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植
松　

明
石

鹿
児
島
県
の
奄
美
大
島
を
、勤
務
校
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
）
の
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
ゼ
ミ
学
生
に
実
施
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
の
地
に
初
め
て
選
ん
だ
の
は
、一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
の
夏
で
し
た
。

学
生
た
ち
（
学
生
一
三
名
、教
員
二
名
）
は
、当
時
と
し
て
は
珍
し
い
現
地
（
名
瀬
）
集
合
の
た
め
、遥
か
南
の
島
を
目
指
し
て
列
車
、

船
、飛
行
機
な
ど
の
う
ち
、様
々
の
方
法
を
用
い
て
名
瀬
に
集
合
し
、第
一
回
の
調
査
地
鹿
児
島
県
大
島
郡
住す

み
よ
う
そ
ん

用
村
川か

わ
う
ち内（

現
・
奄
美

市
住
用
町
川
内
）
に
向
か
っ
た
の
で
し
た
。

学
生
た
ち
は
、そ
れ
ま
で
奄
美
大
島
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
識
が
な
く
、こ
の
日
ま
で
に
そ
の
地
理
的
、歴
史
的
、文
化
的
背
景
に

つ
い
て
学
び
、各
自
の
調
査
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
準
備
を
お
こ
な
っ
て
き
た
と
は
い
え
、遠
い
初
め
て
の
島
を
実
感
し
、そ
の
美

し
い
山
や
海
を
バ
ス
の
窓
か
ら
眺
め
な
が
ら
、そ
の
緊
張
と
不
安
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
時
間
余
り
で
宿
泊
を
許
し
て
下
さ
っ
た
生
活
館
に
入
り
、早
速
用
意
し
て
下
さ
っ
た
昼
食
を
と
り
、ふ
た
た
び
バ
ス
に
乗
っ
て

山
を
越
え
て
役
場
に
行
き
、挨
拶
し
、様
々
の
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、筆
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
一
日
で
し
た
。
炊
事

や
お
風
呂
は
シ
マ
の
人
々
が
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
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夜
は
ま
た
、各
自
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
の
教
員
の
指
導
が
あ
り
、こ
の
よ
う
に
、緊
張
し
た
第
一
日
目
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
一
〇
日
間
、昼
も
夜
も
シ
マ
の
方
々
が
辛
抱
強
く
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
の
は
並
大
抵
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

学
生
た
ち
は
、こ
の
調
査
で
喜
び
も
苦
し
み
も
経
験
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
喜
び
と
は
、遠
い
奄
美
文
化
の
一
端
に
ふ
れ
た
こ

と
、何
よ
り
も
シ
マ
の
方
々
と
深
く
親
し
い
つ
な
が
り
を
も
っ
た
こ
と
、そ
し
て
苦
し
み
と
は
調
査
指
導
の
き
び
し
さ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
喜
び
と
苦
し
み
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
ま
で
九
年
間
続
き
、そ
の
報
告
書
『
民
俗
文

化
』（
巻
末
参
照
）
を
毎
年
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
更
に
歳
月
が
流
れ
、卒
業
し
て
か
ら
も
学
生
た
ち
は
、度
々
シ
マ
を
訪
れ
、そ
れ
ぞ
れ
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け

て
き
ま
し
た
。
シ
マ
の
状
況
は
様
々
に
変
化
し
ま
し
た
が
、シ
マ
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
も
、奄
美
文
化
に
対
す
る
認
識
も
さ
ら
に

深
ま
り
、新
し
い
多
く
の
方
々
と
の
親
し
い
関
係
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
シ
マ
の
人
々
に
対
す
る
な
つ
か
し
い
想
い
、感
謝
の
心
が
、新
旧
の
写
真
を
改
め
て
眺
め
て
い
る
う
ち
に
湧
き
あ
が
り
、

本
書
の
刊
行
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
三
五
年
前
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
関
す
る
こ
と
の
み
で
な
く
、そ
れ
以

後
の
新
た
な
三
〇
年
余
の
展
開
に
も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
素
晴
ら
し
い
出
会
い
に
対
す
る
私
た
ち
の
喜
び
の
気
持
ち
を
、ぜ
ひ
多
く
の
方
々
と
共
有
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

二
〇
一
五
年
四
月
一
日



7

２　

刊
行
に
い
た
る
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                             　

浅
野　

博
美
・
川
北
千
香
子

                                                                                                                          　

末
岡
三
穂
子
・
福
岡　

直
子

本
書
は
、跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
文
化
学
科
で
、か
つ
て
民
俗
学
の
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
植
松
明
石
先
生
の
発
案
に
よ
っ
て
刊
行
が
計
画

さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、大
学
を
定
年
退
職
後
、卒
業
生
を
中
心
と
し
た
研
究
会
を
主
宰
し
、一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
、自
宅
に
民
俗
文
化
研
究
所
を
開
設
し

ま
し
た
。
卒
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
や
家
庭
を
も
ち
、研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、先
生
の
「
研
究
は
一
生
継
続
す
る
も
の
」
と
い
う

姿
勢
に
共
感
し
励
ま
さ
れ
、学
生
時
代
に
奄
美
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
経
験
し
た
人
を
中
心
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
め
は
、共
通

テ
ー
マ
「
食
文
化
」
を
設
定
し
て
発
表
を
行
っ
た
り
、海
外
生
活
の
体
験
に
基
づ
く
リ
ポ
ー
ト
を
す
る
な
ど
、奄
美
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、各
自

の
問
題
意
識
で
研
究
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

数
年
後
、大
学
で
保
管
し
て
い
た
一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
か
ら
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
の
奄
美
の
調
査
資
料
や
写
真
が
、民
俗
文
化
研

究
所
へ
と
移
管
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、九
年
間
、一
一
集
落
で
学
生
が
聞
き
取
り
を
し
た
資
料
、撮
影
写
真
の
数
々
で
、今
と
な
っ
て
は
得
る

こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
資
料
で
す
。
こ
の
九
年
間
に
渡
る
学
生
の
調
査
成
果
は
、跡
見
学
園
女
子
大
学
民
俗
文
化
研
究
調
査
会
に
よ
り
『
民
俗
文

化
』
第
二
号
～
一
〇
号
（
一
九
七
八
～
一
九
八
六
年
）
と
し
て
発
行
さ
れ
、す
で
に
調
査
地
や
関
係
機
関
に
贈
呈
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、そ
れ
か
ら
三
〇
年
以
上
が
経
過
し
、こ
の
膨
大
か
つ
貴
重
な
資
料
等
を
そ
の
ま
ま
眠
ら
せ
て
お
く
の
は
あ
ま
り
に
も
勿
体
な
い
、そ
れ

を
積
極
的
に
活
か
し
た
い
と
考
え
、私
た
ち
四
名
が
中
心
と
な
っ
て
、奄
美
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
再
開
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

大
学
の
調
査
の
折
に
お
世
話
に
な
っ
た
奄
美
の
方
々
と
は
、最
初
の
訪
問
以
降
、そ
れ
ぞ
れ
に
年
賀
状
や
近
況
報
告
な
ど
を
交
わ
す
お
付
き
合

　はじめに
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い
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、私
た
ち
の
再
訪
を
快
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
り
、そ
の
後
も
長
く
お
付
き
合
い
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、自
分
の
関
心
を
も
つ
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
継
続
し
て
い
き
ま
し
た
。
あ
る
者
は
、集
落
に
一
年
間
民
家
を
借

り
、自
宅
と
奄
美
を
行
き
来
し
な
が
ら
、奄
美
の
一
年
の
暮
ら
し
を
経
験
し
ま
し
た
。
ま
た
、か
つ
て
お
世
話
に
な
っ
た
方
の
家
に
泊
め
て
い
た
だ

き
、学
生
の
と
き
の
調
査
で
は
経
験
で
き
な
か
っ
た
奄
美
を
深
く
実
感
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、集
落
の
行
事
に
は
当
事
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て
も
ら

う
な
ど
、短
期
間
の
調
査
で
は
経
験
で
き
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
も
し
て
き
ま
し
た
。

私
た
ち
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、諸
機
関
か
ら
助
成
を
受
け
る
こ
と
な
く
行
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
ま
た
、奄
美
が
調
査
の
対
象
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
な
く
、奄
美
に
行
く
た
び
に
多
く
の
方
々
と
か
か
わ
り
を
も
ち
、奄
美
の
自
然
に
抱
か
れ
、奄
美
独
特
の
食
べ
物
を
食
べ
、シ
マ
ウ
タ
を

聞
き
、奄
美
へ
の
愛
着
も
一
層
深
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、奄
美
を
訪
れ
る
回
数
も
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

同
時
に
、研
究
所
で
は
丸
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
、遠
い
奄
美
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、継
続
的
に
研
究
会
を
開
き
、調
査
報
告
や
情
報
交
換
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
し
て
、二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
、先
生
が
私
財
を
出
し
て
下
さ
り
、民
俗
文
化
研
究
所
か
ら
『
民
俗
文

化
研
究
』
を
創
刊
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、私
た
ち
は
再
開
し
た
奄
美
調
査
に
基
づ
く
論
文
、研
究
ノ
ー
ト
、リ
ポ
ー
ト
な
ど
を
発
表
し
、そ
れ
は
、

一
一
号
ま
で
続
き
ま
し
た
（
巻
末
の
一
覧
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。

初
め
て
大
学
の
民
俗
文
化
研
究
調
査
会
で
奄
美
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
か
ら
、早
や
三
八
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

長
き
に
わ
た
り
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
島
の
方
々
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
、本
書
の
刊
行
に
い
た
り
ま
し
た
。　

本
書
は
植
松
明
石
先
生
の
他
、当
時
文
化
人
類
学
を
担
当
し
て
お
ら
れ
た
渡
邊
欣
雄
先
生
や
、お
世
話
に
な
っ
た
島
の
方
々
に
も
ご
執
筆
い
た

だ
き
、写
真
も
多
く
の
方
々
よ
り
ご
提
供
を
う
け
て
完
成
し
ま
し
た
。

島
の
方
々
は
も
と
よ
り
、こ
れ
ま
で
奄
美
を
知
ら
な
か
っ
た
多
く
の
方
々
に
奄
美
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
一
冊
と
な
り
ま
し
た
ら
、さ
ら

に
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
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１　

い
ざ
奄
美
へ

　
そ
れ
ま
で
「
奄
美
」
と
は
無
縁
だ
っ
た
。
奄
美
は
、九
州
よ
り
は
る
か
南
の

亜
熱
帯
気
候
の
地
で
あ
り
、台
風
の
通
り
道
と
し
て
天
気
予
報
で
報
じ
ら
れ

る
場
所
と
い
う
程
度
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
私
は
、漠
然
と
野
外
調
査
と

い
う
も
の
に
あ
こ
が
れ
、一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
、大
学
三
年
生
の
と
き
、

そ
れ
が
で
き
る
必
修
科
目
の
「
演
習
１
（
文
化
人
類
学
調
査
実
習
）」
を
履
修
し

た
。
最
初
、指
導
教
員
か
ら
、野
外
調
査
を
大
島
で
行
う
と
聞
い
た
。
し
か
し
、

授
業
の
途
中
ま
で
、そ
の
大
島
は
東
京
都
の
伊
豆
七
島
の
大
島
と
思
っ
て
聞

い
て
い
た
ほ
ど
の
ん
き
で
無
知
だ
っ
た
。

毎
回
の
講
義
は
興
味
深
く
、面
白
そ
う
な
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

教
科
書
は
、先
生
自
筆
の
ペ
ー
パ
ー
だ
っ
た
。
そ
し
て
、先
行
研
究
書
と
し
て

読
む
こ
と
を
薦
め
ら
れ
た
書
籍
は
、ま
ず
、『
屋
久
島
民
俗
誌
』（
宮
本
常
一
著
・

一
九
七
四
年
・
未
來
社
）
だ
っ
た
。
続
い
て
、『
沖
縄
の
民
族
学
的
研
究
―
民
俗

社
会
と
世
界
像
―
』（
日
本
民
族
学
会
編
・
一
九
七
三
年
・
財
団
法
人
日
本
民
族
学
振

興
会
）
と
『
奄
美
文
化
誌
―
南
島
の
歴
史
と
民
俗
―
』（
長
澤
和
俊
編
・
一
九
七
四

年
・
西
日
本
新
聞
社
）
が
あ
げ
ら
れ
た
。
沖
縄
の
郷
土
月
刊
誌
『
青
い
海
』（
青
い

海
出
版
社
）
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
も
目
を
と
お
す
よ
う
に
と
い
わ
れ
、神
田

神
保
町
の
地
方
出
版
書
の
専
門
店
に
行
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
前
者
三
冊
の
書

籍
は
、今
ま
で
ま
っ
た
く
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
性
質
の
も
の
で
、歴
史
・
地
理
・

旅
行
記
と
も
違
っ
て
い
た
。
写
真
の
掲
載
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、た

と
え
ば
、祭
礼
を
紹
介
す
る
記
述
は
想
像
が
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、掲
載
論
文

は
難
解
で
、調
査
地
特
有
の
言
葉
と
学
問
上
の
専
門
用
語
の
理
解
は
、広
辞
苑

を
ひ
い
て
も
わ
か
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

授
業
を
重
ね
た
あ
る
日
、指
導
教
員
か
ら
「
本
に
書
か
れ
て
あ
る
内
容
を

現
地
に
行
っ
て
確
認
し
て
み
る
と
、そ
れ
が
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、新
し
い
発
見
も
あ
る
は
ず
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
さ

ら
に
、「
こ
の
学
問
に
現
地
調
査
は
必
要
な
こ
と
で
、そ
れ
な
く
し
て
発
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
た
。
学
問
と
は
そ
の
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よ
う
な
も
の
な
の
か
と
聞
き
入
っ
た
こ
と
が
、つ
い
先
日
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、そ
の
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、見
知
ら
ぬ
遠
隔
地
の
奄
美
に
行
っ
て
フ

ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
が
で
き
る
、と
い
う
こ
と
が
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。

私
は
、大
学
の
授
業
の
一
環
と
し
て
一
九
七
七
年
の
最
初
に
奄
美
に
行
っ

た
ゼ
ミ
員
一
三
名
の
一
人
だ
が
、履
修
の
資
格
と
か
条
件
の
よ
う
な
も
の
は

な
か
っ
た
と
記
憶
す
る
。
し
か
し
、後
年
、当
時
の
参
加
者
に
聞
く
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、翌
年
の
一
九
七
八
年
の
二
回
目
の
奄
美
調
査
者
に
は
、次
の
三
点
が

参
加
条
件
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、ど
こ
で
も
寝
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
、こ
れ
は
、寝
る
場
所
が
公

民
館
の
板
の
間
の
上
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、シ
ー
ツ
を
袋
状

に
縫
い
つ
け
た
簡
易
寝
袋
を
自
製
し
、ま
た
、ビ
ー
チ
マ
ッ
ト
も
用
意
し
た
。

さ
ら
に
、名
瀬
市
内
の
商
店
で
寝ね

ご

ざ
茣
蓙
を
購
入
し
た
者
も
い
た
そ
う
で
あ
る
。

準
備
が
よ
か
っ
た
の
か
順
応
性
が
あ
っ
た
の
か
、板
敷
き
の
た
め
に
眠
れ
な

か
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

次
の
条
件
は
、集
落
の
お
宅
に
訪
問
し
て
出
さ
れ
た
も
の
は
残
さ
ず
食
べ

る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、そ
の
方
の
好
意
を
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、そ
の

土
地
の
食
べ
物
に
親
し
み
、知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
っ

た
。
し
か
し
、調
査
を
終
え
て
み
れ
ば
、こ
れ
に
関
す
る
心
配
も
ま
っ
た
く
無

用
で
、食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
り
食
べ
過
ぎ
に
よ
る
体
重
の
増
加
が
そ
れ

を
証
明
し
て
い
た
。

最
後
の
条
件
は
、虫
を
怖
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
公
民
館
に
ク

ー
ラ
ー
等
の
設
備
が
な
い
た
め
、窓
・
扉
は
常
に
開
け
て
い
た
。
夜
、蛍
光
灯

に
多
く
の
虫
が
集
ま
っ
て
く
る
。
最
初
こ
そ
騒
ぎ
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
も
支

障
が
あ
っ
た
が
、蛾
が
落
ち
て
き
て
も
平
気
で
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、こ
れ
ら
の
条
件
は
日
常
生
活
に
関
す
る
こ
と
で
、学

習
欲
と
か
研
究
心
は
二
の
次
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、奄
美
へ
行
く
た
め
の
準
備
は
諸
々
あ
っ
た
。
ま
ず
、当
然
の
こ
と

と
し
て
奄
美
の
事
前
学
習
で
あ
り
、そ
の
一
部
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、遠
隔
地
ま
で
の
旅
費
と
滞
在
費
の
捻
出
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ア
ル

バ
イ
ト
を
し
た
。
お
世
話
に
な
る
集
落
内
で
の
滞
在
は
、専
ら
調
査
地
の
人

た
ち
の
好
意
に
す
が
る
。
そ
こ
で
、事
前
に
、現
地
で
不
足
し
て
い
る
学
童
が

読
む
本
を
贈
る
こ
と
と
決
め
、大
学
の
す
べ
て
の
教
職
員
・
学
生
に
協
力
し

て
も
ら
う
た
め
の
チ
ラ
シ
の
作
成
を
し
、船
便
で
送
る
た
め
に
本
の
梱
包
も

し
た
。

と
こ
ろ
で
、私
た
ち
の
奄
美
行
き
の
目
的
は
、奄
美
の
文
化
を
理
解
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ゼ
ミ
で
は
、最
初
に
奄
美
の
概
要
が
講
義
さ
れ
、そ
の
後
は
、各

自
が
関
心
を
寄
せ
る
テ
ー
マ
の
個
別
指
導
に
な
っ
た
。
民
俗
学
（
指
導
教
員
は

植
松
明
石
）
と
文
化
人
類
学
（
指
導
教
員
は
渡
邊
欣
雄
）
の
両
ゼ
ミ
員
が
一
緒
に

同
じ
場
所
で
調
査
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、授
業
も
合
同
の
こ
と
が
多
か
っ

た
。こ

こ
で
、各
自
の
テ
ー
マ
を
記
し
て
お
く
。

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
、鹿
児
島
県
大
島
郡
住
用
村
川
内
の
成
果
で
あ

る
報
告
書
（『
民
俗
文
化
』
第
二
号
・
一
九
七
八
年
・
跡
見
学
園
女
子
大
学
民
俗
文
化

研
究
調
査
会
）
の
目
次
か
ら
あ
げ
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る
。

①
労
力
交
換
の
契
機
と
し
て
の
労
働
慣
行

②
家
族
と
親
族　

③
婚
姻
形
態

④
産
育
習
俗

第Ⅰ章　はじめての奄美
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⑤
葬
制

⑥
生
業
暦
と
農
耕
儀
礼

⑦
年
中
行
事

⑧
三
セ
ツ
の
儀
礼

⑨
食
生
活
と
共
同
飲
食

⑩
住
生
活
と
方
位

⑪
世
界
観

⑫
八
月
踊

で
は
、こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、調
査
地
に
行
っ
て
ど
の
よ
う
に
尋

ね
た
ら
、満
足
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
聞
き
出
せ
る
か
、事
前
に
書
き
出
し
て
み

る
よ
う
指
導
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
質
問
項
目
と
称
し
、聞
き
た
い
内
容
は
当

人
に
よ
る
が
、一
〇
〇
、二
〇
〇
、三
〇
〇
く
ら
い
は
書
い
た
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、⑦
年
中
行
事
を
知
り
た
い
と
し
た
場
合
、例
に
し
て
示
す
と
次

の
よ
う
な
質
問
項
目
が
考
え
ら
れ
る
。

「
⑴
正
月
を
迎
え
る
た
め
に
、暮
に
は
ど
の
よ
う
な
準
備
を
し
ま
す
か
。
⑵

そ
れ
は
、女
の
人
が
し
ま
す
か
、男
の
人
で
す
か
。
子
ど
も
が
し
ま
す
か
。

お
と
な
で
し
ょ
う
か
。
⑶
門
松
は
た
て
ま
す
か
。
⑷
餅
つ
き
は
し
ま
す
か
。

⑸
正
月
の
料
理
に
ブ
タ
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
が
、家
で

飼
育
し
て
い
る
の
で
す
か
。
ブ
タ
を
し
め
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、ど
こ
で
し

ま
す
か
。
浜
で
す
か
、庭
で
す
か
。
家
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
。
⑹

ブ
タ
を
使
っ
た
一
年
分
の
保
存
食
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
⑺
正

月
は
、新
暦
で
し
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
旧
暦
で
し
ま
す
か
。
⑻
い
つ
頃
か
ら

新
暦
に
な
り
ま
し
た
か
。
戦
前
で
す
か
、戦
後
で
す
か
。
そ
れ
と
も
も
っ
と

前
で
す
か
。
⑼
新
暦
の
正
月
を
オ
ラ
ン
ダ
正
月
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、こ
の
集
落
で
も
そ
の
よ
う
に
い
い
ま
す
か
。
⑽
暮
れ

に
は
墓
参
り
を
し
ま
す
か
。」

と
い
っ
た
具
合
に
ノ
ー
ト
に
書
き
出
せ
る
だ
け
書
い
て
お
き
、調
査
地
で

尋
ね
る
の
で
あ
る
。
質
問
項
目
を
い
く
つ
書
い
て
お
い
て
も
、そ
の
行
事
は

し
な
い
、聞
い
た
こ
と
も
な
い
、と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
か

ら
、全
国
各
地
の
民
俗
報
告
書
を
読
み
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
質
問
項
目
を
ひ
ね

り
出
し
た
。
し
か
し
、質
問
項
目
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
テ
キ
ス
ト

が
あ
る
わ
け
で
な
く
、日
本
本
土
は
も
ち
ろ
ん
、沖
縄
と
も
異
な
る
歴
史
的
・

文
化
的
背
景
が
あ
る
奄
美
を
理
解
す
る
た
め
の
質
問
項
目
の
作
成
に
は
四
苦

八
苦
し
た
。
そ
し
て
、準
備
不
足
を
反
省
し
、大
方
の
者
が
現
地
で
の
滞
在
時

間
の
不
足
を
な
げ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

現
地
で
は
、大
部
分
の
時
間
を
話
を
聞
く
こ
と
に
費
や
す
。
し
た
が
っ
て
、

集
落
の
方
に
は
そ
の
間
は
仕
事
の
手
を
休
め
て
い
た
だ
く
。
つ
ま
り
、大
事

な
時
間
を
私
た
ち
の
研
究
の
た
め
に
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
指
導
教
員
か
ら

は
「
あ
な
た
た
ち
は
、調
査
を
す
る
の
で
は
な
く
、調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

の
で
す
」
と
い
う
注
意
の
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
、今
で
も
と
き
お
り
思
い
出
す
。

２　

調
査
地
の
日
常

調
査
し
た
奄
美
の
集
落
の
概
況
、お
よ
び
個
々
の
事
象
は
次
節
以
降
で
紹

介
す
る
が
、こ
こ
で
は
、筆
者
が
初
め
て
奄
美
調
査
を
経
験
し
た
一
九
七
七

（
昭
和
五
二
）
年
の
住
用
村
川
内
に
滞
在
し
た
折
の
一
端
を
紹
介
し
、当
時
の
野
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外
調
査
の
様
子
を
記
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

一
三
名
の
学
生
が
、関
東
か
ら
、夜
行
寝
台
列
車
、船
、飛
行
機
等
そ
れ
ぞ

れ
の
交
通
手
段
で
名
瀬
市
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
集
合
し
、調
査
地
の
役
場

へ
向
か
う
。
指
導
教
員
と
調
査
者
全
員
で
挨
拶
し
、調
査
の
た
め
に
有
益
な

資
料
の
収
集
を
す
る
。
役
場
の
複
写
機
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、大

部
分
は
鉛
筆
で
転
記
し
た
。
資
料
と
は
、た
と
え
ば
、行
政
要
覧
・
地
図
・
農

業
や
漁
業
関
係
の
統
計
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、郵
便
局
に
出
向
き
、各
家
を
訪

ね
る
た
め
に
必
要
な
地
図
を
写
さ
せ
て
も
ら
い
、そ
の
後
、持
参
し
た
黒
色
の

カ
ー
ボ
ン
用
紙
で
調
査
者
分
を
複
写
し
た
。
見
知
ら
ぬ
土
地
の
家
を
訪
問
す

る
に
は
こ
れ
が
頼
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
の
は
、す
べ
て
、

御
地
の
方
の
格
別
な
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
作
業
後
、一
〇
日
間
の
滞
在
期
間
に
寝
食
を
す
る
集
落
内
の
公
的
施

設
（
生
活
館
・
公
民
館
等
）
で
集
落
代
表
の
方
と
会
い
挨
拶
を
す
る
。
第
二
節

「
訪
ね
た
集
落
」
で
紹
介
す
る
ど
の
集
落
も
、調
査
は
八
月
一
日
前
後
か
ら
始

ま
り
、滞
在
期
間
中
の
日
々
の
記
録
は
記
録
係
が
書
き
残
し
た
。
そ
の
記
録

に
つ
い
て
は
、第
三
節
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

で
は
こ
こ
で
、一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。

起
床
は
午
前
六
時
。
朝
食
を
と
る
。
食
事
の
ま
か
な
い
は
、調
査
地
の
女
性

二
人
の
方
に
お
願
い
し
た
。
三
食
を
自
分
た
ち
で
つ
く
る
こ
と
は
、調
理
に

慣
れ
ぬ
当
時
の
私
た
ち
に
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、な
る
べ
く
地

元
の
食
事
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
活
館

に
設
置
さ
れ
た
台
所
で
調
理
し
て
い
た
だ
い
た
。

朝
食
後
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
り
、終
わ
る
と
集
落
内
の
家
々
を
ひ
と
り
で

訪
問
す
る
。
公
民
館
に
戻
り
昼
食
を
と
る
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
、指
導
教
員

か
ら
個
別
指
導
、休
息
、ま
た
集
落
内
の
家
へ
向
か
う
。
夕
食
に
戻
る
。
そ
の

後
、決
め
ら
れ
た
家
に
お
風
呂
を
も
ら
い
に
行
く
。
夕
方
か
ら
の
行
動
に
懐

中
電
灯
は
必
携
で
あ
る
。
必
ず
、「
ハ
ブ
に
気
を
つ
け
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
る
。

仕
事
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
の
方
か
ら
話
を
聞
い
て
帰
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

聞
い
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
う
ち
に
、そ
の
日
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
一
〇

時
が
消
灯
と
い
う
規
則
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、日
が
た
つ
に
し
た
が
い
、三
度

の
食
事
以
外
の
時
間
は
乱
れ
て
く
る
。

調
査
内
容
が
ま
と
ま
ら
な
い
あ
せ
り
で
、時
間
か
ま
わ
ず
先
生
に
尋
ね
た
。

就
寝
が
一
二
時
を
過
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
暑
い
日
の
公
民
館
の
中
は
三
五

度
に
達
す
る
こ
と
も
あ
り
、寝
苦
し
い
翌
朝
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
眠
か
っ
た
。

し
か
し
、元
気
で
よ
く
食
べ
た
。
そ
し
て
、私
た
ち
は
、ま
だ
、指
導
教
員
の
骨

身
を
惜
し
ま
な
い
二
四
時
間
労
働
を
、な
ん
と
も
思
わ
な
い
年
齢
だ
っ
た
。

す
で
に
、私
た
ち
の
訪
問
は
人
々
に
知
ら
さ
れ
て
は
い
た
が
、「
こ
ん
に
ち

は
」「
ご
め
ん
下
さ
い
」
と
声
を
か
け
て
も
家
か
ら
人
が
出
て
こ
な
い
こ
と
が

あ
っ
た
。
勧
誘
の
人
間
と
間
違
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
嫌
わ
れ
た
か
と
思

っ
た
。

次
第
に
、「
キ
ャ
オ
ロ
ウ
（
ご
め
ん
く
だ
さ
い
の
意
）」
と
大
声
で
言
う
と
返
事

が
く
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
挨
拶
状
（
資
料
１
・
次
頁
参
照
）
を
渡
し
、恥
ず
か

し
い
よ
う
な
自
信
の
な
い
よ
う
な
声
で
訪
問
し
た
意
図
を
伝
え
る
と
、笑
顔

で
家
の
中
へ
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。
門
に
表
札
が
出
て
い
る
家
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
。
ま
た
、生
垣
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、ど
の
家
の
屋
根
も
黒
く
、同
じ
よ

う
に
見
え
た
。
藪
が
あ
る
と
、ハ
ブ
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
遠
回
り
も
し
た
。

一
〇
〇
軒
に
も
満
た
な
い
戸
数
な
の
に
、目
的
の
一
軒
が
探
せ
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
留
守
な
の
に
玄
関
の
扉
を
開
け
た
ま
ま
で
鍵
を
か
け
な
い
家

第Ⅰ章　はじめての奄美
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も
ら
う
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
が
な
い
と
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
い
け
な
い
。
そ
う

し
な
い
と
、自
分
自
身
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
調
査
に
と
り
か
か
れ
な
い
の
で

あ
る
。

さ
て
、調
査
も
半
ば
に
な
る
と
、暑
さ
や
集
落
の
言
葉
に
も
慣
れ
て
く
る
。

公
民
館
に
は
、積
極
的
に
話
を
し
に
き
て
く
れ
る
方
も
出
て
き
た
。
差
し
入

れ
に
ト
マ
ト
や
ス
イ
カ
、自
家
製
の
ア
ク
マ
キ
（
一
二
二
頁
）
を
も
っ
て
き
て

く
れ
る
方
も
い
た
。
子
ど
も
た
ち
が
生
活
館
の
窓
か
ら
室
内
を
の
ぞ
き
、わ

た
く
し
た
ち
と
目
を
あ
わ
す
と
、恥
ず
か
し
そ
う
に
し
て
逃
げ
て
い
っ
た
。

朝
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、調
査
の
進
み
具
合
を
発
表
し
た
。
ま
た
、集
落

で
、話
し
好
き
な
人
は
だ
れ
さ
ん
と
か
、あ
の
人
は
こ
の
話
に
と
て
も
詳
し
い

と
い
っ
た
情
報
を
交
換
し
た
。
何
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
人
の
と
こ
ろ
に
は
、

ど
う
し
て
も
調
査
者
が
集
中
し
て
し
ま
う
傾
向
に
な
る
の
で
、な
る
べ
く
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
か
、い
た
だ
き
も
の
を
し
た
人
の
家
に
次

の
人
が
行
っ
た
ら
お
礼
を
い
う
よ
う
に
、と
い
う
こ
と
も
伝
え
あ
っ
た
。

調
査
の
中
日
に
は
、懇
親
会
を
開
い
た
。
そ
の
日
は
、調
査
の
約
束
を
し

た
人
を
除
き
調
査
は
し
な
い
。
生
活
館
内
の
椅
子
や
飲
食
の
準
備
、私
た
ち

の
余
興
の
練
習
が
あ
っ
た
。
懇
親
会
は
集
落
の
方
た
ち
と
の
交
流
の
場
だ
が
、

集
落
に
伝
わ
る
芸
能
を
披
露
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
で
も
あ
り
、う
か
れ
て

ば
か
り
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
調
査
の
絶
好
な
機
会
で
も
あ
っ
た
。
懇
親
会

に
は
集
落
の
常
会
よ
り
多
く
の
人
が
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ

た
。
集
落
の
人
た
ち
の
豊
か
な
遊
び
心
と
の
ど
に
比
べ
、私
た
ち
の
持
ち
駒

は
さ
び
し
い
。
し
か
し
、ヒ
ッ
ト
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、指
導
教
員
脚
本
に
よ

る
シ
マ
言
葉
の
寸
劇
で
あ
る
。
多
く
の
人
を
笑
わ
せ
、川
内
で
は
今
で
も
語

り
草
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ぜ
ひ
、六
四
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

資料 1：各戸に渡した挨拶状も
あ
っ
た
。

一
日
に
、学
生
ひ
と
り
が
五
～
七
軒
の
家
を
ま
わ
り
、留
守
宅
以
外
は
全
戸

を
お
訪
ね
し
た
。
集
落
の
誰
か
ら
も
、物
知
り
と
い
わ
れ
て
い
る
人
だ
け
に

聞
く
の
で
は
な
く
、ま
た
、集
落
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
人
だ
け
に
聞
く
の
で

は
な
く
、全
戸
か
ら
聞
き
と
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
を
も
た
せ
た
調
査
で
あ

っ
た
。

ど
の
家
に
つ
い
て
も
共
通
に
、集
落
内
で
の
組
や
班
の
所
属
・
家
族
構
成
・

生
業
・
仏
壇
や
神
棚
の
所
在
・
ど
の
よ
う
な
と
き
に
誰
と
共
同
で
農
作
業
を

す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
。
公
民
館
に
帰
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、

聞
き
損
じ
が
あ
る
か
ら
ま
た
そ
の
家
に
出
か
け
る
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
。
こ

の
戸
別
調
査
が
終
了
し
た
こ
と
は
、指
導
教
員
二
名
の
、「
Ｏ
Ｋ
」
サ
イ
ン
を
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懇
親
会
以
後
は
よ
り
親
し
み
が
わ
き
、道
で
会
っ
て
立
ち
話
を
す
る
よ
う

に
も
な
っ
た
。
そ
の
集
落
に
と
っ
て
日
常
的
な
こ
と
も
、私
た
ち
に
と
っ
て

は
新
鮮
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
川
内
以
外
の
集
落
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
交

わ
り
が
あ
り
、遠
方
に
海
水
浴
に
出
か
け
た
り
、板
付
け
船
に
乗
っ
た
り
、薪

で
沸
か
し
て
く
れ
た
五
右
衛
門
風
呂
に
入
っ
た
り
、古
く
か
ら
の
慣
習
の
洗

骨
に
立
ち
会
っ
た
り
、サ
ン
ゴ
ン
料
理
の
手
伝
い
を
し
た
り
（
一
一
六
頁
参
照
）、

ノ
ロ
の
衣
装
や
一
族
の
系
図
を
拝
見
し
た
り
、夜
の
一
二
時
を
過
ぎ
て
も
八

月
踊
り
を
し
た
り
、家
の
間
取
り
を
書
い
た
り
、青
年
団
と
交
流
を
も
っ
た
り
、

集
落
の
方
が
お
や
つ
を
つ
く
っ
て
も
っ
て
き
て
く
れ
た
り
と
、あ
げ
れ
ば
き

り
が
な
い
。

し
か
し
、私
は
、シ
マ
の
言
葉
は
挨
拶
程
度
し
か
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
明
治
三
〇
年
代
生
ま
れ
の
方
か
ら
の
聞
き
取
り
は
、ど
う
し
て
も
言

葉
が
通
じ
ず
、ま
た
、先
方
も
標
準
語
で
は
話
し
に
く
い
様
子
だ
っ
た
。
川
内

で
は
、そ
れ
を
察
し
た
隣
家
の
人
が
わ
ざ
わ
ざ
出
て
き
て
通
訳
を
し
て
く
だ

さ
っ
た
。

ま
た
、昼
食
の
時
間
だ
か
ら
生
活
館
で
用
意
し
て
い
た
だ
い
た
食
事
が
あ

る
か
ら
と
い
っ
て
も
、家
で
つ
く
っ
た
か
ら
食
べ
て
い
っ
て
欲
し
い
と
い
わ

れ
た
。
一
日
に
二
回
の
昼
食
を
食
べ
た
の
は
、決
し
て
私
だ
け
で
は
な
い
。

調
査
地
で
の
人
々
と
の
別
れ
は
と
て
も
さ
び
し
く
、に
ぎ
や
か
だ
っ
た
学

生
が
急
に
無
口
に
な
り
、集
落
の
人
と
手
を
と
り
あ
い
、涙
を
ぬ
ぐ
っ
た
。
そ

し
て
、バ
ス
の
窓
か
ら
、集
落
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
、い
つ
ま
で
も
手
を
振

り
続
け
た
。

そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
た
一
〇
日
間
の
集
落
の
方
と
の
つ
な
が
り
は
、

懐
か
し
さ
を
と
も
に
し
、今
日
に
続
い
て
い
る
。

３　

調
査
を
終
え
て
―
デ
ー
タ
の
共
有

奄
美
調
査
を
終
え
、ま
だ
夏
休
み
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
指
導
教
員
か
ら

手
紙
が
届
き
、同
封
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、次
頁
の
資
料
２
で
あ
る
。
調
査
終

了
後
の
作
業
手
順
が
期
限
厳
守
で
書
か
れ
て
あ
り
、細
部
に
至
る
注
意
事
項

と
調
査
地
へ
の
礼
状
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
。

さ
っ
そ
く
、聞
き
取
り
し
た
ノ
ー
ト
を
整
理
し
た
が
、な
ん
で
一
〇
日
間
し

か
滞
在
し
な
か
っ
た
の
か
悔
や
ま
れ
る
こ
と
し
き
り
で
、あ
れ
も
聞
い
て
な

い
、こ
れ
も
聞
い
て
な
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
多
く
、レ
ポ
ー
ト
が
書
け
な
い

と
思
っ
た
。

各
自
が
、Ｂ
４
判
の
大
き
さ
の
コ
ピ
ー
用
箋
を
Ｂ
７
判
に
八
分
割
し
、統
一

し
た
「
調
査
資
料
カ
ー
ド
」
を
規
則
に
し
た
が
っ
て
作
成
し
、調
査
参
加
者
が

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
共
有
す
る
作
業
を
し
た
。
資
料
３
が
指
導
教
員
か
ら
示

さ
れ
た
書
き
方
で
あ
り
、資
料
４
は
、八
分
割
前
の
カ
ー
ド
で
あ
る
。
カ
ー
ド

枚
数
は
、一
人
が
二
五
〇
枚
と
す
れ
ば
、一
三
人
分
で
三
二
五
〇
枚
と
な
る
。

ひ
と
り
の
調
査
者
が
ひ
と
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
、集
落
の
複
数
の
人
に
尋
ね

る
。
一
〇
人
の
人
に
尋
ね
れ
ば
、一
〇
枚
の
カ
ー
ド
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
内

容
が
同
じ
こ
と
も
あ
れ
ば
、多
少
異
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
知
り
た
い
こ
と

が
必
ず
し
も
得
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
く
さ
ん
の
デ
ー
タ
が
集
積
さ
れ
た
こ
と
は
共
同
調
査
と
し
て
意
味
深
い
こ

と
だ
っ
た
。
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資料 2：調査後のことについて（調査終了後、指導教員から送られたもの）
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写真 1：各調査地で得られた大切なデータ（奄美再調査を奮起させたもの。福岡所有）

「11-37」は「調査者番号とカード番号」である。「Ｆｃ］は、
大項目（Ｆ）と中項目（ｃ）であり、この場合はＦは信仰、ｃ
は民間信仰を示す。小項目は「23 夜の旅おがみ」である。調
査年月日と話者を右に記し、小項目の内容は下の欄に記す。
資料 2，3 は指導教員から渡されたもので、資料 4 は福岡が
書いたものである。　

資料 3：調査項目の目安（Ｂ４判 15 枚に手書き）

第Ⅰ章　はじめての奄美

資料４：データのとり方
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奄美群島◇島々の位置と特色（24 頁地図参照）

島の位置・面積・人口―
　鹿児島県と沖縄県の中間、九州の南方洋上、北方は北緯28度32分44秒、南方は北緯27度01分07秒、東方は東
経130度02分07秒、西方は東経128度23分43秒の間に連なる島々である。
　奄美大島（面積：712.48㎢、人口：63138人）、加計呂麻島（77.39㎢、1379人）、請島（13.34㎢、131人）、与
路島（9.35㎢、93人）、喜界島（56.93㎢、7802人）、徳之島（247.77㎢、25292人）、沖永良部島（93.67㎢、
13637人）、与論島（20.47㎢、5436人）の有人 8島と多くの無人島より形成される。
　群島の総面積は1231.40㎢、総人口は118,773人（平成22年国調）である。市町村数は合併などを経て、現在
は1市 9町 2村となっている。
各島の特色―（奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島については97頁を参照）
喜界島（喜界町）：奄美大島東側に位置し、名瀬港から同島湾港までの航路距離69km。比較的平坦で、耕地面
積が島の40％を占める。耕地に恵まれ農業が盛んで、サトウキビ栽培、花卉や野菜の生産、畜産（肉用牛）
が営まれ、クルマエビ養殖も行われている。
徳之島（徳之島町、天城町、伊仙町）：奄美大島の南西に位置し、名瀬港から同島亀徳港まで航路距離109km。
群島内、奄美大島に次ぐ面積であるが耕地面積は群島一。サトウキビを主体に、野菜、畜産（肉用牛）の複
合経営の農業が行われている。漁業はマグロ漁、瀬物一本釣り漁業が営まれている。
沖永良部島（和泊町、知名町）：徳之島の南西に位置し、名瀬港から同島和泊港まで、航路距離163km。隆起珊
瑚礁からなり、平坦地が多く耕地に恵まれている。ゆり、きくなどの花卉栽培が盛んで、ばれいしょ、里芋
などの野菜、サトウキビが栽培されている。
与論島（与論町）：沖永良部島の南西に位置し、名瀬港から同島茶花港まで航路距離209km。群島最南端の島。
沖縄本島が眺望できる。山岳、河川がほとんどない。農業は、サトウキビと肉用牛、野菜、花卉類の複合経
営。マンゴーの果樹栽培も増えつつある。
� （末岡三穂子。参考資料『平成25年度奄美群島の概況』鹿児島県大島支庁、2014年）

前
頁
の
写
真
１
は
、す
で
に
三
〇
年
を
経
た
、通
称
青
焼
き
コ
ピ
ー
（
ジ
ア

ゾ
式
複
写
機
で
複
写
）
だ
が
、保
存
状
態
が
よ
か
っ
た
の
か
あ
ま
り
勉
強
し
な

か
っ
た
の
か
、今
で
も
書
か
れ
た
文
字
は
鮮
明
に
残
り
、見
る
た
び
に
苦
い

経
験
が
思
い
出
さ
れ
る
。
教
員
に
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
は
何
度
も
書
き
直
し

を
し
た
。「
も
う
一
度
奄
美
へ
行
っ
て
聞
い
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
ど
遠

い
」
と
悩
ん
だ
。
返
信
用
の
手
紙
と
切
手
を
同
封
し
た
手
紙
を
調
査
地
の
方

に
送
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
者
も
い
た
。

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年
以
後
、大
学
で
は
民
俗
学
と
文
化
人
類
学
の
両

ゼ
ミ
合
同
の
奄
美
調
査
が
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
ま
で
継
続
さ
れ
、そ
の

成
果
は
、『
民
俗
文
化
』
第
二
号
か
ら
一
〇
号
と
し
て
刊
行
し
、毎
年
、お
世
話

に
な
っ
た
集
落
、役
場
へ
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

調
査
当
時
は
、明
治
生
ま
れ
の
方
か
ら
話
を
伺
っ
た
が
、そ
の
多
く
の
方
た

ち
は
逝
去
さ
れ
、現
在
、わ
た
く
し
た
ち
は
、同
世
代
の
方
た
ち
と
の
交
流
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
思
い
立
っ
た
こ
と
は
、奄
美
の
再
調
査
だ
っ
た
（
拙
稿

「
旅
の
責
任
」
―
奄
美
再
調
査
へ
始
動
―
」『
ま
ほ
ら
』
三
二
号
・
二
〇
〇
二
年
・
旅
の

文
化
研
究
所
）。
そ
し
て
、か
つ
て
奄
美
調
査
を
し
た
仲
間
と
と
も
に
、再
訪
を
、

楽
し
み
な
が
ら
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

久
し
ぶ
り
の
奄
美
は
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、か
つ
て
無
意
識
に
撮
影

し
た
景
観
写
真
と
見
比
べ
て
も
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、変
わ
ら
な
い
奄
美
も

あ
り
、ま
た
、新
し
い
奄
美
も
あ
る
だ
ろ
う
。
奄
美
と
の
出
会
い
か
ら
歳
月
を

経
た
今
だ
か
ら
こ
そ
、書
け
る
何
か
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
。
そ

し
て
、そ
の
完
成
は
、奄
美
へ
引
率
し
て
く
だ
さ
っ
た
指
導
教
員
へ
の
レ
ポ
ー

ト
の
再
提
出
で
あ
り
、何
よ
り
も
、お
世
話
に
な
っ
た
調
査
地
の
方
々
へ
の
感

謝
の
集
大
成
と
な
れ
ば
嬉
し
い
と
思
っ
て
い
る
。　
　
　
　
（
福
岡　

直
子
）
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第
二
節
　
訪
ね
た
集
落

 

１　

集
落
別
人
口
変
化　

群
島
の
概
況

『
奄
美
群
島
の
概
況
』（
平
成
二
二
年
度
版
）
に
よ
る
奄
美
大
島
全
体
の
人
口

変
化
は
、

　

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
年
）　

一
〇
三
、九
〇
七
人   

　

一
九
八
〇
年
（
昭
和
五
五
年
）　　

八
五
、六
〇
〇
人  

　

二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）  　

 

七
〇
、四
六
二
人

で
あ
り
、「
特
に
十
五
歳
か
ら
六
四
歳
の
人
口
は
昭
和
六
〇
年
を
境
に
減
少

し
」「
男
女
比
は
女
性
一
〇
〇
に
対
し
て
男
性
八
九
で
、こ
れ
は
仕
事
な
ど
が

理
由
で
男
性
の
島
外
流
出
が
女
性
よ
り
多
い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
」
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
約
三
〇
年
前
の
ゼ
ミ
調
査
と
し
て
奄
美
を
訪
れ
た
と
き
と
二
〇
一
四

年
時
点
で
の
人
口
を
集
落
ご
と
に
示
し
た
も
の
が
次
頁
の
集
落
別
人
口
変
化

表
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
人
口
は
減
少
方
向
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

集
落
の
中
で
も
、
と
く
に
人
口
・
世
帯
と
も
に
減
少
し
て
い
る
の
が

瀬せ
と
う
ち
ち
ょ
う

戸
内
町
請う

け
あ
　
む
ろ

阿
室
で
あ
る
が
、請
阿
室
は
奄
美
本
島
か
ら
一
日
一
往
復
の
船

で
約
五
〇
分
の
請う

け
し
ま島

に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
交
通
が
不
便
な
こ
と
に
加
え
、

請
島
に
は
医
療
施
設
が
整
っ
て
お
ら
ず
、高
齢
者
は
病
気
に
な
る
と
通
院
が

で
き
な
く
な
り
、請
島
か
ら
出
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
請
阿
室
に
は
自

宅
か
ら
通
え
る
範
囲
に
高
校
が
な
く
（
奄
美
大
島
の
高
校
は
本
島
に
四
校
あ
る
）、

子
ど
も
も
中
学
を
卒
業
す
る
と
請
島
を
出
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

高
校
卒
業
後
の
進
学
は
、奄
美
大
島
か
ら
も
出
る
こ
と
に
な
り
、大
き
な
産

業
も
な
い
た
め
就
職
時
も
集
落
に
戻
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、請
阿
室
の
人
口

は
減
少
し
て
い
く
。
こ
れ
は
奄
美
全
体
に
も
い
え
る
人
口
減
少
の
原
因
で
あ

り
、請
阿
室
は
そ
れ
が
顕
著
に
出
て
い
る
集
落
と
い
え
る
。

し
か
し
集
落
別
人
口
変
化
を
個
別
に
み
る
と
、各
集
落
と
も
人
口
の
減
少

ほ
ど
世
帯
数
は
減
っ
て
お
ら
ず
、住
用
村
見
里
の
よ
う
に
人
口
は
減
少
し
て

第Ⅰ章　はじめての奄美
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い
て
も
世
帯
数
は
増
え
て
い
る
集
落
も
あ
る
。
こ
れ
は
奄
美
の
特
徴
と
し
て
、

子
ど
も
は
独
立
時
に
親
の
世
帯
を
出
て
別
居
、そ
の
後
親
の
家
に
戻
る
と
き

で
も
、親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
の
同
居
は
行
わ
れ
な
い
た
め
、親
世
代
の
一
人
家

族
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
に
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、唯
一
爆
発
的
に
人
口
も
世
帯
数
も
増
え
て
い
る
の
が
龍
郷
町
中

勝
で
あ
る
。
中
勝
は
本
茶
ト
ン
ネ
ル
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
名
瀬
へ
も
空
港

へ
も
短
時
間
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
て
通
勤
に
便
利
な
土
地
と
な
り
、子
ど

も
は
高
校
ま
で
自
宅
か
ら
の
通
学
が
可
能
な
集
落
に
な
っ
た
こ
と
が
人
口
増

加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（
詳
細
は
二
一
九
頁
参
照
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浅
野　

博
美
）

集落別人口変化　

72
223
110
113

  74
202

　　　　--
　　　　--

108 
190

87
103

37 
59
32
27

137 
276
125
151

77 
136

64
72

31
57
28
29

124
262
123
139

  78
170
  77

93

240
525
267
258

110
188
  92
  96

164
244
101
143

67
185

90
95

75 
151

74
77

調査地 / 調査年 人口     ＊ 2014 年人口 ＊＊

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

住用村　川内
　　1977 年

住用村　見里
　　1978 年

瀬戸内町  請阿室
　　　1979 年

宇検村　芦検
　　1980 年

笠利町　宇宿
　　1982 年

笠利町　用
　　1981 年

　　　　城間
　　1982 年

　　　　万屋
　　1982 年

龍郷町　中勝
　　1983 年

   瀬戸内町  諸鈍
　　　   1984 年

龍郷町　嘉渡
　　1985 年

127
323

　　　　--
　　　　--

  94
304

　　　　--
　　　　--

107
296

　　　　--
　　　　--

  31
 90

　　　　--
　　　　--

  70
206

　　　　--
　　　　--

  85
249

　　　　--
　　　　--

　134
　307
　141
　166

　115
　294
　132
　162

　＊：『民俗文化』第二～一〇号の各調査成果より転載する。
＊＊：奄美市役所・龍郷町役場・宇検村役場の各ホームページ掲載の 2014 年２月 28 日
現在の人口で、同年 3 月 19 日の検索による。なお、2006 年 3 月に名瀬市、住用村、笠利
町が合併、奄美市となっている。また、瀬戸内町役場には、同年月日の人口を、同年 3 月
19 日に、電話で問い合わせた。（作表：浅野）

①

②

③

④

⑤

⑥ -1

⑥ -2

⑥ -3

⑦

⑧

⑨

調査地点

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　

世帯数　
   人口　　      

 男　　
 女　　
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調査集落
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奄美大島

名瀬市

笠利町

龍郷町

大和村

住用村
宇検村

瀬戸内町
大島海峡

古仁屋港

名
瀬
港

古仁屋

湯湾

小川岳

根瀬部トンネル

尾神山トンネル

三太郎
　トンネル

秋名トンネル

朝戸トンネル

地蔵
トンネル

屋入
トンネル

本茶
トンネル

芦花部トンネル

湯湾岳 694m

金川岳

奄
美
空
港

大和浜

⑨ 嘉渡

⑤ 用

① 川内

⑦ 中勝
④ 芦検

② 見里

⑧ 諸鈍

③ 請阿室

⑥-1 宇宿

⑥-2 城間

⑥-3 万屋

西仲間

市・町・村界

国道（58号線）

主要道路

役勝川

河内川

住
用
川

大川

中金久

浦

請島与路島

加計呂麻島

0 5 10 15km

※ ①～⑨は、右表「集落別人口変化」に一致する。『平成 11 年度奄美群島の概況』（平成 12 年 3 月 31 日、鹿児島県大島支庁総務課編集
発行所収「奄美群島概況図」をもとに作成。
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２　

住
用
村
川
内
―
山
懐
に
抱
か
れ
て

南
の
島
へ

し
な
や
か
な
ネ
ム
ノ
キ
の
枝
葉
が
、開
け
た
バ
ス
の
窓
か
ら
入
り
、座
っ
た

私
た
ち
の
頰
を
な
で
る
。
亜
熱
帯
性
気
候
特
有
の
植
物
の
匂
い
や
鳥
の
鳴
き

声
で
、次
第
に
眠
気
が
覚
め
る
。
船
で
名
瀬
港
に
午
前
五
時
半
に
着
き
、バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
九
時
一
〇
分
発
の
バ
ス
に
乗
り
、目
的
地
の
川か

わ
う
ち内

に
向
か

う
山
中
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ス
に
は
、沿
線
の
郵
便
局
に
運
ぶ
大
き
な
布
袋

に
入
っ
た
手
紙
や
小
包
が
積
ま
れ
て
い
た
。

く
ね
く
ね
と
し
た
坂
道
を
上
り
続
け
、峠
か
と
思
っ
た
と
き
、よ
う
や
く
展

望
が
開
け
、奄
美
の
海
が
見
え
た
。
太
平
洋
で
あ
る
。
そ
し
て
、空
の
青
と
海

の
青
の
違
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
バ
ス
の
な
か
は
、私
た
ち
と
ダ
イ
バ

ー
の
熱
気
に
満
ち
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
、国
道
五
八
号
線
を
一
気
に
下
る
。
バ

ス
は
海
沿
い
の
集
落
を
通
過
し
、東ひ

が
し
な
か
ま

仲
間
の
集
落
の
停
留
所
で
、危
う
く
降
り

損
ね
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
奥
ま
っ
た
川
内
を
バ
ス
は
通
ら
ず
、私
た

ち
が
そ
こ
に
行
く
た
め
に
は
、東
仲
間
の
停
留
所
か
ら
二
〇
分
ほ
ど
歩
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

ど
こ
の
シ
マ
か
ら
き
た
の
？

川
内
の
生
活
館
で
は
、早
速
、用
意
し
て
下
さ
っ
た
昼
食
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス

を
い
た
だ
き
、必
要
な
筆
記
用
具
程
度
を
も
ち
、一
一
時
の
バ
ス
で
住
用
村
役

場
の
あ
る
西に

し
な
か
ま

仲
間
へ
出
向
い
た
。
八
月
一
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
実
施
す
る
野

外
調
査
の
た
め
の
各
種
基
礎
デ
ー
タ
と
、各
戸
を
訪
問
す
る
た
め
に
必
要
な

地
図
を
写
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
だ
っ
た
。

写真１：川内の集落と上川。集落は組を単位に構成され、8 組で社会生活が営ま
れている。（1977 年 8 月）
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写真 3：生活館の懇親会で。調査の中日は集落の人との交流会。
子どもたちも集まってきた。（1977 年 8 月）

役
場
か
ら
の
帰
り
道
で
の
こ
と
で
あ
る
。
炎
天
下
、麦
藁
帽
子
を
被
っ
た

一
五
名
ほ
ど
の
一
団
が
歩
く
よ
う
す
が
奇
妙
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

農
作
業
を
し
て
い
た
地
元
の
男
性
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
。「
ど
こ
の
シ
マ
か

ら
き
た
？
」
と
。
私
は
、妙
な
聞
き
方
を
さ
れ
る
方
だ
と
思
い
、お
か
し
い
返

事
と
は
思
い
な
が
ら
日
本
地
図
を
思
い
浮
か
べ
、「
本
州
か
ら
で
す
」
と
答
え

た
。
男
性
は
怪
訝
な
顔
を
し
て
お
り
、通
じ
な
い
。
先
生
に
助
け
を
求
め
る
と
、

「
東
京
か
ら
で
す
と
い
え
ば
よ
い
の
で
す
」
と
言
わ
れ
、そ
の
と
お
り
に
話
し

た
と
こ
ろ
わ
か
っ
た
よ
う
で
、そ
の
方
は
笑
顔
に
な
っ
た
。

奄
美
の
方
は
、自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
の
こ
と
を
、愛
着
を
こ
め
て
シ

マ
と
い
う
。
話
の
内
容
に
よ
っ
て
シ
マ
の
領
域
が
広
く
も
狭
く
も
な
る
が
、農

道
で
の
会
話
で
は
、東
京
が
適
当
だ
っ
た
の
だ
。
私
の
事
前
学
習
が
応
用
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
で
も
こ
の
と
き
の
こ
と
は
笑
い
の
種
だ
が
、こ

の
「
シ
マ
」
こ
そ
が
、奄
美
の
文
化
を
知
る
上
で
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
の
は
、そ
れ
か
ら
何
年
も
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。

力
水
と
親
切
を
い
た
だ
い
て

奄
美
の
集
落
と
い
え
ば
海
に
開
け
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、川
内
は

違
っ
て
い
た
。
集
落
の
南
に
は
、川
内
川
が
ほ
ぼ
東
西
に
ゆ
る
や
か
に
流
れ
、

北
に
は
緑
濃
い
山
。
そ
の
山
懐
に
抱
か
れ
る
よ
う
に
し
て
家
々
は
集
ま
っ
て

い
た
。
集
落
内
に
は
、上う

ぇ
ん
こ川

と
里さ

と
ご
　川

の
二
本
の
小
河
川
が
山
か
ら
流
れ
出
て

い
た
。
上
川
か
ら
の
水
は
と
く
に
力ち

か
ら
み
ず水と

呼
ば
れ
、枯
れ
た
こ
と
は
な
い
。
私

た
ち
は
、毎
晩
こ
の
力
水
の
お
風
呂
に
入
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。

昼
間
、各
家
を
ま
わ
っ
て
話
を
う
か
が
う
。
年
長
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

そ
の
方
の
言
葉
を
理
解
で
き
ず
に
困
る
。
す
る
と
、隣
家
の
若
い
方
が
来
て

通
訳
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、「
み
し
ょ
れ
。
み
し
ょ
れ
（
召
し
上
が
り
な
さ
い
。
召

し
上
が
り
な
さ
い
）」
と
、珍
し
く
お
い
し
い
も
の
を
出
し
て
く
れ
る
。
昼
間
勤

め
に
出
て
い
る
方
と
は
話
す
時
間
が
な
い
。
そ
の
た
め
夕
食
後
、自
宅
に
お

訪
ね
す
る
と
、帰
り
は
調
査
拠
点
の
生
活
館
ま
で
送
っ
て
く
れ
る
。
ま
た
、有

給
休
暇
を
と
り
、一
日
中
、何
人
も
の
学
生
に
つ
き
あ
っ
て
話
を
聞
か
せ
て
く

れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

最
後
の
日
、お
風
呂
を
い
た
だ
い
て
い
た
四
軒
そ
れ
ぞ
れ
に
お
風
呂
代
の

お
礼
の
包
み
を
お
も
ち
し
た
と
こ
ろ
、ど
の
お
宅
か
ら
も
、「
私
た
ち
は
、そ

れ
を
も
ら
う
た
め
に
お
風
呂
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。
も
っ
て
き
て
使
っ
て

い
た
洗
面
器
だ
け
記
念
に
も
ら
っ
て
、と
き
ど
き
思
い
出
す
か
ら
ね
」
と
い

わ
れ
、人
の
情
け
も
教
え
ら
れ
た
野
外
調
査
だ
っ
た
。　
　
（
福
岡　

直
子
）

写真 2：お茶やスイカをいただきながらノートに記す。（1977 年）

第Ⅰ章　はじめての奄美



42

３　

住
用
村
見
里
―
山
に
囲
ま
れ
た
内
海

内う
ち
う
み海

の
シ
マ

名
瀬
か
ら
繁
華
街
を
抜
け
二
〇
分
程
す
る
と
バ
ス
は
亜
熱
帯
の
山
に
入
る
。

濃
い
緑
の
草
木
が
左
右
に
繁
り
、バ
ス
は
山
道
を
登
る
。
山
の
頂
上
、朝あ

さ
と
　戸

峠

ま
で
来
る
と
太
平
洋
の
鮮
や
か
な
青
い
海
が
視
界
に
入
る
。
バ
ス
が
山
を
下

っ
て
行
く
と
、左
手
に
太
平
洋
に
臨
む
和わ

せ瀬
の
集
落
が
見
え
て
く
る
。
住
用

村
の
最
初
の
集
落
だ
。
名
瀬
か
ら
一
時
間
半
以
上
が
過
ぎ
た
頃
、東と

う
じ
ょ
う城

と
い

う
集
落
の
バ
ス
停
で
降
り
る
。

東
城
集
落
の
前
に
は
川か

わ
う
ち内

川
が
流
れ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
前
に
雨
が
続
い

て
い
た
せ
い
か
川
は
茶
色
い
。
奄
美
に
着
い
て
か
ら
、湿
度
が
高
い
と
思
っ

て
い
た
が
、住
用
村
は
川
が
多
い
地
帯
の
せ
い
か
、さ
ら
に
じ
め
っ
と
し
た
湿

度
を
感
じ
る
。
背
の
低
い
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
あ
る
川
に
沿
っ
て
下
流
に
向
か

っ
て
五
分
ほ
ど
歩
く
と
、松ま

つ
ざ
き
は
な

崎
鼻
と
い
う
名
の
、内
海
に
出
張
っ
た
標
高
八
〇

メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
山
を
曲
が
る
。
寝
袋
や
ゴ
ザ
を
背
負
い
、ま
さ
に
重
装

備
で
歩
い
て
き
た
が
、よ
う
や
く
見
里
の
集
落
が
見
え
て
き
た
。

一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
八
月
一
日
、私
た
ち
は
住
用
村
見
里
に
入
っ
た
。

見
里
は
三
方
を
標
高
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
に
囲

写真 1：住用村見里。松崎鼻に登って見里集落を見る。（1978
年 8 月）

ま
れ
た
集
落
で
、バ
ス
停
か
ら
も
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
い
る
。
内

海
が
近
く
に
あ
る
た
め
平
地
は
い
く
ら
か
あ
り
、海
に
近
い
が
山
が
防
壁
と

な
り
、よ
ほ
ど
の
台
風
で
も
な
け
れ
ば
直
接
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
い
。

水
田
も
近
く
に
あ
っ
た
。

見
里
の
十
日
間

見
里
に
着
く
と
、政ま

さ
き
　木

好よ
し
み

区
長
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
一
〇
日
間
の
食
事
を
賄

っ
て
く
だ
さ
る
久ひ

さ
と
め留

さ
ん
、松
島
さ
ん
ら
に
ご
挨
拶
。
続
い
て
今
回
、見
里
集

落
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
奄
美
民
俗
研
究
者
で
も
あ
る
和
瀬
の
小
学
校
の

本ほ
ん
だ
　田

碩ひ
ろ
た
か孝

先
生
に
お
会
い
す
る
。
午
後
は
西に

し
な
か
ま

仲
間
の
住
用
村
役
場
に
バ
ス
で

行
き
、役
場
の
方
か
ら
話
を
聞
い
た
。
そ
の
後
、見
里
に
戻
っ
て
政
木
区
長
と

見
里
集
落
に
入
る
手
前
の
山
、松
崎
鼻
の
山
を
登
る
。松

崎
鼻
の
山
の
頂
上
に

は
古
く
か
ら
の
お
墓
が

所
々
に
あ
り
、
古
い
お
骨

を
入
れ
た
甕か

め

が
埋
ま
っ
て

い
た
。
こ
の
山
の
も
ち
主

の
先
祖
の
墓
だ
。
見
里
の

墓
地
は
昔
か
ら
各
家
が
所

有
す
る
土
地
に
あ
る
。
墓

は
集
落
に
沿
っ
た
山
の
側

面
や
川
沿
い
に
も
あ
っ
た
。

松
崎
鼻
の
山
道
は
め
っ
た
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写真 2（上）、写真 3（下）：見里の公民館にて。歓迎
会で八月踊りを指導してくださった見里の人たちと
本田先生、森山先生の飛び入り余興。（1978 年 8 月）

に
人
が
通
る
こ
と
は
な
く
、雨
が
降
っ
た
後
だ
っ
た
の
で
ハ
ブ
が
出
没
し
そ

う
だ
っ
た
。
松
崎
鼻
の
頂
上
か
ら
は
見
里
集
落
が
よ
く
見
え
た
。

私
た
ち
が
一
〇
日
間
宿
泊
す
る
見
里
の
生
活
館
は
、集
落
の
北
側
の
真
ん

中
の
山
沿
い
に
あ
る
。
商
店
は
三
軒
。
民
家
は
平
屋
の
家
が
多
く
、二
階
建
て

の
家
は
少
な
い
。
鉄
筋
三
階
建
て
の
大
島
紬
の
工
場
は
ひ
と
き
わ
高
い
。

か
つ
て
米
を
備
蓄
し
て
い
た
高
倉
も
一
棟
残
っ
て
い
た
。
初
め
て
見
る
南

国
の
建
物
だ
。
た
だ
し
今
は
物
置
に
な
っ
て
い
る
。
家
々
の
庭
に
は
バ
ナ
ナ

の
木
が
青
々
と
生
い
茂
り
、小
さ
な
実
を
つ
け
て
い
た
。
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
や

ブ
ー
ゲ
ン
ビ
リ
ア
の
花
は
、と
て
も
色
鮮
や
か
で
美
し
か
っ
た
。

朝
は
見
里
集
落
の
端
に
あ
る
南
側
広
場
の
、シ
マ
の
子
ど
も
た
ち
と
の
ラ

ジ
オ
体
操
か
ら
始
ま
る
。
朝
食
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
終
え
て
、各
々
の
調
査
宅

へ
と
向
か
う
が
、お
茶
う
け
に
パ
パ
イ
ア
の
漬
物
や
黒
砂
糖
の
ほ
か
、昼
食
、

夕
食
ま
で
頂
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
皆
一
〇
日
間
で
着
実
に
体
重
を
増
し
て
い

た
。
お
風
呂
は
個
人
の
お
宅
に
借
り
に
行
っ
て
い
た
が
、風
呂
上
り
の
歓
談

も
話
を
聞
く
機
会
だ
っ
た
。
ま
た
、歓
迎
会
を
設
け
て
く
だ
さ
り
、奄
美
の
八

月
踊
り
、六ろ

く
ち
ょ
う調の

節
の
早
い
踊
り
、ウ
デ
マ
ク
ラ
等
を
教
わ
っ
た
。

そ
の
と
き
に
頂
い
た
差
し
入
れ
に
は
、ス
イ
カ
や
お
菓
子
の
他
に
黒
糖
焼

酎
や
ミ
キ
が
あ
っ
た
。
黒
糖
焼
酎
や
ミ
キ
は
私
た
ち
に
は
初
め
て
の
味
で
、

黒
糖
焼
酎
は
キ
レ
の
あ
る
す
っ
き
り
と
し
た
味
だ
っ
た
。
ま
た
、ミ
キ
は
甘

酒
と
は
違
う
珍
し
い
飲
み
物
だ
っ
た
。
お
礼
に
私
た
ち
が
上
演
し
た
シ
マ
こ

と
ば
の
寸
劇
は
、あ
ら
か
じ
め
何
度
も
シ
マ
の
言
葉
を
教
え
て
い
た
だ
い
て

い
た
の
に
、本
番
で
は
発
音
が
変
な
の
か
、に
わ
か
じ
こ
み
の
シ
マ
ク
チ
に
大

笑
い
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

生
活
館
に
は
、小
さ
な
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
に
来
て
い
た
。
大
人
の
方
々

も
気
に
か
け
て
く
だ
さ
り
、い
つ
も
賑
や
か
だ
っ
た
。
先
生
に
よ
る
私
た
ち

の
中
途
半
端
な
調
査
内
容
へ
の
厳
し
い
追
及
は
辛
か
っ
た
が
、私
た
ち
は
ケ

ン
ム
ン
の
話
も
聞
く
こ
と
が
で
き
、祝
儀
、不
祝
儀
を
も
と
に
一
族
の
系
図
も

作
成
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
紬
を
織
る
仕
事
の
手
を
休
め
て
ま
で
話
を
し
て

く
だ
さ
っ
た
り
、時
間
を
さ
い
て
話
に
つ
き
あ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
見
里
の
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、と
ん
で
も
な
い
一
〇
日
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

生
活
館
で
は
、板
の
間
な
の
で
な
か
な
か
寝
付
け
な
か
っ
た
が
、そ
の
生
活

も
五
日
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
次
第
に
慣
れ
、熟
睡
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ

キ
ブ
リ
の
大
き
さ
に
驚
い
た
り
、夜
道
で
梟

ふ
く
ろ
うが

鳴
い
て
怖
か
っ
た
り
、就
寝
中

に
小
さ
な
蛙
が
口
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
り
と
、ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
っ
た
。

最
後
の
日
、久
し
ぶ
り
の
太
陽
と
と
も
に
ス
コ
ー
ル
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ

の
中
を
松
崎
鼻
の
角
で
、私
た
ち
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
里
の
方
々
が
見

送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
涙
の
ス
コ
ー
ル
で
東
城
の
バ
ス
停

ま
で
歩
い
た
の
だ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
北
千
香
子
）

第Ⅰ章　はじめての奄美
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