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谷
の
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制
家
族

家
族
の
構
造
と
祖
先
祭
祀
を
中
心
に

上
　
野

和
　
男

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

問
題
と
方
法

四

国
の
隠
居
制
家
族
ー
予
備
的
考
察
ー

祖
谷
の

社
会
組
織

祖
谷
の
隠
居
制
家
族
ー
西
祖
谷
山
村
善
徳
の
事
例
ー

結
　
論

祖谷の隠居制家族家族

一
、

問
題
と
方
法

　
本
稿

は
一
九
八
一
年
以
来
四
回
に
わ
た
っ
て
調
査
を
試
み
た
徳
島
県
三
好
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

西
祖
谷
山
村
善
徳
の
隠
居
制
家
族
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
善
徳
は
現

在
は
過
疎
化
が
進
行

し
隠
居
は
必
ず
し
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い

が
、
か
つ
て
は
極
め
て
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
善
徳
の
隠

居
制
家
族
の
特
徴
は
他
の

四
国
の
山
村
と
同
じ
よ
う
に
家
族
内
に
お
け
る
親
夫

婦
の
隠
居
と
隠
居
分
家
で
あ
る
が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
形
態
は
隠
居
分
家
で

あ
る
。
こ
の
形
態
の
隠
居
制
に
よ
っ
て
善
徳
の
家
族
は
極
め
て
特
徴
的
な
構
造

を

示

し
て
い
る
。
そ
れ
は
夫
婦
中
心
的
な
家
族
構
造
で
あ
り
、
ま
た
一
系
的
連

続
が

困
難
な
祖
先
祭
祀
の
構
造
で
あ
る
。
隠
居
制
は
日
本
の
家
族
の
構
造
的
特

質
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
家
族
制
度
で
あ
る
が
、

と
く
に
善
徳
の
隠
居
制
家
族
に
つ
い
て
は
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
先
祖
代
々
墓
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
近
年
に
お
い
て
祖
先
祭
祀

の

変
動
が
著
し
く
（
坪
井
洋
文
一
九
八
一
）
、
こ
の
こ
と
が
隠
居
制
家
族
と
ど

う
関
連
し
て
い
る
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た

こ
う
し
た
善
徳
の
隠
居
制
家
族
の
構
造
は
、
善
徳
が
焼
畑
も
含
め
て
畑
作
を

主
体
と
す
る
山
間
の
農
村
で
あ
る
こ
と
に
も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が

っ

て

善
徳
の
隠
居
制
家
族
の
分
析
は
畑
作
農
村
に
お
げ
る
家
族
構
造
の
研
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究
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
隠
居
制
家
族
を
中
心
と
し
て
善
徳
の
家
族
の
構
造
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
類
似
す
る
隠
居
制
家
族
を
も
つ
高
知
県
吾

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

川
郡
吾
川
村
上
名
野
川
の
隠
居
制
家
族
と
も
比
較
し
て
、
四
国
山
村
に
お
け
る

隠
居
制
家
族
の
構
造
に
接
近
し
、
さ
ら
に
日
本
の
家
族
に
お
け
る
そ
の
位
置
に

つ
い
て

も
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

こ
こ
で
い
う
隠
居
制
と
は
家
族
内
部
に
お
け
る
複
数
の
生
活
単
位
の
分
離
に

も
と
つ
く
家
族
制
度
で
あ
っ
て
、
単
な
る
家
族
の
代
表
者
と
し
て
の
地
位
の
引

退
で
は

な
い
。
こ
の
概
念
規
定
は
大
間
知
篤
三
（
一
九
五
八
）
の
規
定
コ
家

が

同
じ
部
落
、
ひ
と
つ
の
屋
敷
内
に
お
り
な
が
ら
、
そ
の
直
系
家
族
ま
で
が
夫

婦
単
位
に
棟
を

わ
か

ち
、
煮
炊
き
を
別
に
し
、
多
少
と
も
生
計
単
位
と
し
て
の

独
立
性
を
持
っ
た
世
帯
に
分
れ
て
暮
ら
す
風
習
」
に
極
め
て
近
い
が
、
棟
を
別

に
す

る
か
ど
う
か
を
は
じ
め
と
し
て
実
際
に
何
を
分
離
す
る
か
は
相
対
的
な
問

題
で
あ
り
、
こ
れ
は
地
域
や
家
族
に
よ
っ
て
変
差
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
隠

居
分
家
は
家

と
し
て
の
分
離
を
条
件
と
す
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
隠
居
制
の

一
形
態
で
は
な
く
て
分
家
の
一
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
善
徳
で
は
隠
居

制
と
隠
居
分
家
が
構
造
的
に
関
連
し
て
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
関
連
す
る
家
族
制
度
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

日
本
の
隠
居
制
家
族
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ

　
　
（
3
）

て

い

る
が
、
従
来
の
研
究
は
大
き
く
二
つ
の
傾
向
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ひ

と
つ
は
隠
居
制
家
族
に
お
け
る
生
活
単
位
の
分
離
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
研
究

で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
生
活
単
位
と
し
て
の
分
離
を
こ
え
た
家
族
と
し
て
の

統
合
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
見
解
は
日
本
の
家
族
論

の

系
譜
に

も
関
係
し
て
い
る
が
、
隠
居
制
家
族
の
理
解
に
つ
い
て
こ
と
ご
と
く

見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
隠
居
制
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
分
離
を
強

調
す

る
立
場
の
規
定
は
大
間
知
篤
三
を
例
と
し
て
す
で
に
示
し
た
が
、
こ
れ
に

対

し
て
統
合
を
強
調
す
る
立
場
の
規
定
は
、
竹
内
利
美
（
一
九
五
八
）
に
よ
れ

ぽ
、
「
隠
居
と
は
生
前
に
お
け
る
家
長
の
地
位
の
ゆ
ず
り
わ
た
し
で
あ
り
、
法

的
に
い
え
ぽ
生
前
に
お
こ
な
わ
れ
る
家
名
お
よ
び
財
産
の
譲
渡
行
為
と
い
う
こ

と
に
な
る
」
で
あ
っ
て
、
生
活
上
の
分
離
よ
り
も
家
長
の
財
産
や
地
位
の
相
続

継
承
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
家
族
の
構
造
に
お
け
る
隠
居
制
の
意
義

に

つ
い
て

の

見
解
を
見
る
と
、
分
離
を
強
調
す
る
立
場
の
研
究
は
隠
居
制
の
分

析
を

通

じ
て
親
子
二
世
代
夫
婦
不
同
居
の
原
則
を
摘
出
し
、
隠
居
制
家
族
は
親

子
関
係
よ
り
も
夫
婦
関
係
を
強
調
す
る
家
族
構
造
で
あ
っ
て
、
親
子
二
世
代
夫

婦
の
同
居
を
原
則
と
す
る
家
族
と
の
間
に
質
的
に
差
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い

る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
統
合
の
側
面
を
強
調
す
る
立
場
の

研
究

は
、
竹
田
旦
（
一
九
六
四
）
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「
少
な
く
と
も
隠
居
が

家
督
・
財
産
の
生
前
譲
渡
に
よ
っ
て
家
の
若
が
え
り
を
期
待
し
た
と
す
る
こ
と

だ

け

は

い

え
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
活
力
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
新
家

長

と
交
替
し
、
も
っ
て
家
の
繁
栄
を
一
層
推
進
せ
し
め
よ
う
と
の
一
種
の
再
生

の

観
念
が
看
取

さ
れ
る
。
そ
れ
は
家
の
永
続
を
願
う
至
高
の
理
想
と
も
連
な
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る
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
家
を
ま
す
ま
す
強
化
す
る
制
度
と
し
て
隠
居
制
を

と
ら
え
、
家
族
の
構
造
は
隠
居
制
を
持
た
な
い
家
族
と
基
本
的
に
は
何
ら
変
わ

り
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
前
者
が
隠
居
制
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
、

大
間
知
篤
三
（
一
九
五
〇
）
、
蒲
生
正
男
（
一
九
六
六
）
、
村
武
精
一
（
一
九
六

五
）
の
よ
う
に
隠
居
制
を
視
点
と
し
て
日
本
の
家
族
の
構
造
類
型
論
に
展
開
し

て

い
っ

た
の

に
対

し
て
、
後
者
は
隠
居
制
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
超
世
代
的
連

続
を

強
く
希
求
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
日
本
の
家
族
は
同
質
性
が
高
い
と
主

張
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

隠
居
制
家
族
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
研
究
の
方
向
は
、
現
実
の
隠
居
制
家
族

の

も
つ
分
離
と
統
合
と
い
う
、
一
面
で
は
相
矛
盾
し
た
性
格
を
反
映
し
て
い
る

も
の
と
い
え
る
。
隠
居
制
は
家
族
内
部
に
お
け
る
生
活
単
位
の
分
離
で
あ
っ

て
、
分
家
の
よ
う
に
家
族
の
枠
を
超
え
た
分
離
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
隠

居
制
家
族
に
お

け
る
分
離
は
、
親
子
二
世
代
夫
婦
同
居
家
族
と
分
家
と
の
間
の

中
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
隠
居
制
家
族
と
か
な
り
共
通
す
る
観
念
の
も
と

に
家
族
と
し
て
の
分
離
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
奄
美
の
家
族
の
よ
う
に
結

婚

と
ほ
ぼ
同
時
に
分
家
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
（
上
野
和
男
一
九
七

八
）
。
分
家
を
行
わ
ず
に
家
族
内
部
の
生
活
単
位
の
分
離
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

の

は
、
分
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
家
族
と
し
て
の
統
合
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
で
あ
る
。
ま
た
別
に
論
じ
た
よ
う
に
（
上
野
和
男
一
九
八
四
）
、
日
本
の
隠

居
制
家
族
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
が
あ
り
、
常
陸
や
近
江
や
対
馬
に
見
ら
れ
る

　
「
父
系
型
」
の
一
部
の
隠
居
制
家
族
で
は
統
合
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

に
対

し
て
、
伊
豆
諸
島
な
ど
の
「
婿
入
婚
型
」
「
双
系
型
」
の
隠
居
制
家
族
で

は
分
離
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
差
も
現
実
的
に
は
あ
る
。
ま
た
日

常
的

な
レ
ベ
ル
で
の
家
族
の
力
学
的
関
係
に
お
い
て
は
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
と

の

分
離
が
強
調
さ
れ
る
が
、
祖
先
祭
祀
の
レ
ベ
ル
で
は
家
族
の
超
世
代
的
一
系

的
連
続
と
い
う
統
合
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ

れ
わ
れ
は
現
実
の
家
族
の
力
学
的
関
係
に
も
と
つ
く
隠
居
制
家
族
の
類
型
論
と

は

別

に
、
日
常
的
レ
ベ
ル
と
祖
先
祭
祀
の
レ
ベ
ル
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
、
隠

居
制
家
族
を
分
離
と
統
合
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
善
徳

の

隠
居
制
家
族
の
考
察
に
あ
た
っ
て
祖
先
祭
祀
に
注
目
す
る
の
は
こ
う
し
た
理

由
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
隠
居

制
家
族
に
お
け
る
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
の
生
活
分
離
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
問
題
は
隠
居
分
家
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
根
千
枝
（
一
九
六

四
）
は
隠
居
分
家
に
つ
い
て
「
普
通
の
い
わ
ゆ
る
分
家
設
立
の
一
変
形
で
あ
る

か

ら
、
何
ら
普
通
の
家
制
度
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
が
、

果
た

し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
隠
居
分
家
と
は
親
が
子
供
を
連
れ
て
分
家
す
る

形
態
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
親
の
死
後
の
祖
先
祭
祀
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
行
う

か
が

こ
の
問
題
の
焦
点
で
あ
る
。
隠
居
分
家
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る

が
、
親
が
本
家
に
戻
っ
て
本
家
の
先
祖
の
一
員
と
し
て
祀
ら
れ
る
な
ら
、
本
家
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の

祖
先
祭
祀
に
お

け
る
一
系
的
連
続
が
確
保
さ
れ
、
こ
の
点
で
普
通
の
分
家
の

場
合

と
変
わ
り
な
い
。
た
と
え
ぽ
茨
城
県
勝
田
市
下
高
場
の
隠
居
分
家
は
こ
の

事
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
隠
居
分
家
し
た
親
が
本
家
に
戻
ら
ず
に
分
家
の

初
代
と
し
て
祀
ら
れ
る
な
ら
、
本
家
の
先
祖
群
の
な
か
か
ら
隠
居
分
家
し
た
世

代
の
夫
婦
が
除
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
一
系
的
連

続
は
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
普
通
の
分
家
の
場
合
と

は
全
く
様
相
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
る
善
徳

の

隠
居
分
家
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
墓

地
の

形
態
や
位
牌
祭
祀
な
ど
の
善
徳
の
祖
先
祭
祀
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
最
近
の
先
祖
代
々
墓
の
建
立
は
一
系
的
連
続
を
強
く
も
と
め
た
結
果
と

考

え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
伝
統
的
な
隠
居
分
家
の
あ
り
方
と
ど
う
か
か
わ
っ
て

い

る
か
が
こ
こ
で
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
中
根

千
枝
の
指
摘
は

あ
る
型
の
隠
居
分
家
に
は
妥
当
す
る
が
、
他
の
型
の
隠
居
分
家

に
は
妥
当
し
な
い
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
点
も
こ
こ
で
問
題
に
し
て
み
た
い
と

思

う
。
よ
り
広
い
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
こ
れ
ま
で
の
分
家
研
究
は
、
同
族
組
織

の

研
究
に
関
連
し
て
本
家
分
家
の
格
差
の
著
し
く
、
本
家
と
の
間
に
上
下
的
な

主
従
関
係
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
な
型
の
分
家
の
み
を
分
家
と
し
て
研
究
を
進
め

て

き
た
の
で
あ
っ
て
、
隠
居
分
家
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
と
は
性
格
の
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
分
家
に
つ
い
て
の
研
究
は
た
ち
遅
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
上
野
和
男
一
九

八

三
）
。
こ
の
意
味
で
も
隠
居
分
家
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。

二
、
四
国
地
方
の
隠
居
制
家
族
－
予
備
的
考
察
1

　
こ
こ
で
は
祖
谷
の
隠
居
制
家
族
の
分
析
を
試
み
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
の
報
告

か

ら
、
愛
媛
県
・
高
知
県
・
徳
島
県
を
中
心
に
四
国
地
方
の
隠
居
制
家
族
の
事

例

に

つ
い
て

予
備
的
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
四
国
地

方
の
隠
居
制
家
族
の

型

は
、
家
族
内
に
お
け
る
親
夫
婦
の
隠
居
と
隠
居
分
家
で

あ
る
が
、
親
夫
婦
の
隠
居
に
は
親
夫
婦
の
み
が
隠
居
す
る
「
夫
婦
隠
居
」
の
形

態
と
、
親
夫
婦
の
隠
居
に
未
婚
の
子
女
が
同
行
す
る
「
親
子
隠
居
」
の
形
態
と

が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
隠
居
形
態
が
複
合
し
て
い
る
の
が
、
四
国
地

方
の

隠
居
制
家
族
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
図
1
は
島
喚
部
を
除
く
四
国
地

方
の
隠
居
制
家
族
の
分
布

を
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
か
ら
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
に
よ
れ
ば
愛
媛
県
・
高
知
県
・
徳
島
県
の
三
県
か
ら
の
隠
居
制
家
族
の

報
告
は
極
め
て
多
く
、
隠
居
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

が
、
香
川
県
か
ら
の
報
告
は
極
め
て
少
な
い
。

ω
　
愛
媛
県
の
隠
居
制
家
族

①
愛
媛
県
南
宇
和
郡
一
本
松
村
広
見
（
竹
田
旦
一
九
六
一
）

　
広

見
の
婚
姻
形
態
は
嫁
入
婚
で
、
「
総
領
が
嫁
を
も
ら
う
と
、
両
親
は
そ
の

晩
か
ら
で
も
オ
ト
シ
タ
を
全
部
連
れ
て
オ
ヘ
ヤ
に
ハ
マ
ル
」
と
い
う
。
オ
ト
シ
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図1四国地方の隠居制家族

隠
居
形
態
は
親
子
隠
居
と

隠
居
分
家
の
二
つ
で
あ
る

が
、
隠
居
分
家
は
極
め
て

稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
か

る
。
し
た
が
っ
て
広
見
の

の

隠
居
の
形
態
は
親
子
隠

居
で

あ
る
。
最
近
で
は

「
長
男
夫
婦
の
方
が
先
に

ヘ
ヤ

に
入

り
、
世
渡
し
の

時
に
親
子
夫
婦
で
寝
所
を

交
替
す

る
風
習
が
一
般
に

な
っ
て
」
お
り
、
こ
れ
は

嗣
子
別
居
型
の
隠
居
で
あ

る
o
隠
居
分
家
に
つ
い
て

は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

が
、
わ
ず
か
に
親
子
不
仲

の
家
庭
に
イ
ン
キ
ョ
カ
ド

と
よ
ぼ
れ
る
稀
少
例
が
あ

タ
と
は
次
三
男
の
意
味

で
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
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ら
、
親
子
隠
居
を
広
見
の
隠
居
の
基
本
的
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
親
子
隠
居
の
事
例
は
伊
予
の
奥
（
宮
本
常
一
、
一
九
四
一
）
や
愛
媛
県

上
浮
穴
郡
久
万
町
東
明
神
（
瀬
川
清
子
一
九
五
七
）
に
も
見
ら
れ
、
愛
媛
県
に

お

い
て

は
か
な

り
一
般
的
な
隠
居
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
親
子
隠
居
に

つ
い
て

は
、
と
く
に
こ
こ
で
論
ず
べ
き
問
題
は
な
い
。

　
②
愛
媛
県
西
宇
和
郡
双
岩
村
鴫
山
（
曽
我
鍛
一
九
五
〇
）

　

「
大
体
長
男
に
嫁
を
嬰
ら
せ
そ
の
機
会
に
隠
居
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
後

継
者
以
外
に
子
女
が
あ
れ
ば
勿
論
之
を
引
き
つ
れ
て
隠
居
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
隠
居
屋
は
同
一
屋
敷
内
に
除
地
が
あ
る
限
り
、
母
屋
に
近
接
し
て
建
て
ら

れ

る
。
…
隠
居
分
家
は
昔
も
今
も
と
き
ど
き
行
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
隠
居

者
は
家
督
の
幾
分
を
占
有
し
、
子
女
と
共
に
新
屋
敷
に
移
転
分
立
し
、
従
っ
て

そ

の

子
女
も
手
元
か
ら
嫁
が
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
分
家
が
本
家
の
形
を

な
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
先
祖
の
位
牌
は
そ
の
時
の
事
情
事
情
で
、
或
は

長
男
が
こ
れ
を
祀
り
、
或
は
隠
居
で
こ
れ
を
祀
る
こ
と
も
あ
る
が
、
大
体
は
長

男
の
家
で
祀
る
や
う
で
あ
る
」
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
鴫
山
の
隠
居
形
態
は
親

子
隠
居
と
隠
居
分
家
で
あ
る
が
、
さ
き
の
広
見
と
異
な
っ
て
鴫
山
で
は
隠
居
分

家
が

か

な
り
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
位
牌
祭
祀
に
関

す

る
報
告
は
注
目
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
親
の
位
牌
は
長
男
の
家
で
祀
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
こ
う
い
う
形
態
を
と
れ
ば
本
家
の
祖
先
祭
祀
の
連
続

性
は
確
保

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
鴫
山
の
隠
居
分
家
は
茨
城
県

の

下
高
場
に
近
く
、
「
下
高
場
型
」
の
隠
居
分
家
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
親
が
分
家
で
ホ
ト
ケ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に

は
本
家
の
あ
る
世
代
の
先
祖
が
欠
落
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
の

連
続
性
を

確
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
報
告
で
は
こ
の

点
の

詳
細
が

不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
本
家
と
分
家
の
概
念
の
あ
い

ま
い
さ
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
別
の
型
の
隠
居
分
家
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
③
愛
媛
県
伊
予
郡
松
前
町
浜
（
宮
本
常
一
、
一
九
四
九
）

　
浜
で

は
長
男
は
結
婚
と
同
時
に
借
家
を
し
て
で
も
別
に
世
帯
を
持
っ
が
、
し

ば

ら
く
す
る
と
「
父
母
は
二
三
男
以
下
を
連
れ
て
借
家
を
し
て
で
も
隠
居
し
、

家
へ
長
男
夫
婦
を
入
れ
て
財
布
を
渡
す
。
…
長
男
と
同
じ
様
な
方
法
に
よ
っ
て

次
男
に
自
分
の
家
を
オ
モ
ヤ
と
し
て
持
た
せ
、
親
は
三
男
以
下
を
連
れ
て
分
家

し
、
多
く
は
末
子
の
家
で
死
ん
だ
。
併
し
葬
式
は
本
家
の
家
で
行
ふ
。
こ
こ
で

は
隠
居

し
て
も
位
牌
は
親
が
ま
つ
る
。
…
む
ろ
ん
親
が
死
ね
ぽ
長
男
が
祀
る
」
。

こ
の
報
告
に
よ
れ
ぽ
浜
の
隠
居
の
形
態
は
典
型
的
な
隠
居
分
家
で
あ
る
。
こ
の

事
例
で
は
男
子
が
い
れ
ぽ
つ
ぎ
つ
ぎ
に
隠
居
分
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
親

夫
婦
の

祖
先
祭
祀
は
最
終
的
に
は
本
家
で
行
わ
れ
る
か
ら
、
本
家
の
祖
先
祭
祀

の
連
続
性
は
確
保

さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
鴫
山
の
事
例
に
類

似
し
た
隠
居
分
家
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
に
示
し
た
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
愛
媛
県
の
隠
居

の

基
本
形
態
は
家
族
内
に
お
け
る
親
子
隠
居
と
隠
居
分
家
で
あ
っ
て
、
親
夫
婦
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の

み
の

隠
居
は
見
ら
れ
な
い
。
隠
居
形
態
の
分
布
を
見
る
と
山
間
部
の
村
落
に

は
親
子
隠
居
が
多
い
の
に
対
し
て
、
海
岸
部
に
は
隠
居
分
家
が
多
い
と
い
う
差

が

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
隠
居
分
家
で
あ

る
が
、
報
告
の
限
り
で
は
隠
居
し
た
親
夫
婦
の
祖
先
祭
祀
は
基
本
的
に
本
家
で

行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
本
家
の
祖
先
祭
祀
の
連
続
性
が
確
保
さ

れ

る
型
の
隠
居
分
家
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

②
　
高
知
県
の
隠
居
制
家
族

　
①
高
知
県
香
美
郡
上
韮
生
村
（
橋
詰
延
寿
一
九
三
八
）

　

「
若
夫
婦
が

出
来
る
と
老
夫
婦
は
た
と
え
四
〇
位
で
あ
っ
て
も
隠
居
す
る
。

若
夫
婦
は
オ

モ

ヤ

に
入

り
隠
居
は
ヘ
ヤ
に
住
む
。
オ
モ
ヤ
と
ヘ
ヤ
は
同
一
屋
敷

内
に
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ぽ
、
オ
モ
ヤ
の
並
び
に
ヘ
ヤ
を
つ
く
る
こ
と
も
あ
り
。

又
ヘ
ヤ
が
二
、
三
町
も
、
七
、
八
町
も
離
れ
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。
…
二
男
三
男

は

ヘ
ヤ

の
方
に

い

っ

て

老
夫
婦
と
生
活
を
一
緒
に
す
る
。
二
女
三
女
も
其
の
通

り
で
あ
る
」
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
上
韮
生
の
隠
居
は
家
族
内
に
お
け
る
親
子

隠
居
で
あ
っ
て
、
隠
居
分
家
の
記
述
は
な
い
。
次
三
男
は
隠
居
か
ら
さ
ら
に
分

家

し
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
分
家
は
普
通
の
分
家
で
あ
る
。
親

子
隠
居
の
事
例
は
高
知
県
安
芸
郡
北
川
村
島
（
明
治
大
学
岡
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
一
九

六
九
）
に
も
あ
る
。
島
で
は
長
男
が
嫁
を
も
ら
っ
て
子
供
が
で
き
る
頃
に
隠
居

す

る
。
普
通
は
隠
居
に
次
三
男
を
連
れ
て
い
き
、
次
三
男
は
隠
居
か
ら
転
出
し

て

い
く
。
隠
居
す
る
と
き
に
位
牌
は
オ
モ
ヤ
に
残
し
た
ま
ま
で
あ
っ
て
、
仏
事

は
ひ
き
つ
づ
き
オ
モ
ヤ
で
や
る
。
高
知
県
高
岡
郡
仁
淀
村
別
枝
（
川
島
哲
郎
一

九
五

八
、
二
宮
哲
雄
一
九
五
六
）
の
隠
居
制
も
家
族
内
の
親
子
隠
居
で
あ
っ

て
、
高
知
県
に
は
こ
の
型
の
隠
居
の
報
告
が
多
い
。

　
②
高
知
県
高
岡
郡
梼
原
村
（
橋
浦
泰
雄
一
九
五
五
）

　
梼
原
に
は
二
つ
の
隠
居
形
態
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
親
夫
婦
の
隠
居
で
あ
り
、

い

ま
ひ
と
つ
は
隠
居
分
家
で
あ
る
。
夫
婦
隠
居
は
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い

る
。
「
息
子
に
嫁
を
嬰
る
と
、
四
、
五
年
も
家
長
の
見
習
の
よ
う
な
こ
と
を
さ

せ

て
、
大
体
良
し
と
み
る
と
家
督
を
譲
っ
て
、
自
分
ら
夫
婦
は
さ
っ
さ
と
隠
居

し
て
し
ま
う
」
。
隠
居
分
家
に
つ
い
て
は
「
梼
原
に
も
稀
に
は
こ
う
し
た
隠
居

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
先
祖
か
ら
譲
ら
れ
た
も
の
は
本
家
へ
残
し
て
、
自
分
が

儲
け

た

も
の
を
も
っ
て
出
た
と
い
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
こ
の
隠
居
の
最
後
は
ど

う
な
る
か
と
い
う
と
、
…
死
ぬ
と
本
家
に
帰
っ
て
、
本
家
の
仏
壇
に
お
さ
ま
る

の

で
あ
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
隠
居
分
家
に
お
い
て
は
親
の
位
牌
は

本
家

で
祀

ら
れ
る
の
で
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か

し
一
度
分
家
し
た
者
や
そ
の
死
後
の
位
牌
が
本
家
に
も
ど
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
本
家
分
家
の
境
界
の
あ
い
ま
い
さ
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

は
隠
居
分
家
を

行
っ
て
い
る
村
落
の
家
族
に
共
通
す
る
特
質
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
親
夫
婦
の
隠
居
と
隠
居
分
家
と
の
組
合
わ
せ
は
高
知
県
幡
多
郡
西
土
佐
村

藤
の
川
（
明
治
大
学
社
会
学
研
究
部
一
九
七
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
藤
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の
川

で
は
隠
居
分
家
の
場
合
の
祖
先
祭
祀
は
不
明
で
あ
る
。

　
③
高
知
県
安
芸
郡
吉
良
川
町
（
桂
井
和
雄
一
九
五
〇
）

　

「吉
良
川
あ
た
り
で
は
次
男
が
分
家
す
る
と
女
親
が
そ
れ
に
つ
い
て
出
て
、

寝
泊
り
も
分
家
の
方
で
い
た
し
ま
す
し
、
男
親
は
長
男
の
方
で
寝
泊
り
す
る
風

が

ご
ざ
い
ま
す
。
…
そ
れ
で
女
親
が
仏
に
な
っ
た
ら
分
家
の
初
め
て
の
祖
先
に

な
っ
て
、
お
祀
り
は
分
家
の
方
で
す
る
こ
と
に
な
っ
ち
ょ
っ
て
、
墓
は
親
夫
婦

ひ

と
つ
に
刻
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
。
こ
れ
は
親
夫
婦
が
別
々
に
居
住

し
、
別
々
の
家
族
の
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
分
住
隠
居
と
分
牌
祭
祀

を

と
も
な
う
隠
居
分
家
で
あ
っ
て
、
全
国
的
に
み
て
も
極
め
て
稀
な
形
態
で
あ

る
。
と
く
に
分
家
に
同
行
し
た
母
親
が
分
家
の
初
代
の
先
祖
に
な
る
と
さ
れ
て

い

る
点
は
、
こ
れ
以
外
に
報
告
が
な
く
極
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
こ
で
の
家
族
内
の
隠
居
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
報
告
に
記
述
が
な
い
。

　
高
知
県
に
お
け
る
隠
居
制
家
族
の
報
告
は
極
め
て
多
く
、
四
国
の
な
か
で
も

最

も
活
発
に
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
に
示
し
た
事
例
か

ら
高
知
県
の
隠
居
は
、
家
族
内
に
お
け
る
夫
婦
隠
居
と
親
子
隠
居
、
お
よ
び
隠

居
分
家
の

三
形
態
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
知
県
に
お
い
て
も
海
岸
部

よ
り
も
山
間
の
農
村
に
お
い
て
隠
居
が
多
い
。
隠
居
形
態
か
ら
見
れ
ば
、
親
子

隠
居
と
と
も
に
夫
婦
隠
居
の
形
態
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
愛
媛
県
の
隠
居
に
は

な
か
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
高
知
県
の
隠
居
制
家
族
は
愛
媛
県
の
場

合
よ
り
も
さ
ら
に
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
隠
居
分
家
の
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
親
夫
婦
の
祖
先
祭
祀
は
本
家
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ

の

点
で
は
普
通
の

分
家

と
同
じ
よ
う
に
本
家
の
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
世
代
的
連

続
性
は
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
分
住
隠
居
と
分
牌
祭
祀
が

附
随
す

る
隠
居
分
家
形
態
を
持
つ
吉
良
川
の
場
合
は
、
母
親
の
位
牌
は
分
家
で

祀

ら
れ
る
か
ら
、
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
夫
婦
の
一
体
性
は
保
持
さ
れ
な
い
。
し

た
が

っ

て

吉

良
川
の
事
例
は
高
知
県
の
な
か
で
も
極
め
て
特
異
な
形
態
で
あ

る
。
ま
た
こ
こ
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
高
知
県
吾
川
郡
吾
川
村
上
名
野
川
の

隠
居
分
家
の
よ
う
に
、
隠
居
分
家
し
た
親
の
位
牌
は
分
家
の
先
祖
と
し
て
祀
ら

れ

る
事
例
も
あ
る
。
上
名
野
川
の
隠
居
分
家
に
つ
い
て
は
の
ち
に
詳
し
く
分
析

を

試
み
た
い
と
思
う
。

③
　
徳
島
県
の
隠
居
制
家
族

　
①
徳
島
県
海
部
郡
日
和
佐
町
赤
松
（
明
治
大
学
蒲
生
ゼ
、
ミ
ナ
ー
ル
一
九
六

六
）　

「
親
夫
婦
は
別

棟
の

く

イ
ン
キ
ョ
∨
に
移
る
こ
と
も
あ
る
が
、
最
近
で
は
家

族
員
数
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
別
棟
に
移
る
必
要
も
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
別
棟
に
移
る
場
合
も
そ
れ
は
寝
泊
り
だ
け
で
あ
っ
て
、
食
事
、
財

産
を
分
け
る
こ
と
は
な
い
」
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ぽ
赤
松
の
隠
居
形
態
は
親
夫

婦
の
隠
居
の
よ
う
で
あ
る
が
、
親
子
隠
居
や
隠
居
分
家
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
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②
徳
島
県
那
賀
郡
木
頭
村
（
多
田
伝
三
、
一
九
五
六
、
近
畿
民
俗
学
会
一
九

五
八
）

　
木
頭
で
は
長
男
が
結
婚
し
て
一
、
二
年
で
親
夫
婦
は
隠
居
す
る
。
そ
の
時
に

次

男
以
下
を
連
れ
て
い
く
か
ど
う
か
は
、
そ
の
時
の
状
況
で
決
め
る
。
長
男
に

嫁
を
も
ら
っ
て
も
、
親
が
ま
だ
コ
ワ
ラ
イ
（
子
育
て
）
し
て
い
る
家
で
は
当
然

イ
ン
キ
ョ
に
子
供
を
連
れ
て
い
く
。
し
か
し
末
の
子
が
小
学
校
に
通
う
よ
う
に

な

っ

て

い

る
場
合
に
は
オ
モ
ヤ
に
残
し
て
お
く
。
隠
居
屋
は
同
一
屋
敷
が
多

く
、
隠
居
す
る
際
に
親
は
隠
居
分
の
財
産
を
持
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
財
産
の
分

割
を
行
う
。
隠
居
の
隠
居
、
す
な
わ
ち
カ
ン
キ
ョ
は
な
い
。
位
牌
は
本
家
に
置

い
て

い
く
が
イ
ン
キ
ョ
に
も
仏
壇
は
備
え
る
。
隠
居
後
の
冠
婚
葬
祭
の
つ
き
あ

い
は

す
べ
て
オ
モ
ヤ
が
行
う
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
木
頭
の
隠
居
制
は
家
族
内

に
お
け

る
親
夫
婦
も
し
く
は
親
夫
婦
と
子
供
と
の
隠
居
で
あ
る
。
隠
居
分
家
の

有
無
は
こ
の
報
告
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
親
子
隠
居
の
形
態
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
、
海
岸
部
の
赤
松
の
隠
居
制
と
異
な
っ
て
い
る
。
木
頭
の
事
例
は
こ
の
地

方
の

山
村
地
域
の
隠
居
の
一
般
的
形
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
③
祖
谷

地
方

（多

田
伝
三
、
一
九
五
〇
、
武
田
明
一
九
五
五
）

　
多
田
伝
三
（
一
九
五
〇
）
に
よ
れ
ば
、
祖
谷
地
方
の
一
般
的
な
隠
居
形
態
は

つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
「
あ
と
と
り
が
嫁
を
も
ら
っ
て
、
立
派
に
所
帯
を
持
っ

て

ゆ

け
る
見
込
が
つ
く
と
、
両
親
は
多
く
は
別
棟
を
た
て
隠
居
し
、
そ
の
際
あ

と
と
り
以
外
の
子
女
を
つ
れ
て
出
」
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
財
産
は
分
割
す

る
が
、
位
牌
は
オ
モ
ヤ
に
置
い
て
い
く
。
あ
と
と
り
以
外
の
子
供
は
イ
ン
キ
ョ

の
方
で
か
た
づ
け

る
。
祖
谷
に
は
ま
た
隠
居
の
隠
居
で
あ
る
カ
ン
キ
ョ
が
見
ら

れ

る
。
武
田
明
（
一
九
五
五
）
に
よ
れ
ば
、
祖
谷
山
の
「
隠
居
は
春
二
、
三
月

の

頃

に
す

る
。
息
子
夫
婦
と
一
年
と
か
、
二
、
三
年
同
居
し
て
、
親
夫
婦
は
別

棟
の
部
屋
に
移
る
の
で
あ
る
。
…
隠
居
は
そ
の
家
の
耕
作
段
別
の
二
分
あ
る
い

は

三
分
を

持
っ
て
分
か
れ
る
。
仏
壇
は
隠
居
家
に
も
祭
る
。
隠
居
は
親
や
祖
父

の

位
牌
を
持
っ
て
オ
モ
ヤ
か
ら
別
れ
、
息
子
の
家
で
は
ず
っ
と
古
い
家
の
先
祖

の

位
牌
を

祭

る
の
で
あ
る
。
税
金
や
掛
け
ご
と
は
す
べ
て
息
子
が
し
て
く
れ
る

の

で
、
隠
居
は
イ
ン
キ
ョ
地
を
作
っ
て
食
べ
て
い
け
ぽ
良
い
。
隠
居
も
婆
さ
ん

を

亡
く
し
た
り
体
が
弱
っ
て
、
ど
う
し
て
も
食
べ
て
ゆ
け
ぬ
よ
う
に
な
る
と
、

又
オ

モ

ヤ

に

行
っ
て
食
べ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
オ
モ
ヤ
と
イ
ン
キ
ョ
ヤ
は
別
棟

別
火
で
耕
作
ま
で
別
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
報
告
か
ら
は
夫
婦
隠
居
か
親
子
隠

居
か
の

判
断

は
で
き
な
い
。
ま
た
隠
居
分
家
の
記
述
も
な
い
が
、
こ
の
報
告
で

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
オ
モ
ヤ
と
イ
ン
キ
ョ
ヤ
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
の
記

述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
オ
モ
ヤ
で
は
古
い
先
祖
の
祭
祀
を
行
い
、
イ
ン
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ヨ

ヤ

で
は

隠
居
し
た
夫
婦
に
近
い
父
母
や
祖
父
母
の
祭
祀
を
す
る
と
い
う
。
こ

の

場
合
に

は
一
時
的
に
せ
よ
オ
モ
ヤ
の
祖
先
祭
祀
の
世
代
的
連
続
性
は
阻
止
さ

れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
祖
先
祭
祀
は
の
ち
に
分
析
す
る
善
徳
の
隠
居
分

家
に

お

け

る
祖
先
祭
祀
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
④
徳
島
県
三
好
郡
東
祖
谷
山
村
菅
生
（
山
本
正
憲
一
九
六
六
）
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菅
生
の

隠
居
は
オ
モ
ヤ
の
世
帯
主
の
婚
姻
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
の
ち
五
年

以

内
に
な
さ
れ
る
。
隠
居
の
時
期
が
比
較
的
早
い
の
が
菅
生
の
隠
居
の
特
徴
で

あ
る
。
隠
居
時
の
隠
居
世
帯
の
構
成
を
見
る
と
、
夫
婦
の
み
が
一
〇
例
、
夫
婦

と
子
供
が
九
例
、
夫
婦
と
孫
（
オ
モ
ヤ
の
世
帯
主
の
子
供
）
が
三
例
、
父
の
み

が
一
例
、
母
と
子
供
と
孫
の
隠
居
が
一
例
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
の

隠
居
の
基
本
形
態
は
夫
婦
隠
居
と
親
子
隠
居
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
二

つ
の
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
そ
の
と
き
ど
き
の
状
況
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ

る
よ
う
で
あ
っ
て
、
型
を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
報
告
に
よ

れ
ぽ

祖
谷
の
隠
居
制
家
族
は
家
族
内
に
お
け
る
夫
婦
も
し
く
は
親
子
の
隠
居
と

結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
隠
居
分
家
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
が
、
孫
が

隠
居
に
同
行
す
る
例
は
注
目
さ
れ
る
。

　
徳
島
県
に
お
け
る
隠
居
制
家
族
の
報
告
も
多
い
が
、
傾
向
と
し
て
は
木
頭
村

と
祖
谷
山
に
集
中
し
て
お
り
、
と
く
に
海
岸
部
の
村
落
か
ら
の
報
告
が
少
な

い
。
し
た
が
っ
て
徳
島
県
に
お
け
る
隠
居
形
態
の
分
布
を
全
体
的
に
明
ら
か
に

す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
山
間
で
は
夫
婦
隠
居
も
し
く
は
親
子

隠
居
の
形
態
が
最
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の

は
や
は

り
祖
谷
山
の
隠
居
制
家
族
で
あ
っ
て
、
隠
居
分
家
に
つ
い
て
の
報
告
は

な
い
が
、
祖
先
祭
祀
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
興
味
あ
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
四
国
地
方
に
お
け
る
隠
居
制
家
族
を
概
観
す
る
と
、
以
下
の
諸

特
徴
を

指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
最
も
多
い
隠
居
形
態
は
夫
婦
隠
居

と
親
子
隠
居
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
で
は
一
方
し
か
報
告
さ
れ
て
い
な

い
村
落
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
祖
谷
山
の
報
告
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

れ
は

明
確
に
区
分
さ
れ
る
型
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
隠
居
時
の
条
件
に

よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
隠
居
形
態
は
大
き
く
い
え

ぽ

い
ず
れ
も
「
親
別
居
」
で
あ
っ
て
、
「
嗣
子
別
居
」
は
こ
の
地
方
に
は
伝
統

的
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
第
三
に
隠
居
分
家
の
存
在
は
確
実
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
は
充
分
な
報
告
が
な
い
。
し
か
し
愛
媛
県
の
海
岸
部
の
事
例

に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
祖
先
祭
祀
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
直
系
型

の

家
族
構
造
と
は
対
照
的
な
隠
居
形
態
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
の
点
に

お

い
て

こ
れ
ま
で
の
事
例
の
な
か
に
も
、
こ
れ
か
ら
分
析
を
試
み
る
善
徳
の
隠

居
分
家
に
類
似

し
た
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。
第
四
は
四
国
地
方
に
お
け
る
隠
居
制
家
族
が
海
岸
部
よ
り
も
山
間
の
農
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

に
濃
密
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
焼
畑
を
含
め
た
畑
作
農

業

と
隠
居
制
家
族
と
の
相
関
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

三
、
祖
谷
の
社
会
組
織

ω

善
徳
の
概
況

　
徳
島
県
三
好
郡
西
祖
谷
山
村
善
徳
は
徳
島
県
西
部
の
吉
野
川
上
流
の
奥
深
い

山

間
に
位
置
す
る
山
村
で
あ
る
。
こ
の
地
域
一
帯
に
吉
野
川
を
は
る
か
に
見
下
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す
山

あ
い
に
家
々
が
点
々
と
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
か
た
ま
り
を
示
し
な
が
ら

位
置
し
て
お
り
、
川
沿
い
を
走
る
国
道
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
の
集
落
を
見
る
こ
と

が

で

き
な
い
。
こ
の
地
域
の
集
落
の
平
均
高
度
は
五
五
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ

る
が
、
善
徳
の
高
度
は
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
六
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ

び
、
谷
底
か
ら
の
高
さ
も
最
も
高
い
と
こ
ろ
で
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
な
っ
て

い

る
。
善
徳
は
こ
の
地
域
で
最
も
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
集
落
な
の
で
あ

写真1　祖谷の集落

る
。
善
徳
の
集
落
は
南
向

き
の
斜
面
に
位
置
し
て
お

り
、
全
般
的
に
は
日
当
り

は
良
好
で
あ
る
。
家
々
は

ほ
ぼ
南
に
む

か
っ

て

テ

ラ

ス

の

よ
う
に
階
段
状
に
立

地

し
て
い
る
。
善
徳
の
集

落
は
橋
の
谷

と
呼
ぼ
れ
る

谷
を
境
に
し
て
大
き
く
善

徳
東

と
善
徳
西
に
分
か

れ
、
行
政
的
に
は
さ
ら
に

名
越
、
東
の
東
、
東
の

西
、
西
の
東
、
西
の
西
お

よ
び
か
ず
ら
橋
の
六
地
区

に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
家
々
の
配
置
や
社
会
関
係
を
見
る
と
、

こ
の
区
分
は
自
然
的
に
も
社
会
的
に
も
平
地
農
村
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。

　
住

民
基
本
台
帳
に
よ
る
昭
和
六
十
二
年
二
月
一
日
現
在
の
善
徳
の
世
帯
数
は

一
七
四
世
帯
、
人
口
は
四
六
六
人
（
男
二
三
二
人
、
女
二
三
四
人
）
で
あ
る
。

日
本
の
多
く
の
山
村
と
同
じ
よ
う
に
西
祖
谷
山
村
に
お
い
て
も
、
と
く
に
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

六
〇
年
以

降
急
速
な
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
。
表
1
は
国
勢
調
査
そ
の
他
の
結

果
に
よ
っ
て
、
一
九
二
〇
年
以
降
の
西
祖
谷
山
村
の
世
帯
数
と
人
口
の
変
遷
を

見
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
世
帯
数
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
を

表1　人口と世帯数の変遷（西祖谷山村）

60歳 ％世帯数人口　員数　全国年

600

574

408

431

424

490

516

525

545

535

575

9．9

9．5

7．0

6．4

6．5

7．6

8．7

10．1

13．1

18．0

21．1

1174

1140

1091

1231

1022

1197

1179

1172

1082

1009

892

878

889

6046

6073

5869

6757

5596

6542

6433

5947

5187

3942

2975

2724

2518

5．15

5．33

5．38

5．49

5．48

5．47

5．46

5．07

4．79

3．91

3．34

3．10

2．83

4．89

4．87

4．98

5．02

4．99

4．97

4．97

4．54

4．05

3．69

3．44

3．33

3．18

1920

1925

1930

1935

1940

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1987

（国勢調査）
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表2　世帯数と農家数

員数／世帯世帯員数農家数世帯数

1960　1965　1987 1960　　19651960　1965　1970　1975　19801960　1965　1987

集落

5．75

5．29

4．64

5．51

4．69

4．74

4．60

4．67

351

217

288

237

277

204

258

210

42

29

32

33

35

25

31

32

36

23

28

27

25

16

27

23

24

18

19

22

61

41

62

43

59

43

56

45

東の東

東の西

西の東

西の西

5．28　　4．671093　　949　　466136　　123　　114 91　83207　　203　　174

（1975年世界農業センサス農業集落カード、ただし1987年は役場資料）

表3　経営耕地面積

耕地計畑田

1965　　1970　　1975　　19801960　　1970　　1975　　19801960　　1970　　1975　　1980

集落

48

83

44

54

164

129

151

126

158

142

154

93

57

105

52

46

26

28

16

32

25

28

34

31

149

117

135

116

124

56

95

77

－
ふ
　
0
　

0
　0

6
1
0
0
1

20

3
1
2
8

15

12

13

10

東の東

東の西

西の東

西の西

570 547　　　260　　　229517 352　　　118　　　1021174350計

（1975年世界農業センサス農業集落カード）

除
い
て
一
九
六
〇
年
ま
で
は
、
多
少
の
増
減
が
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
横
ぽ
い
の
状
態

が
続
い
た
の
に
対
し
て
、
一
九
六
〇
年
以
降
は
急
速
な
減
少
を
示
し
て
い
る
。

一
九
六
〇
年

を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
一
九
六
五
年
は
九
二
、
一
九
七
〇
年
は
八

六
、
一
九
七
五
年
は
七
六
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
減
少
が
最
も
激
し
い
。
そ
の

後
は
ふ
た
た
び
横
ぽ
い
状
態
と
な
っ
て
、
現
在
は
世
帯
数
の
減
少
は
一
段
落
し

た

と
見
ら
れ
る
。
し
か
も
一
九
八
七
年
の
世
帯
数
を
見
る
と
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
、
一
九
八
〇
年
を
上
回
っ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
人
口
の
推
移

を

見

る
と
、
こ
こ
で
も
一
九
六
〇
年
ま
で
は
ほ
ぼ
横
ぽ
い
状
態
が
続
い
て
い
る

が
、
一
九
六
五
年
以
降
は
急
速
に
減
少
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
を
一
〇
〇
と

す
れ

ぽ
、
一
九
六
五
年
は
八
七
、
一
九
七
〇
年
は
六
六
、
一
九
七
五
年
は
五

〇
、
一
九
八
〇
年
は
四
六
、
一
九
八
七
年
は
四
二
で
あ
っ
て
、
人
口
は
半
分
以

下
に
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
お
ま
か
に
い
え
ば
人
口
の
減
少
は
世
帯
数

の

二
倍
に
達

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
世
帯
数
の
減
少
が
と
ま
っ
た
一
九

七
五
年
以
降
に
お

い
て

も
人
口
の
減
少
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
ぽ
か
り
で
な

く
、
現
在
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
継
続
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
口
の
推
移
の

う
ち
で
、
六
〇
歳
以
上
の
老
人
の
推
移
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
六
〇
歳
以
上

の

人

口
は
割
合
に
お
い
て
急
速
に
増
加
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
絶
対
数
と

し
て
も
増
加
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
世
帯
数
と

人

口
の
減
少
の
な
か
で
人
口
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
て
い
る
の
が
、
西
祖

谷
山
村
の
現
状
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
過
疎
化
の
な
か
で
家
々
の
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移
動

も
か
な
り
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
標
高
が
高
く
現
代
の
生
活
に
不
便
な

場
所
か

ら
、
川
沿
い
で
交
通
便
利
な
国
道
の
近
く
へ
の
家
の
移
動
で
あ
る
。
家

の

主
体
が
下
に
お
り
て
、
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
家
は
老
人
だ
け
の
隠
居
屋
と
化

し
て
い
る
例
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
過
疎
化
の
な
か
で
農
業
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。
善
徳
を
は
じ
め
と
す
る
西
祖
谷
山
村
の
各
集
落
で
は
、
山
間
の
傾
斜
地

田写真2棚
に
集
落
と
耕
地
が
位
置
し

て

い

る
た
め
に
、
も
と
も

と
水
田
が
少
な
く
畑
を
中

心
と
す
る
農
業
が
主
体
で

あ
っ
た
。
ま
た
と
く
に
北

に

面

し
た
集
落
に
お
い
て

焼
畑

（切
替
畑
）
が
さ
か

　
　
　
　
　
　
　

ん

に

行
わ
れ
た
。
世
界
農

業
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
こ

れ
を
見
る
と
（
表
3
）
、
　
一

九
六
〇
年
に
お
い
て
畑
が

約

五
ニ
ヘ

ク
タ
ー
ル
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
水
田
は

わ
ず
か
に

五
ヘ

ク
タ
ー
ル

で
あ
っ
て
、
畑
の
一
〇
分
の
一
弱
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
祖
谷
山
の
農

業
は
畑
作
農
業

と
副
業
と
し
て
の
養
蚕
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
水
田
は

棚

田
状
に
な
っ
て
お
り
一
枚
一
枚
の
田
は
極
め
て
小
さ
く
、
ま
た
山
間
と
い
う

条
件
か

ら
水
も
冷
た
く
条
件
は
全
く
よ
く
な
か
っ
た
。
畑
に
は
大
麦
、
小
麦
、

裸
麦
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
サ
ト
イ
モ
、
栗
、
　
ヒ
エ
、
ソ
バ
、
キ

ビ
、
大
豆
、
小
豆
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
茶
、
ミ
ツ
マ
タ
、
煙
草
、
麻
な
ど
多
種

多
様
な
作
物
が
植
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
西
祖
谷
山
村
の
伝
統
的
な
農
業
で
あ
っ

た
。
一
九
六
〇
年
以
後
の
農
業
の
変
貌
を
ま
ず
農
家
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
一

九

六
〇
年
に

二
二
六
戸
あ
っ
た
農
家
は
、
一
九
八
〇
年
に
は
半
数
に
近
い
わ
ず

か
八
三
戸

に

ま
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
専
業
農
家
数
は
三
九
戸
か
ら
一

三
戸
に
減
少
し
、
逆
に
第
二
種
兼
業
農
家
数
は
二
二
戸
か
ら
六
八
戸
に
急
増
し

て

い

る
。
つ
ま
り
農
家
数
が
減
少
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
農
業
以
外
の

収
入
の

方
が
多
い
農
家
が
急
速
に
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
農
家
数
の
減
少

は

さ
き
に
分
析
し
た
世
帯
数
・
人
口
の
減
少
と
と
も
に
善
徳
の
過
疎
化
を
象
徴

す

る
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
経
営
耕
地
面
積
の
変
遷
を
見
る
と
、
耕
地
全
体
が

一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
八
五
年
に
か
け
て
約
五
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
二
三
ヘ
ク

タ
ー
ル
へ
と
三
分
に
一
近
く
に
ま
で
減
少
し
、
な
か
で
も
水
田
は
五
ヘ
ク
タ
ー

ル
か

ら
わ
ず
か
に
○
・
一
ヘ
ク
タ
！
ル
に
激
減
し
て
い
る
。
と
く
に
減
少
の
著

し
い
の
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
す
で
に
見
た

世
帯
数
や
人
口
の
減
少
も
こ
の
時
期
に
と
く
に
著
し
い
か
ら
、
善
徳
の
過
疎
化
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の

勢
い
は
こ
の
五
年
間
に
最
も
激
し
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
善

徳
の
水
田
の
多
く
は
現
在
草
地
や
植
林
地
に
な
っ
て
お
り
、
荒
れ
た
水
田
が
あ

ち

こ
ち
に
見
ら
れ
、
現
在
米
を
栽
培
し
て
い
る
水
田
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
す
ぎ

な
い
。
畑
地
の
減
少
も
著
し
く
一
九
六
〇
年
に
は
約
五
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ

た

が
、
一
九
八
〇
年
に
は
五
分
の
一
の
約
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
ま
で
減
少
し
て

い

る
。
祖
谷
山
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
畑
で
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
作
物
が
つ
く

ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
ソ
バ
、
ア
ワ
、
ヒ
エ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ジ
ャ
ガ
イ

モ
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、
大
豆
、
茶
、
疎
菜
が
自
給
用
に
わ
ず
か
に
栽
培
さ
れ
る
程

度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
販
売
し
て
い
る
農
家
は
ゼ
ロ
に
近
い
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
現
在
で
は
こ
う
し
た
栽
培
植
物
の
種
を
善
徳
の
内
部
で
調
達
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す

ら
困
難
だ
と
い
う
。
か
つ
て
さ
か
ん
に
栽
培
さ
れ
た
煙
草
は
現
在
は
全
く
栽

培

さ
れ
て
い
な
い
し
、
戦
前
さ
か
ん
で
あ
っ
た
養
蚕
も
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
善
徳
の
農
業
は
現
在
は
主
と
し
て
、
老
人
の
手
に
よ
っ
て
自

給
用
に
細
細
と
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

②
　
村
落
組
織
と
祭
祀
組
織

　
善
徳
の
集
落
は
ほ
ぼ
南
に
面
し
た
急
斜
面
に
家
々
が
か
な
り
広
い
範
囲
に
わ

た

っ

て

散
在

し
て
い
る
。
善
徳
に
お
い
て
は
家
々
は
水
平
的
に
広
が
っ
て
い
る

ば

か

り
で
な
く
、
垂
直
的
に
も
散
ら
ぼ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
述
べ

た

よ
う
に
こ
の
よ
う
な
善
徳
の
景
観
的
状
況
か
ら
は
、
近
隣
組
織
の
区
分
を
視

角
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
平
地
農
村
と
異
な
る
景
観
を
持
つ
善

徳
に
お

い

て
、
社
会
組
織
と
く
に
近
隣
組
織
や
こ
れ
を
基
盤
と
す
る
祭
祀
組
織

が

ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
は
、
善
徳
の
社
会
構
造
原
理
を
明
ら
か
に

す

る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
①
近
隣
組
織

　
図
2
は
善
徳
の
主
と
し
て
西
の
部
分
の
住
宅
地
図
で
あ
る
。
こ
の
地
図
に
よ

っ

て

善
徳
の
家
々
の
お
お
よ
そ
の
配
置
と
道
路
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、

家
々
の
散
在
の
状
態
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
川
沿
い
の
か
ず
ら
橋
付

近
が

観
光
地
化

し
て
、
こ
の
付
近
に
家
が
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
か

つ
て

は
高
い
と
こ
ろ
に
ほ
と
ん
ど
の
家
が
位
置
し
て
い
た
。
地
図
の
な
か
で
二

重
線
で
書
か
れ
て
い
る
の
が
最
近
で
き
た
自
動
車
の
通
行
が
可
能
な
村
道
で
あ

り
、
点
線
が
む
か
し
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
幅
わ
ず
か
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
旧
道

で

あ
る
。
家
々
に
至
る
旧
道
は
基
本
的
に
川
沿
い
の
国
道
か
ら
急
斜
面
を
ほ
ぼ

縦
に
貫
く
道
と
、
等
高
線
に
沿
っ
て
横
に
家
々
を
結
ぶ
道
の
二
つ
で
構
成
さ
れ

て

い

る
。
縦
の
旧
道
を
通
れ
ば
極
め
て
短
時
間
の
う
ち
に
高
い
家
ま
で
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
通
学
や
他
所
へ
で
か
け
る
場
合
に
こ
の
道
は
よ
く
利
用
さ
れ

た
。
こ
の
二
つ
の
道
は
善
徳
の
社
会
関
係
の
反
映
で
も
あ
る
。

　
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
行
政
的
に
は
現
在
の
善
徳
は
橋
の
谷
を
境
に
し
て
東

と
西
に
わ
か
れ
、
さ
ら
に
東
は
善
徳
名
越
、
東
の
東
、
東
の
西
の
三
地
区
に
、

西

は
西
の

東
、
西
の
西
、
か
ず
ら
橋
の
三
地
区
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
東
西
の

区
分
は
戦
前
か
ら
も
あ
っ
た
が
、
東
西
の
な
か
を
さ
ら
に
細
か
く
区
分
す
る
よ
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図3　善徳の近隣組織の構成

う
に
な
っ
た
の
は
戦
時
中
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
行
政
的
な
区
分
と
は
別

に
善
徳
に
は
「
ナ
ナ
ム
ラ
ナ
ナ
ミ
ョ
ウ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
ド
イ
と
よ
ば

れ

る
有
力
家
を
中
心
に
七
つ
の
組
（
ホ
ウ
ジ
）
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

て

い

る
。
現
在
は
ド
イ
の
家
が
絶
え
て
な
く
な
っ
た
組
も
あ
る
が
、
村
の
人
の

話
に

よ
れ
ば
ド
イ
と
は
士
族
の
最
下
位
で
あ
っ
て
、
こ
の
家
を
中
心
に
一
〇
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

二
〇
軒
の

家
が

つ
い
て

組
が
構
成

さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
七
組
と
は
東
か
ら
片

山
組
、
茗
荷
組
、
地
平
組
、
栗
岡
（
久
及
）
組
、
友
行
組
、
大
久
保
組
、
田
ノ

窪
組
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
に
は
か
つ
て
は
氏
神
（
ナ
カ
ミ
サ
ン
と
も
よ
ば

れ

る
）
と
太
子
堂
（
ウ
ジ
ボ
ト
ケ
と
も
よ
ば
れ
る
）
が
あ
っ
た
例
が
多
い
が
、

大
正
初
期
に
合
祀

さ
れ
た
神
社
も
あ
っ
て
、
現
在
は
こ
の
二
つ
が
す
べ
て
の
組

に
必
ず
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
氏
神
が
組
と
は
別
の
組
織
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た

り
、
堂
は
む
か
し
か
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
組
も
あ
り
、
こ
の
点
は
斉

一
的
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
が
ひ
と
つ
に
は
善
徳
の
組
の
構
成
を
複
雑
に
し
て

い

る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　

こ
の
七
つ
の
組
は
お
お
ま
か
に
い
え
ば
行
政
的
な
区
分
に
対
応
し
て
い
る

が
、
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
組
も
あ
る
。
現
在
の
善
徳
の
村
人
に
と
っ
て
も
こ

の

組
と
行
政
的
区
分
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
あ
る
い
は
善
徳
の
組
組
織
は
そ
う
し
た
性
格
を
持
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
こ
の
組
の
構

成
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
図
3
は
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
主
と
し
て
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善
徳
西
の
組
の
構
成
で
あ
る
。
善
徳
西
は
組
と
し
て
は
ほ
ぼ
六
つ
の
組
、
す
な

わ
ち

栗

岡
組
、
友
行
組
、
伊
呂
浦
組
、
田
ノ
窪
組
、
大
久
保
組
、
平
松
組
に
分

か
れ

る
。
こ
れ
ら
の
組
の
特
徴
と
し
て
つ
ぎ
の
諸
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
に
こ
れ
ら
の
組
は
い
う
ま
で
も
な
く
近
隣
の
家
々
を
組
織
化
し
た
も

の

で
あ
る
が
、
近
隣
は
ど
の
よ
う
な
家
を
指
し
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
考
え

る
な
ら
、
横
に
走
る
旧
道
を
中
心
に
い
わ
ぽ
等
高
線
上
に
あ
る
家
々
を
組
織
化

し
た
水
平
的
な
組
と
、
縦
の
旧
道
を
軸
に
し
て
家
々
を
組
織
化
し
た
垂
直
的
な

組
と
が
あ
る
。
こ
の
区
分
は
実
際
に
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
栗
岡
組
、
大
久
保

組
、
伊
呂
浦
組
は
前
者
に
含
ま
れ
る
し
、
友
行
組
、
田
ノ
窪
組
、
平
松
組
は
後

者
の
組
織
形
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
組
の
範
囲

の

差
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
図
3
に
示
し
た
友
行
組
は
大
正
九
年

生

ま
れ
の
女
性
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て

明
治
三
十
年
生
ま
れ
の
男
性
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
友
行
組
は
点
線
で

示

し
た
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
は
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
。
後
者
は
む
し
ろ

水
平
的
に
組
織

さ
れ
た
組
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
間
に
何
ら
か
の
形
で
再
編

成
が

な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
大
正

初
年
に
行
わ
れ
た

神
社
合
祀
で
あ
る
。
こ
の
年
に
栗
岡
組
、
友
行
組
、
伊
呂
浦

組
、
田
ノ
窪
組
、
大
久
保
組
の
五
つ
の
氏
神
が
合
祀
さ
れ
て
五
社
神
社
が
造
ら

れ
、
そ
れ
と
と
も
に
太
子
堂
の
再
編
成
も
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
神
社

は
現
在
で

も
こ
の
五
つ
の
組
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
明
治
三

十
年
生
れ
の

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
を
中
心
と
す
る
七
つ
の
ム

ラ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
数
は
同
数
で
は
な
か
っ
た
が
、
神
社
合
祀
の
の
ち
善
徳

西

で
は
五
三
軒
を

四

つ
の

組
に
分

け
た
と
い
う
。
図
3
で
は
六
五
、
六
七
の
家

が

栗

岡
組
と
友
行
組
の
両
方
に
、
ま
た
三
三
の
家
が
友
行
組
と
田
ノ
窪
組
の
両

方
に
所
属
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
差
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
に
大
正
期
に
お
け
る
組
の
再
編
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
再
編

に

よ
っ
て
善
徳
の
組
組
織
は
、
水
平
的
な
構
成
か
ら
垂
直
的
な
構
成
へ
変
化
し

た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
組
と
行
政
的
な
区
分
と
の
関
係
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
栗
岡
組
の
場

合
の
よ
う
に
善
徳
の
西
の
家
と
東
の
家
の
双
方
を
含
ん
で
い
る
例
が
あ
る
。
他

の

組
で
は
こ
う
し
た
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
類
似
し
て
聖
神
社
（
ヒ

ジ

リ
オ
ジ
ン
シ
ャ
）
と
そ
の
そ
ば
に
あ
る
太
子
堂
が
、
善
徳
西
と
東
に
ま
た
が

る
家
々
で
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
伊
呂
浦
組
の
五
軒
と

茗
荷
組
の
五
軒
で
あ
る
。
聖
神
社
と
太
子
堂
は
現
在
は
伊
呂
浦
組
に
あ
る
が
、

か

つ
て

は
茗
荷
組
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
伊
呂
浦
組
の
ほ
か
の
家
は
こ
れ
に

関
係
が
な
い
し
、
ま
た
茗
荷
組
の
ほ
か
の
五
軒
は
東
の
東
の
二
〇
数
軒
と
組
ん

で
、
別
の
氏
神
と
太
子
堂
を
祀
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
見
る
と
、
善

徳
に
お
け

る
近
隣
組
織
は
伝
統
的
な
七
つ
の
組
組
織
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
あ

ら
た
に
行
政
的
な
区
分
が
な
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
際
部
分

的
に
は
組
の
構
成
と
矛
盾
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
現
在
で
は
伝
統
的
な
組
よ
り
も
行
政
的
な
区
分
の
方
が
人
々
に
明
確
に
意
識

187



皿　各論一（2）徳島県祖谷山地方

さ
れ
、
ま
た
の
ち
に
述
べ
る
祭
祀
組
織
の
単
位
と
も
な
っ
て
よ
り
強
い
機
能
を

果

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
三
は
組
の
最
も
重
要
な
機
能
は
氏
神
と
太

子
堂
の

祭
祀
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
の
機
能
と
し
て
オ
オ
ガ
オ
と
よ
ぼ
れ
る
互

助
機
能
が
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
の
所
属
す
る
組
を
ト
ナ
リ
グ
ミ
（
コ
グ
ミ
と
も

い

う
）
、
隣
接
す
る
特
定
の
組
を
オ
オ
ガ
オ
（
フ
シ
ン
グ
ミ
と
も
い
う
）
と
よ

ん

で
互
助
関
係
を
結
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
あ
る
家
で
死
者
が
で

た
場
合
、
ト
ナ
リ
グ
ミ
は
家
の
な
か
の
仕
事
を
担
当
す
る
の
に
対
し
て
オ
オ
ガ

オ

は
穴
掘
り
や
墓
石
（
往
生
石
）
の
運
搬
を
担
当
す
る
。
た
と
え
ぽ
茗
荷
組
に

と
っ
て
は
ゴ
ウ
ナ
ル
組
が
オ
オ
ガ
オ
で
あ
る
。
ま
た
屋
敷
替
え
や
家
建
て
の
際

に

も
こ
の
オ
オ
ガ
オ
が
フ
シ
ン
グ
ミ
に
加
わ
る
し
、
か
つ
て
は
病
人
が
出
た
場

合
に
か
つ
い
で
行
く
の
も
オ
オ
ガ
オ
の
役
割
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
社
や
太
子
堂

の

当
屋
の
場
合
に
も
オ
オ
ガ
オ
が
相
互
に
援
助
し
あ
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
オ
オ
ガ
オ
の
上
に
ブ
ラ
ク
と
よ
ぼ
れ
る
単
位
が
あ
り
、
こ
れ
は
善
徳
東
の

東
、
東
の
西
、
西
の
東
、
西
の
西
の
四
つ
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
組
の
機
能

と
し
て
一
部
の
組
で
は
か
つ
て
カ
ヤ
ノ
と
よ
ば
れ
る
共
有
林
を
持
っ
て
い
た
。

現
在
で
は

こ
れ
は
植
林
地
と
な
っ
て
い
る
。

　
善
徳
は
極
め
て
広
い
地
域
に
家
々
が
散
在
し
て
お
り
、
同
じ
善
徳
の
村
内
で

あ
っ
て
も
遠
く
の
家
に
つ
い
て
の
知
識
は
乏
し
い
し
、
組
に
つ
い
て
も
自
分
の

家
の

属
す
る
組
は
別
と
し
て
、
ほ
か
の
組
に
つ
い
て
は
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い

な
い
。
た
と
え
ぽ
善
徳
西
の
人
は
、
善
徳
東
に
つ
い
て
正
確
な
認
識
を
も
っ
て

い

な
い
ば
か
り
で
な
く
、
上
の
組
の
人
は
下
の
組
に
つ
い
て
は
正
確
な
知
識
が

な
い
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
善
徳
の
近
隣
関
係
は
極
め
て
視
野
的
に
、
自
己
中
心

的
に
構
成
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
善
徳
の
村
落
構
造

は
極
め
て
拡
散
的
な
構
造
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
②
祭
祀
組
織

　
善
徳
に
お
け
る
重
要
な
祭
祀
対
象
は
神
社
と
太
子
堂
で
あ
る
。
神
社
に
は
さ

き
に
述
べ
た
ほ
ぼ
組
を
単
位
と
す
る
氏
神
の
ほ
か
に
善
徳
全
体
の
神
社
が
あ

る
。
こ
れ
が
天
神
神
社
（
天
満
宮
、
テ
ン
ジ
ン
サ
マ
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
っ

て
、
集
落
か
ら
は
る
か
上
の
山
の
中
に
あ
り
、
古
く
か
ら
の
家
＝
五
軒
で
祀

　
　
（
1
2
）

っ

て

い

る
。
太
子
堂
も
組
の
太
子
堂
の
ほ
か
に
イ
ッ
ト
ウ
の
オ
ダ
イ
シ
と
よ
ば

れ

る
善
徳
全
体
の
太
子
堂
が
あ
る
。
こ
の
太
子
堂
も
ま
た
古
く
か
ら
あ
る
＝

五
軒
の

家
々
で
祀
ら
れ
て
い
る
。
天
神
神
社
と
イ
ッ
ト
ウ
の
太
子
堂
で
か
か
る

費
用
は
こ
の
＝
五
軒
で
負
担
し
、
ト
ウ
ヤ
も
こ
の
＝
五
軒
が
務
め
る
。
こ

こ
で
は
こ
の
イ
ッ
ト
ウ
の
神
社
と
太
子
堂
、
善
徳
西
の
五
つ
の
組
で
祀
っ
て
い

る
五
所
神
社
、
お
よ
び
西
と
東
に
ま
た
が
る
一
〇
軒
で
祀
っ
て
い
る
聖
神
社
と

太
子
堂
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
善
徳
全
体
の
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
天
神
神
社
と
太
子
堂
（
オ
ダ
イ
シ
）
の
祭
祀

は

い
ず
れ
も
当
屋
制
に
も
と
つ
い
て
行
わ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
別
々
の
方
法
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
天
神
神
社
の
祭
祀
で
は
各
ブ
ラ
ク
か
ら
ニ
ー
三
人
の

ト
ウ
ヤ
が
出
て
祭
を
担
当
し
た
。
こ
の
場
合
、
ブ
ラ
ク
は
東
の
東
、
東
の
西
、

西
の

東
、
西
の
西
の
四
区
分
を
指
す
。
ブ
ラ
ク
の
な
か
で
は
一
定
の
順
序
に
し
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た
が

っ

て

当
屋
を
選
定
し
た
。
同
時
に
各
ブ
ラ
ク
は
ッ
カ
ワ
レ
と
呼
ぽ
れ
る
手

伝
い
人
を

二
ー
三
人
出
し
た
。
こ
の
際
忌
み
が
か
か
っ
た
ブ
ク
ニ
ン
は
当
屋
を

務
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
オ
ダ
イ
シ
の
当
屋
は
一
年
交
代
で

各
ブ
ラ
ク
を
ま
わ
り
、
各
ブ
ラ
ク
で
は
希
望
す
る
家
が
当
屋
を
務
め
た
。
希
望

す

る
家
と
は
屋
根
替
え
を
し
た
家
と
か
、
新
築
し
た
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

五
、
六
年
前
か
ら
は
こ
う
し
た
別
々
の
当
屋
制
を
あ
ら
た
め
て
一
本
化
し
た
。

す

な
わ
ち
一
年
単
位
で
天
神
神
社
と
オ
ダ
イ
シ
の
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
ブ
ラ
ク

（
ト
ウ
ヤ
グ
ミ
と
呼
ば
れ
る
）
を
決
め
て
、
そ
の
な
か
か
ら
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
と

呼
ぽ

れ

る
ト
ウ
ヤ
を
行
事
ご
と
に
選
定
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
ブ
ラ
ク
順
は

東
の

西

↓
東
の
東
↓
西
の
西
↓
西
の
東
で
あ
る
。
行
事
は
天
神
神
社
の
春
祭

（
旧
三
月
二
十
五
日
）
、
夏
祭
（
旧
六
月
二
十
五
日
）
、
春
の
オ
ダ
イ
シ
（
三
月

二
十
一
日
）
、
夏
の
オ
ダ
イ
シ
（
七
月
二
十
一
日
）
の
四
回
あ
る
の
で
、
毎
年

四
軒
が
交
代
で
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
二
年
の
場
合
、
東
の

西
が

ト
ウ
ヤ
グ
ミ
に
あ
た
っ
て
お
り
、
茗
荷
組
が
オ
ダ
イ
シ
の
ホ
ン
ケ
ト
ウ

ヤ
、
ゴ
ウ
ナ
ル
組
が
天
神
神
社
の
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
二
組

は
相

手
が
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
場
合
に
は
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
オ
オ
ガ
オ
の
互
助
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。

　
一
九
八
二
年
七
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
オ
ダ
イ
シ
の
行
事
の
事
例
で
見
る

と
、
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
は
善
徳
全
体
の
家
々
か
ら
金
を
集
め
て
、
こ
の
行
事
の
運

営
に
あ
た
る
。
前
日
か
ら
オ
ダ
イ
シ
へ
の
お
供
え
と
し
て
餅
二
升
を
掲
き
、
ま
た

安
楽
寺
か
ら
く
る
僧
（
オ
ズ
シ
と
呼
ぶ
）
の
弁
当
を
作
る
。
当
日
は
一
二
時
半

頃
か
ら
イ
ッ
ト
ウ
の
太
子
堂
で
行
事
が
は
じ
ま
る
。
オ
ダ
イ
シ
の
行
事
は
オ
ズ

シ

の

読
経

と
説
教
が
中
心
で
あ
っ
て
、
途
中
で
詣
り
に
来
た
人
々
の
あ
い
だ
に

大
般
若
経
が
一
冊
ま
わ
さ
れ
る
。
詣
り
に
来
た
人
々
は
オ
ズ
シ
に
挨
拶
を
し
、

供
物
を

出
し
て
詣
っ
た
あ
と
、
オ
ズ
シ
が
持
っ
て
き
た
水
札
を
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ

か

ら
一
枚
三
〇
円
で
買
っ
て
、
そ
れ
を
太
子
堂
の
境
内
の
入
口
に
作
っ
た
ミ
ズ

ダ
ナ
に
供
え
る
。
こ
れ
は
先
祖
の
供
養
で
あ
っ
て
、
先
祖
の
数
だ
け
水
札
を
求

め

る
と
い
う
。
あ
る
家
で
は
こ
の
と
き
五
枚
の
水
札
を
買
っ
た
。
そ
の
内
訳
は

先
祖
代
々
、
父
母
、
夫
、
夫
の
弟
の
五
人
分
だ
と
い
う
。
ま
た
別
の
家
で
は
子

供
三
人
分
の

水
札
を

買
っ
て
い
た
。
一
〇
枚
以
上
の
水
札
を
買
っ
て
い
る
人
も

い

た
。
オ
ダ
イ
シ
の
行
事
は
こ
の
よ
う
に
祖
先
祭
祀
の
要
素
も
含
ん
で
い
る
。

水
札
を

供
え
終
わ
る
と
人
々
は
堂
内
に
あ
が
っ
て
、
オ
ズ
シ
の
読
経
や
説
教
を

聞
く
。
な
か
に
は
ま
わ
っ
て
き
た
大
般
若
経
を
肩
や
背
中
や
足
に
あ
て
る
人
も

い

る
。
二
時
頃
に
オ
ズ
シ
の
説
教
が
終
わ
る
と
、
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
は
オ
ズ
シ
に

弁
当
を
出
し
、
村
の
人
に
も
た
く
さ
ん
の
菓
子
と
酒
を
出
す
。
こ
の
あ
と
夕
方

ま
で
ト
ウ
ヤ
グ
ミ
の
直
会
が
続
く
。
こ
の
日
ト
ウ
ヤ
グ
ミ
が
帰
っ
て
オ
ダ
イ
シ

の
行
事
が
終
わ
っ
た
の
は
六
時
近
く
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
時
オ
ズ
シ
が
持
っ

て

き
た
「
十
六
善
神
皆
来
守
護
大
般
若
寳
牌
　
安
楽
寺
」
と
書
か
れ
た
札
を
六

枚
ホ

ン

ケ

ト
ウ
ヤ
が
受
け
取
り
、
こ
れ
を
竹
の
先
端
に
さ
し
て
か
ず
ら
橋
や
橋

の

谷
な
ど
村
の
入
口
の
六
ヵ
所
に
立
て
る
。
こ
れ
は
村
に
悪
霊
が
入
る
の
を
防
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ぐ
祈
願
で
あ
り
、
ま
た
別
の
意
味
で
は
こ
れ
は
村
境
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。

　
つ
ぎ
に
善
徳
西
の
五
つ
の
組
で
祀
っ
て
い
る
五
所
神
社
の
当
屋
制
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
よ
う
。
五
所
神
社
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
善
徳
西
に
あ
っ
た

五
つ
の

神
社
を
大
正
初
年
に
合
祀
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
神
神
社
が
善
徳
の
古

い
家
を

中
心
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
五
所
神
社
の
氏
子
は
五

つ
の

組
の
全
戸
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
で
も
平
松
組
を
除
く
善
徳
西
の
全

戸
か

ら
毎
年
当
屋
を
決
め
て
祀
っ
て
い
る
。
ト
ウ
ヤ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
五
所

神
社
の
行
事
は
年
に
三
回
、
旧
三
月
二
十
六
日
の
モ
モ
テ
と
旧
六
月
九
日
、
旧

九

月
九
日
の
オ
モ
シ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
年
に
三
人
が
ト
ウ
ヤ
を
務
め

る
。
忌
み
が
か
か
っ
た
ブ
ク
ニ
ン
は
も
ち
ろ
ん
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
う
ち
モ
モ
テ
の
ト
ウ
ヤ
は
氏
子
の
な
か
か
ら
希
望
に
よ
っ
て
決
め

る
。
家
を
新
築
し
た
り
屋
根
替
え
を
し
た
家
な
ど
が
希
望
し
て
ト
ウ
ヤ
を
務
め

る
。
た
と
え
ぽ
一
九
八
一
年
の
ト
ウ
ヤ
は
、
大
阪
に
長
く
出
て
い
た
の
ち
今
年

家
を
新
築
し
て
ひ
き
あ
げ
て
帰
っ
て
来
た
人
が
、
「
家
を
つ
く
っ
た
か
ら
ト
ウ

ヤ

を

や

ら
せ
て
く
れ
」
と
い
っ
て
務
め
た
と
い
う
。
オ
モ
シ
の
ト
ウ
ヤ
は
希
望

に

よ
っ
て
務
め
る
人
が
い
な
い
の
で
、
五
所
神
社
の
世
話
人
が
、
ま
だ
ト
ウ
ヤ

を

務
め
て
い
な
い
家
を
選
ん
で
依
頼
す
る
。
こ
の
順
序
は
だ
い
た
い
決
ま
っ
て

い

る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
断
る
家
も
あ
る
と
い
う
。
三
月
の
モ
モ
テ

に
は
的
を

射

る
行
事
が
あ
る
。
モ
モ
テ
の
行
事
の
費
用
は
全
戸
か
ら
平
等
に
集

め

る
。
前
日
に
氏
子
の
家
々
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
ト
ウ
ヤ
の
家
で
的
を
作
る
。

当
日
は
西
祖
谷
山
村
重
末
の
八
幡
神
社
か
ら
神
主
（
オ
タ
ユ
ウ
と
よ
ぽ
れ
る
）

が

来
る
。
モ
モ
テ
は
こ
の
オ
タ
ユ
ウ
と
ト
ウ
ヤ
の
ほ
か
に
、
弓
を
射
る
イ
ゴ
シ

お

よ
び
お
茶
を
わ
か
す
ツ
カ
ワ
レ
を
中
心
に
行
わ
れ
る
。
イ
ゴ
シ
は
結
婚
し
て

い

る
男
一
〇
人
か
＝
一
人
が
な
る
。
ド
イ
の
家
の
も
の
は
毎
年
イ
ゴ
シ
を
務
め

る
。
イ
ゴ
シ
は
つ
ぎ
の
年
に
は
ツ
カ
ワ
レ
に
な
る
。
イ
ゴ
シ
と
ツ
カ
ワ
レ
は
組

単
位
に
割
当
て
を
し
て
出
す
。
六
月
と
九
月
の
オ
モ
シ
は
オ
タ
ユ
ウ
が
来
て
お

参
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
五
所
神
社
の
当
屋
制
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ト
ウ
ヤ

の

順
序
が
明
確
に
規
定
さ
れ
ず
に
希
望
に
よ
っ
て
務
め
る
と
い
う
要
素
が
含
ま

れ
て

い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
々
組
の
太
子
堂
の
当
屋
制
に
も
み
と
め
ら

れ

る
。
た
と
え
ぽ
友
行
組
の
太
子
堂
の
ト
ウ
ヤ
も
基
本
的
に
は
や
り
た
い
人
が

務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
一
九
八
〇
年
、
一
九
八
一
年
と
二
年

に
わ
た

っ

て

ト
ウ
ヤ
を
務
め
た
家
は
家
族
が
病
気
が
ち
な
の
で
務
め
た
の
だ
と

い

う
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
ト
ウ
ヤ
は
組
の
各
家
か
ら
平
等
に
金
を
集
め

て
、
供
物
や
酒
な
ど
を
買
う
費
用
に
あ
て
る
。

　

さ
ら
に
、
よ
り
小
さ
な
単
位
で
祀
ら
れ
て
い
る
聖
神
社
（
ヒ
ジ
リ
オ
ジ
ン
シ

ャ

）

と
そ
の
ぞ
ぽ
に
あ
る
太
子
堂
（
オ
ダ
イ
シ
）
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
は
か
つ
て
は
善
徳
東
の
善
徳
小
学
校
の
そ
ば
に
あ
っ
た

も
の
を
昭
和
二
十
五
年
に
移
動
し
て
、
現
在
の
善
徳
西
に
持
っ
て
き
た
も
の
で

あ
っ
て
、
善
徳
西
の
伊
呂
浦
組
の
五
軒
と
善
徳
東
の
茗
荷
組
の
一
〇
軒
で
祀
っ

て

い

る
。
ヒ
ジ
リ
オ
ジ
ン
シ
ャ
の
諸
費
用
は
伝
統
的
に
一
戸
を
か
ま
え
る
オ
モ

　
（
1
3
）

カ
ブ
の
家
々
に
平
等
に
割
り
ふ
ら
れ
、
イ
ン
キ
ョ
カ
ブ
は
出
さ
な
く
て
よ
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ジ
リ
オ
ジ
ン
シ
ャ
と
オ
ダ
イ
シ
の
新
築
に
あ
た
っ
て
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も
、
オ
モ
カ
ブ
が
均
一
に
出
し
た
ほ
か
、
チ
リ
ウ
ジ
コ
と
い
っ
て
大
阪
な
ど
に

出
て
い
る
人
に
も
呼
び
か
け
て
資
金
を
集
め
た
。
た
だ
し
こ
の
と
き
は
イ
ン
キ

ョ

カ
ブ
も
オ
モ
カ
ブ
の
半
分
の
金
を
出
し
た
。
ヒ
ジ
リ
オ
ジ
ン
シ
ャ
の
祭
り
は

年
二
回
、
旧
六
月
九
日
と
旧
九
月
九
日
の
オ
モ
シ
で
あ
る
。
こ
の
行
事
は
オ
タ

ユ

ウ
が
来
て
お
参
り
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
終
わ
っ
た
あ
と
ト
ウ
ヤ
で
直
会
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
〇
軒
の
家
が
毎
年
二
軒
ず
つ
一
定
に
順
序
で
ト
ウ
ヤ
を

務
め
る
。
こ
の
順
序
は
決
ま
っ
て
お
り
、
五
所
神
社
の
当
屋
の
よ
う
に
希
望
に

よ
っ
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
オ
ダ
イ
シ
の
祭
り
は
七
月
十
四
日
に
や
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

が
、
こ
の
と
き
は
ト
ウ
ヤ
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
善
徳
の
各
レ
ベ
ル
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た

が
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
善
徳
の
当
屋
制
の
特
徴
を
示
せ
ぽ
、
以
下
の
諸
点
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
は
善
徳
の
当
屋
制
は
聖
神
社
の
ト
ウ
ヤ
の
よ

う
に
順
序
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
る
も
の
と
、
五
所
神
社
や
友
行
組
の
太
子
堂

の

ト
ウ
ヤ
の
よ
う
に
希
望
や
指
名
に
よ
っ
て
当
屋
を
務
め
る
と
い
う
や
り
方
を

含
め
て
い
る
も
の
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
善

徳
全
体
の

天

神
神
社
と
太
子
堂
の
ト
ウ
ヤ
は
こ
の
中
間
形
態
で
あ
る
と
い
え

る
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ク
の
順
序
だ
け
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で

ど
の
家
が
ホ
ン
ケ
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
か
は
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ぽ
近
江
の
宮
座
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

格

な
当
屋
制
と
は
や
や
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
善
徳
の

祭
祀
組
織
で
は
メ
ン
バ
ー
間
の
対
等
性
は
構
造
的
に
欠
如
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
行
事
へ
の
参
加
や
行
事
に
か
か
る
費
用
の
負
担
に
お
い
て

は
、
対
等
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば

モ

モ

テ

の

的
作
り
が
、
各
家
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
出
て
行
わ
れ
る
の
は
こ
の
い
い

例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
わ
ば
短
期
的
な
対
等
主
義
で
あ
っ
て
、
長
期
的

な
対
等
主
義
を
前
提
と
す
る
厳
格
な
当
屋
制
で
は
な
い
。
善
徳
に
お
い
て
厳
格

な
当
屋
制
が
発
達
し
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
善
徳
の
家
族

が
近
江
の

よ
う
な
「
直
系
型
」
の
家
族
で
は
な
く
て
こ
れ
と
構
造
的
に
異
な

る
「
隠
居
型
」
家
族
で
あ
っ
て
、
長
期
的
な
安
定
性
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。

そ

こ
で
つ
ぎ
に
善
徳
の
家
族
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
を
分
析
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
祖
谷
の
隠
居
制
家
族
－
西
祖
谷
山
村
善
徳
の
事
例
1

ω

家
族
の
概
況

　
す
で
に
示

し
た
表
1
の
国
勢
調
査
そ
の
他
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年

以
降
西
祖
谷
山
村
の
家
族
は
日
本
全
体
の
家
族
と
同
じ
よ
う
に
形
態
的
に
大
き

な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
一
九
五
五
年
以
前
の
家
族
規
模
は
ほ
ぼ
五
・
五
人
前

後
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
に
五
・
〇
七
人
に
急
速
に
縮
小
し
た
の
を
は
じ

め

と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
大
幅
に
規
模
が
小
さ
く
な
り
、
一
九
八
七
年
に
は
三

人
を

割
っ
て
二
・
八
三
人
に
ま
で
縮
小
し
た
。
こ
れ
を
全
国
平
均
と
比
較
し
て

み

る
と
、
一
九
七
〇
年
以
前
は
西
祖
谷
山
村
の
家
族
は
全
国
平
均
を
上
回
る
規
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表4　員数別家族数

　　　（善徳西ノ西）

％例人数

22．7

13．6

15．9

18．2

9．1

9．1

6．8

4．5

10

6
7
8
4
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8

計 44　　100．0

表5　家族構成（善徳西ノ西）

％例

22．7

13．6

34．1

2．3

6．8

13．6

2．3

4．5

10

6
1
5
1
3
6
1
2

家　族　構　成

単独

夫婦のみ

夫婦＋子

母親＋子供夫婦＋孫

父親＋子供夫婦＋孫

親夫婦＋子供夫婦＋孫

祖母＋親夫婦＋子供夫婦＋孫

親夫婦＋子供夫婦＋孫＋弟

44　　1100．0計

四
四
戸

で
、
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
四
人
以
下
の
家
族
が
極
め
て
多
い
が
、

七
、
八
人
の
家
族
も
無
視
で
き
な
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
単
独
世
帯
も

二
〇
％
を
越
え
て
い
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
単
独
世
帯
の
多
く
が
老
人
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
見
る
と
、
善
徳
の
家
族
は
両
極
分
解

模
を
持
っ
て
い
た
が
、
一

九
七
〇
年

以
降
は
逆
に
大

幅
に
下
回
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
西
祖
谷
山
村

に
お

け

る
過
疎
化
の
著
し

さ
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
表
2
な
ど
か

ら
見
て
善
徳
の
家
族
も
こ

れ

と
同
様
の
変
化
を
示
し

て

い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ

こ
で
善
徳
西
の
西
を

例
に
と
っ
て
、
家
族
構
成

を
や
や
詳
し
く
見
て
み
よ

う
。
表
4
は
員
数
別
の
家

族
数

を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
善
徳
西
の
西
は
現
在

　
　
　
　
　
　

一
方

で

△O位牌で祀られている人

　　　　　　ザシキ

　　　図4　家族構成と位牌祭祀の事例

を

遂
げ
て
い
る
よ
う

に
思

え
る
。
こ
れ
は

善
徳
の
家
族
の
変
化

を

示
す
も
の
で
あ
っ

て
、
か
つ
て
は
か
な

り
員
数
の
多
い
家
族

が
一
般
的
で
あ
っ
た

が
、
最
近
に
お
け
る

過
疎
化
に
よ
っ
て
小

規
模
で
構
成
の

単
純

な

家
族
に
変
化
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
家
族

構
成
を

見
る
と
（
表

5
）
、
夫
婦
の
み
の
家
族
と
、
夫
婦
と
そ
の
子
供
の
家
族
を
あ
わ
せ
た
夫
婦
家

族
が

五
〇
％
弱
を
占
め
、
こ
れ
に
単
独
世
帯
の
二
二
・
七
％
を
あ
わ
せ
る
と
七

〇
％
以
上
の
家
族
が
極
め
て
単
純
な
構
成
の
家
族
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
祖
母
＋
親
夫
婦
＋
子
供
夫
婦
＋
孫
の
家
族
や
、
親

夫
婦
＋

子
供
夫
婦
＋
孫
＋
弟
の
家
族
の
よ
う
に
、
極
め
て
複
雑
な
構
成
の
家
族

も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
直
系
家
族
は
一
一
例
（
二
五
％
）
、
傍
系
家
族
は
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二
例
（
四
・
五
％
）
で
あ
る
。

　
い

ま
夫
婦
家
族
よ
り
複
雑
な
構
成
を
持
つ
こ
れ
ら
の
二
二
の
家
族
に
つ
い

て
、
隠
居
を
実
際
に
や
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
と
、
九
例
の
家
族
で
は
何

ら
か
の
形
で
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
三
例
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
（
一
例

は
不
明
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
善
徳
で
は
か
つ
て
よ
り
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
現
在
で
も
か
な
り
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
老

人
の

単
独
世
帯
は
子
供
た
ち
が
大
阪
に
出
た
り
、
ま
た
善
徳
の
な
か
で
国
道
沿

い
に
家
を
建
て
て
別
居
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
高
い
場
所
に
あ
る
古

く
か
ら
の
家
が
隠
居
屋
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
隠
居

制
家
族
と
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
族
構
成
か
ら
見
て
隠
居
す
る

条
件
が

あ
り
な
が
ら
隠
居
を
し
て
い
な
い
家
族
や
代
々
隠
居
を
し
て
い
な
い
家

族

も
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
善
徳
の
隠
居
制
は
徹
底
を
欠
い
て
い
る
と
い

北一く十一一

ン

え
よ
う
。
隠
居
を
代
々
や
っ
て
い
な
い
家
族
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
図
4
の
通

り
で
あ
る
。
図
は
世
帯
主
の
長
男
が
結
婚
し
た
時
の
家
族
構
成
を
示
し
た
も
の

で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
当
時
こ
の
家
族
は
二
二
人
の
直
系
家
族
で
あ
っ
た

が
、
隠
居
を
せ
ず
に
ネ
マ
、
ネ
マ
、
ザ
シ
キ
に
こ
の
＝
二
人
が
暮
ら
し
て
い

た
。
隠
居
を
や
ら
な
く
て
も
夫
婦
単
位
に
屋
を
別
に
す
る
の
は
、
日
本
の
直
系

家
族

に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
家
族
に
は
祖
父
と
孫
が
同
じ

部
屋
に
寝
た

り
、
世
帯
主
夫
婦
が
末
子
と
一
緒
に
寝
た
り
す
る
な
ど
注
目
す
べ

き
事
実
も
あ
る
。
こ
の
家
族
の
位
牌
祭
祀
を
見
る
と
、
現
在
位
牌
で
祀
ら
れ
て

い

る
の
は
、
当
時
の
世
帯
主
、
妻
（
世
帯
主
は
婿
養
子
）
の
祖
父
母
、
妻
の
両

親
、
子
供
で
あ
っ
て
、
日
本
の
一
般
的
な
直
系
型
家
族
に
お
け
る
位
牌
祭
祀
と

変
わ
り
が
な
い
。

夕
v
コ
置
場

（現
在
物
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
便
所

旧牛小屋

製米室

物 カマヤ
置

ネナカノマ

る （8）

ザ ザ

神シ シ

仏 棚キ キ

壇 （7．5） （7．5）

ヘヤの聾ヤ
1

l

l工
丁ン
？
3

1　オ
1パオ
1シブ
←ラタ

チャノマ㈲

　　TVo

ザ
シ
キ

㈲

ネ

マ
③

オ

モ

ヤ

　　

ゲ
ー
（
種
を
蓄
わ
え
る
）
　
　
ヘ
ヤ

　　クラカマヤ←

　　　　　　　十

　　　　　　　　先祖代々墓団

図5　オモヤとヘヤの間取りの一例
　　　（事例1）
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②
　
イ
隠
居
制
家
族
の
諸
事
例

　
善
徳
の
隠
居
の
基
本
形
態
は
親
夫
婦
の
隠
居
と
隠
居
分
家
で
あ
る
。
し
か
し

親
夫
婦
が
子
供
を
つ
れ
て
隠
居
す
る
「
親
丁
隠
居
」
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

夫
婦
隠
居
の

場
合
．
‥
も
、
棟
は
も
と
よ
り
食
事
や
財
産
も
別
に
す
る
極
め
て
独

立
性
の

高
い
隠
居
形
態
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
善
徳
の
隠
居
制
家
族
の
考

察
に
あ
た
っ
て
ま
ず
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　

［事
例

1
］
親
子
隠
居

　

の

事
例
（
善
徳
西
の
西
）

羅
、

、

の

家肇
は
先
代
、

れ
先
・
代
に
お
い
て
も
隠
居

シヤ

が

行
わ
れ
た
。
善
徳
で
は

の〕
主
屋
を
オ
モ
ヤ
、
隠
居
屋

口醐
を

ヘ
ヤ

と
よ
ぶ
が
、
。
の

　の

家
族
の
場
合
に
は
古
く
か

雛
ら
ヘ
ヤ
が
あ
三
が
、
一

制居

九
六
〇
年
に
長
男
に
嫁
を

隠　

迎
え

る
前
に
ヘ
ヤ
を
新
築

ヨ顎
し
た
。
・
の
家
の
屋
敷
内

　

に
お

け
る
家
屋
の
配
置
は

　

図
5
に
示
す
通
り
で
あ

麟

写真4　手前がインキョヤ、向こうがオモヤ

マ

ヤ

（炊
事
場
）
を
別
に
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
な
く
、

る
。
神
棚
や
仏
壇
は
オ
モ
ヤ
に
あ
る
が
ヘ
ヤ
に
は
な
い
。
善
徳
で
は
祖
先
祭
祀

は
オ

モ

ヤ

の
方

で

行
わ
れ
る
。
こ
の
屋
敷
の
前
に
は
こ
の
家
の
畑
が
広
が
っ
て

い

る
が
、
そ
の
う
ち
ヘ
ヤ
の
前
方
に
は
イ
ン
キ
ョ
ガ
ト
ク
と
呼
ぼ
れ
る
隠
居
の

畑
、
オ
モ
ヤ
の
前
方
に
は
オ
モ
ガ
ト
ク
と
呼
ぽ
れ
る
オ
モ
ヤ
の
畑
が
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
家
族
で
は
一
九
六
〇
年
に
長
男
に
嫁
を
迎
え
た
あ
と
一
年
間
は
一

る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
そ

れ
ぞ

れ
別

の
機
能
を
持
っ

た

さ
ま
ざ
ま
な
家
屋
や
小

屋
が
屋
敷
内
に
建
て
ら
れ

て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
屋
敷
の
構
造
は

す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
（
岡
正
雄
一
九
五

八
）
、
隠
居
制
家
族
に
お

け
る
屋
敷
の
構
造
の
典
型

を
な

す
も
の
で
あ
る
。
こ

の

家
の

場
合
に

は

ヘ
ヤ

は

屋

敷
の
一
番
西
側
に
あ

る
。
ヘ
ヤ
と
オ
モ
ヤ
は
力

　
便
所

も
別
に
し
て
い
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緒
に
暮

ら
し
て
い
た
が
、
一
年
後
に
親
夫
婦
は
娘
の
夫
と
そ
の
二
人
の
娘
を
連

れ
て

隠
居

し
た
（
図
6
）
。
こ
の
と
き
オ
モ
ヤ
に
は
長
男
と
嫁
だ
け
が
残
っ
た
。

隠
居
に

あ
た
っ
て
は
畑
を
半
々
程
度
に
分
け
た
。
オ
モ
ガ
ト
ク
は
約
五
反
、
イ

ン

キ
ョ

ガ

ト
ク
は
約
四
反
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
祖
の
位
牌
は
オ
モ
ヤ
の
方
に

置
い
て
き
た
。
そ
の
後
五
年
ぐ
ら
い
経
過
し
て
の
ち
、
長
男
夫
婦
が
国
道
沿
い

②1982年の家族構成

祖谷の隠居制家族

　①1961年隠居時の家族構成

ヤ

　
　
　
　
　
　
ロ

，’

△＝＝C

、

　　　　、1960

L＝O
l　　B2

3　　21

オモヤ

モ

リ
オ
お

7兎う一△

　CI　　　C2

＼5　2ノ
　　　　　　’　、　　　　　　　　　　　’
　、、、　　　　　，’

図6　隠居制家族の事例1

に
新

し
い
家
を
建
て

て

移
っ
た
の
で
、
現

在
こ
の
家
に
は
A

1
・
A
2
夫
婦
だ
け

が

ヘ
ヤ

で
生
活

し
て

い

る
。
長
男
夫
婦
も

と
き
ど
き
も
ど
っ
て

く
る
が
、
生
活
の
本

拠
は
下
に
移

し
た
の

で
、
位
牌
も
下
の
家

に
お

ろ
し
て
い
る
。

親
夫
婦
も
と
き
に
は

下
の

長
男
夫
婦
の
と

こ
ろ
へ
行
く
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。
こ
の

点
に
お
い
て
は
こ
の
事
例
は
善
徳
の
昔
か
ら
の
家
自
体
が
隠
居
屋
化
し
た
事
例

で

も
あ
る
。
隠
居
に
つ
い
て
は
A
1
は
「
善
徳
に
は
隠
居
す
る
家
と
し
な
い
家

が

あ
る
。
ワ
カ
イ
シ
と
は
食
べ
物
が
ち
が
う
し
、
う
ち
の
ぼ
あ
さ
ん
は
好
き
嫌

い
が

あ
る
の
で
別
々
の
ほ
う
が
い
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
家
の
墓
は
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
も
コ
マ
ッ
ノ
ト
ウ
と
よ
ば
れ
る
場
所
に
あ
る
共
同
墓
地
に
あ
る
が
、
屋
敷
の

ま
わ
り
に
あ
っ
た
墓
を
一
九
八
五
年
に
集
め
て
「
故
遠
津
祖
先
之
墓
」
と
し
て

祀
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
図
6
の
右
下
の
墓
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
嘉
永
元
年

（
一
八
四

八
年
）
の
年
号
の
入
っ
た
男
の
石
塔
も
あ
る
。

　

こ
の
事
例
は
善
徳
に
お
け
る
隠
居
制
家
族
の
典
型
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
こ
の
事
例
で
は
親
夫
婦
に
娘
の
夫
や
そ
の
子
が
同
行
し
て
い
る
が
、
形
態

的
に
は
こ
の
隠
居
は
親
夫
婦
が
長
男
以
外
の
子
供
を
連
れ
て
隠
居
す
る
親
子
隠

居
の

形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
隠
居
の
時
期
は
長
男
の
結
婚
後
一
年
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
善
徳
の
隠
居
と
し
て
は
比
較
的
早
い
。
隠
居
屋
と
主
屋
は
別

棟
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
食
事
や
財
産
を
別
に
し
て
お
り
、
隠
居
の
独
立
性
が

極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
［
事
例
2
］
単
独
隠
居
の
事
例
（
善
徳
西
の
西
）

　

こ
れ
は
同
棟
内
の
隠
居
の
事
例
で
あ
る
（
図
7
）
。
B
2
は
一
九
五
八
年
に

東
祖
谷

山
村
か
ら
嫁
に
き
た
。
当
時
こ
の
家
の
家
族
は
夫
の
母
、
夫
、
夫
の
兄

弟
姉
妹
（
四
人
）
の
六
人
家
族
で
あ
っ
た
。
夫
の
父
は
前
年
に
死
亡
し
て
い

た
。
結
婚
後
十
数
年
間
は
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
一
九
七
二
年
に
な
っ
て

夫
の

母
が

「
食
べ
も
の
が
違
う
。
ひ
と
り
で
食
べ
た
い
」
と
い
っ
て
、
ひ
と
り

195



ロ　各論一」2）徳島県祖谷山地方

②1987年の家族構成と位牌祭祀

⑫〒
1
▲

円

　　　　’　　　　　　　　　　　　1

　　　　155　49　・
　　　　、　　　　　　　　　　　　1
　　　　　、　　　　　　　　　　　　1
　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　‘

　　　　　1　　　　　　；
　　　　　1　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　オ

　　　　　、；；ノ
　　　　　1　　　　　　　　　ワ’
　　　　　、　　　　　　　　　　　　’
　　　　　、　　　　　　　，’
　　　　　、　　　　　　　　　　’

①1972年隠居時の家族構成
　　　　，”一A、、
　　　　’　　　　　　　　、
　　　ロ　　　　　　　　ロ

　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　、　Cl　　　C2　，
　　も　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　＼　1　　　7　，’
　　、　　　　　　　　　　　　　　！
　　、、　　　　　　　　　　ノ

（ム⑳は祀っている位牌）

図7　隠居制家族の〔事例2〕

で

同
じ
棟
の
ザ
シ
キ
に
隠
居
し
た
。
そ
の
前
か
ら
母
親
は
ザ
シ
キ
に
い
た
の
で

場
所
を

替
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ザ
シ
キ
に
は
炊
事
場
は
な
い
が
、
隠
居

　

と
と
も
に
食
事
を
別
に
し

　

た
。
し
か
し
子
供
が
帰
っ

屋家
て
来
た
と
き
や
盆
、
正

とW
月
、
祭
の
と
き
に
は
オ
モ

卿
ヤ

で
み
ん

な
で
一
緒
に
食

幻
べ

る
。
ま
た
イ
ン
キ
ョ
ガ

例事
ト
ク
と
し
て
わ
ず
か
で
は

〔励
あ
る
が
畑
を
分
け
た
。
仏

舷
壇
は
ザ
シ

キ

に

あ
る
の

願
で
・
先
祖
の
祭
祀
は
母
親

5
が
現
在
も
や
っ
て
い
る
。

真写

現
在
こ
の
家
族
で
祀
っ
て

　

い

る
位
牌
は
図
に
示
す
通

　

り
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な

位
牌
祭
祀
形
態
と
い
え
る
。
一
番
古
い
先
祖
の
位
牌
が
女
性
で
あ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
家
族
で
は
最
近
コ
マ
ッ
ノ

ト
ウ
の
共
同
墓
地
が
遠
い
の
で
、
家
の
ぞ
ぽ
に
先
祖
代
々
の
墓
を
作
っ
た
。

　
こ
の
事
例
は
同
じ
棟
の
な
か
で
の
単
独
の
隠
居
と
い
う
点
で
、
善
徳
の
隠
居

の

な
か
で
も
極
め
て
め
ず
ら
し
い
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な

形
態
で
あ
っ
て
も
隠
居
が
行
わ
れ
る
の
は
、
善
徳
に
お
い
て
は
隠
居
の
考
え
方
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祖谷の隠居制家族

が
極
め
て

強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
［
事
例
3
］
夫
婦
隠
居
と
親
子
隠
居
の
事
例
（
善
徳
西
の
東
）

　

こ
の
家
族
で
は
昔
か
ら
各
世
代
に
わ
た
っ
て
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
た
。
「
別
に

仲
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
隠
居
を
す
れ
ば
ど
ち
ら
も
気
楽
に
生
活
が
で
き
る
。

ワ
カ
イ
シ
も
ゆ
っ
く
り
起
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
食
事
の
好
み
も
違
う
し
、
隠

居
が

い
い
」
と
現
在
の
世
帯
主
も
語
る
よ
う
に
、
隠
居
し
た
ほ
う
が
暮
ら
し
や
す

写真6　屋敷神として祀られている始祖

い

と
い
う
。
現
在
の
隠
居

屋

は
古
く
、
建
て
て
か
ら

一
〇
〇
年
以
上

は
経
過
し

て

い

る
と
い
わ
れ
る
。
こ

の

家
族
の

過
去
三
世
代
に

わ
た

る
隠
居
の
経
過
は
図

9
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
現
在
の
世
帯
主
で
あ

る
C
1
が
出
生
し
た
と
き

の

家
族
構
成
を
見
る
と
、

こ
の
と
き
す
で
に
祖
父
母

は
隠
居

し
て
い
た
。
こ
れ

が
確
認
し
う
る
限
り
で
の

こ
の
家
族
の
第
一
の
隠
居

で
あ
る
。
隠
居
時
点
が
明

確
で
は

な
い
が
、
こ
の
隠
居
は
夫
婦
隠
居
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
隠
居

は

A
2
が
司
法
書
士
を
や
っ
て
い
た
関
係
で
オ
モ
ヤ
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
た

し
、
農
業
を
や
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
こ
の
と
き
は
畑
も
分
け
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち

こ

れ
は

別
棟
・
別
食
の
み
の
隠
居
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
隠
居
で
は
神
棚

は
オ

モ

ヤ

に

も
ヘ
ヤ
に
も
あ
り
、
正
月
の
か
ざ
り
も
別
々
に
し
た
と
い
う
。
A
2

が
病
気

に

な
っ
て
死
ぬ
前
に
オ
モ
ヤ
に
帰
っ
て
来
た
の
で
、
こ
の
時
点
で
隠
居

　

は

消
滅
し
た
。
A
2
は
一

　

九

三
〇
年
に
死
亡
し
て
い

　

る
か
ら
、
こ
の
と
き
か
ら

　

し
ば
ら
く
は
隠
居
は
な
か

　

　
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
九

醒
四

三

年
に
c
2
が
善
徳
の

ぐ代
外
か
ら
嫁
入
り
し
た
と
き

祖先

は
、
こ
の
家
族
は
図
に
示

7
す
よ
う
に
一
一
人
で
構
成

真写

さ
れ
る
直
系
三
世
代
の
大

　

家
族
で
あ
っ
た
。
そ
の
後

　

C
1
の
兄
弟
姉
妹
が
分
家

　

や
婚
出
な
ど
に
よ
っ
て
つ

　

ぎ
つ
ぎ
に
家
を
出
る
の
に

　

か
わ
っ

て
、
C
1
の
子
供
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③B｜、B2隠居時の家族構成（1955）②C2嫁入り時（1943年）の家族構成

年死亡

①C咄生時（1923）の家族構成

（讐∴

　　・、　　Cl　　！

D8　D7　D6　D5　D4　D3　DI

＼、　　　　　　　　　　日

（インキョなし）

⑥現在の家族構成（1987）⑤CI、C2インキョ時（1979）の家族構成

”　　　、ヘヤ

li㌧ジ

1霞ノ

　　ト　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　’、9　　10　’
　　、　　　　　　　　　　　　　’
　　　、　　　　　　　　　　　　　’

　　　、・㌔一，一・．〆’

L下
ー
ム
　
一

戸
0
8
1

　　一

　
一
九
八
三
年
死
亡

ぺ2ノ
隠居制家族の〔事例3〕

④D2嫁入り時（1975）の家族構成

　　　　　　　　　（インキョなし）

　　　Dl　D2
　　　31　22

図8

O位牌で祀られている先祖

墓標記載者 A、B、C、　D、　E、F、G、　H、1、J

個別の石塔のある

先祖
C、D、E、F、G、　1、J

〔事例3〕の家族の祖先祭祀

帯現
主世

図9

が
七
人
生

ま
れ
た
。
C
2
の
嫁
入
り
後
一
二
年
た
っ
た
一
九

五
五
年
に
B
1
、
B
2
は
夫
婦
だ
け
で
屋
敷
内
の
現
在
の
へ

ヤ

に
隠
居
し
た
。
こ
れ
が
こ
の
家
族
の
第
二
の
隠
居
で
あ
っ

て
、
形
態
と
し
て
は
こ
れ
も
夫
婦
隠
居
で
あ
る
。
隠
居
し
た

ヘ
ヤ

は
そ

れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
ヘ
ヤ
は
ネ

マ

と
ザ
シ
キ
の
二
間
と
カ
マ
ヤ
（
炊
事
場
）
の
み
の
小
さ
な
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家
で
あ
っ
た
。
ヘ
ヤ
に
は
神
棚
も
仏
壇
も
な
く
、
祖
先
祭
祀
は
ナ
モ
ヤ
で
行
わ

れ

た
。
こ
の
隠
居
で
も
畑
を
分
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
B
2
は
一

九
七
二
年
に
死

亡

し
た
の
で
B
1
は
オ
モ
ヤ
に
帰
り
、
こ
の
隠
居
は
消
滅
し

た
。
こ
う
し
た
隠
居
の
消
滅
は
前
の
代
に
も
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
し
ば
ら
く

の

間
こ
の
家
族
で
は
隠
居
な
し
の
状
態
が
続
き
、
こ
の
間
に
D
1
の
兄
弟
や
姉

妹
は
家
を

出
て
行
っ
た
。
兄
弟
姉
妹
の
最
後
が
家
を
出
た
の
は
、
一
九
七
五
年

に

D
2
が
嫁
入
り
し
た
前
年
で
あ
っ
た
。
D
2
が
嫁
入
り
し
て
も
し
ば
ら
く
の

間
は
親
夫
婦
は
隠
居
せ
ず
オ
モ
ヤ
で
一
緒
に
生
活
し
て
い
た
が
、
四
年
後
の
一

九
七
九
年
に

C
1
、
C
2
が
母
親
B
1
を
連
れ
て
前
と
同
じ
ヘ
ヤ
に
隠
居
し

た
。
こ
れ
が
こ
の
家
族
の
第
三
の
隠
居
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
種
の
親
子
隠
居

で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
ヘ
ヤ
に
も
神
棚
と
仏
壇
を
作
っ
た
が
、
位
牌
は
オ
モ
ヤ

で
祀

り
、
ヘ
ヤ
で
は
仏
壇
に
過
去
帳
を
祀
っ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

こ
の
家
族
独
自
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
一
種
の
祖
先
祭
祀
の
分
割
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
の
隠
居
に
お
い
て
も
畑
を
分
け
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
家
の
隠
居
で
は
三
世
代
に
わ
た
っ
て
財
産
の
分
割
を
行
っ
て
い
な

い
。
現
在
こ
の
隠
居
が
ひ
き
つ
づ
き
行
わ
れ
て
お
り
、
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
が

別
居
す
る
典
型
的
な
隠
居
形
態
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
家
族
の
隠
居
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ぽ
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
は

誰
が

隠
居
し
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
隠
居
の
形
態
を
見
る
と
、
最
初
の
世
代
か

ら
順
に
夫
婦
隠
居
、
夫
婦
隠
居
、
親
子
隠
居
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
世
代

の

親
子
隠
居
は
祖
母
が
同
行
し
た
も
の
で
あ
っ
て
や
や
特
殊
と
考
え
れ
ぽ
、
基

本
的

に

こ
の
家
族
の
隠
居
形
態
は
夫
婦
隠
居
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で

は
前
の

二
つ
の

事
例

と
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
は
こ
の
た
め
に
息
子
夫
婦
の
結

婚
か
ら
隠
居
ま
で
の
期
間
が
極
め
て
長
い
こ
と
で
あ
る
。
二
代
目
の
場
合
に
は

一
二
年
、
三
代
目
の
場
合
に
は
四
年
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
隠
居
す
る
親
夫

婦
の
子
供
た
ち
が
家
を
出
る
の
を
待
つ
た
め
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
し
ば
ら
く

の

間
は
オ
モ
ヤ
の
家
族
構
成
が
一
〇
人
以
上
の
大
家
族
に
な
る
こ
と
も
し
ぽ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ

写真8　コマツノトウの共同墓地

に

関
連
し
て
第
三
は
、
親

の

病
気
や
死
亡
に
よ
っ
て

隠
居
が
一
時
的
に
消
滅
し

た
あ
と
、
つ
ぎ
の
隠
居
が

行
わ
れ
る
ま
で
の
期
間
が

極
め
て

長
い

こ
と
で
あ

る
。
と
く
に
最
初
の
隠
居

か

ら
つ
ぎ
の
隠
居
ま
で
は

二
五
年
か
か
っ

て

お
り
、

二
代

目
の
隠
居
か
ら
三
代

目
の
隠
居
ま
で
の
七
年
に

比
べ
て
極
め
て
長
く
な
っ

て

い

る
。
第
四
は
こ
の
家

族
の
隠
居
は
ど
の
場
合
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
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写真9　コマツノトウの共同墓地

お

い
て

も
、
棟
と
食
事
の

み
を
別

に
す

る
隠
居
で
あ

っ

て
、
畑
な
ど
の
財
産
の

分
割

は
行
っ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

は

こ
の
家
族
の
隠
居
の
独

立
性
は
低
い

と
い
え
よ

う
。
第
五
は
夫
婦
の
隠
居

に
オ

モ

ヤ

の

若
夫
婦
の

子

供
、
す
な
わ
ち
隠
居
し
て

い

る
祖
父
母
か
ら
み
れ
ば

孫
が

ヘ
ヤ

で
生
活
す
る
こ

と
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
般
に
イ
ン

キ
ョ

ム

ス

コ
、

イ
ン
キ
ョ
ム
ス
メ
と
呼
ぽ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
善
徳
で
は

こ
う
し
た
言
い
方
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
一
種
の
人
質
と
な
っ
て
、
オ
モ
ヤ

と
イ
ン
キ
ョ
ヤ
の
連
帯
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
日
常
的
に

は
オ

モ

ヤ

と
ヘ
ヤ
は
別
々
に
食
事
を
し
て
い
る
が
、
正
月
や
盆
に
は
オ
モ
ヤ
で

一
緒
に
食
事
を

す

る
。
こ
の
事
実
も
ま
た
分
離
し
た
オ
モ
ヤ
と
ヘ
ヤ
が
家
族
と

し
て
は
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

写真10屋敷周辺の古い墓

（
一
九
五
五
）
の
報
告
し
た
祖
谷
の
例
と
は
異
な
る
。

婦
が

近

親
の
感
情
に
も
と
つ
い
て
祀
る
祖
先
祭
祀
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
家
の
現
在
の
墓
は
屋
敷
内
に
四
年
前
に
作
っ
た
先
祖
代
々
墓
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
の
こ
の
家
の
墓
は
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
の
共
同
墓
地
を
は
じ
め
と
し

て
、
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
墓
を
掘
り
お
こ
し
て

骨

と
石
塔
を
集
め
て
作
っ
た
の
が
こ
の
先
祖
代
々
墓
で
あ
る
。
墓
の
中
央
に
は

　
つ
ぎ
に
こ
の
家
族
の
祖

先
祭
祀
に

つ
い
て

検
討
し

て

み

よ
う
。
こ
の
家
族
の

祖
先
祭
祀
で

ま
ず
注
目
さ

れ

る
の
は
、
す
で
に
述
べ

た

よ
う
に
オ
モ
ヤ
と
ヘ
ヤ

の

祖
先

祭
祀
の
分
割
で
あ

る
。
し
か
し
特
定
の
人
物

の

祭
祀
を

分
割
す

る
わ
け

で
は

な
い
か
ら
、
こ
れ
は

本
物
の
位
牌
を
写
し
て
祀

る
写
位
牌
に
類
似
し
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
点
で

す

で
に
示

し
た
武
田
明

　

こ
れ
は
隠
居
し
た
親
夫
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「
口
口
家
之

墓
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
石
塔
が
置
か
れ
、
脇
に
は
先
祖
の
戒

名
、
死
亡
年
月
日
、
俗
名
、
行
年
を
書
い
た
墓
標
と
古
い
石
塔
が
配
置
さ
れ
て

い

る
。
こ
の
墓
を
作
る
た
め
に
約
二
〇
〇
万
円
か
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
墓
を

作
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
世
帯
主
は
、
「
や
は
り
こ
れ
か
ら
、
し
ま
い
に
若
い

者

も
お
ら
ん
よ
う
に
な
る
し
な
、
し
た
ら
あ
っ
ち
に
も
あ
る
こ
っ
ち
に
も
あ
る

と
い
う
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
ら
、
も
う
お
参
り
す
る
人
も
な
く
な
っ
て

し
ま
う
わ
な
。
だ
い
た
い
ど
こ
の
墓
か
わ
か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
わ

な
。
だ
か
ら
一
ヵ
所
に
集
め
て
拝
ん
で
お
っ
た
ら
、
わ
か
る
。
も
う
草
に
埋
ま

っ

て

し
ま
う
け
ん
な
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
先
祖
代
々
の
墓
を
作

る
動
機
と
し
て
、
祖
先
祭
祀
の
将
来
に
対
す
る
不
安
が
最
も
大
き
い
と
い
え
よ

う
。
結
果
と
し
て
か
つ
て
は
個
人
個
人
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
て
、
分
散
的
で
あ
っ

た
墓

が
、
家
単
位
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
家
族
で
祀

ら
れ
て
い
る
位
牌
と
石
塔
、
お
よ
び
墓
標
に
書
か
れ
た
名
前
の
関
係
は
図
9
に

示
す
通

り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
石
塔
が
個
人
個
人
で
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
古
い
先
祖
の
位
牌
を
除
い
て
こ
の
三
者
が
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
善
徳
で
は
近
年
祖
先
祭
祀
の
再
編
成
が
進
行

し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ぽ
個
人
単
位
の
祭
祀
か
ら
家
単
位
の
祭
祀
へ
の
祖
先

祭
祀
に
お

け
る
構
造
的
変
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
家
族
の
祖
先
祭
祀
で
い
ま

ひ

と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
家
の
始
祖
を
屋
敷
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
屋
敷
神
は
オ
モ
ヤ
の
目
の
前
の
畑
の
中
に
あ
る
。
こ
の
先
祖
は
墓

は

な
い
が
名
前
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
大
坂
夏
の
陣
・
冬
の
陣
で
活
躍
し
た
武

士
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
屋
敷
神
の
特
別
な
祭
り
は
な
い
が
、
正
月
・
盆
・
彼

岸
に
は
供
物
を
供
え
て
お
参
り
を
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
祖
先
祭
祀
に
お
い
て

始
祖
が
特
別
視
さ
れ
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

　
［
事
例
4
］
隠
居
分
家
の
事
例
A
（
善
徳
西
の
東
）

　

こ
れ
は
一
九
二
五
年
に
東
祖
谷
山
村
か
ら
隠
居
分
家
し
た
事
例
で
あ
り
、
ま

た
、
そ
の
後
家
族
内
で
夫
婦
隠
居
を
し
て
い
る
事
例
で
も
あ
る
。
善
徳
で
は
本

家
を

ホ

ン

タ
ク
、
分
家
を
ワ
カ
レ
ヤ
と
呼
ぶ
。
こ
の
家
が
東
祖
谷
山
村
か
ら
隠

居
分
家

し
た
と
き
の
家
族
構
成
は
図
1
0
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
現
在
の
世
帯
主

の

C
4
は
学
校
を
終
え
た
あ
と
、
鍛
冶
屋
や
大
工
の
弟
子
に
な
っ
た
が
、
善
徳

の
人
か

ら
「
畑
を
作
ら
な
く
な
っ
た
の
で
買
っ
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
て
、
一
五

歳
の

時
に
善
徳
に
来
た
。
最
初
に
来
た
の
は
善
徳
小
学
校
の
前
で
、
結
局
そ
こ

に
は
約

二
〇
年
い
た
。
山
を
五
、
六
反
、
畑
を
五
反
、
田
を
一
反
五
畝
買
っ

た
。
来
た
の
は
C
4
と
そ
の
両
親
の
三
人
で
、
東
祖
谷
山
村
の
家
は
長
男
が
相

続
し
た
。
分
家
し
た
の
は
土
地
が
狭
い
の
で
お
お
ぜ
い
い
て
も
食
べ
て
い
け
な

い
か

ら
で
あ
っ
た
。
祖
谷
で
は
昔
か
ら
「
土
地
の
あ
る
と
こ
ろ
に
次
三
男
は
行

く
」
と
い
わ
れ
る
。
C
4
は
兄
弟
の
な
か
で
は
末
子
で
親
が
い
な
く
て
は
生
活

で
き
な
い
の
で
、
親
と
一
緒
に
分
家
し
て
来
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
時
に
A
1
、

A
2
の
位
牌
を
持
っ
て
来
た
の
で
、
東
祖
谷
山
の
本
家
に
は
先
祖
の
位
牌
は
な

い
。
A
1
、
A
2
の
墓
は
東
祖
谷
山
に
あ
っ
て
長
男
夫
婦
が
祀
っ
て
い
た
が
、

い

ま
は
長
男
が
死
ん
だ
の
で
C
4
が
み
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
後
C
4
は
兵
隊

に

出
た
の
ち
、
一
九
五
〇
年
頃
に
現
在
の
屋
敷
を
買
っ
て
移
っ
た
。
A
2
は
一
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②1957年隠居時の家族構成①1925年東祖谷山からの分家時の家族構成
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図10　隠居制家族の事例4（隠居分家）

九
四
四
年

に
、
ま
た
A
1
は
一
九
四
七
年
に
死
ん
だ
。
こ
の
二
人
は
コ

マ
ツ

ノ
ト
ウ
に
埋
葬
し
た
。
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
に
あ
る
こ
の
家
の
墓
は
三

ヵ
所
に
分
散
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
夫
婦
は
善
徳
に
来
て
か
ら
は
隠

居
し
な
か
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
に
現
在
の
と
こ
ろ
に
移
転
し
て
き
た
当
時
は
オ
モ
ヤ
だ

け

で

あ
っ
た
が
、
そ
の
七
年
後
の
一
九
五
七
年
に
ヘ
ヤ
を
建
て
て
C

4
、
C
8
夫
婦
は
隠
居
し
た
。
こ
の
時
は
後
妻
の
子
供
三
人
が
同
行

し
、
オ
モ
ヤ
は
先
妻
の
長
男
が
あ
と
を
と
っ
た
。
善
徳
で
は
相
続
す
る

こ
と
を
ヨ
ツ
ギ
と
い
う
。
オ
モ
ヤ
の
長
男
は
一
九
五
五
年
に
結
婚
し
て

い

る
か
ら
、
結
婚
二
年
後
に
親
が
隠
居
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
祖

谷
で
は
早
い
方
の
隠
居
で
あ
る
。
こ
の
隠
居
に
お
い
て
は
オ
モ
ヤ
の
若

夫
婦
の

子
供
た
ち
が
ヘ
ヤ
に
寝
泊
り
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
隠
居

に

あ
た
っ
て
は
オ
モ
ヤ
七
分
、
ヘ
ヤ
三
分
の
割
合
で
田
畑
を
分
け
た
。

オ

モ

ガ

ト
ク
は
畑
が
二
反
一
畝
、
田
が
一
反
、
イ
ン
キ
ョ
ガ
ト
ク
は
畑

が
一
反
強
、
田
が
三
畝
で
あ
っ
た
。
位
置
と
し
て
は
［
事
例
1
］
と
同
じ

よ
う
に
西
側
に
ヘ
ヤ
が
あ
っ
た
の
で
、
西
の
方
の
畑
を
イ
ン
キ
ョ
ガ
ト

ク
に
し
た
。
隠
居
の
際
に
は
親
類
を
招
い
て
隠
居
の
披
露
を
し
た
。
こ

の

隠
居
で
は

ヘ
ヤ

を
作

る
時
に
「
人
間
ば
か
り
で
は
さ
び
し
い
」
と
い

っ

て
、
ヘ
ヤ
に
も
神
棚
と
仏
壇
、
お
よ
び
オ
ダ
イ
シ
サ
ン
の
棚
を
作
っ

て

祀
っ
た
。
し
か
し
位
牌
は
オ
モ
ヤ
に
置
い
て
あ
る
の
で
ヘ
ヤ
に
は
な
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図11　〔事例4〕の屋敷の構造

い
。
こ
の
家
の
家
屋
の
構
造
は
図
1
2

に
示
す
通

り
で
あ
る
。
興
味
深
い
の

は

ヘ
ヤ

の

下
に
作
ら
れ
て
い
る
倉
庫

も
オ
モ
ヤ
と
ヘ
ヤ
で
別
々
に
な
っ
て

い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
隠
居
は
極

め
て

独
立
性
の
高
い
別
棟
、
別
食
、

別
財
の
隠
居
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
こ
の
家
の
祖
先
祭
祀
に
つ

い
て

検
討

し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
の

問
題
は
分
家
の
祖
先
祭
祀
が
は
た
し

て

本
家
の

祖
先
祭
祀
の
超
世
代
的
連

続
性
を
阻
止

し
て
い
る
か
ど
う
か
で

あ
る
。
こ
の
家
が
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
や

屋
敷
の

周
辺
に
あ
っ
た
墓
を
集
め
て

先
祖
代
々
の
墓
を
作
っ
た
の
は
一
九

七
〇
年
八
月
の
盆
の
時
で
あ
る
。
こ

の

時
期
は
善
徳
に
お

け
る
先
祖
代
々

墓
の

流

行
の
は
し
り
の
時
期
で
あ

り
、
こ
の
地
域
で
過
疎
化
が
最
も
進

行

し
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
の
家
の

先
祖
代
々
墓
も
中
央
に
「
口
口
家
之
墓
」
と
書
か
れ
た
石
塔
を
置
き
、
そ
の
脇

に
墓
標

と
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
め
た
古
い
石
塔
を
配
置
し
て
い
る
。
墓
標
に
書
か

れ
た
人
々

と
石
塔
の
あ
る
人
を
示
せ
ば
図
1
3
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ

世
帯
主

C
4
の
両
親
は
墓
標
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
代
前
の
夫
婦
は
位

牌
は
あ
る
が
石
塔
も
墓
標
も
な
い
。
こ
の
夫
婦
は
東
祖
谷
山
村
に
埋
葬
さ
れ
て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
夫
婦
と
つ
ぎ
の
代
の
夫
婦
の
位
牌
が
、
善
徳
の
隠

居
分
家
に
お

い
て

祀

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
家
の
祖
先
祭
祀
の
連
続
性
を
阻

止

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
本
家
は
二
代
に
わ
た
っ
て
祖
先
祭
祀
を

分
家
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
直
接
の
先
祖
で
な
い
人
が
石
塔
や
墓
標
に
書
き
込
ま
れ
、
祀
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
墓
標
に
書
か
れ
て
い
る
人
と
し
て
C
4
の
姉
が
い
る
。
こ

吟躍響顧舗。先祖）

図12　〔事例4〕における祖先祭祀
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れ
は
骨
を
わ
ざ
わ
ざ
東
祖
谷
山
村
か
ら
持
っ
て
来
た
と
い
お
れ
る
。
位
牌
は
祀

ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
父
親
の
イ
ト
コ
で
子
守
を
や
っ
て
い
た
男
の
名
も
墓
標

に
書
か
れ
て
い
る
。
誰
も
祀
る
ひ
と
が
い
な
い
の
で
ひ
き
と
っ
て
祀
っ
て
い
る

の
だ

と
い
う
。
さ
ら
に
古
い
石
塔
の
な
か
に
は
、
こ
の
屋
敷
の
下
の
畑
か
ら
出

て

き
た
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
年
）
の
年
号
の
入
っ
た
石
塔
が
あ
る
。
こ
れ
は

こ
の
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
古
い
先
祖
の
石
塔
ら
し
く
、
骨
は
な
か
っ
た
が
、
土

を

持
っ
て
来
て
こ
の
石
塔
の
下
に
入
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
全
く
系
譜
的
に
は

つ

な
が
ら
な
い
こ
の
屋
敷
の
先
祖
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
先
祖
代
々
墓
の
建
立

に
あ
た
っ
て
、
い
ま
ま
で
バ
ラ
バ
ラ
に
あ
っ
た
石
塔
や
い
ま
ま
で
祀
っ
て
い
な

か
っ

た
先
祖

を
、
一
ヵ
所
に
集
め
て
祀
る
と
い
う
志
向
が
極
め
て
強
く
表
れ
て

い

る
。
こ
れ
は
家
の
超
世
代
的
な
連
続
を
強
く
志
向
し
た
祖
先
祭
祀
で
あ
っ

て
、
こ
の
家
の
隠
居
分
家
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
ま
で
に
は
祖
谷
に

は

な
か
っ
た
構
造
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
先
祖
代
々
墓
の
建
立
に
あ
た
っ
て
善

徳
の
祖
先
祭
祀
は
観
念
の
上
で
も
、
ま
た
形
態
に
お
い
て
も
極
め
て
大
き
な
変

化
を

遂
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
［
事
例
5
］
隠
居
分
家
の
事
例
B
（
善
徳
西
の
西
）

　

こ
の
事
例
も
事
例
4
と
同
じ
よ
う
に
、
隠
居
分
家
と
家
族
内
に
お
け
る
夫
婦

隠
居
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
家
族
の
隠
居
は
非
常
に
複
雑
な
過
程
を

辿
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
図
示
す
れ
ぽ
図
1
4
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
家
は
も
と

も
と
か
な
り
高
い
場
所
に
あ
っ
た
が
、
一
九
五
二
年
に
A
1
、
A
2
、
B
6
の

三
人
で
国
道
沿
い
の
屋
敷
を
買
っ
て
分
家
し
た
。
親
が
「
便
利
だ
か
ら
下
に
降

り
た
い
」
と
い
っ
た
の
で
分
か
れ
た
と
い
う
。
B
6
は
末
男
で
あ
り
、
こ
れ
に

親
夫
婦
が

つ
い
て

来
た
こ
と
に
な
る
。
B
3
、
B
5
の
分
家
に
あ
た
っ
て
は
こ

の

親
夫
婦
は

つ
い
て

行
か
な

か
っ

た
。
こ
の
屋
敷
を
買
っ
た
の
は
B
6
で
、
稼

い
だ
金
で

こ
れ
を
買
っ
た
。
そ
の
後
B
6
は
隠
居
分
家
に
お
い
て
嫁
を
も
ら
っ

た
。
一
九
八
三
年
に
屋
敷
内
に
新
た
に
家
を
建
て
た
。
翌
年
長
男
が
結
婚
し
た

の

で
新
築

し
た
家
を
オ
モ
ヤ
、
古
い
家
を
ヘ
ヤ
に
し
て
隠
居
し
た
。
こ
の
隠
居

は
長
男
の
結
婚
の
直
後
で
あ
っ
た
。
こ
の
隠
居
は
別
棟
で
食
事
も
別
に
し
て
い

る
が
、
風
呂
は
一
緒
で
、
畑
も
分
け
て
い
な
い
。
ヘ
ヤ
に
は
も
と
も
と
神
棚
や
仏

壇
が
あ
っ
た
の
で
、
現
在
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
家
で
は
ヘ
ヤ

で
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
家
の
位
牌
の
形
は
く
り
だ
し
位
牌
で
あ
る
。

　
一
方
、
本
家
に
お
い
て
も
そ
の
後
家
族
内
の
夫
婦
隠
居
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
一
九
六
〇
年
に
C
1
1
が
嫁
入
り
し
た
時
の
家
族
構
成
は
図
の
通
り
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
も
八
人
の
比
較
的
大
き
な
家
族
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
嫁
入
り
し

て
一
〇
年
後
の
一
九
七
〇
年
に
B
2
、
B
1
0
は
夫
婦
で
ヘ
ヤ
に
隠
居
し
た
。
ヘ

ヤ

は
こ

の

時
に
新
築
し
た
も
の
で
、
カ
マ
ヤ
、
チ
ャ
ノ
マ
、
ネ
マ
、
ザ
シ
キ
の

三
部
屋
が

あ
っ
た
。
ヘ
ヤ
に
も
神
棚
や
仏
壇
を
作
っ
た
が
位
牌
は
オ
モ
ヤ
で
祀

っ

て

い

る
。
ま
た
ヘ
ヤ
に
も
カ
マ
ヤ
が
あ
り
隠
居
し
た
時
か
ら
食
事
を
別
に
し

た
。
隠
居
に
あ
た
っ
て
は
畑
も
別
に
し
た
。
イ
ン
キ
ョ
ガ
ト
ク
は
や
は
り
西
側

で
一
反
五
畝
、
オ
モ
ガ
ト
ク
は
東
の
方
の
二
反
で
あ
っ
た
。
現
在
は
ヘ
ヤ
は
母
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④ホンタクC‘1嫁入り時の家族構成（1960年）

　　　（インキョなし）

①隠居分家時（1952年）の家族構成
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図13　隠居制家族の〔事例5〕

だ
け

に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
畑
は
分
け
て
い
な
い
。
こ

の

隠
居
は
畑

と
い
う
財
産
ま
で

分
割
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

か

な
り
独
立
性
が
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

分
家
の

隠
居

と
対
照
的
で
あ

る
。
こ
の
隠
居
の
場
合
に
は
隠

居
時
に
B
2
、
B
1
0
の
子
供
た

ち

は
、
分
家
や
婚
姻
に
よ
っ
て

全
員
家
を
出
て
い
た
。
し
た
が

っ

て

隠
居
の

時
期
は
か
な
り
遅

か
っ

た
。
夫
婦
隠
居
は
親
子
隠

居
よ
り
も
結
婚
後
の
期
間
が
遅

く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
隠

居
で
注
目
さ
れ
る
の
は
オ
モ
ヤ

と
ヘ
ヤ
の
統
合
的
側
面
で
あ

る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
日
常
的
に

は
食
事
を
別
に
し
な
が
ら
、
正

月
や
盆
あ
る
い
は
子
供
が
帰
っ
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瓢」已］∋

蒙△ 本
家

本家で祀る
位牌

図14　〔事例5〕における祖先祭祀

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

て

来
た

時
な
ど
は
、
オ
モ
ヤ
で
一
緒

に
食
事
を
す

る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま

ひ

と
つ
は
若
夫
婦
の
子
供
が
ヘ
ヤ
に

寝
泊
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ

ヤ

に

行
っ
た
の
は
最
初
に
生
ま
れ
た

長
男
で
、
小
さ
い
時
は
オ
モ
ヤ
に
い

た
が

中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
二
年
間

ぐ
ら
い
ヘ
ヤ
に
行
っ
た
。
ま
だ
下
に

子
供
が

い
た

の

で
ひ

と
り
は
ヘ
ヤ
に

行
く
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
オ
モ
ヤ
と
ヘ
ヤ
の
統
合

　
つ
ぎ
に
こ
の
本
家
分
家
の
祖
先
祭
祀
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
こ
の
家
の
墓
に

は

三
つ
の

種
類
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
本
家
の
屋
敷
の
裏
や
畑
の
な
か
に
あ
る
一

〇
個
の

墓
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
の
な
か
で
は
最
も
古
い
先
祖
の
墓
と
考
え
ら

れ

る
。
こ
の
墓
は
本
家
の
先
祖
と
し
て
本
家
で
祀
ら
れ
て
い
る
。
本
家
は
盆
や

彼
岸
に
は
お
参
り
に
行
く
。
し
か
し
分
家
も
こ
う
し
た
時
に
こ
の
墓
に
も
お
参

り
に
行
く
と
い
う
。
第
二
は
共
同
墓
地
で
あ
る
コ
マ
ッ
ノ
ト
ウ
の
墓
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
A
1
、
A
2
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ら
に
古
い
先
祖
の
墓
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
共
同
墓
地
が
で
き
た
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
の
で
、
本

家

の
屋
敷
の

ま
わ
り
の
墓
よ
り
は
新
し
い
。
こ
の
墓
は
現
在
分
家
の
墓
と
し

て
、
分
家
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
分
家
は
盆
の
先
祖
迎
え
の
時
に
は
、
こ

こ
で
先
祖
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
墓
に
も
本
家
は
盆
の
時
に
お
参

り
に
行
く
と
い
う
。
第
三
は
本
家
の
裏
の
山
の
な
か
に
一
九
八
〇
年
九
月
に
作

ら
れ
た
本
家
の
先
祖
代
々
墓
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
墓
に
は
B
2
の
み

が

埋
葬

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
墓
を
見
る
と
、
最
も
古
い
墓
（
本
家
の
屋

敷

周
辺
の
墓
）
と
最
も
新
し
い
墓
（
先
祖
代
々
の
墓
）
が
本
家
の
墓
と
し
て
祀

ら
れ
、
中
間
の
墓
（
コ
マ
ッ
ノ
ト
ウ
の
墓
）
は
分
家
の
墓
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
隠
居
分
家
の
結
果
と
し
て
こ
う
い
う
事
態

が

生

じ
た
の
で
あ
っ
て
、
隠
居
分
家
が
本
家
の
祖
先
祭
祀
の
世
代
的
連
続
性
を

阻
止
す
る
こ
と
は
こ
の
事
例
を
も
っ
て
明
確
で
あ
る
。
位
牌
祭
祀
に
つ
い
て
も

ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
（
図
1
4
）
。
隠
居
分
家
に
際
し
て
本
家
で
い
ま
ま
で
祀
ら
れ
て

い
た
位
牌
は
分
家
に
持
っ
て
行
か
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
も
分
家
で
祀
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
五
個
の
く
り
だ
し
位
牌
で
あ
る
。
ま
た
隠
居
分
家
し
た
A
1
、

A
2
の
位
牌
も
分
家
で
祀
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
位
牌
に
関
し
て
は
、
古

い
位
牌
は
す
べ
て
分
家
で
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
家

で
祀

ら
れ
て
い
る
の
は
、
最
近
死
亡
し
た
B
2
の
位
牌
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
位
牌
祭
祀
に
お
い
て
も
本
家
の
祖
先
祭
祀
の
連
続
性
は
阻
止
さ
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
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③

比
較
と
考
察

　

こ
れ
ま
で
に
示
し
た
五
つ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
善
徳
の
隠
居
の

基
本
形
態
は
家
族
内
に
お
け
る
「
夫
婦
隠
居
」
「
親
子
隠
居
」
と
「
隠
居
分
家
」

で

あ
る
。
家
族
内
部
に
お
い
て
夫
婦
隠
居
も
し
く
は
親
子
隠
居
が
単
独
で
行
わ

れ

る
場
合
も
多
い
が
、
こ
の
二
つ
が
複
合
し
て
隠
居
分
家
の
の
ち
に
家
族
内
で

隠
居
が
行
わ
れ

る
事
例
も
あ
る
。
家
族
内
の
隠
居
が
夫
婦
隠
居
の
形
を
取
る

か
、
あ
る
い
は
親
子
隠
居
の
形
を
と
る
か
は
、
そ
の
時
々
の
家
族
の
状
況
に
よ

っ

て

決
定
さ
れ
る
。
　
〔
事
例
3
〕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
家
族
に
お

い
て

も
世
代
に
よ
っ
て
選
択
が
行
わ
れ
て
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
形
態
は
明
確

な

型
を
形
成

し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
親
夫
婦
が
相
続
者
以
外
の
子
供

を
連
れ
て

隠
居
す
る
親
子
隠
居
の
場
合
に
は
、
相
続
者
の
結
婚
後
隠
居
ま
で
の

期
間
が
比
較
的
短
い
の
に
対
し
て
、
親
夫
婦
の
単
独
の
隠
居
の
場
合
に
は
そ
の

期
間
が
か
な
り
長
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
傾
向
と
全
く
同
じ
で

あ
る
。
家
族
内
の
隠
居
で
注
目
さ
れ
る
特
徴
は
、
隠
居
屋
の
独
立
性
が
極
め
て

高
い
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
善
徳
の
隠
居
は
別
居
・
別
食
・
別
財
で
あ

る
。
ヘ
ヤ
と
よ
ば
れ
る
隠
居
屋
の
多
く
は
オ
モ
ヤ
の
西
側
に
別
棟
で
建
て
ら
れ

る
が
、
時
に
は
オ
モ
ヤ
の
二
階
を
隠
居
室
に
あ
て
て
い
る
例
も
あ
る
。
い
ず
れ

の
場
合
に

も
入
口
は
オ
モ
ヤ
と
は
別
で
あ
る
。
位
牌
を
祀
る
仏
壇
は
オ
モ
ヤ
に

あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
祖
先
祭
祀
は
オ
モ
ヤ
で
行
わ
れ
る
。

ま
た
隠
居
に
あ
た
っ
て
は
畑
な
ど
の
財
産
を
分
割
す
る
例
が
多
く
、
隠
居
の
財

産
は
イ
ン
キ
ョ
ガ
ト
ク
、
オ
モ
ヤ
の
財
産
は
オ
モ
ガ
ト
ク
と
よ
ば
れ
る
。
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

キ
ョ

ガ

ト
ク
は
オ
モ
ガ
ト
ク
よ
り
少

　
　
　
　
　
　
　

○

懸患
＼
洛

分
家
者

ヤ

キ
○

ン

　　　　　　’　　　　　　、
　　　　　　ノム＝○）

　　　　　／分
　　　　　ノ隠居分家／者家

分家本家

図15　上名野川型隠居分家のモデル

な
い
が
、
こ
れ
が
隠
居
の
生
活
の
基

礎

と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
居
の
独

立
性

の

高
さ
は
、
善
徳
の
家
族
に
お

け

る
夫
婦
関
係
の
重
視
を
意
味
し
て

い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら

隠
居
の
時
期
が
か
な
り
遅
く
、
そ
の

間
は
比
較
的
大
き
な
家
族
が
形
成
さ

れ

る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
一
方

隠
居
分
家
の
最
大
の
特
徴
は
祖
先
祭

祀
に
お

け
る
本
家
の
優
位
、
す
な
わ

ち
超
世
代
的
連
続
が
阻
止
さ
れ
て
分

断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て

比
較
の
事
例
を
あ
げ
て
み
よ

う
o

　

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
事
例
は
、
高

知
県
吾
川
郡
吾
川
村
上
名
野
川
で
あ

る
。
上
名
野
川
は
予
土
国
境
に
位
置
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られている位牌

本家で祀られ
ている位牌0

84
一丁
ー
1
△

図16　隠居分家と位牌祭祀（上名野川）

す

る
奥
深
い
畑
作
山
村
で

あ
る
が
、
こ
の
村
で
は
極

め
て

活
発
に
隠
居
制
が
行

わ
れ
て

い

る
。
こ
こ
で
の

隠
居
の
タ
イ
プ
は
家
族
内

部
に
お
け
る
一
般
的
な
親

夫
婦
の
隠
居
と
隠
居
分
家

で
あ
る
。
図
1
5
は
上
名
野

川
の
隠
居
分
家
の
モ
デ
ル

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

上
名
野
川
の
隠
居
分
家
の
形
成
過
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
長
男
が
結

婚
す

る
と
、
親
は
長
男
（
同
σ
q
o
）
に
家
を
譲
つ
た
の
ち
、
次
三
男
や
女
の
子
供

た

ち
を
連
れ
て
隠
居
分
家
を
創
設
す
る
。
こ
の
場
合
、
分
家
者
自
ら
が
屋
敷
外

に
家
を

建
て

分
家
を

創
設
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
家
が
た
だ
ち
に

分
家

と
な
り
、
イ
ワ
タ
リ
と
呼
ば
れ
る
親
族
へ
の
分
家
披
露
が
行
わ
れ
る
。
同

時

に
、
村
落
内
の
単
位
と
し
て
公
的
に
認
め
ら
れ
る
。
分
家
に
同
行
し
た
次
男

は
結
婚
し
子
供
を
設
け
、
三
男
や
女
子
は
分
家
か
ら
転
出
・
婚
出
す
る
。
次
男

の

結
婚
後
し
ば
ら
く
し
て
、
親
は
こ
ん
ど
は
次
男
に
家
を
譲
つ
て
、
隠
居
分
家

の

な
か
で
さ
ら
に
イ
ン
キ
ョ
ヤ
を
つ
く
つ
て
隠
居
す
る
。
こ
の
隠
居
は
同
一
家

族
内
に
お
け
る
親
夫
婦
の
隠
居
で
あ
っ
て
、
イ
ン
キ
ョ
ヤ
は
屋
敷
内
に
つ
く
ら

れ

る
こ
と
が
多
い
。
上
名
野
川
の
隠
居
は
別
居
・
別
財
・
別
カ
マ
ド
の
極
め
て

独
立
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
親
が
三
男
と
と
も
に
、
二
つ
目
の
隠

居
分
家
を
創
設
す

る
こ
と
も
か
つ
て
は
あ
っ
た
。
さ
ら
に
次
の
段
階
に
な
る
と

本
家
を

か
つ
て

相
続

し
た
長
男
は
、
そ
の
長
男
が
結
婚
し
て
子
供
が
で
き
て
し

ぽ

ら
く
す
る
と
、
自
分
も
ま
た
長
男
に
家
を
譲
つ
て
、
次
三
男
以
下
を
連
れ
て

隠
居
分
家

し
、
さ
ら
に
分
家
内
で
隠
居
し
て
い
く
。
分
家
の
あ
と
を
つ
い
だ
次

男
も
や
が
て
そ
の
長
男
に
家
を
譲
つ
て
、
自
ら
は
さ
ら
に
隠
居
分
家
を
創
設
す

る
。
こ
の
よ
う
に
上
名
野
川
で
は
、
隠
居
分
家
と
家
族
内
の
隠
居
が
く
り
か
え

し
行
わ
れ
、
家
族
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
分
解
を
と
げ
て
い
く
構
造
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
本
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
親
の
あ
と

を
相
続

し
た
の
ち
次
三
男
を
連
れ
て
隠
居
分
家
し
、
そ
し
て
隠
居
分
家
の
内
部

で

さ
ら
に
隠
居
す
る
と
い
う
よ
う
に
居
住
地
の
移
動
を
く
り
返
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
隠
居
分
家
を
し
た
場
合
位
牌
が
ど
の
よ
う
に
祀
ら
れ
る
か
を
見
て
み

る
と
、
最
初
の
分
家
者
夫
婦
は
も
と
の
家
（
本
家
）
の
先
祖
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
の
ま
ま
分
家
初
代
の
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
親
夫
婦
を
分
家
者
と
判
断
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
親
夫

婦
の
も
と
の
家
族
の
あ
と
を
つ
い
だ
長
男
夫
婦
や
分
家
者
の
創
設
し
た
隠
居
分

家
の

あ
と
を
つ
い
だ
次
男
夫
婦
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
自
ら
が
創
設
し
た
隠
居
分

家
の
初
代
の
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
名
野
川
で
は
家
の
相
続
者
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で
あ
っ
て
も
、
親
と
子
が
同
じ
家
の
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
隠
居
分
家
を
く
り
返
す
な
ら
、
各
家
の
各
世
代

の

世
帯
主
の

夫
婦
は

自
ら
創
設
し
た
隠
居
分
家
の
初
代
の
先
祖
と
し
て
祀
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
は
初
代
の
先
祖
の
み
を
祀
る
と
い
う
こ
と

に

な
る
。
つ
ま
り
各
世
代
で
ひ
と
つ
ず
つ
家
族
が
創
設
さ
れ
て
、
祖
先
祭
祀
が

分
断

さ
れ
世
代
的
累
積
性
を
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
上
名
野
川

で
は
す
べ
て
の
家
族
が
こ
の
モ
デ
ル
通
り
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

極
め
て
活
発
に
隠
居
分
家
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
見
れ
ぽ
上
名
野
川

の

戸
数
は
安
定
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
て
家
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
創
設
さ
れ
る
一

方
で
は
退
転
す

る
家
も
同
じ
よ
う
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
各
家
族
の

位
牌
祭
祀
を

見
る
と
、
父
方
の
先
祖
の
位
牌
を
祀
り
な
が
ら
家
族
と
し
て
の
累

積
性
に
乏

し
く
、
途
中
の
先
祖
が
し
ぼ
し
ば
位
牌
祭
祀
の
対
象
か
ら
脱
落
し
て

い

る
。
ま
た
本
分
家
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
本
家
で
あ
る
か
わ

か

ら
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
隠
居
分
家
の
型
は
日
本
の
各
地
の
村
落

に
認
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
「
父
分
家
制
」
と
し
て
報
告
さ
れ
た
和
歌
山
の
山
村

の
事
例

（山
本
登
・
中
川
喜
代
子
一
九
六
〇
）
は
、
上
名
野
川
型
の
隠
居
分
家

で

あ
り
、
分
牌
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
茨
城
県
岩
船
に
も
上
名
野
川
型
の
隠
居

分
家
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
上
名
野
川
の
隠
居
分
家
を
善
徳
の
隠
居
分
家
と
比
較
し
て
み
る

と
、
両
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
構
造
的
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
は
家
族
が
夫
婦
単
位
に
細
か
く
分
裂
を
く
り
か
え
す
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
家
族
の
な
か
で
親
子
関
係
よ
り
も
夫
婦
関
係
が
重
視

さ
れ
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
は
隠
居
分
家
し
た
親
夫
婦
の

位
牌
が
本
家
で
祀
ら
れ
ず
に
分
家
の
方
で
祀
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
家
の
祖
先

祭
祀
に
お
け

る
一
系
的
な
連
続
性
が
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
分
家
も
つ

ぎ
の
世
代
に
お
い
て
は
同
様
の
事
態
が
お
こ
る
か
ら
、
善
徳
や
上
名
野
川
の
家

族
で
は
祖
先
祭
祀
の
連
続
性
は
阻
止
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
第
三
に
本
家
分
家
の
類
別
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
本
家
が
分
家
に
対
し
て

優
位
に
立
つ

よ
う
な
構
造
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
家
分
家

の

上
下
関
係
は
形
成
さ
れ
な
い
か
ら
、
同
族
組
織
の
形
成
に
は
い
た
ら
な
い
。

全
体
的

に
み
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
分
家
形
態
は
こ
れ
ま
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
独
立
的
分
家
の
一
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
系
型
家
族
に
お
け
る

分
家
形
態
と
は
全
く
異
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
隠
居
分
家
は
普
通
の
分
家
の

一
形
態
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
善
徳
の
家
族
は
、
家

族
の

構
造
類
型
か

ら
み
れ
ぽ
隠
居
型
家
族
の
一
形
態
と
規
定
す
る
こ
と
が
妥
当

な
の
で
あ
る
。

五
、
結

論

本
稿
は
畑
作
山
村
の
民
俗
誌
作
成
の
視
点
か
ら
、
善
徳
の
隠
居
制
家
族
の
分
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析
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
善
徳
で
は
家
族
内
部
に
お
け
る
夫

婦
隠
居
と
隠
居
分
家
が
隠
居
の
基
本
形
態
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

と
く
に
こ
の
二
つ
の
形
態
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
隠
居
分
家
は
、
日
本
の
家
族

に

か

な
り
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
祖
先
祭
祀
と
は
異
な
る
祖
先
祭
祀
を
も
た
ら

し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
最
近
の
著
し
い
過
疎
化
の
結
果
、
祖
先
祭
祀

の

将
来
へ
の
不
安
か
ら
先
祖
代
々
墓
の
建
立
が
流
行
し
て
き
た
。
こ
れ
は
い
ま

ま
で
の
善
徳
の
墓
に
は
な
か
っ
た
形
態
で
あ
り
、
拡
散
的
な
従
来
の
祖
先
祭
祀

に
代
わ
っ

て
、
集
中
的
連
続
的
な
祖
先
祭
祀
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ン
」

れ
は

善
徳
の
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
構
造
的
変
化
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
構
造
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
が
、
隠
居
分
家
が
も
は
や
創
出
で
き
な
い
状
況
の
な
か
で
、
ま
た
子

供
た

ち
が
ほ
と
ん
ど
都
市
に
出
て
い
く
状
況
の
な
か
で
、
な
ん
と
か
祖
先
祭
祀

を
継
続

し
た
い
と
い
う
強
い
希
望
が
こ
う
し
た
形
に
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
は
拡
散
的
で
は
あ
っ
て
も
村
の
内
部
で

祀

ら
れ
て
い
た
先
祖
が
い
よ
い
よ
村
外
ま
で
拡
散
し
よ
う
と
し
た
時
、
祖
谷
山

の

人
々

は
逆
に
集
中
的
な
祖
先
祭
祀
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
家
族

構
造
の
変
化
が
祖
先
祭
祀
の
変
化
に
結
果
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
善
徳
の
調
査
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
「
民
俗
誌
作
成
の
総
合
的
研

　

究
ー
畑
作
農
村
の
民
俗
誌
的
研
究
ー
」
の
現
地
調
査
の
一
環
と
し
て
、
一
九
八
一

　
　
年
一
〇
月
二
七
日
－
三
〇
日
、
一
九
八
二
年
七
月
一
九
日
ー
二
三
日
、
一
九
八
四

　
　
年
一
月
一
三
日
ー
一
六
日
、
一
九
八
七
年
三
月
二
日
ー
七
日
の
四
回
に
わ
た
っ
て

　
　
行
わ
れ
た
。
一
般
的
な
聞
書
調
査
に
加
え
て
、
一
九
八
一
年
に
は
西
祖
谷
山
村
役

　
　
場
に
お
け
る
役
場
資
料
の
コ
ピ
ー
、
民
俗
芸
能
「
神
代
踊
り
」
の
記
録
映
画
鑑

　
　
賞
、
一
九
八
二
年
に
は
オ
ダ
イ
シ
の
行
事
の
調
査
、
一
九
八
七
年
に
は
共
同
墓
地

　
　
お

よ
び
個
々
の
家
墓
の
調
査
を
合
わ
せ
て
実
施
し
た
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
調
査
に

　
　
よ
っ
て
得
ら
れ
た
私
自
身
の
資
料
を
主
体
と
し
て
い
る
が
、
墓
地
を
中
心
と
し
た

　
　
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
の
調
査
を
共
同
し
て
行
っ
た
坪
井
洋
文
先

　
　
生
の

資
料
を
も
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
を
通
じ
て
、
西
祖
谷
山

　
　
教
育
委
員
会
や
西
祖
谷
山
村
歴
史
民
俗
資
料
館
お
よ
び
善
徳
の
村
の
方
々
に
は
大

　
　
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
し
た
い
と
思
う
。
な
お
本
稿
は
一
九

　
　
八
二
年
六
月
五
日
に
行
わ
れ
た
共
同
研
究
会
に
お
け
る
報
告
「
四
国
地
方
の
隠
居

　
　
制
家
族
ー
隠
居
分
家
と
家
族
の
構
造
を
中
心
と
し
て
ー
」
を
も
と
に
、
そ
の
後
の

　
　
善
徳
の
調
査
資
料
を
加
え
て
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
一
九
八
二
年
三
月
三

　
　
日
の
共
同
研
究
会
で
も
善
徳
の
報
告
を
行
っ
た
。

（
2
）
　
高
知
県
吾
川
郡
吾
川
村
上
名
野
川
の
調
査
は
、
一
九
七
一
年
八
月
に
明
治
大
学

　
　
社
会
学
研
究
部
の
調
査
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
調
査
報
告
は
高
知

　
　
県
幡
多
郡
西
土
佐
村
藤
の
川
と
合
わ
せ
て
す
で
に
明
治
大
学
社
会
学
研
究
部
二

　
　
九
七

三
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
従
来
の
隠
居
制
家
族
研
究
と
日
本
の
家
族
論
の
系
譜
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
上

　
　
野
和
男
（
一
九
八
四
）
に
お
い
て
検
討
し
、
隠
居
制
家
族
を
め
ぐ
る
二
つ
の
研
究

　
　
の
方
向
は
大
家
族
論
、
小
家
族
論
、
直
系
家
族
論
な
ど
の
家
族
論
と
密
接
に
関
連

　
　
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
4
）
　
日
本
の
家
族
の
構
造
類
型
と
し
て
私
は
、
「
拡
大
型
」
「
直
系
型
」
「
隠
居
型
」

　
　
「
核
心
型
」
の
四
つ
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
類
型
は
地
域
的
偏
差
を
示
し
て

　
　
い
る
（
上
野
和
男
一
九
八
四
b
）
。

（
5
）
　
従
来
の
分
家
研
究
は
同
族
組
織
の
研
究
の
中
で
展
開
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
の
関
心

　
　
は
本
家
分
家
の
社
会
的
地
位
の
差
の
著
し
い
分
家
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

　
　
こ
の
種
の
分
家
は
一
定
の
社
会
内
部
で
人
々
に
よ
っ
て
明
確
に
意
識
さ
れ
、
本
家

　
　
分
家
の
概
念
も
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
間
知
篤
三
（
一
九
五
〇
）
の
い
う
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「
隷
属
分
家
」
で
あ
り
、
蒲
生
正
男
（
一
九
五
八
）
の
い
う
「
従
属
的
分
家
」
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
家
と
の
地
位
の
差
が
小
さ
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ど

　
　
ち

ら
が
本
家
か
分
家
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
本
家
分
家
が
主
と
し
て
西
南
日
本
に

　
　

し
ば
し
ば
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
大
間
知
篤
三
の
い
う
「
対
等
分
家
」
で
あ

　
　
り
、
蒲
生
正
男
の
い
う
「
独
立
的
分
家
」
で
あ
る
。
隠
居
分
家
は
こ
の
対
等
分
家

　
　
も
し
く
は
独
立
的
分
家
の
性
格
が
非
常
に
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

　
　
の

よ
う
な
分
家
に
つ
い
て
も
本
格
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
上
野
和

　
　
男
一
九
八
四
）
。

（
6
）
　
日
本
の
多
く
の
隠
居
制
家
族
に
お
い
て
は
、
先
祖
の
位
牌
は
主
屋
か
隠
居
屋
の

　
　
い
ず
れ
か
で
祀

ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
主
屋
と
隠
居
屋
の
い
ず
れ
で
祀
る

　
　
か
は

地
域
や
村
落
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
主

　
　
屋

と
隠
居
屋
の
双
方
で
位
牌
を
祀
る
形
態
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の

　
　
報
告
で
は
伊
豆
利
島
の
事
例
（
牛
島
巌
一
九
六
六
）
が
知
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

　
　
い
。
伊
豆
利
島
の
場
合
に
も
隠
居
し
た
夫
婦
の
近
親
者
の
位
牌
が
隠
居
屋
で
祀
ら

　
　
れ
、
主
屋
に
は
そ
れ
以
前
の
古
い
位
牌
や
も
っ
と
新
し
い
位
牌
が
祀
ら
れ
て
い

　
　
る
。
し
か
し
利
島
に
は
「
位
牌
分
け
」
の
慣
行
が
あ
る
の
で
、
隠
居
屋
で
祀
ら
れ

　
　
て

い

る
位
牌
の
う
ち
夫
方
の
位
牌
の
多
く
は
主
屋
で
も
祀
ら
れ
て
い
る
し
、
隠
居

　
　
屋
で
祀
ら
れ
て
い
る
位
牌
の
な
か
に
は
、
夫
方
の
位
牌
ば
か
り
で
な
く
妻
方
の
位

　
　
牌
も
祀
ら
れ
て
い
る
点
が
祖
谷
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
竹
田
旦
（
一
九
六
四
）
は
「
隠
居
慣
行
は
山
深
い
村
落
ほ

　
　
ど
濃
厚
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
傾
向
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
保
仙
純
剛
（
一

　
　
九
五

五
）
は
隠
居
分
家
に
関
連
し
て
、
「
こ
の
分
家
が
可
能
で
あ
る
の
は
焼
畑
に

　
　
基
礎
を

お
い
て

の

こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
8
）
　
西
祖
谷
山
村
の
過
疎
化
の
状
況
に
つ
い
て
は
大
川
健
嗣
（
一
九
七
三
）
を
参

　
　
照
。
こ
の
論
文
で
は
東
北
の
過
疎
地
、
山
形
県
西
村
山
郡
西
川
町
と
の
過
疎
化
の

　
　
東
西
比
較
論
か

ら
、
農
業
基
盤
が
極
め
て
脆
弱
で
自
給
的
農
業
す
ら
解
体
し
て
し

　
　
ま
っ
た
西
祖
谷
山
村
の
特
異
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
焼
畑
が
北
に
面
し
た
日
陰
の
集
落
で
多
く
行
わ
れ
た
の
は
、
日
向
の
集
落
に
比

　
　
べ
て
作
物
の
収
量
が
約
二
分
の
一
と
極
め
て
生
産
性
が
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
日
向
の
集
落
で
あ
る
善
徳
で
も
焼
畑
が
行
わ
れ
、
主
と
し
て
ソ
バ
、
ヒ

　
　
エ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
コ
イ
モ
な
ど
を
作
っ
た
。

（
1
0
）
　
明
治
三
十
九
年
生
ま
れ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
い
ざ
と
い

　
　
う
と
き
に
備
え
て
た
だ
種
子
の
再
生
産
の
た
め
に
細
々
と
農
業
を
や
っ
て
い
る
と

　
　
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

（
1
1
）
　
村
人
は
組
（
ホ
ウ
ジ
）
を
一
般
的
に
説
明
す
る
時
は
、
ド
イ
を
中
心
と
し
て
氏

　
　
神
と
お
堂
の
祭
祀
単
位
で
あ
る
と
教
え
て
く
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
メ
ン
バ

　
　

ー
と
機
能
を
聞
く
と
、
そ
う
で
な
い
例
も
あ
る
と
語
っ
て
く
れ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
基
本
的
に
は
組
は
氏
神
と
堂
を
祀
る
単
位
と
考
え
て
よ
い
。

（
1
2
）
　
天
神
神
社
と
イ
ッ
ト
ウ
の
太
子
堂
は
一
〇
八
軒
で
祀
っ
て
い
る
と
語
る
人
も
い

　
　
る
。
ま
た
善
徳
に
は
善
徳
全
体
で
持
っ
て
い
る
ソ
ウ
ブ
ン
と
呼
ば
れ
る
共
有
林
が

　
　
あ
り
、
か
ず
ら
橋
付
近
の
ソ
ウ
ブ
ン
は
俗
に
一
〇
〇
軒
持
ち
と
い
っ
て
い
る
。
こ

　
　
の

数
は
お
そ

ら
く
明
治
大
正
期
の
あ
る
時
期
の
善
徳
の
戸
数
を
示
し
て
い
る
と
思

　
　
わ
れ

る
。
今
日
で
は
こ
れ
ら
の
家
は
古
い
家
で
あ
っ
て
、
現
在
の
世
帯
数
の
半
分

　
　
強
を
占
め
て
い
る
。
な
お
善
徳
に
は
か
つ
て
一
七
、
八
歳
か
ら
結
婚
前
の
二
四
、

　
　
五
歳
ま
で
の
若
者
で
作
っ
た
ワ
カ
イ
シ
の
集
ま
り
が
あ
っ
て
、
こ
の
ソ
ウ
ブ
ン
の

　
　
手
入
れ
や
神
社
の
掃
除
な
ど
を
し
て
村
か
ら
金
を
も
ら
っ
た
り
し
た
と
い
う
。
ワ

　
　

カ
イ
シ
に
は
長
男
ば
か
り
で
な
く
次
男
も
加
入
し
た
と
い
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
オ
モ
カ
ブ
と
イ
ン
キ
ョ
カ
ブ
は
善
徳
の
隠
居
制
家
族
に
関
係
し
て
い
る
。
イ
ン

　
　
キ

ョ

カ
ブ
は
す
で
に
隠
居
し
て
別
棟
で
生
活
し
て
い
る
家
族
を
さ
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
善
徳
で
は
子
供
が
生
ま
れ
る
と
男
は
三
〇
日
目
、
女
は
三
五
日
目
に
氏
子
入
り

　
　
が

行
わ
れ

る
。
こ
の
時
、
生
後
三
、
四
日
目
に
自
分
の
家
で
つ
け
た
名
前
を
紙
に

　
　
書
い
て
持
っ
て
い
く
と
オ
タ
ユ
ゥ
が
神
前
に
供
え
て
拝
ん
で
く
れ
る
。
こ
れ
で
オ

　
　

カ
ミ
サ
ン
に
名
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。
氏
子
入
り
は
ど
こ
の
神
社
に

　
　
行
っ
て
も
よ
い
が
、
天
神
神
社
に
は
行
か
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
下
の

　
　
レ
ベ
ル
の
神
社
に
行
く
。
伊
呂
浦
組
の
あ
る
家
で
は
代
々
ヒ
ジ
リ
オ
ジ
ソ
シ
ャ
に

　
　
氏
子
入
り
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
近
江
の
厳
格
な
当
屋
制
の
一
例
は
上
野
和
男
（
一
九
八
七
）
を
参
照
。

（
1
6
）
　
コ
マ
ッ
ノ
ト
ゥ
の
共
同
墓
地
は
明
治
十
四
年
に
作
ら
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
ひ
と

　
　
り
ひ
と
り
屋
敷
の
周
辺
に
埋
葬
し
て
い
た
。
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
の
共
同
墓
地
で
は
各

　
　
家
の
区
画
が
決
ま
っ
て
い
る
。
古
い
墓
の
形
態
は
土
中
に
埋
め
た
棺
の
上
に
往
生
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石
を
置
き
、
そ
の
上
に
土
を
か
ぶ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
ウ
ワ
イ
シ
（
上
石
）
を

　
　
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
は
位
牌
を
乗
せ
た
。
こ
れ
は
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
で

　
　
も
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
こ
の
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ
の
墓
を
掘

　
　
り
お
こ
し
て
骨
を
拾
い
、
屋
敷
内
も
し
く
は
周
辺
に
先
祖
代
々
墓
を
作
る
こ
と
が

　
　
さ
か
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
現
在
は
コ
マ
ツ
ノ
ト
ウ

　
　
の
共
同
墓
地
は
あ
ち
こ
ち
で
墓
が
こ
わ
さ
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
こ
の
家
族
の
場
合
C
3
の
分
家
に
あ
た
っ
て
は
親
は
つ
い
て
行
か
な
か
っ
た
。
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愛
東
町
青
山
の
事
例
ー
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
、
三
〇
一

　
ー
三
五
三
頁

牛
島
　
巌
（
一
九
六
六
）
「
〈
イ
ハ
イ
〉
祭
祀
と
日
本
の
家
族
・
親
族
ー
伊
豆
諸
島
・

　
利
島
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
民
族
学
研
究
』
三
一
巻
三
号
、
一
六
九
ー
一
七
八
頁

山
本
正
憲
（
一
九
六
五
）
「
徳
島
県
祖
谷
菅
生
地
方
に
お
け
る
家
族
構
成
と
隠
居
制
度
」

　

『
神
戸
法
学
雑
誌
』
一
六
巻
一
・
二
号
、
一
七
三
ー
二
二
六
頁

山
本
登
．
中
川
喜
代
子
（
一
九
六
〇
）
「
父
分
家
制
に
関
す
る
一
考
察
－
和
歌
山
県
東
牟

　
婁
郡
本
宮
町
（
旧
四
村
）
渡
瀬
の
場
合
ー
」
『
社
会
学
評
論
』
三
七
、
三
七
ー
五
六
頁

吉
田
禎
吾
・
綾
部
恒
雄
（
一
九
六
七
）
『
西
日
本
村
落
に
お
け
る
秩
序
と
変
貌
（
そ
の

　
一
）
ー
四
国
．
谷
ノ
木
部
落
に
お
け
る
俗
信
と
社
会
構
造
ー
』
（
九
州
大
学
教
育
学

　
部
附
属
比
較
教
育
文
化
研
究
施
設
紀
要
　
一
八
）
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