ば
さ
し
ず
め
「
辞
令
書
」
と
い
う
こ 

と
に
な
ろ
う
。 

 

沖
永
良
部
で
、
昔
那
覇
泊
村
の
「
ぬ
る
殿
内
」
島
袋
家
か
ら
祝 

女
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
屋
者
の
島
袋

し
ま
く
ろ

祝
女
、「
真ま

加
戸

か

と

」（
一
六 

六
五
年
死
）
は
独
身
で
子
が
な
く
弟
の
子
に
世
襲
せ
し
め
た
と
の 

伝
承
が
あ
る
が
、
独
身
終
身
の
神
職
で
あ
る
祝
女
の
世
襲
法
を
物 

語
る
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
沖
永
良
部
に
も
三
十
六
村
に
祝
女
が
い
た
こ
と
に 

な
っ
て
お
り
、
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
そ
の
交
代
の
と
き
に
首
里 

か
ら
の
お
お
せ
ご
と
、
つ
ま
り
「
御
印
が
な
し
」
と
呼
ば
れ
て
い 
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る
辞
令
書
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
だ 

一
つ
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。 

 

以
上
郷
土
史
に
見
え
て
い
る
祝
女
に
関
す
る
記
録
を
中
心
に
考 

察
を
試
み
て
き
た
が
、
本
場
琉
球
で
の
祝
女
の
起
源
や
沿
革
な
ど 

に
つ
い
て
そ
の
大
要
を
か
い
つ
ま
ん
で
み
よ
う
。 

 

い
ま
か
ら
約
三
百
三
十
年
ぐ
ら
い
前
、す
な
わ
ち
慶
安
三
年（
一 

六
五
〇
）
薩
摩
の
琉
球
入
り
後
、
社
会
制
度
が
弛
緩

し
か
ん

し
、
上
下
と 

も
虚
脱
状
態
に
陥
っ
た
琉
球
に
「
黄
金
の
た
が
」
を
篏は

め
た
と
言 

わ
れ
る
「
世
直
し
」
政
策
を
打
ち
出
し
、
精
神
作
興
に
努
め
た
か 

の
有
名
な
政
治
家
向

し
よ
う

象
じ
よ
う

賢け
ん

（
羽
地
按
司
朝
秀
）
が
編
集
し
た
琉 

球
正
史
「
中
山
世
鑑
」
は
、
和
文
で
書
か
れ
た
「
琉
球
の
古
事
記
」 

と
言
わ
れ
る
書
で
、
琉
球
の
精
神
文
化
の
振
興
に
寄
与
し
た
と
こ 

ろ
の
大
き
い
書
で
あ
る
が
、
そ
の
琉
球
開

闢

か
い
び
や
く

説
に
よ
る
と
、「
初 

め
天
帝
子
（
あ
ま
み
こ
の
漢
訳
か
）
が
群
類
を
分
ち
、
民
居
を
定 

め
た
。天
帝
の
御
子
男
女
二
人
を
下
し
給
い
、三
男
二
女
を
生
み
、 

長
男
は
天
孫
氏
と
称
し
国
君
の
始
め
と
な
り
、
次
男
は
按
司
即
ち 

諸
侯
の
始
め
、
三
男
は
百
姓
即
ち
庶
民
の
始
め
と
な
り
、
長
女
は 

君
々
の
始
め
（
聞
得
大
君
、
王
宮
に
あ
り
て
祭
祀
を
司
る
女
の
神 

職
）
と
な
り
、
次
女
は
祝
々
（
地
方
神
職
に
て
女
子
）
の
始
め
と 

な
り
、
倫
道
こ
れ
よ
り
始
ま
る
」
と
あ
り
、
薩
藩
の
琉
球
入
り
よ 

      

な
っ
て
お
り
、
祝
女
の
発
生
の
悠
遠
な
こ
と
を
物
語
る
か
の
よ
う 

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
琉
球
の
精
神
文
化
の
由
縁
を
思
わ
せ 

る
も
の
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
後
世
に
な
っ
て
往
古
の
こ
と
を 

推
量
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

で
は
実
際
に
祝
女
が
出
現
し
た
の
は
い
つ
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
に
つ
い
て
、
祝
女
の
起
源
は
古
く
十
四
世
紀
ご
ろ
に
は
祝
女 

と
い
う
名
前
の
神
女
が
現
れ
て
い
る
、
と
の
説
が
あ
る
。 

 

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼
の
第
一
尚
氏
（
佐
敷
尚
氏
）
の
第
一
代 

王
尚
思
紹
の
父
佐
銘
川
大
主
が
、
伊
平
屋
（
伊
是
名
島
）
か
ら
出 

て
佐
敷
間
切
新
里
村
場
天
に
居
を
移
し
、
大
城
按
司
の
女
を
め
と 

り
一
男
一
女
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
一
男
は
思
紹
（
苗
代
大
比
屋
） 

で
、
一
女
は
場
天

ば
て
ん

祝
女

の

ろ

と
言
っ
た
と
い
う
。 

 

そ
の
尚
思
紹
（
苗
代
大
親
）
が
中
山
王
と
な
っ
た
の
が
応
永
十 

三
年
（
一
四
〇
六
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
十
四
世
紀
ご
ろ
に
祝 

女
と
い
う
名
の
神
女
が
現
れ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
天
祝
女
の 

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

後
に
十
六
世
紀
ご
ろ
第
二
尚
氏
の
中
央
集
権
が
完
成
す
る
と
、 

祝
女
は
国
家
組
織
の
中
に
く
り
入
れ
ら
れ
る
が
、
国
家
最
高
の
神 

職
で
あ
る
聞
得
大
君
に
場
天
祝
女
の
聖
号
（
日
代

て
だ
し
ろ

）
が
譲
ら
れ
た 

と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

り
五
年
前
の
慶
長
十
年
（
一
六
○
五
）
に
浄
土
宗
の
僧
袋
中
が
三 

年
間
琉
球
に
滞
在
し
て
見
聞
し
た
結
果
を
琉
球
で
著
し
た
「
琉
球 

神
道
記
」
に
は
、「
こ
の
国
初
め
ま
だ
人
の
い
な
い
時
、
天
よ
り 

男
女
二
柱
の
神
が
降
り
、
男
神
を
『
シ
ネ
リ
キ
ヨ
』
女
神
を
『
ア 

マ
ミ
キ
ヨ
』
と
い
い
、
そ
の
間
に
三
人
の
子
が
生
れ
、
一
人
目
は 

国
君
の
始
、
二
人
目
は
祝
々
の
始
、
三
人
目
は
百
姓
の
始
と
な
っ 

た
」
と
あ
る
。 

 

ま
た
、「
中
山
世
鑑
」
よ
り
七
十
五
年
後
、
す
な
わ
ち
享
保
十 

年
（
一
七
二
五
）
に
具
志
頭
親
方
「
蔡さ

い

温お
ん

」
が
著
し
た
「
中
山
世 

譜
」
は
漢
文
書
き
で
「
琉
球
の
書
紀
」
と
い
わ
れ
る
史
書
で
あ
る 

が
、
そ
の
「
中
山
世
譜
」
に
は
最
初
に
「
シ
ネ
リ
キ
ユ
」「
ア
マ 

ミ
キ
ユ
」
と
い
う
二
柱
の
神
が
降
り
、
別
に
天
帝
子
と
い
う
独
化 

神
が
出
て
三
男
二
女
を
生
み
、
そ
れ
ぞ
れ
国
君
、
諸
侯
、
百
姓
、 

君
々
お
よ
び
祝
々
の
始
め
と
な
っ
た
と
書
か
れ
て
お
り
、
三
書
に 

多
尐
の
相
違
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
国
初
か
ら
祝
々
の 

始
め
に
な
っ
た
者
の
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。 

 
さ
ら
に
、「
球
陽
」
や
「
聞
得
大
君
御
規
式
の
次
第
」
に
も
、 

国
初
か
ら
祝
女
の
始
め
に
な
っ
た
者
の
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て 

い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
書
に
よ
る
と
、
創
世
の
昔
か
ら
祝
女
が
い
た
こ
と
に 

       

と
こ
ろ
で
、
十
四
世
紀
ご
ろ
祝
女
と
い
う
名
の
神
女
が
現
れ
て 

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
十
四
世
紀
に
は
沖
永
良
部
に
も
祝 

女
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
沖
永
良
部
世
之
主 

の
生
母
が
西
目
祝
女
の
姪め

い

で
あ
っ
た
こ
と
や
、
世
之
主
が
沖
永
良 

部
島
主
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
が
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
ご
ろ
と
推 

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
早
く
か
ら
沖
永
良
部
に
祝
女
が
い
た
と
い
う
こ 

と
は
、
ま
こ
と
に
驚
嘆
に
値
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ 

れ
に
し
て
も
沖
永
良
部
の
祝
女
は
、
元
来
屋
者
の
島
袋
祝
女
の
よ 

う
に
琉
球
か
ら
派
遣
さ
れ
、
渡
来
し
て
き
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の 

で
あ
る
か
ら
、
琉
球
に
お
い
て
は
沖
永
良
部
よ
り
以
前
に
祝
女
が 

い
た
と
い
う
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。 

 

さ
て
、
祝
女
は
村
と
い
う
共
同
体
の
公
儀
の
祭
祀
を
つ
か
さ
ど 

る
女
の
神
職
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
政
治
と
結
び
つ
く
よ
う
に 

な
っ
て
く
る
と
、
宗
教
上
ば
か
り
で
な
く
政
治
、
経
済
の
う
え
で 

も
勢
い
が
強
く
な
っ
て
く
る
。 

 

す
な
わ
ち
、第
一
尚
氏
の
武
力
に
よ
り
三
山
は
統
一
さ
れ
た
が
、 

こ
の
征
服
国
家
は
経
済
的
基
礎
が
薄
弱
な
た
め
わ
ず
か
七
代
六
十 

年
で
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
第
二
尚
氏
の
ぼ
っ
興 

す
る
に
及
ん
で
、
中
央
集
権
の
制
が
し
か
れ
る
や
武
力
は
そ
の
影 
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を
ひ
そ
め
、
代
わ
っ
て
祭
祀
の
隆
盛
期
に
入
る
の
で
あ
る
。 

 
そ
れ
ま
で
各
地
方
に
居
住
し
て
い
た
按
司
お
よ
び
そ
の
従
臣
た 

ち
を
首
里
に
引
き
揚
げ
、
そ
の
住
地
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
各
居 

住
地
に
そ
れ
ぞ
れ
神
殿
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
は 

 

北
山
か
ら
来
た
者
は
西に

し

の
平
等

ひ

ら

、
儀
保
に
居
住
せ
し
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
こ
に
儀ぎ

保ぼ

殿
内

と
ん
ち 

 

中
山
か
ら
来
た
者
は
南
風

は

え

の
平
等

ひ

ら

、
赤
田
に
居
住
せ
し
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
こ
に
首
里
殿
内 

 

南
山
か
ら
来
た
者
は
真ま

和
志

わ

し

の
平
等

ひ

ら

、
山
川
に
居
住
せ
し
め
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
こ
に
真
壁

ま
か
べ

殿
内 

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
神
殿
に
そ
れ
ぞ
れ
「
大
あ
む 

し
ら
れ
」
を
任
命
し
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、 

こ
の
三
人
の
「
大
あ
む
し
ら
れ
」
を
通
じ
て
上
、
下
、
地
離
れ
の 

三
山
の
祝
女
た
ち
を
統
制
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
「
大
あ 

む
し
ら
れ
」
は
親
祝
女
と
も
言
い
、
聞
得
大
君
の
統
率
下
に
お
か 

れ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
言
い
替
え
れ
ば
、
国
家
最 

高
の
神
職
で
あ
る
聞
得
大
君
の
下
に
三
山
の
神
職
「
大
あ
む
し
ら 

れ
」（
親
祝
女
）
が
お
り
、
そ
の
下
に
祝
女
が
い
る
と
い
う
体
制 

が
整
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

祝
女
の
上
に
位
す
る
女
神
職
を
君
と
言
い
、
そ
の
上
の
最
高
女 

      

期
に
入
る
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
薩
藩
の
琉
球
政
策
を
ま
と
め
た
法
令
十
五
ヵ
条
の 

中
に
あ
る
、「
女
房
衆
へ
知
行
遺
わ
さ
ざ
る
事
」
と
い
う
一
項
に 

見
ら
れ
る
よ
う
な
政
略
の
現
れ
で
あ
る
。こ
こ
に
い
う「
女
房
衆
」 

と
は
、
聞
得
大
君
以
下
「
大
あ
む
し
ら
れ
」
な
ど
の
神
女
や
そ
の 

他
の
女
官
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
琉
球
の
神
道
を
薩
藩
側
で 

は
邪
教
と
見
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も 

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
「
聞
得
大
君
」
の
霊
力
も
、
薩
藩
の
武
力 

に
は
勝
て
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
て
特 

に
王
室
に
お
け
る
祭
祀
は
衰
退
の
途
を
た
ど
っ
た
も
の
と
い
え 

る
。 

 

こ
の
よ
う
に
琉
球
の
神
道
、
言
い
替
え
れ
ば
祭
祀
に
は
、
栄
枯 

盛
衰
の
途
を
た
ど
っ
た
跡
が
う
か
が
え
る
が
、
離
島
の
沖
永
良
部 

島
な
ど
で
は
そ
れ
が
ど
う
反
映
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。 

 

郷
土
史
に
「
建
代
り
合
い
の
節
は
琉
球
へ
罷
り
渡
り
御
届
申
上 

候
」と
見
え
て
い
る
が
、こ
の
場
合
琉
球
と
は
世
之
主
時
代
以
前
、 

つ
ま
り
琉
球
が
三
山
に
分
立
し
て
い
た
時
代
は
北
山
を
指
す
で
あ 

ろ
う
し
、
三
山
統
一
後
は
首
里
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思 

わ
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
祝
女
は
、首
里
王
府
か
ら
辞
令
が
交
府
さ
れ
勾
玉
、 

神
職
が
大
君
で
あ
る
。
そ
の
大
君
を
た
た
え
て
「
聞
得
大
君
」
と 

と
な
え
た
。「
聞
得
大
君
」
と
は
「
名
高
き
大
君
」
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
そ
し
て
初
代
の
「
聞
得
大
君
」
は
、
尚
真
王
の
姉
妹

ヲ
ナ
リ

「
お 

と
ち
と
の
も
い
か
ね
」
で
あ
り
園ソ

ノ

比
屋

ヒ

ヤ

武ン

御
嶽

ウ
タ
ケ

を
建
て
、
炉
を 

納
れ
て
火
の
神
を
祭
っ
た
が
、
祝
女
の
い
つ
く
神
は
「
火
の
神
」 

で
あ
る
か
ら
、
祝
女
の
住
む
「
祝
女

の

ろ

殿
内

ど
ん
ち

」
に
火
の
神
を
祭
る
由 

縁
が
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
、
祝
女
の
制
度
は
全
琉
的
に
組
織
化
さ
れ
、
政
治
と 

結
び
つ
い
た
琉
球
独
特
の
祭
祀
組
織
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ 

れ
に
伴
っ
て
宗
教
上
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
上
に
も
祝
女
の
勢
力
は 

強
大
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
国
王
即
位
の
と 

き
、
君
真
物
が
出
現
し
、
王
の
寿
を
な
す
「
き
み
て
ず
り
の
百
果 

報
」
や
、
即
位
の
そ
の
翌
年
出
現
す
る
と
い
う
「
き
み
て
ず
り
」 

を
は
じ
め
、五
年
な
い
し
七
年
に
出
現
し「
島
民
の
善
悪
を
裁
く
」 

と
い
う
「
新
懸
り

あ
ら
が
か 

」
な
ど
に
見
る
王
室
に
お
け
る
神
女
の
役
割
を 

は
じ
め
、
村
々
の
祭
祀
に
お
け
る
祝
女
の
役
回
り
を
通
し
て
み
て 

も
、
上
は
王
室
か
ら
下
は
村
々
に
至
る
ま
で
祝
女
た
ち
の
勢
力
が 

い
か
に
強
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
か
が
想
像
さ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
央
集
権
期
の
祭
祀
の
隆
盛
も
、
薩
藩
の
琉
球
入 

り
後
は
、
そ
の
統
治
政
策
と
の
絡
み
合
い
も
あ
っ
て
祭
祀
の
衰
退 

      

神
衣
裳
、
銀
の

簪
か
ん
ざ
し

、
鳳
凰
扇
な
ど
が
与
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ 

て
い
る
が
、
沖
永
良
部
の
祝
女
た
ち
は
所
管
の
儀
保
殿
地
を
経
て 

こ
れ
ら
の
も
の
が
交
付
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

沖
永
良
部
の
場
合
、
祝
女
は
「
ひ
や
」（
大
親
役
、
大
屋
子
） 

と
提
携
し
て
村
を
治
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際 

に
は
祝
女
の
教
え
に
よ
っ
て
政
治
が
な
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
主 

導
権
は
祝
女
が
持
っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
だ
け
に
、
村
人
の
祝 

女
に
対
す
る
崇
敬
の
念
は
我
々
が
常
識
で
考
え
て
い
る
以
上
の
も 

の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
祝
女
は
、
村
人
か
ら
生
き
神 

様
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ 

ろ
う
。 

 

こ
れ
も
村
の
公
儀
の
祭
祀
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
明 

治
の
初
め
ご
ろ
ま
で
女
の
子
が
一
定
の
年
齢
（
十
七
歳
と
い
う
） 

に
達
す
る
と
「
ア
ラ
ミ
」
を
入
れ
る
と
言
っ
て
、
祝
女
の
祭
場
で 

あ
る
「
フ
ー
ナ
ー
」
に
集
ま
っ
て
祝
女
か
ら
斉
戒
を
受
け
る
な
ら 

わ
し
が
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
「
ア
ラ
メ
に
入
る
」
と
言
っ
て
い 

た
。
そ
の
際
、
祝
女
の
服
装
は
白
装
束
（
シ
ユ
ー
チ
ヌ
）
で
、「
ハ 

ン
ザ
シ
」
と
称
す
る
長
さ
一
尋ひ

ろ

ぐ
ら
い
の
布
を
頭
に
か
ぶ
り
、
そ 

の
上
を
「
ハ
チ
マ
キ
ハ
ジ
ラ
」（
鉢
巻
き
葛
）
と
称
す
る
「
カ
ズ
ラ
」 

で
頭
に
輪
を
巻
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
娘
た
ち
の
間 
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に
座
っ
て
ミ
カ
ン
の
枝
を
た
た
き
な
が
ら
、「
ヒ
ン
デ
、
ヒ
ン
デ
」 

と
神
様
遊
び
（
神
事
）
の
打
ち
出
し
の
こ
と
ば
を
言
い
な
が
ら
、 

（
神
託
を
宣
り
）
祈
禱

き
と
う

す
る
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

「
ア
ラ
ミ
」
や
そ
の
他
祭
日
に
は
、
餅も

ち

や
そ
の
他
ご
ち
そ
う
を 

携
え
て
「
フ
ー
ナ
ー
」
に
集
ま
り
、
太
鼓
を
た
た
い
て
踊
っ
た
り 

し
た
。
祝
女
神
は
女
の
神
で
、「
ヒ
ヤ
ガ
ナ
シ
」
は
男
の
監
督
だ
っ 

た
と
い
う
古
老
も
い
た
。 

 

祝
女
の
祭
場
の
あ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
村
（
字
）
に
残
っ
て
い 

て
、
そ
こ
を
「
フ
ー
ナ
ー
」
と
言
い
、
そ
こ
に
屋
敷
構
え
し
た
家 

を
「
フ
ー
ナ
ー
屋
」
と
と
な
え
て
い
る
。 

 

祝
女
は
世
襲
で
、
そ
の
家
柄
は
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
家
の
娘 

か
一
族
の
娘
が
選
ば
れ
て
、
交
代
の
と
き
は
首
里
王
府
か
ら
辞
令 

が
交
付
さ
れ
職
を
継
ぐ
の
で
あ
る
が
、
終
身
職
で
、
元
来
は
独
身 

を
原
則
と
し
た
が
、
後
に
結
婚
有
夫
が
許
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
祝 

女
の
夫
は
短
命
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
求
婚
者
が
尐
な
く
、
た
と
え 

結
婚
し
て
も
祝
女
の
と
こ
ろ
へ
婿
入
り
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
結
婚
に 

も
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
祝
女
の
住
む
家
を
祝
女

の

ろ

殿ど
ん 

内ち

（
略
し
て
た
だ
殿
内

と
う
ん
ち

と
も
い
う
）
と
言
い
、
守
護
神
と
し
て
「
火 

の
神
」
を
祭
り
、
根
神
、
掟

ウ
ツ
チ

神
な
ど
下
級
神
人
を
従
え
村
の
公 

儀
の
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ 

      

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
村
選
就
職
者
の
も
の
は
共
有
と 

な
る
」
と
い
う
場
合
の
「
村
選
就
職
者
」
と
い
う
の
は
、「
ヒ
ヤ
」 

の
場
合
を
指
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
と
き
私
有
に
な
っ
た
「
祝
女
付
属
の
役
地
」、
つ
ま
り
「
ノ 

ロ
ク
モ
イ
地
」
と
言
わ
れ
て
い
た
土
地
が
、
祝
女
の
後
継
ぎ
の
家 

に
引
き
継
が
れ
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

沖
縄
県
が
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
―
）
代
に
実
施
し
た
調
査 

に
よ
る
と
、
国
頭
地
方
に
四
十
四
人
、
中
頭
地
方
に
六
十
四
人
、 

島
尻
地
方
に
百
四
人
の
祝
女
が
い
た
が
、
こ
れ
に
宮
古
、
八
重
山 

お
よ
び
奄
美
群
島
の
祝
女
を
加
え
る
と
、
古
く
は
三
百
人
か
ら
の 

祝
女
が
い
た
こ
と
に
な
る（「
琉
球
古
今
紀
」に
よ
る
）と
あ
っ
て
、 

こ
れ
に
よ
る
と
沖
縄
本
島
だ
け
で
も
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
二
百 

十
余
名
の
祝
女
が
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
大
島
本
島
や
カ 

ケ
ロ
マ
島
で
は
「
ノ
ロ
神
」
と
称
し
て
、
祝
女
信
仰
が
現
在
で
も 

残
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
沖
永
良
部
の
場
合
ど
う
し
て
こ
ん
な
に 

早
く
祝
女
が
絶
え
廃
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な 

い
。
も
っ
と
も
「
こ
の
度
の
改
新
に
よ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
い
わ 

ゆ
る
お
上
か
ら
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ 

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
十
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
な
じ
ん
で
き
た
祝
女 

な
制
約
を
伴
う
状
況
の
下
で
、
連
綿
と
し
て
世
襲
さ
れ
て
き
た
の 

で
あ
る
。 

 

そ
れ
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
廃
藩
置
県
の
行
わ
れ
た
年 

で
あ
る
が
こ
の
年
に
、「
此
度
の
改
新
に
よ
り
シ
ニ
グ
祭
、
盆
祭 

等
は
廃
止
せ
ら
れ
各
村
（
字
）
の
祭
役
た
る
『
ヒ
ヤ
』
祝
女
付
属 

の
地
（
役
地
）
は
血
統
襲
職
者
の
私
有
と
な
り
、
村
選
就
職
者
の 

も
の
は
共
有
と
な
る
」
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
服
属
（
一 

二
六
七)

こ
の
方
統
治
者
（
村
役
）
と
し
て
の｢

ヒ
ヤ
」、
十
四
世
紀 

以
来
と
思
わ
れ
る
長
い
歴
史
を
有
す
る
祭
職(

村
役
）と
し
て
の
祝 

女
の
役
職
も
、こ
こ
で
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
村
役
と
し
て
の
祭
役
の
廃
止
に
伴
っ
て
、
そ
の
付
属
の
地 

所
（
役
地
）
は
私
有
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
ノ
ロ
ク
モ
イ
」 

は
「
お
え
か
人

ち
ゆ
う

」
す
な
わ
ち
村
役
と
等
し
く
役
地
と
し
て
一
定 

の
土
地
が
あ
て
が
わ
れ
、
こ
れ
を
「
ノ
ロ
ク
モ
イ
地
」
と
言
い
、 

耕
作
の
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。こ
れ
は
琉
球
の
場
合
で
あ
る
が
、 

祝
女
に
は
「
祝
女
垣
」
と
い
う
漁
垣
や
、「
祝
女

の

ろ

漁
場

な

ば

」
と
い
う 

漁
場
（
海
神
祭
に
伴
う
も
の
）
も
所
領
し
、
受
け
継
が
れ
て
い
た 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

沖
永
良
部
の
場
合
は
、
こ
の
「
ノ
モ
ク
モ
イ
地
」
が
明
治
四
年 

か
ら
私
有
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
祝
女
は
独
身
の
終
身
職
で
世
襲 

      

が
一
遍
の
政
令
に
よ
っ
て
、
あ
え
な
く
も
廃
さ
れ
た
こ
と
は
な
お 

疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
シ
ニ
グ
祭
り
や
盆
祭
り
の
廃
止
に
つ
い 

て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。 

 

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
柏
常
秋
著
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
の
口 

承
文
芸
「
屋
号
」
の
項
に
、「
屋
号
は
そ
の
家
人
の
制
定
し
た
も 

の
で
な
く
、
社
会
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
が
無
苗
字
時
代
に
民 

間
で
は
、
屋
号
を
苗
字
の
代
用
に
し
た
も
の
で
屋
号
は
苗
字
以
上 

の
存
在
価
値
を
持
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
、
歴
史
に
ち
な
む
も
の 

と
し
て｢

間
切
時
代
に
ウ
ヒ
ヤ
と
い
う
首
長
が
お
り
、そ
れ
に
ち
な 

む
屋
号
と
し
て
ヒ
ヤ
屋
、
ウ
ヒ
ヤ
な
ど
と
称
す
る
屋
号
が
残
っ
て
い 

る｣

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、同
じ
歴
史
に
ち
な
む
も
の
と
し 

て
、祝
女
に
関
す
る
屋
号
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
て
い
な
い
。 

 

祝
女
の
住
む
家
を
「
祝
女

の

ろ

殿
内

と
う
ん
ち

」
と
言
い
、
略
し
て
単
に
「
殿と

う 

内ん
ち

」
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
屋
号
と
し
て
村
々
に
残
っ
て
い
る
こ 

と
は
す
で
に
御
存
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
祝
女
の
祭
場
の
こ
と
を 

「
フ
ー
ナ
ー
」
と
言
い
、「
フ
ー
ナ
ー
」
跡
に
屋
敷
構
え
し
た
家 

を｢

フ
ー
ナ
ー
屋｣

と
と
な
え
て
い
る
。
久
志
検
で
は
、「
ワ
ー
ナ
ー 

で
は
舞
を
し
た
所
」
だ
と
い
う
伝
承
さ
え
残
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
「
殿
内
」
や
「
フ
ー
ナ
ー
」
が
屋
号
と
し
て
、
ど
こ
に
ど 

れ
だ
け
残
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
た
の
が
次
表
で
あ
る
。 
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徳 

時 

屋
子
母 

瀬
利
覚 

芦
清
良 

屋 

者 

上
平
川 

久
志
検 

字 

 

皆 

川 

玉 

城 

畦 

布 

国 

頭 

上
手
々 

知 

名 

喜
美
留 

手
々
知
名 

 

和 

和 

泊 

字 

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ヌ
チ 

  

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ヌ
チ 屋 

号 

知 

名 

町 

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ヌ
チ 

ホ
ー
リ
ウ
シ
ュ 

ア
ガ
ト
ウ
シ
ュ 

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ン
チ 

 

メ
ン
ト
ン
チ 

メ
ー
マ
ト
ン
チ 

ウ
シ
ュ
ト
ン
チ 

メ
ー
マ
殿
内 

ト
ウ
ン
チ
ガ
マ 

下 
 

殿 

内 

屋 

号 

和 

泊 

町 

)

殿
内 

四
並
蔵
神
社
敷
地 

永
島
シ
ズ
エ
氏 

金
城
ア
キ
氏 

   

沖
久
ウ
メ
氏 

当
主
名 

 中
原
富
安
氏 

竹
田
盛
清
氏 

速
水
為
広
氏 

森 

実
文
氏 

川
間
富
秀
氏 

菅
村
為
忠
氏 

 
大
坪
盛
仁
氏 

南
洲
神
社
敷
地 

シ
マ
ア
タ
イ 

山
口
氏 

伊
地
知
氏 

当
主
名 

   

フ
ー
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

屋 

号 

フ
ー
ナ
― 

フ
ー
ヌ 
屋 

フ
ー
ナ
ー
ぬ
屋 

フ
ー
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

ウ
フ
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

ヲ
ウ
ー
ナ
ー 

フ
ー
ナ
ー 

屋 

号 

   

吉
山
植
隆
氏 

永
田
博
氏 

 

大
山
カ
ネ
氏 

当
主
名 

美
野 

氏 

 

森 

英
吾
氏 

 

山
本
秀
夫
氏
旧
宅 

元
村
田
道
隆
氏
宅 

現
空
地 

小
浜
シ
ゲ
氏 

 

元
平
梅
氏
宅
地 

当
主
名 

 

                          

て
「
か
ま
え
」
つ
ま
り
租
税
の
取
り
立
て
に
関
係
し
た
と
い
う
遺 

風
に
ち
な
む
遺
跡
の
一
つ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

 

い
ま
一
つ
後
蘭
字
に
「
ヌ
ル
バ
ン
タ
」
と
言
っ
て
、
祝
女
の
墓 

跡
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。
巨
岩
の
屹
立

き
つ
り
つ

し
た
雑 

木
林
の
中
で
、
土
地
の
人
々
は
怖
い
所
と
し
て
敬
遠
し
て
い
る
所 

で
あ
る
。 

 

祝
女
の
墓
と
い
え
ば
、
畦
布
の
「
あ
が
り
は
ん
た
」
の
が
け
下 

に
掘
り
込
み
墓
の
「
ト
ゥ
ー
ル
墓
」
が
四
つ
あ
る
が
、
そ
の
一
つ 

に

殿
と
う
ん

内ち

墓ば
か

」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
入
り
口
左
わ
き
に 

粘
板
岩
の
自
然
石
に「
奉
加
修
補
忌
屋
代
々
為
祖
先
也
孝
孫
敬
白
」 

と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
「
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
子
八
月
九
日
和 

之
掟
」
と
彫
刻
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。 

 

こ
の
碑
文
は
、
い
ま
か
ら
約
三
百
年
ぐ
ら
い
前
の
も
の
で
、
沖 

永
良
部
（
奄
美
群
島
で
も
）
に
現
存
す
る
金
石
文
と
し
て
は
、
い 

ち
ば
ん
古
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。（
和
泊
町
文
化
財
に
指
定 

さ
れ
て
い
る
） 

 

天
保
十
三
年
（
一
八
四
三
、
名
瀬
市
小
宿
に
遠
島
さ
れ
て
い 

た
名
越
左
源
太
が
島
の
生
活
を
絵
や
文
で
記
録
し
た「
南
島
雑
話
」 

に
、「
ノ
ロ
ク
メ
の
亡
骸
を
樹
上
に
櫃ヒ

ツ

に
を
さ
め
て
掛
置
く
こ
と 

三
年
骨
洗
っ
て
後
に
壷
に
納
め
置
く
」
と
あ
る
が
、
沖
永
良
部
で 

    

調
査
に
疎
漏
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
世
之 

主
に
関
す
る
記
録
の
覚
書
に
「
毎
村
女
一
人
宛
ヌ
ル
久
米
と
申
役 

目
被
召
」
と
い
う
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
屋
号
と
い
う
こ 

と
だ
け
か
ら
な
が
め
た
限
り
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
尐
な
い 

よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
ま
た
、
祝
女
の
遺
品
と
い
わ
れ
る
文
化
財 

を
多
く
保
持
し
て
い
る
旧
家
で
も
、
殿
内
と
い
う
屋
号
の
な
い
所 

が
あ
る
こ
と
や
、
反
対
に
屋
号
は
あ
っ
て
も
祝
女
と
は
無
関
係
ら 

し
い
家
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
祝
女
の
世
襲
と
い
う
こ 

と
と
屋
号
を
め
ぐ
っ
て
は
な
ん
ら
か
の
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
は
な 

か
ろ
う
か
。 

 

次
に
、
屋
号
の
殿
内
や
「
フ
ー
ナ
ー
」
と
は
無
関
係
に
、
祝
女 

に
ち
な
む
小
地
名
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
畦 

布
字
に
「
ヌ
ル
バ
ン
ト
」
と
い
う
小
地
名
の
つ
い
た
所
が
あ
る
。 

古
老
た
ち
は
「
祝
女
番
當
」
と
漢
字
を
当
て
た
り
し
て
、「
祝
女 

が
上
納
用
の
反
布
の
長
さ
を
測
定
す
る
所
」
だ
っ
た
と
言
い
伝
え 

て
い
る
が
、
祝
女
は
「
ヒ
ヤ
」
の
集
め
た
貢
物
を
琉
球
に
朝
貢
す 

る
の
が
例
で
あ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
と
と
も
に
、
祝
女
が
か
つ 

      

は
祝
女
に
限
ら
ず
死
が
い
を
樹
に
つ
る
す
と
い
う
葬
法
は
な
か
っ 

た
。 

 

祝
女
は
村
人
か
ら
生
き
神
様
の
よ
う
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
か 

ら
、
死
と
と
も
に
昇
天
す
る
も
の
と
信
じ
、
祝
女
の
墓
は
一
般
の 

墓
と
区
別
し
て
、
一
ヵ
所
に
葬
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ 

る
。 

      

下 

城 

正 

名 

住 

吉 

ト
ウ
ヌ
チ 

ト
ウ
ヌ
チ 

要 
 

氏 

 

福
永
一
夫
氏
宅 

  

フ
ー
ナ
ー 

  

平
清
一
朗
氏 
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