
恩納村史

編さん
だより

91
歴
史
資
料
を
集
め
て
読
み
解
く
こ
と（
２
）

　
　
　
　
　
〜
仲
泊
の「
唐
人
墓
の
墓
碑
」

者
と
そ
の
周
辺
」（『
広
報
お
ん
な
』２
０
２
３
年
１
月
号
）を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

こ
の
抽
出
作
業
を
通
し
て「
松
姓
家
譜
」と
い
う
資
料
の
な
か
で
、新
た
な
事
実
を

「
発
見
」し
ま
し
た
。１
８
２
４（
道
光
4
）年
に
恩
納
間
切
に
漂
着
し
た
唐
人
は

海
上
に
長
く
漂
っ
た
た
め
、飢
え
と
渇
き
に
よ
っ
て
命
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、

泊
村
に
移
送
さ
れ
る
と
、昼
夜
に
わ
た
っ
て
仲
地
紀
仁
の
治
療
を
受
け
た
と
の
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
歴
史
的
事
実
を
、近
世
琉
球
に
お
け
る
異
国
の

漂
着
者
へ
の
対
応
な
ど
の
一
事
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、史
資
料
を
収
集
し
、唐
人
墓
の
墓
碑
や
文
書
資
料
の「
批
判
」を

し
て
、史
資
料
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、歴
史
的
事
実
を
確
定
し
て
歴
史
像
を

構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。こ
こ
で
い
う「
批
判
」と
は
、精
査
や
検
証
、分
析
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。ま
た
、確
定
し
た
過
去
の
事
実
に
歴
史
的
な
意
義
を

見
出
し
て
独
自
の
歴
史
像
を

構
築
す
る
か
、あ
る
い
は
歴
史

的
事
実
を
歴
史
的
な
変
遷

の
な
か
に
位
置
づ
け
た
り
す

る
こ
と
が
歴
史
を
叙
述
す
る

方
法
で
す
。こ
の
よ
う
な
地
道

な
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
く

こ
と
が
、恩
納
村
史「
歴
史

編
」専
門
部
会
と
事
務
局
の

主
な
仕
事
で
す
。こ
う
し
た

叙
述
を
通
し
て
、読
者
の
方
々

は
、恩
納
村
の
歴
史
に
触
れ
る

こ
と
に
な
り
、そ
れ
に
興
味
・

関
心
を
も
つ
こ
と
も
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。ま
た
、過
去

の
事
実
の
集
積
に
よ
っ
て
現

在
の
恩
納
村
の
社
会
・
民
俗

は
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在
の

恩
納
村
の
人
々
が
、恩
納
村
の

未
来
を
思
い
描
き
な
が
ら
、現

在
を
生
き
、や
が
て
そ
の
営
み
が

過
去
の
事
実
と
し
て
蓄
積
さ
れ

て
未
来
の
恩
納
村
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。歴
史
を

学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、現
在
を
知

り
、未
来
を
作
る
た
め
の
ヒ
ン
ト

と
な
る
の
で
す
。

　
「
恩
納
村
史
編
さ
ん
だ
よ
り 

68
」（
２
０
１
９
年
９
月
号
）で
、私
は
、恩
納
番
所

と
そ
の
周
辺
の
光
景
を
例
と
し
て
、恩
納
村
の
歴
史
を
描
く
た
め
に
歴
史
資
料
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。今
回
は
、仲
泊
の「
唐
人

墓
の
墓
碑
」と
文
書
資
料
か
ら
判
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。 

　

仲
泊
に
あ
っ
た
唐
人
墓
そ
の
も
の
は
、米
軍
の
旧
県
道
道
路
拡
張
改
修
工
事
で

消
失
し
た
た
め
、現
在
の
墓
碑
の
下
に
あ
る
台
座
に
は
、遺
骨
は
収
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。他
方
、墓
碑
は
戦
後
に
3
度
盗
ま
れ
ま
し
た
が
、時
間
が
経
つ
と
戻
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。墓
碑
に
は
、次
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
墓
碑
は
、１
８
２
４（
道
光
4
）年
１２
月
６
日
に
、墓
と
と
も
に
建
て
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。一
行
目
の
□
□
は
判
読
不
能
で
す
が
、仲
松
弥
秀
先
生
は
、

「
餓
死
」の
文
字
が
あ
っ
た
と
推
察
し
て
い
ま
す
。こ
れ
に
基
づ
き
ま
す
と
、こ
の
墓
は
、

福
建
省
泉
州
府
同
安
県
の
難
民
で
、水
桶
に
乗
っ
た
が
、餓
死
の
状
態
で
漂
着
し
た

呂
仁
と
呂
春
、呂
孝
、洪
貴
、胡
明
な
ど
の
墓
で
あ
る
と
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
碑
文
を
見
て
い
る
と
、墓
碑
を
建
て
た
人
物
は
誰
な
の
か
、な
ぜ
葬
ら
れ
た
人
物

の
名
前
や
出
身
地
が
判
明
し
た
の
か
、な
ぜ
水
桶
で
漂
着
し
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と

が
疑
問
と
し
て
浮
か
び
ま
す
。こ
の
疑
問
か
ら
、文
書
資
料
を
探
す
と
、次
の
こ
と

が
判
明
し
ま
す
。 

　
１
８
２
４（
道
光
4
）年
に
、呂
正
は
、32
名
と
と
も
に
商
船
1
隻
で
福
建
省
泉

州
府
同
安
県
を
出
港
し
、清
国
内
の
天
津
や
山
東
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。福
建
省

に
戻
る
際
に
、暴
風
に
遭
っ
た
た
め
船
が
沈
没
し
ま
し
た
。26
名
が
溺
死
し
ま
し
た

が
、呂
正
な
ど
6
名
は
水
桶
に
乗
っ
て
避
難
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、恩
納
間
切
仲
泊

村
に
漂
着
し
ま
し
た
。５
名
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
地
に
お
い
て
、納

棺
し
て
埋
葬
し
、墓
碑
を
建
て
ま
し
た
。呂
正
だ
け
が
餓
死
寸
前
の
状
態
で
発
見

さ
れ
、救
助
さ
れ
ま
し
た
。呂
正
は
粥
で
療
養
し
、蘇
生
し
ま
し
た
。そ
の
後
、泊
村

（
那
覇
市
泊
）に
移
送
さ
れ
、翌
年
１
月
11
日
に
、大
通
事
の
紅
泰
凞
は
、福
建
省
泉

州
府
同
安
県
の
遭
難
者
呂
正
を
清
国
へ
護
送
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、４
月
１９
日
に

那
覇
を
出
発
し
ま
し
た
が
、暴
風
に
よ
っ
て
舵
が
破
損
し
た
の
で
、２２
日
に
一
旦

引
き
返
し
ま
し
た
。９
月
１１
日
に
再
び
那
覇
を
出
港
し
、１６
日
に
福
建
省
長
樂
県
に

到
着
し
ま
し
た
。諸
手
続
を
経
て
、１０
月
１
日
に
、呂
正
を
送
り
届
け
る
と
い
う
公

務
を
完
了
し
ま
し
た
。翌
年
５
月
に
帰
国
し
ま
し
た（「
中
山
世
譜
」蔡
温
本
・「
歴

代
宝
案
」第
２
集
第
１
４
０
巻
・「
紅
姓
家
譜
」）。こ
の
事
実
に
基
づ
き
ま
す
と
、

生
存
者
に
よ
っ
て
餓
死
者
の
名
前
と
出
身
地
が
判
明
し
た
の
で
し
ょ
う
。  

　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、今
回
広
報
誌

で
改
め
て
取
り
上
げ
た
の
に
は
、理
由
が
あ
り
ま
す
。恩
納
村
史「
歴
史
編
」専
門

部
会
で
、近
世
琉
球
期
に
作
成
さ
れ
た
家
譜
資
料
か
ら
、恩
納
村
関
係
記
事
を
抽

出
し
て
い
ま
す
。こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、輝
広
志「
家
譜
に
見
る
恩
納
間
切
の
検

恩納村博物館駐車場の側に移された唐人墓の墓碑

福
建
省
泉
州
府
同
安
県
難
民
□
□
水
櫃
飄
来

　
　
　
　
呂
　
仁 

　
　
　
　
呂
　
春

清
　
考
　
呂
　
孝
　
等
　
墓 

　
　
　
　
洪
　
貴 

　
　
　
　
胡
　
明 

道
光
四
年
十
二
月
初
六
日
立

恩
納
村
史「
歴
史
編
」専
門
委
員  

川
島 

淳
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