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本
論
は
、
沖
縄
諸
島
の
先
史
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
を
テ
ー
マ
に
し
た
考
古
学
研
究
を
、
近
年
の
研
究
動
向
を
中
心

に
レ
ビ
ュ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
。
沖
縄
諸
島
で
は
先
史
時
代
の
終
焉
は
貝
塚
時
代
後
期
、
先
島
諸
島
で
は
無
土
器
時
代
、

奄
美
諸
島
で
は
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
呼
称
方
法
が
不
統
一
で
あ
る
が
、
本
州
や
沖
縄
諸
島
の
時
代
呼
称
を
援
用
し
て

い
る
。
「
グ
ス
ク
時
代
の
開
始
」
に
つ
い
て
も
そ
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
間
で
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
大
画
期
と
な
る
両
時
代
の
考
古
学
研
究
を
概
括
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
研
究
史
を
概
括

し
た
上
で
課
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
行
わ
れ
る
べ
き
当
該
テ
ー
マ
の
論
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
を
第
二
の
目

グ
ス
ク
出
現
前
後
の
考
古
学
研
究
史
と
そ
の
論
点
の
整
理

第
１
章
は
じ
め
に

宮

城
弘
樹
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沖
縄
諸
島
の
先
史
時
代
の
呼
称
は
、
一
般
的
に
は
貝
塚
時
代
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
（
沖
縄
考
古
学
会
一
九
七
八
）
。

一
方
、
高
宮
廣
衞
に
よ
っ
て
先
史
時
代
を
新
石
器
時
代
と
呼
称
し
前
・
後
期
の
二
期
に
区
分
さ
れ
、
こ
れ
は
暫
定
編
年

と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
（
高
宮
廣
’
九
七
八
）
。
貝
塚
時
代
中
期
以
前
、
暫
定
編
年
前
期
は
縄
文
時
代
と
の
並
行
関

係
を
重
視
し
な
が
ら
、
編
年
的
枠
組
み
を
再
構
築
す
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
曰
本
本
州
と
の
並
行
関

係
を
基
軸
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
編
年
を
採
用
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
両
編
年
に
お
け
る
「
後

期
」
は
本
州
に
お
け
る
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
と
並
行
す
る
時
代
で
あ
る
。
本
論
で
は
一
般
的
に
沖
縄
で
広

く
採
用
さ
れ
て
い
る
貝
塚
時
代
後
期
で
時
代
呼
称
を
統
一
し
て
紹
介
し
て
い
く
。

こ
の
貝
塚
時
代
後
期
の
文
化
は
、
本
州
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に
並
行
す
る
。
た
だ
し
、
亜
熱
帯
島
蟆
地

域
に
お
け
る
地
理
的
特
質
な
ど
か
ら
、
本
州
の
文
化
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
本
州
弥
生
・
古
墳
文
化
と
の
少
な
く
な
い
接
触
・
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

在
来
の
文
化
自
体
は
曰
本
本
州
か
ら
見
る
と
、
北
海
道
と
と
も
に
異
な
る
歴
史
的
位
置
付
け
と
す
る
評
価
が
一
般
化
し

つ
つ
あ
る
（
藤
本
一
九
八
八
）
。

｜
方
、
次
代
の
グ
ス
ク
時
代
は
「
①
本
格
的
な
農
耕
や
家
畜
飼
育
の
社
会
へ
の
移
行
。
②
金
属
器
の
使
用
と
そ
の
普
及
。

③
中
国
を
主
に
し
た
対
外
貿
易
の
活
発
化
。
④
先
島
諸
島
と
の
文
化
的
統
一
（
宮
元
・
安
里
一
九
九
一
一
一
）
」
の
時
代
と

し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
学
で
は
「
沖
縄
の
歴
史
上
大
き
な
転
換
期
と
し
て
、
琉
球
王
国
を
形
成
せ
し
め
る
画
期

的
と
す
る
。
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だ
っ
た
（
高
良
一
九
八
七
）
」
と
総
括
さ
れ
て
い
る
。

貝
塚
時
代
の
役
割
及
び
そ
の
終
焉
は
、
グ
ス
ク
時
代
へ
の
刷
新
と
い
う
歴
史
叙
述
と
と
も
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
、
ま
た
そ
の
主
因
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
は
、
グ
ス
ク
時
代
開
始
へ
の
関
心

で
あ
り
、
貝
塚
時
代
の
終
焉
を
含
む
歴
史
過
程
に
つ
い
て
の
検
討
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
貝
塚
時
代

の
終
焉
と
グ
ス
ク
時
代
の
は
じ
ま
り
が
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
先
ず
概
観
し
、
次
に
論
点
や
課

題
点
に
つ
い
て
順
序
立
て
て
紹
介
す
る
。

琉
球
列
島
史
に
お
い
て
「
貝
塚
時
代
後
期
」
の
位
置
付
け
は
、
｜
方
で
は
曰
本
本
州
と
の
文
化
的
相
対
化
の
中
で
、

も
う
一
方
で
は
前
後
の
縄
文
時
代
並
行
期
や
グ
ス
ク
時
代
と
の
相
対
化
の
中
で
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
て

き
た
。
ま
た
グ
ス
ク
時
代
も
同
様
に
前
後
の
異
な
る
時
代
と
の
相
対
化
の
中
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
当
然
、
両
者
に
は

長
い
研
究
の
歴
史
が
あ
る
。

両
時
代
の
研
究
は
大
き
く
五
つ
の
研
究
段
階
を
経
て
進
展
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
の
着
手
さ

れ
た
年
代
に
は
研
究
さ
れ
た
時
期
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
段
階
を
設
定
し
た
。
第
１
期
「
黎
明
期
の

第
２
章
研
究
史
の
概
観

は
じ
め
に
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沖
縄
諸
島
を
中
心
に
本
格
的
な
考
古
学
的
調
査
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
貝
塚
時
代
後
期
か
ら
グ
ス
ク

時
代
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
’
九
五
六
年
多
和
田
真
淳
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
琉
球
列
島
の
貝
塚
分
布
と
編

年
の
概
念
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
和
田
は
、
波
状
口
縁
の
土
器
か
ら
壺
形
、
平
口
縁
の
土
器
の
変
化
期
に

つ
い
て
「
狩
猟
採
集
文
化
か
ら
農
業
文
化
へ
の
移
行
と
平
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
之
は
単
な
る

想
像
で
は
な
く
必
ず
や
将
来
証
明
さ
れ
る
時
期
が
く
る
で
あ
ろ
う
事
が
期
待
さ
れ
る
。
（
多
和
田
一
九
五
六
）
」
と
述
べ
、

現
在
の
貝
塚
時
代
中
期
頃
（
縄
文
時
代
晩
期
並
行
期
）
に
起
こ
る
土
器
文
化
の
変
容
を
農
耕
文
化
へ
の
移
行
と
し
て
捉

研
究
」
。
第
Ⅱ
期
「
調
査
の
開
始
」
。
第
Ⅲ
期
「
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
核
心
の
検
討
」
。
第
Ⅳ
期
「
文
化
史
の
再
評
価
」
。
第

Ｖ
期
「
社
会
論
及
び
島
喚
問
に
お
け
る
地
域
史
を
導
入
し
た
重
層
的
理
解
へ
の
研
究
」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
段
階
で
研

究
を
進
展
さ
せ
て
い
る
（
表
１
）
。
次
節
以
降
、
両
時
代
を
横
断
す
る
移
行
期
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
研
究
段
階
で
ど
の
よ
う
に
論
究
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

さ
て
、
研
究
史
の
第
１
段
階
で
あ
っ
た
、
第
１
期
「
黎
明
期
の
研
究
」
に
お
い
て
は
移
行
期
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
。
歴
史
資
料
や
伝
説
な
ど
に
依
拠
し
た
、
古
層
の
沖
縄
か
ら
の
移
行
を
論
じ
る
研
究
が
無
い
わ
け
で
も
な
い

が
、
総
じ
て
貝
塚
時
代
後
期
遺
跡
の
発
見
が
無
い
中
で
は
、
実
証
的
で
な
い
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
省
略
す
る
。

二
第
Ⅱ
期
「
調
査
の
開
始
」
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表１貝塚時代後期からグスク時代研究史の対比表

imiW時代の移行期を扱った主な研究
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え
私
見
を
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
「
琉
球
の
金
石
併
用
時
代
は
何
時
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る

が
、
大
体
後
期
の
終
末
期
頃
、
各
地
に
（
中
略
）
支
配
者
の
出
現
と
同
じ
（
多
和
田
一
九
五
六
）
」
と
し
て
、
貝
塚
時

代
後
期
か
ら
グ
ス
ク
時
代
（
多
和
田
編
年
晩
期
）
の
変
化
の
文
化
的
背
景
に
、
按
司
の
出
現
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
。

’
九
六
五
年
高
宮
廣
衞
は
「
沖
縄
（
古
墳
文
化
の
地
域
的
概
観
と
の
論
文
の
中
で
「
按
司
の
出
現
と
城
の
起
源
が

符
合
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
按
司
発
生
の
母
体
は
少
な
く
と
も
貝
塚
時
代
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
貝
塚
時
代
以
後
城
が
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
貝
塚
時
代
に
出
現
し
た
首
長
が
し
だ
い
に

成
長
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
城
の
体
裁
が
と
と
の
い
、
つ
い
に
は
現
在
み
る
よ
う
な
石
の
城
郭
を
も
っ
た
城
の
出
現

と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
一
一
・
一
一
一
の
後
期
貝
塚
に
は
消
極
的
な
資
料
で
あ
る
が
、
城
の

出
現
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
城
の
出
現
ま
た
は
変
遷
の
原
因
と
し
て
外
来
の
刺
激
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

徴
す
べ
き
資
料
が
な
い
（
高
宮
廣
’
九
六
五
）
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
多
和
田
、
高
宮
を
代
表
と
す
る
考
古
学
研
究
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
按
司
出
現
の
契

機
を
貝
塚
時
代
に
遡
ら
せ
た
考
え
方
で
あ
り
、
農
耕
の
開
始
や
鉄
器
の
出
現
な
ど
が
、
時
代
の
社
会
変
化
と
と
も
に
現

れ
る
だ
ろ
う
と
し
て
注
視
す
べ
き
資
料
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
第
Ⅲ
期
「
文
化
核
心
の
検
討
（
弥
生
文
化
到
来
の
検
討
、
グ
ス
ク
論
争
）
」
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グ
ス
ク
論
争
に
よ
っ
て
、
グ
ス
ク
の
性
格
に
関
す
る
諸
説
が
学
会
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
た
。
考
古
学
の
調
査
成
果

か
ら
一
石
を
投
じ
た
嵩
元
政
秀
は
一
九
六
九
年
に
「
グ
ス
ク
に
つ
い
て
の
試
論
」
を
著
し
、
グ
ス
ク
Ⅱ
集
落
説
を
説
い
た
。

論
文
中
で
グ
ス
ク
を
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
式
の
一
一
一
つ
の
分
類
し
た
上
で
「
こ
の
時
代
（
グ
ス
ク
時
代
）
は
正
に
沖
縄
の
歴
史
上
、

最
初
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
外
来
文
化
を
主
体
的
、
継
続
的
に
大
量
に
摂
取
し
た
時
期
で
あ
り
、
須

恵
器
、
青
磁
の
伝
来
、
金
属
器
の
使
用
、
牛
馬
の
飼
育
、
農
耕
、
ど
れ
を
一
つ
と
っ
て
も
大
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
長

く
続
い
て
き
た
伝
統
的
な
採
集
主
体
の
経
済
社
会
を
解
体
し
、
新
た
な
本
格
的
な
生
産
経
済
社
会
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ

た
（
嵩
元
一
九
六
九
）
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
「
従
来
、
沖
縄
の
農
村
村
落
の
発
生
に
つ
い
て
、
丘
陵
地
の
背
後
又
は

麓
に
村
落
を
創
設
し
、
そ
の
丘
陵
地
に
御
嶽
を
設
定
し
た
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
が
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
村

落
創
設
形
式
に
先
行
す
る
村
落
と
し
て
、
丘
陵
地
そ
の
も
の
（
グ
ス
ク
Ｂ
式
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
年
、
グ
シ
ク
と
い

う
不
便
な
居
住
地
に
住
む
必
要
が
無
く
な
っ
て
く
る
と
そ
の
居
住
地
を
グ
シ
ク
の
麓
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
動
向
は
、
支
配
者
と
し
て
の
按
司
発
生
と
も
重
要
な
関
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
嵩
元
一
九
六
九
）
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ス
ク
の
発
生
の
下
敷
き
、
あ
る
い
は
グ
ス
ク
時
代
へ
の
移
行
に
お
い
て
グ
ス
ク
Ｂ
式
と

い
う
「
原
始
社
会
の
終
末
よ
り
古
代
社
会
へ
移
行
す
る
時
期
頃
の
防
御
さ
れ
た
又
は
自
衛
意
識
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
た

集
落
（
嵩
元
一
九
六
九
）
」
が
あ
る
と
し
て
、
遺
跡
の
時
代
的
、
歴
史
的
位
置
付
け
を
行
っ
た
。
更
に
嵩
元
は
「
沖
縄

に
お
け
る
原
始
社
会
の
終
末
期
（
嵩
元
一
九
七
二
）
」
に
お
い
て
、
最
新
の
考
古
資
料
や
歴
史
学
と
の
整
合
に
つ
い
て

も
持
論
を
展
開
し
、
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
考
古
学
的
成
果
を
受
け
歴
史
的
枠
組
み
を
構
築
し
た
の
が
、
一
九
七
三
年
に
提
出
さ
れ
た
高
良
倉
吉
「
沖

縄
原
始
社
会
史
研
究
の
諸
問
題
」
で
あ
っ
た
。
高
良
は
歴
史
学
の
立
場
か
ら
考
古
学
的
成
果
を
引
用
し
歴
史
像
を
提
示

し
た
。
高
宮
に
よ
っ
て
時
代
設
定
さ
れ
た
グ
ス
ク
時
代
（
設
定
当
初
は
城
時
代
）
は
、
嵩
元
、
高
良
、
後
述
す
る
安
里

に
よ
っ
て
七
○
年
代
に
は
ほ
ぼ
現
在
知
る
時
代
概
念
が
つ
く
ら
れ
た
。
一
九
七
四
年
に
安
里
進
は
「
沖
縄
に
お
け
る
原

始
共
同
体
の
解
体
過
程
（
試
論
）
」
に
お
い
て
貝
塚
時
代
後
期
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
社
会
発
展
を
素
描
し
て
い
る
。

時
間
的
位
置
付
け
に
は
、
現
在
の
編
年
観
と
の
駈
鰭
も
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
総
じ
て
社
会
動
態
を
段
階
的
に
設
定
し

通
史
し
た
点
で
は
代
表
的
な
研
究
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
多
く
の
論
点
と
指
摘
を
含
む
た
め
、
や

や
長
文
だ
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。
「
（
貝
塚
時
代
）
後
期
に
お
け
る
技
術
の
発
達
と
人
口
増
加
は
次
第
に
採
取
経
済
の

矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
期
後
半
に
は
、
こ
の
矛
盾
の
進
行
に
一
層
拍
車
を
か
け
た
浅
海
化
現

象
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
後
期
後
半
以
降
の
矛
盾
の
顕
在
化
と
い
う
事
態
に
対
処
し
て
、
漁
労
共
同
体
内
部
の
規
制
を

強
化
し
、
乱
獲
を
防
ぎ
自
然
の
保
護
に
努
め
る
一
方
、
食
料
不
足
を
補
う
た
め
に
植
物
資
源
へ
の
依
存
度
を
一
層
強
め

て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
後
期
後
半
に
は
、
伝
統
的
生
産
基
盤
で
あ
っ
た
漁
労
生
産
か
ら
、
農
耕
を
基
礎
に

し
た
生
産
経
済
へ
転
換
す
る
主
体
的
条
件
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
人
口
増
加
が
貝
塚
時
代

社
会
の
解
体
へ
の
主
因
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
「
ウ
タ
キ
集
団
は
農
業
生
産
の
発
達
を
背
景
に
漁
携
共
同
体
的
紐

帯
を
断
ち
切
り
土
地
を
媒
体
と
す
る
新
し
い
共
同
体
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
、
加
え
て
「
（
ウ
タ
キ
）
共
同

体
は
、
原
始
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
の
過
渡
期
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
グ
シ
ク
時
代
に
耕
地
を
基
盤
に
地
縁
的
に
結
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一
九
八
一
年
の
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
の
発
見
は
、
グ
ス
ク
時
代
史
を
紐
解
く
上
で
極
め
て
重
要
な
発
見
と
な
っ
た
。
ま

た
、
一
九
八
七
年
の
藤
本
強
の
『
も
う
二
つ
の
曰
本
文
化
』
に
お
け
る
貝
塚
時
代
後
期
の
曰
本
列
島
に
お
け
る
位
置
付

け
は
、
貝
塚
時
代
後
期
か
ら
グ
ス
ク
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
付
け
を
改
め
て
見
直
す
き
っ
か
け
と
し
て
、
ま
た
両
時

代
の
移
行
期
の
再
構
築
を
迫
る
も
の
と
な
っ
た
（
藤
本
一
九
八
七
）
。
同
年
安
里
進
に
よ
っ
て
「
琉
球
ｌ
沖
縄
考
古
学

的
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
琉
球
諸
島
の
文
化
史
を
再
評
価
す
る
一
つ
の

代
表
的
研
究
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
里
進
は
移
行
期
に
つ
い
て
論
文
中
で
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

「
く
び
れ
平
底
期
に
は
海
浜
砂
丘
地
に
立
地
し
た
遺
跡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
非
防
御
的
な
遺
跡
が
出
現
し
そ
し
て
次

第
に
増
加
し
て
い
く
。
こ
の
頃
は
、
律
令
国
家
に
よ
る
「
南
島
経
営
」
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
南
島
経
営
は
、
文
献
史

び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
共
同
開
拓
地
（
共
有
地
）
の
平
等
分
配
を
行
う
た
め
の
ウ
タ
キ
集
団
へ
の
耕
地
割
替
と
い
っ
た

状
態
も
想
定
し
う
る
こ
と
か
ら
、
原
始
共
同
体
の
最
後
段
階
と
し
て
の
農
業
共
同
体
と
し
て
把
握
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
安

里
一
九
七
四
）
」
と
ま
と
め
る
。
安
里
の
こ
の
よ
う
な
社
会
発
達
論
は
、
時
代
や
共
同
体
の
名
称
あ
る
い
は
年
代
観
等

を
若
干
修
正
し
な
が
ら
も
以
後
も
、
大
枠
と
し
て
は
貝
塚
時
代
後
期
社
会
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
移
行
を
発
展
段
階
的

な
社
会
変
化
と
し
て
描
い
て
い
く
と
こ
ろ
と
な
る
。

四
第
Ⅳ
期
「
文
化
史
の
評
価
（
後
期
文
化
の
評
価
を
め
ぐ
る
研
究
、
グ
ス
ク
時
代
史
の
研
究
）
」
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料
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
、
大
宰
府
で
八
世
紀
前
半
の
「
掩
美
鴫
」
（
奄
美
）
と
「
伊
藍
鴫
」
（
伊
良
部
）

と
墨
書
さ
れ
た
木
簡
が
発
見
さ
れ
、
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
南
島
経
営
は
、
奄
美
・
沖
縄
に
一
定
の
影
響
を

与
え
、
次
の
潤
底
土
器
成
立
の
条
件
を
形
成
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
ぎ
に
、
沖
縄
貝
塚
後
期
的
な
海
浜
立

地
の
遺
跡
が
ま
だ
広
く
残
存
し
て
い
る
十
～
十
一
世
紀
に
、
潤
底
土
器
が
成
立
し
そ
し
て
亀
焼
窯
も
出
現
す
る
と
い
う

文
化
的
、
経
済
的
変
化
が
お
こ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
潤
底
土
器
の
成
立
に
文
化
的
変
化
と
農
耕
社
会
の
成
立

が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
徳
之
島
の
亀
焼
は
、
奄
美
か
ら
先
島
に
い
た
る
琉
球
列
島
全
域
に
流
通
し
、
そ
れ
と
と
も

に
異
文
化
圏
で
あ
っ
た
先
島
を
も
潤
底
土
器
圏
に
包
摂
し
て
琉
球
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
こ
の
十
か
ら
十
一
世

紀
の
変
革
は
、
九
州
の
影
響
と
見
て
良
い
。
潤
底
土
器
の
鉢
は
明
ら
か
に
九
州
の
石
鍋
の
影
響
を
受
け
て
い
る
し
、
亀

焼
窯
も
九
州
の
須
恵
系
に
そ
の
技
術
的
系
譜
の
一
旦
が
辿
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
は
奄
美
で
は
黒
色

土
器
が
搬
入
さ
れ
、
あ
る
い
は
大
宰
府
の
「
主
厨
司
」
と
推
定
さ
れ
る
海
の
中
道
遺
跡
で
は
、
石
灰
岩
生
産
に
用
い
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
珊
瑚
の
集
積
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
珊
瑚
は
や
は
り
南
島
か
ら
搬
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
南
島
経
営
後
引
続
き
九
州
と
南
島
の
交
通
が
行
わ
れ
、
そ
の
影
響
下
で
文
化
的
経
済
的
変
革
が
行
わ
れ
た
も
の
と

思
う
。
そ
し
て
十
三
世
紀
に
は
、
従
前
の
グ
ス
ク
的
遺
跡
に
比
べ
て
飛
躍
的
な
発
達
を
遂
げ
た
野
面
積
み
の
大
型
城
塞

的
グ
ス
ク
が
出
現
し
た
（
安
里
一
九
八
七
と
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
嵩
元
が
指
摘
し
た
、
非
防
御
的
集
落
か
ら
防
御
的
集
落
、
や
が
て
大
型
の
城
塞
的
グ
ス
ク
の
集
落
、
城

塞
の
変
化
過
程
と
同
調
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
大
宰
府
発
見
の
木
簡
を
紹
介
し
な
が
ら
、
南
島
経
営
の
影

224 

Hosei University Repository



一
九
九
○
年
代
の
後
半
に
な
る
と
、
従
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
グ
ス
ク
時
代
史
の
一
元
的
な
解
釈
、
即
ち
琉
球
王

国
形
成
史
に
収
數
さ
れ
る
グ
ス
ク
研
究
の
批
判
と
克
服
の
た
め
の
具
体
的
な
例
が
示
さ
れ
る
。
代
表
的
な
論
と
し
て
は

一
九
九
七
年
の
高
梨
修
に
よ
る
「
奄
美
地
域
に
お
け
る
グ
ス
ク
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
（
高
梨
一
九
九
七
）
、
小

野
正
敏
ら
の
先
島
地
域
に
お
け
る
研
究
（
小
野
一
九
九
九
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
沖
縄
諸
島
の
北
と
南

の
地
域
に
お
け
る
研
究
か
ら
示
さ
れ
た
沖
縄
を
中
心
と
す
る
グ
ス
ク
研
究
に
関
す
る
疑
問
は
、
グ
ス
ク
を
更
に
重
層
的

に
理
解
し
て
い
く
た
め
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
貝
塚
時
代
後
期
に
お
い
て
は
、
奄
美
地
域
に
お
け
る
新
発
見
遺
跡
が
脚
光
を
浴
び
る
。
そ
れ
が
一
九
九
一
年

の
マ
ッ
ノ
ト
遺
跡
、
’
九
九
七
年
の
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
の
発
掘
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
と
類
例
遺
跡
の

再
評
価
を
高
梨
修
が
行
い
（
高
梨
一
一
○
○
○
）
、
特
に
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
は
こ
の
時
代
の
社
会
や
文
化
の
理

解
へ
再
考
を
迫
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ノ
ト
、
フ
ワ
ガ
ネ
ク
両
遺
跡
の
報
告
書
の
刊
行
が
二
○
○
三
年
以
降
で

あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
沖
縄
諸
島
に
お
け
る
同
時
代
遺
跡
の
類
例
に
乏
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
両
地
域
の
比
較
が
充
分
に
行

わ
れ
て
い
な
い
点
も
あ
る
が
、
今
後
更
に
研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
。

響
の
問
題
や
、
変
革
期
と
し
て
の
十
～
十
一
世
紀
、
そ
の
影
響
起
点
と
し
て
の
九
州
の
存
在
を
有
力
視
し
て
い
る
。

五
第
Ｖ
期
「
社
会
論
及
び
各
島
喚
史
を
導
入
し
た
重
層
的
理
解
へ
の
研
究
（
社
会
構
造
史
や
地
域
史
の
深
化
）
」
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一
九
九
五
年
に
高
宮
廣
衞
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
開
元
通
宝
か
ら
見
た
先
史
終
末
の
沖
縄
（
高
宮
廣
’
九
九
五
）
」
は
、

後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
高
宮
は
一
貫
し
て
先
史
時
代
終
末
期
に
お
け
る
グ
ス
ク
時
代
へ
の
胎
動
を

示
唆
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
を
う
か
が
い
知
る
考
古
資
料
と
し
て
開
元
通
宝
を
あ
げ
「
開
元
通
宝
と
按
司
の
出
現
（
予

察
）
」
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
按
司
出
現
の
背
景
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
経
済
活
動
を
開
元
通
宝
の
出
土
状
況
か

ら
予
察
し
た
。
武
器
（
金
属
製
品
）
の
出
士
に
つ
い
て
も
「
初
期
的
支
配
者
層
の
出
現
と
関
連
す
る
べ
き
資
料
（
高
宮

廣
一
九
九
七
）
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
南
西
諸
島
に
限
ら
ず
広
く
台
湾
、
韓
国
、
曰
本
本
州
の
事
例
を
収
集
し
論

こ
れ
に
加
え
て
二
○
○
二
年
に
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
琉
球
列
島
で

は
あ
ま
り
類
を
見
な
い
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
ま
た
貿
易
陶
磁
器
等
の
出
土
状
況
も
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

資
料
の
解
釈
は
、
各
研
究
者
に
よ
っ
て
諸
種
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
琉
球
列
島
の
歴
史
の
再
構
築
を
迫
る
内
容
と

し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

以
上
の
事
由
か
ら
、
こ
こ
で
は
城
久
遺
跡
群
の
本
格
的
発
掘
調
査
と
な
っ
た
二
○
○
二
年
、
あ
る
い
は
マ
ッ
ノ
ト
、

フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
の
正
式
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
る
二
○
○
三
年
以
前
に
移
行
期
に
論
究
し
た
論
文
を
幾
つ
か
挙
げ
、
次

い
で
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
の
発
見
を
契
機
と
す
る
、
沖
縄
諸
島
の
グ
ス
ク
時
代
移
行
期
に
関
す
る
再
評
価
に
関
す
る
論

考
を
見
て
い
き
た
い
。

（
１
）
第
Ｖ
期
ａ
二
九
九
○
年
代
～
’
’
○
○
○
年
は
じ
め
）
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を
充
実
さ
せ
て
き
た
（
高
宮
廣
ほ
か
一
九
九
六
、
二
○
○
○
）
。

こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
貝
交
易
と
開
元
通
宝
と
の
関
係
を
唐
朝
と
結
び
つ
け
た
の
が
木
下
尚
子
で
あ
っ
た
。
木
下
は

高
宮
の
研
究
を
受
け
、
曰
本
本
州
に
お
け
る
開
元
通
宝
の
集
成
を
行
っ
た
結
果
、
沖
縄
へ
の
偏
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
招
来
の
背
景
に
つ
い
て
中
国
大
陸
と
の
関
係
を
支
持
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
求
め
て
唐
朝
の
人
々
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
と
説
い
た
（
木
下
二
○
○
○
ａ
）
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
、
グ
ス
ク
時
代
を
遡
る
先
史
時
代
に
お
け
る

対
外
交
渉
の
特
異
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
方
向
性
を
う
か
が
う
一
端
と
し
て
、
二
○
○
一

年
に
高
宮
廣
衞
を
議
長
と
し
て
、
「
七
～
十
二
世
紀
ご
ろ
の
琉
球
諸
島
ｌ
グ
ス
ク
時
代
前
夜
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
研

究
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
（
高
宮
廣
二
○
○
一
）
。
学
際
的
研
究
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
当
該
期
の
研
究
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
本
士
か
ら
南
島
間
の
問
題
に
終
始
す
る
研
究
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
（
具
体
的
に
は

中
国
、
韓
国
、
台
湾
と
い
っ
た
地
域
）
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
を
加
味
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
後
者
の
国
際
的

な
視
点
に
よ
る
比
較
文
化
論
は
、
南
西
諸
島
史
研
究
の
中
に
お
い
て
は
、
金
関
丈
夫
、
国
分
直
一
、
三
島
格
、
リ
チ
ャ

ー
ド
・
ピ
ァ
ソ
ン
に
よ
る
先
駆
的
な
業
績
が
あ
る
。
四
氏
は
早
く
か
ら
大
陸
や
周
辺
島
喚
地
域
を
含
め
た
先
史
時
代
の

文
化
比
較
を
考
古
遺
物
を
用
い
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
移
行
期
の
研
究
の
中
で
比
較
研
究
と
い
う
点
が
示
さ
れ
て
い

る
の
は
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

安
里
進
は
一
貫
し
て
琉
球
王
国
形
成
の
下
敷
き
と
し
て
、
発
展
段
階
的
な
貝
塚
時
代
後
期
文
化
の
伸
長
を
論
じ
て
き

た
。
二
○
○
二
年
に
提
出
さ
れ
た
論
文
で
も
基
本
的
な
変
更
は
な
い
が
、
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、
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近
年
の
最
新
成
果
を
踏
ま
え
て
交
易
シ
ス
テ
ム
の
発
達
を
論
の
一
つ
に
加
え
て
い
る
。
高
梨
修
や
木
下
尚
子
に
よ
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
に
呼
応
す
る
論
調
に
も
見
ら
れ
る
が
、
曰
本
本
州
と
の
交
易
と
そ
の
交
易
の
元
締

め
的
な
存
在
と
し
て
の
奄
美
に
お
け
る
優
位
性
を
説
く
高
梨
に
対
し
、
沖
縄
諸
島
に
も
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
主
導
を
示

唆
す
る
安
里
で
は
資
料
解
釈
に
お
け
る
相
違
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
安
里
は
貝
塚
時
代
後
期
前
半
の
ゴ
ホ
ウ
ラ
・
イ
モ
ガ
イ
の
交
易
段
階
と
後
半
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
段
階
の
二

つ
の
段
階
を
設
定
し
、
「
後
期
前
半
（
弥
生
時
代
）
に
は
、
集
落
単
位
な
い
し
は
漁
労
共
同
体
単
位
で
行
わ
れ
た
（
安

里
二
○
○
二
ａ
）
」
と
し
、
後
期
後
半
を
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
大
量
に
集
積
し
て
貝
匙
を
製
作
し
、
あ
る
い
は
螺
釦
素
材

に
加
工
す
る
大
工
房
が
出
現
す
る
。
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
で
は
各
集
落
が
採
集
し
た
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
生
産
拠
点
に
集
積
し

て
加
工
す
る
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
通
史
し
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
べ
き
首
長
の
存
在
を
想
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
貝
塚
後
期
後
半
に
は
、
勝
連
グ
ス
ク
南
貝
塚

や
具
志
川
グ
ス
ク
の
下
層
期
な
ど
、
後
の
城
塞
的
グ
ス
ク
と
重
複
し
た
防
御
的
立
地
の
グ
ス
ク
的
遺
跡
が
登
場
す
る
が
、

こ
れ
ら
の
遺
跡
に
交
易
共
同
体
の
首
長
の
館
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
供
給
側
の
シ
ス
テ
ム
、
主
宰
者
に
つ

い
て
も
論
究
す
る
（
安
里
二
○
○
二
ａ
）
。

二
○
○
三
年
に
は
、
「
曰
本
の
時
代
史
』
の
中
で
前
述
の
交
易
社
会
の
発
達
史
に
加
え
て
、
グ
ス
ク
文
化
の
形
成
期

Ⅱ
「
原
グ
ス
ク
時
代
」
と
大
型
グ
ス
ク
の
出
現
期
Ⅱ
「
大
型
グ
ス
ク
時
代
」
を
設
定
し
、
前
者
に
は
「
曰
本
商
人
に
よ

る
交
易
活
動
の
展
開
を
契
機
に
、
琉
球
列
島
の
経
済
と
文
化
そ
し
て
ヒ
ト
も
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。
（
中
略
）
グ
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ス
ク
文
化
の
成
立
を
境
に
琉
球
列
島
人
の
形
質
も
曰
本
化
の
波
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
は
土
着
の
先
史
人
を
上
回
る
大
集
団
が
九
州
か
ら
渡
来
し
て
先
史
人
を
駆
逐
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
（
中

略
）
恐
ら
く
グ
ス
ク
文
化
形
成
期
に
何
度
も
渡
来
と
定
着
を
繰
り
返
し
て
き
た
商
人
や
鍛
冶
職
人
、
陶
工
な
ど
の
中
世

曰
本
人
が
、
琉
球
列
島
の
先
史
人
と
混
血
を
重
ね
る
過
程
で
、
次
第
に
渡
来
者
の
血
を
引
き
継
い
だ
子
孫
が
増
大
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
安
里
二
○
○
三
）
」
と
し
て
、
時
代
の
幕
開
け
に
少
な
く
な
い
渡
来
人
の
存
在
を
想
定
し
て

い
る
。
後
続
す
る
時
代
で
あ
る
グ
ス
ク
時
代
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
（
安
里
一
九
七
八
、

安
里
・
土
肥
一
九
九
九
、
安
里
・
山
里
二
○
○
六
）
。

吉
岡
康
暢
は
二
○
○
二
年
に
著
し
た
「
南
島
の
中
世
須
恵
器
ｌ
中
世
初
期
環
東
ア
ジ
ア
海
域
の
陶
芸
交
流
Ｉ
」
に
お

い
て
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
の
編
年
を
体
系
化
す
る
と
と
も
に
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
窯
跡
の
開
窯
の
契
機
と
そ
の
歴
史
的
位
置
付
け

に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。
カ
ム
ィ
ヤ
キ
窯
跡
の
開
窯
に
つ
い
て
「
奄
美
に
お
け
る
在
地
支
配
層
の
成
長
を
う
か
が
わ

せ
、
カ
ム
ィ
開
窯
が
窯
構
造
の
近
似
す
る
肥
後
南
辺
（
人
吉
盆
地
）
を
と
り
こ
ん
だ
南
九
州
勢
力
の
主
導
下
に
進
め
ら

れ
た
と
し
て
も
、
在
来
土
器
工
人
お
よ
び
補
助
労
働
力
の
編
成
な
ど
を
前
提
と
し
て
、
在
地
支
配
者
層
と
の
連
携
が
不

可
分
だ
っ
た
こ
と
は
寶
言
を
要
し
ま
い
。
そ
の
こ
と
は
、
カ
ム
ィ
焼
と
鉄
器
、
石
鍋
、
中
国
陶
磁
器
の
大
流
通
を
管
掌

す
る
支
配
者
層
の
成
長
、
農
耕
牧
畜
の
新
た
な
展
開
に
支
え
ら
れ
た
政
治
社
会
形
成
の
大
画
期
（
貝
塚
時
代
か
ら
グ
ス

ク
時
代
へ
）
の
幕
開
け
を
告
げ
る
物
証
と
す
る
安
里
進
の
総
括
的
な
展
望
と
お
お
づ
か
み
に
整
合
さ
せ
て
考
え
て
み
る

こ
と
が
で
き
る
（
吉
岡
二
○
○
二
）
」
と
す
る
。
ま
た
開
窯
の
契
機
に
伴
っ
て
「
第
１
に
カ
ム
ィ
開
窯
を
契
機
に
、
貝
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塚
時
代
に
独
自
の
生
活
圏
を
形
成
し
て
き
た
ト
カ
ラ
、
琉
球
、
先
島
の
エ
リ
ア
を
越
え
た
琉
球
海
域
全
域
に
カ
ム
ィ
焼

の
流
通
圏
が
形
成
さ
れ
、
列
島
に
連
動
し
た
中
世
的
食
器
様
式
へ
転
換
し
、
農
耕
・
牧
畜
の
普
及
と
按
司
層
の
成
長
に

支
え
ら
れ
た
グ
ス
ク
時
代
開
幕
の
指
標
と
な
る
こ
と
。
第
２
に
、
中
世
初
期
に
肥
後
南
辺
を
含
む
薩
南
に
、
博
多
・
大

宰
府
に
交
易
機
能
が
集
約
さ
れ
る
前
段
階
に
中
間
寄
港
地
が
所
在
し
た
可
能
性
が
強
ま
り
、
か
つ
琉
球
列
島
と
の
交
易

活
動
の
中
継
で
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
第
３
に
、
南
薩
平
氏
勢
力
を
核
と
す
る
在
地
勢
力
の
成
長
と
結
集
が
進

み
、
大
宰
府
、
肥
前
の
武
士
団
と
も
連
携
し
つ
つ
自
律
的
な
政
治
・
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
（
吉

岡
二
○
○
一
｜
）
」
と
し
て
一
一
一
つ
の
要
点
を
示
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
「
こ
の
段
階
の
先
島
諸
島
を
包
括
と
す
る
物
流

網
の
形
成
は
、
中
継
島
を
結
ぶ
リ
レ
ー
式
の
モ
ノ
の
移
動
で
あ
っ
た
に
せ
よ
貝
塚
時
代
の
文
物
の
移
動
伝
播
と
は
異
な

り
、
中
国
を
核
と
す
る
東
ア
ジ
ア
貿
易
圏
の
北
辺
に
組
み
込
ま
れ
た
ヤ
マ
ト
列
島
の
海
洋
国
家
に
連
結
す
る
南
方
ル
ー

ト
の
動
き
で
あ
り
、
基
本
的
に
中
国
南
部
を
発
着
地
と
す
る
宋
船
の
傍
流
的
な
南
島
往
来
ラ
イ
ン
に
乗
っ
た
、
按
司
層

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
流
通
と
推
定
さ
れ
る
（
吉
岡
二
○
○
二
）
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
城
久
遺
跡
群
発
掘
以

前
の
評
価
で
あ
り
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
窯
跡
に
収
散
さ
れ
た
話
で
あ
る
が
交
易
の
シ
ス
テ
ム
の
変
質
に
着
眼
し
、
そ
の
背
景

に
南
九
州
勢
力
、
宋
船
、
在
地
支
配
者
層
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。

九
九
九
年
か
ら
現
在
ま
で
木
下
尚
子
ら
は
先
史
時
代
に
お
け
る
琉
球
の
特
質
を
生
業
と
交
易
に
重
点
を
置
い
て
研

（
２
）
第
Ｖ
期
ｂ
（
二
○
○
○
年
は
じ
め
か
ら
現
在
）
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究
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
研
究
は
「
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
１
．
２
」
と
し
て
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て

い
る
（
木
下
（
編
）
一
一
○
○
一
一
・
一
一
○
○
’
一
一
・
二
○
○
六
）
。
こ
の
中
で
総
括
と
し
て
「
生
業
を
中
心
と
し
て
み
た
琉

球
列
島
の
六
～
一
八
世
紀
は
、
奄
美
で
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
通
し
て
何
ら
か
の
対
外
交
易
を
行
っ
て
い
た
が
、
曰
常
生
活
で

は
先
史
時
代
以
来
の
採
集
経
済
段
階
が
依
然
継
続
し
、
十
世
紀
以
降
の
国
家
形
成
に
向
か
う
変
化
に
は
な
お
遠
い
段
階

に
あ
っ
た
（
木
下
二
○
○
六
）
」
と
し
、
生
業
と
交
易
を
主
に
時
代
的
変
遷
を
示
し
た
。

城
久
遺
跡
群
の
発
見
は
、
グ
ス
ク
時
代
移
行
期
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
は
三
冊
（
喜
界
町
教
育
委
員
会
一
一
○
○
六
・
一
一
○
○
八
・
一
一
○
○
九
）
で
そ
の
全
容
は
発
掘
調

査
が
継
続
中
の
現
段
階
に
お
い
て
評
価
の
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て

池
田
榮
史
は
三
つ
の
課
題
を
あ
げ
て
い
る
。

「
第
１
に
奄
美
大
島
北
部
で
確
認
さ
れ
た
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
と
、
鈴
木
が
問
題
提
起
し
た
南
島
人
に
よ
る

貢
納
制
お
よ
び
階
層
化
社
会
と
の
関
係
（
池
田
二
○
○
七
）
」

「
第
２
に
は
、
十
一
世
紀
代
に
起
こ
る
琉
球
列
島
へ
の
中
国
産
白
磁
、
滑
石
製
石
鍋
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
製
品
の
大
量
流

入
の
背
景
で
あ
る
（
池
田
二
○
○
七
）
」

「
第
３
に
は
琉
球
王
国
成
立
ま
で
の
過
程
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
（
中
略
）
曰
本
と
の
境
界
領
域
が
ト
カ
ラ
列
島
の

臥
蛇
鴫
辺
り
へ
と
北
上
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
第
２
の
問
題
と
も
関
わ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
掌
握
さ
れ
、
安
定
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
奄
美
諸
島
を
中
心
と
し
た
曰
本
側
の
交
易
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
、
琉
球
国
に
よ
る
新
た
な
交
易
シ
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ス
テ
ム
が
琉
球
列
島
を
被
い
は
じ
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
中
略
）
曰
本
に
お
け
る
国
内
的
動
乱
が
曰
本
と
琉
球

列
島
と
の
交
易
シ
ス
テ
ム
を
弛
緩
さ
せ
、
こ
れ
に
変
わ
る
新
た
な
交
易
シ
ス
テ
ム
構
築
の
動
き
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
（
池
田
二
○
○
七
と

こ
の
よ
う
な
課
題
点
に
つ
い
て
二
○
○
七
年
に
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
伽
号
に
お
い
て
特
集
号
が
組
ま
れ
、
古
代
・

中
世
の
曰
本
と
奄
美
・
沖
縄
諸
島
と
し
て
歴
史
学
、
考
古
学
研
究
者
に
よ
る
複
数
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ

同
様
の
内
容
で
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
が
「
古
代
中
世
の
境
界
領
域
Ｉ
キ
ガ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
ｌ
』
で
、
翌
二
○
○
八

年
の
刊
行
で
あ
る
。
ま
た
谷
川
健
一
を
編
者
と
す
る
『
曰
琉
交
易
の
黎
明
Ｉ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
ｌ
』
も
著
者
を
重
複

し
な
が
ら
も
、
若
干
の
新
視
点
を
加
え
二
○
○
八
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
一
冊
で
あ
る
。
池
田
編
の
前
二
冊
が
歴
史
学
・

考
古
学
を
中
心
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
谷
川
編
著
の
後
者
に
は
歴
史
学
・
考
古
学
分
野
に
加
え
て
民
俗
学
・
文
学
の

研
究
を
加
え
て
様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
上
記
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
か
ら
特
に
、
移
行
期
の
研
究
に
関
わ
る
考

古
学
研
究
を
紹
介
し
て
い
く
。

池
田
指
摘
の
第
１
の
課
題
点
に
つ
い
て
、
先
ず
高
梨
修
は
「
南
島
』
の
歴
史
的
段
階
Ｉ
兼
久
式
土
器
出
土
遺
跡
の
再

検
討
ｌ
」
と
題
し
て
、
兼
久
式
土
器
出
土
遺
跡
を
類
型
化
す
る
。
Ｉ
類
Ⅱ
兼
久
式
土
器
の
み
が
出
土
す
る
遺
跡
、
Ⅱ
類

Ⅱ
兼
久
式
土
器
と
に
若
干
の
土
師
器
・
須
恵
器
が
伴
う
遺
跡
、
Ⅲ
類
Ⅱ
兼
久
式
土
器
が
ほ
と
ん
ど
出
土
せ
ず
土
師
器
・

須
恵
器
が
出
土
す
る
遺
跡
に
分
類
し
「
社
会
集
団
に
お
け
る
鉄
器
所
有
形
態
の
相
違
こ
そ
、
階
層
社
会
の
形
成
を
積
極

的
に
支
持
す
る
考
古
学
的
証
左
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
高
梨
二
○
○
七
）
」
と
し
て
池
田
指
摘
の
第
１
の
課
題
に
つ
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い
て
考
古
学
の
立
場
か
ら
論
究
し
て
い
る
。
更
に
、
「
琉
球
弧
に
お
け
る
拠
点
的
遺
跡
の
形
成
過
程
は
、
七
世
紀
前
半

か
ら
奄
美
大
島
に
小
湊
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
群
等
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
八
世
紀
代
に
は

喜
界
島
に
城
久
遺
跡
群
が
出
現
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
代
に
は
徳
之
島
に
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
群
が
出
現
す
る
と
い
う
大
筋

が
描
け
る
。
大
多
数
の
遺
跡
は
漁
労
採
集
経
済
段
階
に
置
か
れ
て
い
て
、
対
外
交
流
の
窓
口
と
な
る
少
数
の
拠
点
遺
跡

を
中
心
に
階
層
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
構
造
に
お
い
て
、
七
～
八
世
紀

段
階
に
は
奄
美
大
島
や
徳
之
島
か
ら
中
央
政
府
へ
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
南
方
物
産
を
貢
納
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
奄
美
諸
島
北
半
に
お
け
る
拠
点
的
遺
跡
の
形
成
は
、
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
跡
群
の
出
現
で
類
須
恵
器
段
階
に
沖
縄

諸
島
・
先
島
諸
島
へ
波
及
、
沖
縄
本
島
に
新
た
な
る
政
治
的
勢
力
の
形
成
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
（
高
梨
二
○
○
七
）
」

と
し
て
古
代
か
ら
中
世
に
い
た
る
琉
球
弧
、
特
に
奄
美
諸
島
の
歴
史
的
役
割
を
通
史
し
て
い
る
。

池
田
指
摘
の
第
２
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
赤
司
善
彦
が
「
高
麗
時
代
の
陶
磁
器
と
九
州
お
よ
び
南
島
」
に
お
い
て
「
カ

ム
ィ
ヤ
キ
の
生
産
主
体
は
、
曰
本
・
高
麗
・
宋
の
東
ア
ジ
ア
交
易
形
成
の
中
で
、
伸
張
し
て
き
た
奄
美
地
域
の
有
力
な

勢
力
と
考
え
ら
れ
る
（
赤
司
二
○
○
七
）
」
と
し
て
奄
美
勢
力
の
存
在
を
基
層
に
し
な
が
ら
も
東
ア
ジ
ア
の
交
易
圏
形

成
を
契
機
と
す
る
も
の
と
す
る
。
｜
方
の
新
里
売
人
は
「
カ
ム
ィ
ヤ
キ
と
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
群
」
に
お
い
て
、
「
カ
ム

ィ
ヤ
キ
は
器
の
種
類
が
曰
本
本
土
の
中
世
須
恵
器
と
類
似
し
、
技
術
系
譜
は
朝
鮮
半
島
に
求
め
ら
れ
、
中
国
産
陶
磁
器

を
模
し
た
碗
が
存
在
す
る
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
食
器
文
化
を
複
合
的
に
取
り
入
れ
た
「
南
島
の
中
世
須
恵
器
」

で
あ
る
。
琉
球
列
島
に
お
け
る
遺
跡
か
ら
は
九
州
産
の
滑
石
製
石
鍋
、
中
国
産
陶
磁
器
と
と
も
に
発
見
さ
れ
る
例
が
多
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く
、
九
州
を
介
し
た
経
済
関
係
に
よ
っ
て
流
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
新
里
亮
二
○
○
七
）
」
と
し
て
九
州
と
の

経
済
関
係
、
特
に
博
多
と
の
関
係
を
重
要
視
し
て
い
る
。
加
え
て
、
新
里
売
人
は
「
琉
球
列
島
出
土
の
滑
石
製
石
鍋
と

そ
の
意
義
」
の
中
で
、
「
博
多
を
中
心
と
し
た
経
済
関
係
が
次
第
に
中
国
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
新

里
亮
二
○
○
八
）
」
と
し
時
間
軸
の
中
で
博
多
か
ら
中
国
へ
の
経
済
関
係
の
傾
斜
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
の
論
調
は
、

鈴
木
康
之
の
「
滑
石
製
石
鍋
の
流
通
と
琉
球
列
島
１
石
鍋
の
運
ば
れ
た
道
を
た
ど
っ
て
ｌ
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
琉
球
列
島
で
の
石
鍋
の
出
土
は
、
石
鍋
の
主
要
な
消
費
者
で
あ
る
博
多
を
拠
点
と
す
る
商
人
た
ち
の
活
動
領
域
が
琉

球
列
島
に
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
物
証
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
石
鍋
が
出
現
す
る
時
期
の
琉

球
列
島
は
、
貝
塚
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
移
行
期
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
九
州
か
ら
石
鍋
が
も
た
ら
さ
れ
る
と

と
も
に
、
中
国
産
の
白
磁
や
銭
貨
も
流
入
し
て
い
る
。
一
方
、
琉
球
列
島
か
ら
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
・
硫
黄
・
赤
木
な
ど
の

特
産
物
が
九
州
を
経
由
し
て
畿
内
方
面
に
も
た
ら
さ
れ
（
中
略
）
奄
美
諸
島
が
交
流
拠
点
と
し
て
果
た
し
た
独
自
の
役

割
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
貝
塚
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
移
行
過
程
の
検
討
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
石
鍋
が
出
現
す
る
十
一
世
紀
代
の
琉
球
列
島
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
よ
ぶ
文
化
・
技
術
交
流
の
渦

の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
の
渦
の
な
か
に
は
、
博
多
を
拠
点
に
曰
宋
貿
易
を
展
開
し
た
宋
商
人
の

活
動
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
鈴
木
二
○
○
八
と

池
田
指
摘
の
第
３
の
問
題
に
関
し
て
は
、
中
島
恒
次
郎
に
よ
る
「
大
宰
府
と
南
島
社
会
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
喜
界

島
城
久
遺
跡
群
の
造
営
主
導
者
は
、
奈
良
後
期
か
ら
断
続
的
で
は
あ
れ
、
こ
こ
を
訪
れ
生
活
を
営
ん
で
い
た
。
そ
の
生
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活
の
内
実
は
、
生
業
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
休
息
的
な
意
味
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
断
続
的
な
渡
航
な
ら
び
に
造

営
主
導
者
が
「
国
家
」
事
業
履
行
者
の
色
彩
が
強
い
人
々
と
言
え
ば
、
遣
唐
使
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
（
中

略
）
こ
の
断
続
的
な
行
為
が
一
変
し
、
継
続
的
な
往
来
に
な
っ
た
の
が
平
安
後
期
、
十
一
世
紀
後
葉
～
十
二
世
紀
前
葉

の
時
期
で
あ
っ
た
。
城
久
遺
跡
群
の
盛
期
で
あ
り
、
貿
易
陶
磁
器
の
質
こ
そ
九
州
本
土
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
量
は
上
層
階
層
の
居
宅
跡
に
近
似
し
た
量
を
示
し
て
い
る
。
加
え
て
流
通
品
で
は
な
く
、
携
行
品
的
な
性
格
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
本
土
産
土
器
が
付
帯
し
て
い
る
点
は
、
渡
航
者
の
出
港
地
を
想
起
さ
せ
る
史
料
と
し
て
の
意
味

を
持
ち
得
て
い
る
。
｜
方
で
、
港
湾
遺
跡
に
見
ら
れ
る
多
種
か
つ
多
量
の
貿
易
陶
磁
器
、
な
ら
び
に
国
産
の
広
域
流
通

品
の
出
土
が
見
ら
れ
な
い
点
は
、
こ
こ
喜
界
島
が
荷
卸
場
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
三
世
紀
代
、

大
宰
府
Ｅ
期
以
降
急
速
に
衰
退
す
る
の
は
、
城
久
遺
跡
群
の
経
営
主
体
者
の
変
化
、
社
会
統
合
の
進
展
の
結
果
と
し
て

居
住
地
移
転
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
想
定
で
き
、
ひ
と
つ
に
絞
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
大
型
グ
ス
ク

形
成
期
と
重
な
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
社
会
統
合
の
結
果
と
解
し
た
可
能
性
が
高
い
（
中
島
二
○
○
八
）
」
と
論
じ
て

高
梨
修
は
「
城
久
遺
跡
群
と
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
」
の
中
で
、
城
久
遺
跡
群
を
形
成
し
た
社
会
集
団
に
つ
い
て
「
現
段
階

で
は
特
定
す
る
に
至
ら
な
い
が
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
動
乱
の
時
代
を
背
景
と
し
て
曰
本
列
島
に
と
ど
ま
ら
な
い
範
囲
で
、

大
規
模
の
人
的
交
流
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
曰
本
列
島
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
い
地
域

を
想
定
す
る
。
そ
の
理
由
を
「
城
久
遺
跡
群
に
は
、
東
シ
ナ
海
周
辺
諸
国
の
事
情
に
よ
く
通
じ
た
人
び
と
が
往
来
し
て

い

る
。

235グスク出現前後の考古学研究史とその論点の整理

Hosei University Repository



い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
上
で
、
「
そ
の
背
景
に
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
南
方
物
産

交
易
（
威
信
財
交
易
）
の
巨
大
経
済
的
権
益
が
あ
る
」
と
し
て
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
た
め
「
最
北
の
亜
熱
帯
地
域
（
Ⅱ

国
家
境
界
領
域
）
に
営
ま
れ
た
拠
点
的
施
設
が
城
久
遺
跡
群
で
あ
る
」
と
総
括
す
る
。
そ
の
上
で
「
琉
球
弧
を
舞
台
と

し
た
南
方
物
産
交
易
は
、
城
久
遺
跡
群
の
出
現
を
契
機
と
し
て
お
そ
ら
く
激
変
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
（
中
略
）
従
前

の
琉
球
弧
の
考
古
学
研
究
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
貝
塚
時
代
後
期
の
停
滞
的
社
会
の
理
解
で
は
説
明
が
で
き
な
い
（
高
梨

二
○
○
八
）
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
批
判
し
克
服
を
論
じ
て
い
る
。

中
山
清
美
は
「
境
界
域
の
奄
美
」
の
中
で
、
「
赤
木
名
城
は
、
喜
界
島
と
は
ま
た
様
相
の
違
う
大
和
の
中
世
山
城
の

影
響
を
受
け
た
按
司
層
た
ち
の
政
治
的
拠
点
の
場
と
し
て
構
築
さ
れ
、
そ
の
過
程
を
示
す
遺
跡
と
し
て
の
可
能
性
が
高

ま
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
奄
美
大
島
、
喜
界
島
、
徳
之
島
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
注
目
さ
れ
る
中
世
遺
跡
は
、
グ
ス
ク
成

立
前
夜
か
ら
琉
球
や
曰
本
古
代
国
家
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、
東
ア
ジ
ア
世
界
を
含
め
た
交
流
史
の
中
で
、
そ
の
位
置

付
け
が
注
目
さ
れ
る
（
中
山
二
○
○
八
）
」
と
し
て
い
る
。
鈴
木
、
中
島
、
高
梨
、
中
山
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
新
た
な

動
向
を
示
す
遺
跡
の
評
価
は
、
南
西
諸
島
に
お
け
る
拠
点
的
遺
跡
と
し
て
、
ま
た
曰
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
広
範
な
地

域
の
影
響
を
受
け
登
場
し
た
と
想
定
す
る
点
で
共
通
す
る
。

以
上
、
池
田
指
摘
の
課
題
点
に
関
す
る
各
研
究
者
に
お
け
る
回
答
だ
が
、
総
じ
て
奄
美
に
お
け
る
新
発
見
を
受
け
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
奄
美
以
北
を
主
に
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研
究
者
に
よ
る
論
考
が
多
い
。
そ
の
た
め
沖
縄
側
の
研
究
と

の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
沖
縄
側
の
代
表
的
な
研
究
を
「
曰
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琉
交
易
の
黎
明
』
所
収
の
論
文
か
ら
紹
介
す
る
。

先
ず
盛
本
勲
は
「
グ
ス
ク
時
代
の
幕
開
け
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
通
史
し
た
。
「
貝
塚
時
代
と
い
う
約
四
五
○

○
～
五
五
○
○
年
間
の
長
き
に
お
よ
ん
だ
琉
球
列
島
の
採
集
経
済
社
会
も
、
十
一
～
十
二
世
紀
頃
に
よ
う
や
く
終
焉
迎

え
た
。
新
し
い
経
済
社
会
す
な
わ
ち
生
産
経
済
社
会
と
し
て
の
グ
ス
ク
時
代
の
到
来
で
あ
る
。
グ
ス
ク
時
代
の
開
始
時

期
や
指
標
、
時
代
概
念
等
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
間
で
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
異
が
見
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
開
始
期

を
十
一
世
紀
後
半
～
十
二
世
紀
前
半
、
時
代
概
念
は
在
地
領
主
（
按
司
）
の
輩
出
と
領
主
に
よ
る
地
域
支
配
や
領
民
保

護
の
た
め
に
築
い
た
政
治
・
軍
事
施
設
と
し
て
の
記
念
物
で
あ
る
グ
ス
ク
が
築
か
れ
た
時
代
、
と
捉
え
て
い
る
」
と
し

て
グ
ス
ク
時
代
を
評
価
し
た
上
で
、
歴
史
的
文
化
的
特
徴
を
六
点
（
①
奄
美
か
ら
先
島
諸
島
の
共
通
の
文
化
圏
の
成
立
。

②
遺
跡
立
地
の
砂
丘
地
↓
農
耕
適
地
へ
の
移
動
。
③
穀
類
中
心
の
農
耕
の
展
開
と
発
展
。
④
農
耕
の
発
達
に
伴
う
土
地

確
保
を
め
ぐ
る
争
奪
の
結
果
と
し
て
の
按
司
出
現
。
⑤
鉄
製
農
具
の
使
用
。
⑥
カ
ム
ィ
ヤ
キ
の
操
業
と
海
外
貿
易
の
開

始
）
の
要
点
に
ま
と
め
る
（
盛
本
二
○
○
八
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
化
動
態
を
含
め
た
時
期
的
変
遷
を
當
眞
嗣
一
（
一

九
七
七
）
、
小
野
正
敏
（
’
九
九
七
）
の
研
究
を
引
用
し
通
史
し
た
。

宮
古
の
先
史
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
移
行
期
に
つ
い
て
は
、
下
地
和
宏
が
「
陶
磁
交
易
と
宮
古
」
の
中
で
「
大

和
商
人
は
中
国
に
輸
出
す
る
夜
光
貝
と
硫
黄
を
求
め
て
南
へ
進
出
し
て
き
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
彼
ら
は
北
九
州
を

中
心
に
活
動
す
る
商
人
集
団
で
、
（
中
略
）
彼
ら
商
人
が
先
史
時
代
の
沖
縄
・
先
島
に
未
知
の
文
化
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
。
グ
ス
ク
時
代
の
夜
明
け
と
な
っ
た
（
下
地
二
○
○
八
）
」
と
し
て
北
九
州
を
中
心
に
活
動
す
る
商
人
の
動
き
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を
契
機
と
す
る
と
想
定
し
て
い
る
。

八
重
山
諸
島
に
つ
い
て
は
、
大
濱
永
亘
が
「
八
重
山
諸
島
の
交
易
」
に
お
い
て
、
無
土
器
時
代
に
お
け
る
開
元
通
宝

等
の
出
土
を
「
漂
着
物
よ
り
外
来
文
物
を
採
集
し
、
珍
品
・
装
飾
品
と
し
て
居
住
地
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る

（
大
濱
二
○
○
八
と
と
し
て
文
化
的
変
容
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
偶
発
的
な
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
大
濱
は
沖

縄
の
グ
ス
ク
時
代
に
相
当
す
る
時
代
を
ス
ク
時
代
と
し
て
時
代
設
定
す
る
が
、
そ
の
ス
ク
時
代
も
前
期
（
十
一
～
十
四

世
紀
）
と
後
期
（
十
四
世
紀
中
葉
～
十
六
世
紀
）
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
前
期
は
北
か
ら
南
進
し
た
大
和
文
化
集
団

を
担
い
手
と
し
て
捉
え
、
「
こ
れ
ま
で
の
狩
猟
・
漁
労
の
食
料
採
集
社
会
か
ら
、
牧
畜
や
粟
・
麦
・
米
な
ど
農
耕
を
営

む
生
産
社
会
へ
と
大
き
く
移
行
し
た
可
能
性
が
高
い
。
（
中
略
）
九
州
海
商
ら
は
南
島
産
物
の
調
達
や
確
保
の
た
め
に
、

南
島
の
島
々
と
の
間
を
頻
繁
に
往
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
大
濱
二
○
○
一
八
）
」
と
し
た
。
一
方
の
後
期
は
「
明
国
の

海
禁
政
策
が
始
ま
っ
て
も
、
中
国
福
建
省
沿
岸
海
商
ら
が
宮
古
や
八
重
山
の
島
々
に
産
出
す
る
交
易
物
産
を
求
め
て
海

禁
策
を
犯
し
て
も
、
密
貿
易
・
私
貿
易
と
い
う
形
で
宮
古
や
八
重
山
の
島
々
に
来
島
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
（
大
濱
二

○
○
八
と
と
し
て
時
代
を
前
後
し
て
外
来
文
化
の
媒
介
者
の
相
違
を
想
定
し
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の
ほ
か
に
も
島
の
先
史
学
の
視
点
か
ら
沖
縄
諸
島
を
中
心
と
す
る
先
史
・
原
始
時
代
の
歴
史
的
変
遷
を

高
宮
広
士
は
世
界
史
的
視
点
で
素
描
し
て
い
る
。
特
に
、
貝
塚
時
代
後
期
に
つ
い
て
は
、
遺
跡
数
の
減
少
を
指
摘
し
、

フ
ー
ド
ス
ト
レ
ス
の
あ
っ
た
社
会
を
想
定
、
先
住
民
の
ク
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
う
仮
設
を
提
示
。
グ
ス
ク
時
代
社
会
へ
の
展

開
に
つ
い
て
も
、
集
約
的
農
耕
社
会
の
展
開
を
、
島
に
お
け
る
「
バ
ン
ド
社
会
か
ら
王
国
へ
の
変
遷
」
の
あ
っ
た
島
と
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以
上
、
研
究
史
を
概
観
し
て
み
た
。
貝
塚
時
代
後
期
の
終
焉
と
グ
ス
ク
時
代
の
は
じ
ま
り
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、

多
く
の
考
古
資
料
が
用
い
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
枠
で
は
①
「
交
易
社
会
」
。

②
「
農
耕
社
会
」
。
③
「
グ
ス
ク
形
成
」
。
④
「
琉
球
王
国
の
誕
生
」
。
⑤
「
階
級
社
会
の
誕
生
と
そ
の
内
容
」
の
五
つ

の
文
化
史
の
開
始
期
や
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
、
考
古
資
料
の
様
々
な
解
釈
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
論
点
や
争
点
と
な
っ
て
い
る
考
古
資
料
の
解
釈
の
相
違
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
考
古
学
的
に
提
示

さ
れ
た
歴
史
観
は
、
歴
史
学
な
ど
隣
接
分
野
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
考
古
学
研
究
者
は
単
に
批
判
的
な
や

り
と
り
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
考
古
学
的
な
事
実
と
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
理
論
の
相
違
、
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
用
意
さ

れ
た
解
釈
の
争
点
を
正
し
く
解
説
す
る
こ
と
も
肝
要
と
考
え
て
い
る
。
新
資
料
発
見
に
よ
っ
て
考
古
学
研
究
に
よ
っ
て

用
意
さ
れ
る
新
た
な
歴
史
観
は
、
も
ち
ろ
ん
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
｜
方
で
問
題
点
と
な
る
留
意
点
な
ど
の
説

明
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
筆
者
の
よ
う
な
後
学
の
徒
に
と
っ
て
は
単
に
煩
雑
な
る
ば
か
り
で
、
お
そ
ら
く
隣
接
分
野

の
研
究
者
の
方
に
も
混
乱
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
慎
す
る
。

近
年
提
示
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
新
発
見
遺
跡
が
も
た
ら
し
た
課
題
・
テ
ー
マ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
、
社
会
構
造
の
問

し
て
世
界
史
的
に
も
希
有
な
事
例
と
し
て
そ
の
探
求
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
（
高
宮
広
二
○
○
五
）
。

六
小
結
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題
、
地
域
差
の
問
題
、
文
化
人
類
学
的
知
見
や
世
界
史
的
視
点
か
ら
み
た
モ
デ
ル
の
提
示
、
歴
史
学
側
の
既
知
の
歴
史

観
と
の
整
合
や
不
整
合
に
つ
い
て
も
考
古
学
側
か
ら
は
窓
意
的
に
な
ら
ず
に
考
古
学
的
な
手
法
と
手
続
き
に
よ
っ
て
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

研
究
史
か
ら
概
括
す
る
と
、
少
な
く
と
も
貝
塚
時
代
後
期
の
終
焉
に
外
来
文
化
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
確
実
視
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
外
来
文
化
が
即
、
グ
ス
ク
時
代
の
は
じ
ま
り
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
や
や
混
沌

と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
そ
こ
に
は
グ
ス
ク
時
代
の
定
義
あ
る
い
は
、
地
域
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い

る
。
更
に
、
グ
ス
ク
社
会
の
形
成
が
単
純
、
単
系
統
の
外
か
ら
の
影
響
や
波
及
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
ま
で
の

学
説
が
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
研
究
史
で
も
し
ば
し
ば
議
論
に
な
る
影
響
の
起
点
や
媒
介
者
の
出
発
点
の
集
団
が

ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
「
経
済
活
動
が
狩
猟
採
集
の
段
階
か
ら
農
耕
開
始
へ
と
移
り
変

わ
り
」
「
道
具
が
変
化
し
て
」
「
物
流
シ
ス
テ
ム
が
変
質
し
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
グ
ス
ク
誕
生
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
も
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
島
々
に
よ
っ
て
異
な
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
土
器
・
陶
磁
器
な
ど
の
編
年
観
と
文
化
画
期
と
し
て
の
出
土
遺
物
の
構
成
の
画
期
な
ど
を
勘
案
す
る
と

お
お
よ
そ
次
表
（
表
２
）
の
よ
う
な
概
念
で
考
古
学
的
な
出
土
遺
物
や
遺
構
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
解
釈
と
し
て

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
文
化
様
相
が
論
及
さ
れ
る
と
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
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貝塚時代からグスク時代の文化史的変遷の代表的所見と事例表２

貝塚時代後期前半貝塚時代後期後半クスク時代（初期）グスク時代
Ｂ､［､３～A､Ｄ､６[頃Ａ､、.７に頃～A･D-11E中Ａ､Ｄ,１１[後～A､Ｄ,１３に中Ａ,Ｄ］ﾖに後～A,Ｄ,１７初

Ｉ 自
然
遺
物
Ｉ
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論
点
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、
最
初
に
時
系
列
の
整
理
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
考
古
学
で
は
時
間
軸
の
物
差
し

と
し
て
遺
物
や
遺
構
を
用
い
編
年
を
組
み
立
て
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
時
間
的
位
置
づ
け
で
あ
り
、
実
際

の
遺
跡
で
は
少
々
複
雑
な
状
況
を
示
す
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
出
土
状
況
の
解
釈
の
相
違
に
よ
っ
て
編
年
研
究
に
も

様
々
な
枠
組
み
が
研
究
者
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
の
相
対
的
に
理
解
さ
れ
る
遺
物
・
遺
構
の
編
年

に
年
代
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
遺
物
そ
の
も
の
に
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
。
年
代
の
付
与
に
つ
い
て
は
様
々
な
手

続
き
が
あ
る
こ
と
も
考
古
学
の
学
問
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

当
該
期
の
相
対
年
代
と
し
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
考
古
遺
物
は
土
器
で
あ
る
。
土
器
研
究
自
体
、
沖
縄
諸
島
、
奄

美
諸
島
、
先
島
諸
島
で
そ
れ
ぞ
れ
の
編
年
体
系
が
組
ま
れ
て
い
る
。
様
々
な
争
点
が
こ
こ
に
も
あ
る
が
、
本
論
を
進
め

る
に
あ
た
り
、
沖
縄
諸
島
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
編
年
を
基
軸
に
進
め
る
。
沖
縄
諸
島

に
は
以
下
の
①
～
③
の
三
つ
の
土
器
群
の
大
き
な
枠
組
み
分
類
が
あ
る
（
岸
本
ほ
か
一
一
○
○
○
、
新
里
責
一
一
○
○
四
）
。

①
「
尖
底
土
器
群
」
弥
生
土
器
や
貝
輪
及
び
素
材
貝
の
ス
ト
ッ
ク
な
ど
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら
お
お
よ

そ
古
墳
時
代
と
並
行
関
係
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
絶
対
年
代
に
つ
い
て
は
近
年
の
弥
生
時
代
の
時
間
的
遡
及
の

問
題
な
ど
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
も
多
い
。

②
「
く
び
れ
平
底
土
器
群
」
貝
札
（
小
型
化
し
文
様
は
略
化
し
た
上
層
タ
イ
プ
）
、
開
一
兀
通
宝
（
初
鋳
年
ン
・
ロ
①
山
一
）

第
３
章
論
点
の
整
理
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③
「
グ
ス
ク
土
器
」
グ
ス
ク
や
グ
ス
ク
時
代
の
集
落
遺
跡
で
中
国
陶
磁
器
と
共
伴
す
る
。
中
国
陶
磁
器
の
生
産
年
代

や
大
宰
府
等
に
お
け
る
陶
磁
器
編
年
の
時
間
的
位
置
づ
け
を
援
用
し
て
、
お
お
よ
そ
く
び
れ
平
底
土
器
群
と
の
交

代
期
を
十
一
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
各
土
器
群
の
交
代
期
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
や
や
長
期
的
な
併
存
を
考
え
る
見
方
（
池
田
二
○
○
四
）
と
、
短
期
的
に
型
式
が
置
き
換
わ
っ
た
と
想
定
す

る
考
え
（
宮
城
・
具
志
堅
二
○
○
七
）
の
対
極
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
グ
ス
ク
で
は
明
代
の
陶
磁
器
（
瀬
戸
ほ
か
二
○
○
七
）
が
多
出
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
沖
縄
諸
島
で
は

土
器
製
作
そ
の
も
の
が
あ
る
段
階
で
途
絶
し
、
陶
磁
器
の
み
が
出
土
す
る
時
代
が
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
て
概
括
す
る
と

表
３
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
期
で
発
現
し
た
文
化
の
特
徴
は
①
～
③
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
サ
ン
ゴ
礁
海
域
に
お
け
る
漁
労
文
化
が
発
達
。
漁
労
活
動
そ
の
も
の
は
縄
文
時
代
並
行
期
に
遡
る
が
、
サ
ン
ゴ
礁

の
発
達
に
伴
い
多
様
な
海
産
資
源
を
潮
の
満
ち
引
き
を
利
用
し
て
採
集
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
漁
網
の
発
達
に

を
与
ら
れ
る
。

や
本
土
産
須
恵
器
、
銅
製
鐸
等
の
出
土
例
が
あ
る
。
お
お
よ
そ
古
墳
時
代
の
あ
る
時
期
か
ら
十
世
紀
頃
の
年
代
観

貝
交
易
と
サ
ン
ゴ
礁
文
化
の
発
達
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本論における時期区分表３ ②
当
該
期
の
特
質
と
し
て
「
貝
文
化
（
知
念
二
○
○
四
）
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

多
様
な
貝
素
材
を
用
い
た
装
飾
品
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

③
海
域
資
源
の
獲
得
と
獲
得
後
こ
れ
を
退
蔵
し
、
自
身
の
消
費
財
と
し
て
で

ａ
期
ｂ
期
亡
期
ｄ
期
巳
期
ｆ
期
９
期

分区
塚
代
期

ク
ス
ク
時
代

貝
時
後

よ
っ
て
「
小
珂

さ
れ
て
い
る
。

「
小
型
の
も
の
を
含
め
て
一
括
捕
獲
（
樋
泉
二
○
○
二
）
」
す
る
利
用
形
態
へ
と
変
質
す
る
こ
と
が
指
摘

自
身
の
消
費
財
と
し
て
で
は
な
く
交
換
財
と
し
て
曰
本
本
州
の
弥

生
人
な
ど
の
求
め
に
応
じ
て
提
供
さ
れ
、
そ
の
見
返
り
に
外
来

の
文
物
を
入
手
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
木
下
一

九
九
六
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
沖
縄
諸
島
を
含
む
琉
球
列
島
が
南
海

産
貝
輪
の
生
産
地
と
し
て
そ
の
交
易
シ
ス
テ
ム
に
編
入
さ
れ
、

島
々
で
は
そ
の
交
易
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
徐
々
に
役
割
分
担
が

生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
新
里
責
二
○
○
｜
）
。
新
里
貴

之
は
さ
ら
に
弥
生
時
代
並
行
期
の
奄
美
・
沖
縄
両
諸
島
の
拠
点

集
落
と
交
易
網
の
復
元
を
考
古
資
料
か
ら
行
う
。
ま
た
そ
の
背

景
と
な
る
社
会
が
複
雑
化
し
た
と
し
、
こ
れ
を
示
す
事
象
と
し

て
墓
制
の
複
雑
化
や
外
来
品
の
遺
跡
間
に
お
け
る
出
土
の
粗
密

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
更
に
論
を
展
開
さ
せ
、
交
易
シ
ス
テ
ム

や
は
り
そ
の
始
期
は
前
代
に
遡
る
が
、
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区分 編年の指標になる遺物

貝塚
時代

後期

ａ期

ｂ期

尖底土器群(阿波連浦下層式/浜屋原式/大当原
式）

平底土器群(アカジヤンガー式/フェンサ下層
式）

グスク時代

ｃ期

ｄ期

ｅ期

ｆ期

９期

グスク土器（１式・Ｚ式）＋カムィヤキＡ群＋
白磁（大宰府分類Ⅳ類,Ｖ類,Ｖ1類,Ⅵ-4類,Ⅶ
類,Ⅷ－２類）

グスク土器（３式）＋カムィヤキＢ群＋青磁Ⅱ
類・Ⅲ類,白磁A群,〔1群,〔２群,F類

青磁IV類・Ｖ類,白磁〔3群．Ｄ群,陶器3類

青磁Ⅵ類,白磁E群,青花碗〔群.、群,皿８１群小
型・〔群`陶器6類

青花碗Ｂ２群・Ｉ群・」群,皿F群′唐津

近世 沖縄産陶器の生産
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ｂ
期
段
階
に
、
沖
縄
諸
島
の
土
器
文
化
は
く
び
れ
平
底
土
器
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
ａ
期
に
は
奄
美
ｌ
沖
縄
は
比
較

的
隔
絶
し
た
土
器
文
化
圏
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ｂ
期
は
両
者
の
土
器
文
化
は
近
縁
性
を
深
め
る
。
こ
の
段
階
の
貝
交

易
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
仮
説
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
｜
つ
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
を
唐
朝
と
の
間
で
成
立
さ
せ

る
考
え
方
（
木
下
二
○
○
○
）
と
、
も
う
一
つ
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
に
お
け
る
対
大
和
交
易
で
あ
る
（
高
梨

二
○
○
五
）
。
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
以
外
に
も
、
ホ
ラ
ガ
イ
な
ど
の
交
易
品
（
木
下
一
九
九
六
）
も
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
両

論
と
も
筆
頭
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
と
推
定
す
る
。
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
が
大
量
に
出
土
す
る
遺
跡
は
奄
美
で
は
兼
久
式
の
時
期
に
あ

た
り
、
盛
期
は
兼
久
式
で
も
古
式
の
段
階
に
集
中
す
る
。
｜
方
沖
縄
に
お
け
る
盛
期
は
貝
塚
時
代
後
期
前
半
後
葉
段
階

の
大
当
原
式
段
階
に
集
中
す
る
。
両
地
域
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
出
土
遺
跡
を
ど
の
よ
う
に
包
括
的
に
理
解
す
る
の
か
が
今
後

の
課
題
で
あ
り
、
こ
の
点
の
高
梨
修
（
’
’
○
○
五
）
、
安
里
進
（
二
○
○
○
ｂ
）
の
議
論
に
み
る
評
価
の
相
違
が
顕
在

化
し
て
い
る
。
文
化
評
価
を
め
ぐ
る
双
方
の
や
り
取
り
に
対
し
て
新
里
貴
之
は
含
有
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の

問
題
、
｜
元
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
は
理
解
が
難
し
く
、
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を
想
起
す
る
。
そ
の
上
で
無
文
字
時
代
に
も
適

用
で
き
る
理
論
や
資
料
操
作
方
法
、
考
古
学
資
料
と
い
う
同
じ
土
俵
で
研
究
成
果
を
ぶ
つ
け
あ
う
こ
と
を
提
案
す
る
（
新

の
盛
衰
と
シ
ス
テ
ム
の
再
編
が
島
喚
問
の
社
会
構
造
の
浮
き
沈
み
と
な
っ
た
と
説
く
（
新
里
員
二
○
○
九
）
。

二
南
西
諸
島
北
辺
の
動
向
と
初
期
貿
易
陶
磁
の
南
漸
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も
う
一
つ
の
新
来
の
要
素
の
遺
物
と
し
て
あ
げ
た
、
開
元
通
宝
に
つ
い
て
は
沖
縄
・
奄
美
諸
島
で
は
お
お
よ
そ
く
び

れ
平
底
土
器
に
伴
い
、
先
島
諸
島
で
は
無
土
器
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
発
見
当
初
は
遣
唐
使

に
よ
る
偶
発
的
な
持
ち
込
み
が
想
定
さ
れ
た
（
金
関
一
九
六
○
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
宮
廣
衞
は
島
内
で
の
流
通
は
物
々

責
二
○
○
九
）
。

さ
て
、
当
期
に
お
け
る
前
時
期
に
見
ら
れ
な
い
新
来
の
要
素
と
し
て
、
貝
札
と
開
元
通
宝
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
一
一

つ
の
資
料
か
ら
高
梨
／
木
下
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
貿
易
と
の
関
係
、
高
梨
／
安
里
の
歴
史
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
古
資

料
の
研
究
状
況
を
整
理
し
て
み
た
い
。

貝
札
を
め
ぐ
る
議
論
を
考
え
る
上
で
重
要
な
遺
跡
が
、
南
西
諸
島
の
北
辺
種
子
島
の
広
田
遺
跡
で
あ
る
。
「
列
島
の

弥
生
、
古
墳
時
代
社
会
と
南
島
社
会
の
接
点
に
お
け
る
社
会
・
生
活
の
あ
り
方
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
わ
が
国
の
文
化

形
成
の
多
様
性
を
知
る
う
え
で
重
要
（
文
化
庁
文
化
財
部
二
○
○
八
と
と
し
て
国
史
跡
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
弥

生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
並
行
期
（
ａ
期
～
ｂ
期
）
の
遺
跡
と
し
て
知
ら
れ
特
に
ｂ
期
の
奄
美
ｌ
沖
縄
で
出
土
す
る
貝
製

品
を
伴
う
人
骨
が
多
出
し
て
い
る
た
め
、
単
に
種
子
島
で
発
見
さ
れ
た
特
異
な
遺
跡
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
南

西
諸
島
の
中
で
遺
跡
の
相
対
的
位
置
付
け
の
深
化
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
新
里
貴
之
は
、
大
隅
諸
島
が
新
た
な
貝

交
易
の
仲
介
窓
口
と
し
て
機
能
し
、
西
曰
本
の
首
長
層
の
装
身
具
情
報
を
得
、
そ
の
財
を
貝
に
転
化
し
膨
大
な
量
を
消

費
す
る
こ
と
で
、
南
西
諸
島
の
ど
の
地
域
と
も
異
な
る
壮
麗
な
貝
製
装
身
具
文
化
を
生
み
出
し
た
と
評
価
す
る
（
新
里

里
貴
二
○
○
五
）
。
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琉
球
列
島
出
土
の
開
元
通
宝
の
特
徴
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
奄
美
・
沖
縄
で
は
①
先
史
時
代

の
一
般
集
落
遺
跡
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
②
出
土
枚
数
が
、
本
州
の
同
時
代
遺
跡
に
比
べ
多
い
。
③
本
州
の
同
時
代
遺

跡
で
は
皇
朝
銭
と
と
も
に
出
土
す
る
が
、
奄
美
・
沖
縄
で
は
皇
朝
銭
を
含
ま
な
い
開
元
通
宝
の
み
の
銭
種
構
成
で
あ
る
。

一
方
、
先
島
地
域
で
の
出
土
は
今
の
と
こ
ろ
宮
古
を
除
き
八
重
山
に
限
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
先
島
の
事
例
で
は
、

④
会
昌
開
元
（
初
鋳
朏
年
）
と
呼
ば
れ
る
、
福
建
省
福
州
鋳
造
の
銭
が
含
ま
れ
て
い
る
。
八
重
山
諸
島
は
こ
の
時
代
の

沖
縄
と
の
交
渉
は
無
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
当
然
本
士
産
の
製
品
と
の
相
関
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
み
ら
れ
な
い
。

僅
か
に
鉄
製
品
の
出
土
例
が
あ
る
が
、
鉄
器
に
つ
い
て
本
州
の
も
の
か
大
陸
の
も
の
か
型
式
学
的
に
決
着
を
付
け
る
こ

と
は
今
の
と
こ
ろ
難
し
そ
う
で
あ
る
。
評
価
の
定
ま
ら
な
い
資
料
な
が
ら
、
長
沙
窯
系
の
黄
釉
緑
褐
彩
碗
が
八
重
山
古

墓
出
土
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
東
京
国
立
博
物
館
一
九
七
八
）
、
こ
れ
を
八
重
山
地
域
に
お
け
る
唐
朝
と
の
交
流
の
一

端
を
示
唆
す
る
可
能
性
の
あ
る
文
物
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
先
島
諸
島
と
奄
美
・
沖
縄
諸
島
の
開
元
通
宝
は

一
見
同
調
的
な
出
土
状
況
を
見
せ
る
が
、
先
島
で
は
一
括
出
土
枚
数
は
沖
縄
よ
り
も
相
対
的
に
多
く
、
会
昌
開
元
を
伴

う
な
ど
質
的
に
若
干
の
相
違
点
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
は
開
元
通
宝
の
両
地
域
で
の
比
較
検
討
が
行
わ
れ
、

交
渉
が
一
元
的
な
も
の
か
多
元
的
な
も
の
か
の
究
明
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
沖
縄
・
奄
美
地
域
の
開
元
通
宝
以
外
の
招
来
文
物
は
明
ら
か
に
曰
本
列
島
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
土
器
以
外

宮
廣
’
九
九
五
）
。

交
換
を
主
体
と
し
な
が
ら
も
、
島
外
の
交
易
な
ど
に
お
い
て
は
貨
幣
が
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
（
高
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に
も
金
属
製
品
が
数
例
出
土
例
が
あ
り
、
中
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
平
敷
屋
ト
ウ
バ
ル
遺
跡
（
う
る
ま
市
）
か
ら

出
土
し
た
透
鐸
で
、
平
安
時
代
前
期
の
本
土
の
伝
世
品
に
類
品
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
古
代
相
当
期
の
遺
物
で
あ
る

こ
と
が
最
新
の
研
究
で
も
追
認
さ
れ
て
い
る
（
久
保
二
○
一
○
）
。
ま
た
、
近
年
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
不
詳
の

遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
例
え
ば
宇
検
村
の
屋
鈍
遺
跡
で
は
曰
本
本
州
の
古
代
の
土
器
と
と
も
に
産
地
不
詳
の
陶
器
が

出
土
、
こ
れ
が
ク
メ
ー
ル
陶
器
と
思
わ
し
き
資
料
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
西
園
・
井
口
二
○
一
○
）
、
今
後
の
研
究
の

進
展
に
よ
っ
て
は
交
流
・
交
易
の
内
容
を
把
握
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
注
目
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
先
史
時
代
遺
跡
出
土
の
開
元
通
宝
等
外
来
の
文
物
の
背
景
に
対
大
和
、
対
大
陸
を
見
据
え
た
議
論
が
あ
り
、

内
部
動
向
と
し
て
の
貝
札
や
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
な
ど
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
研
究
者
問
で
提
示
さ
れ
る
考
古
資
料

の
解
釈
の
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。

ｂ
期
の
後
半
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
南
西
諸
島
で
は
薩
南
地
域
ま
で
し
か
越
州
窯
青
磁
な
ど
の
出
土
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
（
亀
井
一
九
九
三
）
。
し
か
し
近
年
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
や
徳
之
島
川
嶺
辻
遺
跡
（
伊
仙
町
）
か
ら
も
発
見
さ
れ
、

本
州
を
経
由
し
た
文
物
の
流
入
が
奄
美
諸
島
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
曰
本
本
州
招
来
の
遺
物
は

縄
文
時
代
よ
り
断
続
的
に
琉
球
列
島
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
が
グ
ス
ク
時
代
直
前
の
時
代
で
あ
る
こ
と

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
形
で
ａ
期
伝
統
の
交
易
構
造
の
変
質
、
運
搬
者
・
消
費
者
の
変
化
が
、
重
層
的
に

起
こ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
ａ
↓
ｂ
期
に
沖
縄
で
は
、
遺
跡
の
立
地
が
砂
丘
地
に
偏
在
す
る
ａ
期
か
ら
、
丘
陵
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地
を
含
む
内
陸
部
各
所
へ
の
遺
跡
の
展
開
が
顕
著
な
ｂ
期
と
い
う
内
部
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
居
住
地
選

択
の
背
景
に
し
ば
し
ば
生
業
活
動
の
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
沖
縄
島
に
お
け
る
農
耕
の
需
要
に
つ
い
て
、
那
崎
原
遺

跡
の
穀
物
の
検
出
例
（
高
宮
広
一
九
九
六
）
が
あ
る
も
の
の
、
現
段
階
で
は
否
定
的
な
状
況
と
さ
れ
る
（
高
宮
広
二
○

○
四
）
。

Ｃ
期
初
期
に
展
開
す
る
滑
石
石
鍋
模
倣
土
器
文
化
の
斉
一
制
は
、
奄
美
ｌ
沖
縄
ｌ
先
島
を
一
つ
の
文
化
圏
と
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
土
器
文
化
は
間
も
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
島
々
で
在
地
化
し
て
い
く
様
子
が
看
取
さ
れ
る
（
宮
城
・
具
志
堅

一
一
○
○
七
、
新
里
責
二
○
○
四
、
一
一
○
○
六
）
。
Ｃ
期
に
な
っ
て
登
場
す
る
新
来
の
遺
物
は
こ
の
時
代
へ
の
転
換
を
知

る
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
特
に
「
カ
ム
ィ
ヤ
キ
＋
滑
石
製
石
鍋
十
玉
縁
白
磁
碗
」
の
三
点
セ
ッ
ト
は
そ
の
代
表
的
な
遺
物

沖
縄
島
に
お
け
る
変
化
の
一
端
を
理
解
す
る
遺
跡
と
し
て
、
後
兼
久
原
遺
跡
（
北
谷
町
）
第
Ｖ
層
は
そ
の
状
況
を
よ

く
伝
え
て
い
る
。
居
住
生
活
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
方
形
プ
ラ
ン
の
住
居
十
高
倉
の
セ
ッ
ト
、
地
床
炉
、
石
鍋
模
倣
土
器

の
煮
沸
具
な
ど
、
生
活
様
式
が
ほ
ぼ
揃
っ
た
形
で
登
場
、
貝
塚
時
代
の
伝
統
は
刷
新
さ
れ
、
新
来
の
要
素
は
食
器
や
住

居
に
留
ま
ら
ず
、
墓
制
が
変
質
し
、
農
耕
や
牧
畜
（
家
畜
）
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
文
化
流
入
の
手
が
か
り
と

で
あ
る
。

三
農
耕
の
開
始
と
琉
球
文
化
圏
の
始
期
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し
て
、
喜
界
島
の
城
久
遺
跡
群
が
近
年
注
目
を
集
め
て
い
る
。
検
出
さ
れ
る
遺
構
等
主
体
は
Ｃ
期
に
あ
る
と
さ
れ
（
澄

田
・
野
崎
二
○
○
八
）
、
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
所
見
と
し
て
①
「
（
ｂ
期
に
つ
い
て
）

不
定
期
的
な
痕
跡
（
中
島
二
○
○
八
）
」
②
「
東
ア
ジ
ア
地
域
を
見
据
え
た
人
の
動
き
（
赤
司
二
○
○
八
、
高
梨
二
○
○
八
）
」

③
「
在
地
勢
力
の
拠
点
的
な
遺
跡
（
伊
藤
二
○
○
九
）
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
～
③
は
、
遺
跡
を
残
し
た
人
々
の
位
置
づ
け
を
、
外
来
者
と
み
る
①
と
、
在
地
と
み
る
③
と
で
解
釈
に
相
違
が
あ
り
、

ま
た
や
や
混
合
的
な
表
現
と
な
る
②
な
ど
、
そ
の
割
合
と
質
に
よ
っ
て
若
干
の
温
度
差
が
み
ら
れ
る
。
当
該
遺
跡
の
位

置
づ
け
の
論
議
は
、
陶
磁
器
や
土
器
と
い
っ
た
食
器
類
以
外
に
も
石
器
等
の
遺
物
や
複
数
建
物
跡
や
墓
等
の
遺
構
の
検

出
例
が
あ
る
の
で
多
角
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
位
置
づ
け
に
迫
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｃ
期
（
一

部
遡
り
ｂ
期
を
含
む
）
に
は
、
少
な
く
な
い
北
の
文
化
の
南
漸
が
あ
り
、
琉
球
列
島
内
に
お
け
る
勢
力
の
勃
興
も
見
逃

す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
Ｃ
期
に
操
窯
を
は
じ
め
る
徳
之
島
の
カ
ム
ィ
ヤ
キ
窯
も
新
た
な
動
向
を
示
す
遺
跡
の
一
つ
で
あ
る
。
カ
ム
ィ
ヤ

キ
窯
跡
に
つ
い
て
は
、
島
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
新
来
の
文
化
の
影
響
に
よ
っ
て
開
窯
さ
れ
た
こ
と
は
一
致
し
て
い
る

が
、
操
窯
の
契
機
と
社
会
背
景
や
工
人
の
技
術
系
譜
に
関
し
て
幾
つ
か
の
争
点
が
あ
る
。
①
奄
美
に
お
け
る
在
地
支
配

層
の
成
長
。
②
窯
構
造
や
生
産
品
の
構
成
の
近
似
か
ら
曰
本
や
大
陸
（
朝
鮮
半
島
）
の
影
響
を
指
摘
、
曰
本
で
は
窯
構

造
等
が
近
似
す
る
肥
後
が
具
体
的
な
地
名
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
理
的
な
関
係
等
か
ら
南
九
州
な
ど
影
響

力
を
重
視
す
る
な
ど
複
数
の
地
域
が
候
補
に
あ
が
り
、
上
記
地
域
の
重
層
的
あ
り
方
と
す
る
考
え
方
。
ま
た
、
③
主
宰
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者
あ
る
い
は
指
導
者
の
主
体
論
に
も
在
地
（
奄
美
諸
島
や
沖
縄
諸
島
）
と
み
る
か
、
大
陸
（
宋
商
人
）
、
曰
本
（
博
多
商
人
、

南
九
州
の
勢
力
等
）
と
み
る
か
な
ど
の
研
究
者
間
の
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
（
新
里
亮
一
一
○
○
四
）
。

Ｃ
期
の
沖
縄
の
集
落
遺
跡
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
貝
札
な
ど
の
貝
製
の
装
身
具
が
消
失
す
る
な
ど
、
文

化
変
容
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
た
び
た
び
移
住
者
（
渡
来
人
的
集
団
）
の
入
植
が
想
定
さ
れ
て
き
た
（
安
里
一
九
七
八
）
。

人
類
学
的
見
地
か
ら
も
ｂ
／
Ｃ
期
に
は
大
き
な
画
期
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
Ｃ
期
出
土
人
骨
は
お
お
よ
そ
中
世
曰
本

人
の
形
質
的
変
化
と
同
調
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
抜
歯
習
俗
は
現
在
の
と
こ
ろ
Ｃ
期
の
出
土
人
骨
か
ら
は

確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
も
断
絶
が
知
ら
れ
る
（
土
肥
二
○
○
三
）
。

し
か
し
一
方
で
、
漁
労
文
化
や
食
膳
具
の
欠
乏
な
ど
貝
塚
時
代
後
期
文
化
伝
統
も
認
め
ら
れ
る
。
特
に
サ
ン
ゴ
礁
利

用
の
パ
タ
ー
ン
は
、
漁
具
で
あ
る
貝
錘
が
タ
カ
ラ
ガ
イ
ヘ
と
変
化
（
島
袋
二
○
○
三
）
す
る
形
態
的
変
化
こ
そ
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、
総
じ
て
沖
縄
の
基
層
的
文
化
と
し
て
次
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
は
下

る
が
、
ｅ
～
ｇ
期
に
あ
た
る
集
落
遺
跡
で
あ
る
今
帰
仁
ム
ラ
跡
で
は
サ
ン
ゴ
礁
域
の
貝
を
自
給
的
に
採
集
・
消
費
し
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
黒
住
二
○
○
五
）
、
貝
組
成
だ
け
見
れ
ば
ａ
ｂ
期
の
伝
統
的
生
業
を
保
持
し
て
い
る
。

ま
た
鉄
器
が
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
Ｃ
期
以
降
の
遺
跡
で
も
、
し
ば
し
ば
石
器
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
ａ
ｂ
期
伝

統
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
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ｄ
期
に
は
沖
縄
島
に
は
、
グ
ス
ク
の
中
核
的
な
部
分
に
大
型
の
建
物
が
建
築
さ
れ
、
柵
に
囲
ま
れ
た
砦
景
観
が
現
出

す
る
。
こ
れ
ら
は
や
が
て
石
垣
を
も
っ
た
大
規
模
な
城
郭
へ
と
整
備
さ
れ
て
い
く
。
今
帰
仁
グ
ス
ク
の
主
郭
に
お
け
る

展
開
（
金
武
一
九
八
七
）
は
こ
の
事
例
の
最
も
典
型
的
な
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

沖
縄
の
時
代
区
分
で
は
グ
ス
ク
時
代
は
、
グ
ス
ク
の
出
現
を
も
っ
て
区
分
さ
れ
る
（
高
宮
廣
一
九
六
五
）
。
そ
の
特

徴
と
し
て
①
本
格
的
な
農
耕
や
家
畜
飼
育
す
る
社
会
へ
の
移
行
。
②
金
属
器
の
使
用
と
そ
の
普
及
。
③
中
国
を
主
と
し

た
対
外
貿
易
の
活
発
化
。
④
先
島
諸
島
と
の
文
化
的
統
一
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
嵩
元
・
安
里
一
九
九
三
）
。

し
か
し
、
グ
ス
ク
Ⅱ
砦
・
城
の
出
現
は
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
①
～
④
の
文
化
と
期
を
同
じ
く
し
て
登
場
し
た
の
で
は

な
い
。
少
な
く
と
も
砦
的
機
能
を
持
っ
た
グ
ス
ク
出
現
は
農
耕
や
家
畜
、
金
属
器
の
使
用
や
先
島
諸
島
と
の
文
化
的
統

一
に
後
続
す
る
様
相
に
あ
り
、
中
国
を
主
と
す
る
対
外
貿
易
の
活
発
化
と
同
調
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
属
器

の
使
用
と
普
及
に
つ
い
て
は
一
部
ｂ
期
に
遡
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
遺
跡
間
に
は
出
土
の
多
寡
が
み
ら
れ
る
。

農
耕
と
先
島
諸
島
と
の
文
化
的
統
一
は
基
本
的
に
Ｃ
期
初
期
に
果
た
さ
れ
た
新
来
の
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

貝
塚
時
代
（
ａ
ｂ
期
）
に
お
い
て
も
、
交
易
社
会
へ
の
編
入
が
先
ん
じ
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

沖
縄
に
お
け
る
農
耕
社
会
の
到
来
に
よ
る
新
た
な
内
部
動
向
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
交
易
と
農
耕
と
い
う
少
な

く
と
も
二
つ
の
要
素
が
各
地
に
多
様
な
社
会
を
つ
く
り
、
グ
ス
ク
（
及
び
先
島
な
ど
の
グ
ス
ク
相
当
の
遺
跡
）
が
構
築

四
沖
縄
諸
島
に
お
け
る
グ
ス
ク
の
築
城
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さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ｂ
～
Ｃ
期
に
お
い
て
は
奄
美
地
域
に
偏
り
の
あ
っ
た
曰
本
本
州
か
ら
の
搬
入
文
物
や
カ

ム
ィ
ヤ
キ
な
ど
の
消
費
財
の
分
布
は
、
Ｃ
～
ｄ
期
に
変
質
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
曰
本
本
州
を
経
由
し
て
搬

入
さ
れ
た
中
国
陶
磁
器
の
組
成
が
や
が
て
曰
本
本
州
と
同
調
的
で
は
な
く
な
る
。
そ
の
遺
物
の
一
つ
が
沖
縄
諸
島
ｌ
先

島
諸
島
に
お
い
て
出
土
す
る
福
建
省
連
江
県
浦
口
窯
及
び
閨
情
義
窯
生
産
の
粗
製
磁
器
で
あ
る
（
宮
城
・
新
里
二
○
○

九
）
。
粗
製
の
陶
磁
器
と
カ
ム
ィ
ヤ
キ
が
時
期
を
同
じ
く
し
て
Ｃ
／
ｄ
期
に
は
奄
美
地
域
か
ら
沖
縄
・
先
島
地
域
へ
偏

る
様
子
が
看
取
さ
れ
る
（
新
里
亮
二
○
○
四
）
。

国
家
体
裁
の
考
古
資
料
的
要
素
と
し
て
曰
本
本
州
の
古
墳
時
代
を
初
期
国
家
と
捉
え
た
都
出
比
呂
志
（
二
○
○
五
）

は
、
①
～
④
の
要
素
を
挙
げ
る
。
①
階
級
身
分
の
形
成
。
②
租
税
・
用
役
。
③
官
僚
制
・
軍
事
制
。
④
物
資
流
通
の
広
域
化
。

沖
縄
に
お
け
る
①
～
④
の
状
況
は
グ
ス
ク
の
築
城
前
後
に
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
考
古
遺
跡
で
あ
る
城
郭

的
グ
ス
ク
の
出
現
は
支
配
身
分
の
登
場
と
、
被
支
配
層
の
分
化
の
顕
在
化
と
し
て
①
を
指
示
。
グ
ス
ク
造
営
に
お
け
る

労
働
力
徴
集
と
、
グ
ス
ク
主
体
部
の
消
費
状
況
の
特
異
性
は
②
の
可
能
性
を
示
唆
。
③
に
つ
い
て
は
秩
序
化
と
し
て
の

城
郭
内
の
再
配
置
が
グ
ス
ク
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
（
宮
城
二
○
○
六
）
。
ま
た
、
出
土
武
具
の
「
鍼
」

五
琉
球
列
島
に
お
け
る
国
家
の
形
成
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を
集
成
し
た
上
原
靜
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
土
量
の
ピ
ー
ク
は
十
四
世
紀
後
半
～
十
五
世
紀
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
上

原
・
宮
城
二
○
○
七
）
。
④
の
物
資
流
通
は
グ
ス
ク
出
土
陶
磁
器
が
端
的
に
語
っ
て
い
る
。

沖
縄
諸
島
で
は
ｄ
期
を
始
点
に
国
家
的
体
裁
を
整
え
つ
つ
あ
り
、
ｅ
期
に
至
り
政
体
の
登
場
が
想
定
さ
れ
る
。
ｅ
～

ｆ
期
に
は
武
器
の
ピ
ー
ク
と
、
権
力
の
集
中
を
目
的
と
す
る
争
乱
の
時
代
に
あ
た
り
、
ｆ
ｇ
期
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た

今
帰
仁
城
跡
内
の
郭
内
の
機
能
転
換
（
玉
城
二
○
○
九
）
や
、
首
里
琉
球
国
中
山
王
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
と
さ
れ
る

首
里
集
居
は
、
在
地
領
主
を
臣
的
な
立
場
へ
と
編
入
す
る
こ
と
で
序
列
化
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
察
す
る
に
一
部
の

拠
点
的
グ
ス
ク
を
除
き
ｆ
～
ｇ
期
に
は
廃
城
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
指
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

歴
史
学
の
上
里
隆
史
は
近
年
著
し
た
著
書
の
中
で
、
琉
球
王
国
誕
生
の
契
機
を
海
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点
「
港
市

那
覇
」
の
形
成
と
重
複
さ
せ
、
以
下
の
よ
う
に
素
描
す
る
。
各
島
喚
と
「
シ
マ
（
集
落
と
を
単
位
と
し
た
琉
球
列
島

社
会
の
な
か
で
奄
美
地
域
の
相
対
的
な
地
位
の
低
下
を
決
定
づ
け
、
沖
縄
島
を
中
核
と
す
る
国
家
形
成
を
う
な
が
し

た
契
機
が
、
十
四
世
紀
中
頃
に
お
け
る
曰
中
間
航
路
「
南
島
路
」
の
活
況
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
港
湾
都
市
・
那
覇
の

形
成
で
あ
っ
た
（
上
里
二
○
’
○
）
。

近
年
、
那
覇
港
に
接
す
る
渡
地
村
跡
（
那
覇
市
）
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
（
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
二

○
○
七
）
。
多
出
し
た
遺
物
の
推
定
時
期
は
上
里
指
摘
の
十
四
世
紀
よ
り
も
や
や
下
る
が
、
膨
大
な
陶
磁
器
が
出
土
し
、

那
覇
の
活
況
を
考
古
学
的
に
証
明
す
る
貴
重
な
遺
跡
の
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
集
落
遺
跡
だ
け
で
な
く
、
近

年
海
域
か
ら
採
集
さ
れ
る
陶
磁
器
も
発
見
さ
れ
て
お
り
、
沈
没
船
等
の
海
事
考
古
学
研
究
（
宮
城
ほ
か
二
○
一
○
）
や
、
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陶
磁
器
を
は
じ
め
と
す
る
生
産
地
の
調
査
（
木
下
ほ
か
二
○
○
九
）
も
着
手
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
れ
ら
の
調
査
の

一
部
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
交
易
の
構
造
把
握
の
た
め
に
は
、
生
産
地
（
窯
跡
等
）
ｌ
流
通
（
沈
没
船
等
）

ｌ
消
費
地
（
集
散
地
遺
跡
・
拠
点
遺
跡
・
集
落
遺
跡
等
）
の
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
実
証
的
に
交
易
の

実
態
の
把
握
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
数
は
限
ら
れ
る
が
、
今
後
通
史
的
、
空
間
的
、
構
造
的
に
社
会
史
の
考
察

が
深
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
琉
球
列
島
の
考
古
学
研
究
の
深
化
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

以
上
、
概
観
し
た
内
容
は
沖
縄
諸
島
を
中
心
と
し
た
グ
ス
ク
時
代
開
始
期
前
後
の
考
古
学
研
究
史
の
問
題
点
や
課
題

点
を
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
の
狭
間
に
は
、
先
史
時
代
研
究
が
考
古
学
研
究
の
主
力
で
、
文
献
が

比
較
的
豊
富
に
な
る
歴
史
時
代
で
は
歴
史
学
が
主
体
と
な
っ
て
研
究
さ
れ
る
と
い
う
、
資
料
の
性
格
上
の
問
題
も
横
た

わ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
考
古
学
の
編
年
と
時
代
区
分
を
発
展
さ
せ
、
安
易
な
実
年
代
付
与
や
、
文
献
の
補
助
学
的

な
軽
率
な
社
会
評
価
に
寄
ら
な
い
考
古
学
研
究
と
し
て
の
、
年
代
の
検
証
や
文
化
理
解
の
た
め
の
理
論
の
構
築
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
基
礎
的
な
検
証
に
加
え
て
、
個
別
地
域
史
か
ら
の
脱
却
も
ま
た
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
文
化
の
多
様
性

を
鑑
み
れ
ば
、
地
域
か
ら
積
み
上
げ
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
｜
方
で
南
西
諸
島
全
体
の
中
で
佑
轍
し
、
各

第
４
章
お
わ
り
に
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遺
跡
の
評
価
や
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
先
史
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
、
あ
る
い
は
更
に
続
く

時
代
へ
の
歴
史
展
開
を
説
明
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
琉
球
列
島
と
い
う
地
域
的
枠
組
み
や
曰
本
列

島
と
い
う
地
域
的
な
枠
組
み
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
更
に
東
ア
ジ
ア
全
体
の
歴
史
的
展
開
と
比
較
研
究
な
ど
も
課
題
点

と
し
て
あ
げ
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
東
ア
ジ
ア
史
に
お
い
て
「
琉
球
列
島
の
先
史
時
代
か
ら
グ
ス
ク
時
代
へ
の
歴
史
展

開
」
が
、
い
か
な
る
位
置
づ
け
が
可
能
か
と
い
っ
た
、
新
た
な
視
点
が
今
後
は
必
要
だ
ろ
う
。

今
回
は
琉
球
列
島
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
も
、
研
究
史
の
多
寡
か
ら
ど
う
し
て
も
沖
縄
諸
島
に
偏
っ
た
こ
と
は
否
め

な
い
。
奄
美
は
あ
る
程
度
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
特
に
先
島
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
宮
古
や
八
重
山
地
域
に
お
け
る
無
土
器
時
代
／
グ
ス
ク
時
代
（
ス
ク
時
代
）
の
画
期
に
つ
い
て
の

研
究
は
や
や
低
調
な
が
ら
、
南
西
諸
島
全
体
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
、
本
論
は
自
身
の
研
究
の
整
理
過
程
で
、
考
古
学
研
究
が
現
今
取
り
組
ん
で
い
る
課
題
や
、
争
点
の
理
解
が

深
め
れ
ば
と
思
い
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
筆
者
の
研
究
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

や
や
混
沌
と
し
毎
年
新
た
な
発
見
と
新
知
見
が
提
示
さ
れ
る
考
古
学
研
究
に
お
い
て
、
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
の
足
が
か
り

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
本
論
は
沖
縄
国
際
大
学
大
学
院
修
士
課
程
に
お
い
て
二
○
○
八
年
度
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
研
究
史
の
一
部

を
第
２
章
に
、
第
３
章
に
二
○
’
○
年
に
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
お
い
て
執
筆
し
た
筆
者
小
論
を
再
構
成
し
た
も

の
で
あ
る
。
特
に
前
者
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
江
上
幹
幸
先
生
、
上
原
靜
先
生
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
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《
参
考
文
献
》

赤
司
善
彦
「
高
麗
時
代
の
陶
磁
器
と
九
州
お
よ
び
南
島
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
ｌ
特
集
古
代
・
中
世
の
日
本
と
奄
美
・
沖
縄

諸
島
ｌ
』
二
○
○
七
年

安
里
進
「
沖
縄
に
お
け
る
原
始
共
同
体
の
解
体
過
程
（
試
論
）
ｌ
沖
縄
本
島
南
部
・
久
米
島
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
『
沖
縄
歴
史
研
究
』

第
ｎ
号
沖
縄
歴
史
研
究
会
一
九
七
四
年

安
里
進
「
グ
シ
ク
文
化
の
成
立
と
外
来
文
化
」
「
青
い
海
』
氾
号
青
い
海
出
版
社
一
九
七
八
年

安
里
進
「
考
古
学
に
お
け
る
グ
シ
ク
論
争
の
整
理
と
問
題
点
ｌ
階
級
社
会
形
成
過
程
論
争
へ
の
止
揚
ｌ
」
『
新
沖
縄
文
学
』
妃
号

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
一
九
七
九
年

安
里
進
「
琉
球
ｌ
沖
縄
考
古
学
的
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
上
）
」
『
考
古
学
研
究
』
別
１
３
考
古
学
研
究
会
一
九
八
七
年

安
里
進
「
琉
球
ｌ
沖
縄
考
古
学
的
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
下
と
『
考
古
学
研
究
』
弧
－
４
考
古
学
研
究
会
一
九
八
八
年

安
里
進
「
沖
縄
学
ｌ
交
易
を
軸
に
発
展
し
た
サ
ン
ゴ
礁
の
島
々
」
『
ア
エ
ラ
ム
ッ
ク
古
代
史
が
わ
か
る
。
』
朝
日
新
聞
社
二
○

本
論
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
文
化
研
究
所
所
長
の
屋
嘉
宗
彦
先
生
に
執
筆
を
勧
め
ら
れ
、
自
身
の
未
発
表
論
文
を

再
構
成
し
発
表
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
頂
い
た
。
末
文
と
な
り
ま
し
た
が
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

安
里
進
「
交
易
社
会
へ
の
道
ｌ
弥
生
時
代
の
沖
縄
諸
島
ｌ
」
『
月
刊
文
化
財
』
文
化
庁
文
化
財
部
監
修
二
○
○
二
年
ｂ

○
二
年
ａ
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安
里
進
「
琉
球
王
国
の
形
成
と
東
ア
ジ
ア
」
『
琉
球
・
沖
縄
史
の
世
界
』
日
本
の
時
代
史
旧
吉
川
弘
文
館
二
○
○
三
年

安
里
進
・
土
肥
直
美
『
沖
縄
人
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
Ｉ
琉
球
Ⅱ
沖
縄
人
の
起
源
と
成
立
ｌ
』
ボ
ー
ダ
イ
ン
ク
一
九
九
九
年

安
里
進
・
山
里
純
一
「
古
代
史
の
舞
台
琉
球
」
「
列
島
の
古
代
史
ひ
と
・
も
の
・
こ
と
』
１
岩
波
書
店
二
○
○
六
年

池
田
榮
史
「
グ
ス
ク
時
代
開
始
期
の
土
器
編
を
め
ぐ
っ
て
」
『
考
古
学
研
究
集
録
』
第
５
号
琉
球
大
学
法
文
学
部
考
古
学
研
究

室
二
○
○
四
年

池
田
榮
史
「
古
代
・
中
世
の
曰
本
と
琉
球
列
島
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
ｌ
特
集
古
代
・
中
世
の
日
本
と
奄
美
・
沖
縄
諸
島
ｌ
』

伽
号
二
○
○
七
年

伊
藤
慎
二
「
皿
～
Ｂ
世
紀
前
後
の
琉
球
列
島
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
刑
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
一
一
○
○
九
年

上
里
隆
史
「
琉
球
の
大
交
易
時
代
」
『
日
本
の
対
外
関
係
４
倭
冠
と
「
曰
本
国
王
」
』
吉
川
弘
文
館
二
○
一
○
年

上
原
靜
・
宮
城
綾
乃
「
南
島
考
古
資
料
（
２
）
グ
ス
ク
時
代
出
土
の
鉄
鑑
と
骨
鑑
」
「
廣
友
会
誌
』
第
３
号
廣
友
会
二
○
○
七

大
濱
永
亘
「
［

二
○
○
八
年

沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
渡
地
村
跡
』
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書
第
蛆
集
二
○
○
七
年

沖
縄
考
古
学
会
（
編
）
『
石
器
時
代
の
沖
縄
』
新
星
図
書
一
九
七
八
年

小
野
正
敏
「
村
が
語
る
八
重
山
の
中
世
遺
跡
・
信
仰
・
伝
承
」
『
大
航
海
』
恥
Ⅲ
（
特
集
考
古
学
的
中
世
）
新
書
館
一
九
九
七

年

「
八
重
山
諸
島
の
交
易
」
「
曰
琉
交
易
の
黎
明
ｌ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
Ｉ
」
（
叢
書
・
文
化
学
の
越
境
⑰
）
森
話
社
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小
野
正
敏
「
密
林
に
隠
さ
れ
た
中
世
八
重
山
の
村
」
『
歴
博
フ
ォ
ー
ラ
ム
再
発
見
・
「
八
重
山
の
村
」
の
記
録
村
が
語
る
沖
縄
の
歴

史
」
新
人
物
往
来
社
一
九
九
九
年

金
関
丈
夫
「
琉
球
野
国
貝
塚
発
見
の
開
元
通
宝
に
つ
い
て
」
『
九
州
考
古
学
』
９
号
一
九
六
○
年

喜
界
町
教
育
委
員
会
『
城
久
遺
跡
群
・
山
田
中
西
遺
跡
Ｉ
』
喜
界
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
８
二
○
○
六
年

喜
界
町
教
育
委
員
会
『
城
久
遺
跡
群
・
山
田
中
西
遺
跡
Ⅱ
』
喜
界
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
９
二
○
○
八
年

喜
界
町
教
育
委
員
会
『
城
久
遺
跡
群
・
山
田
半
田
遺
跡
』
喜
界
町
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
、
二
○
○
九
年

岸
本
義
彦
・
ほ
か
「
沖
縄
編
後
期
の
土
器
様
相
に
つ
い
て
」
『
琉
球
・
東
ア
ジ
ア
の
人
と
文
化
ｌ
高
宮
廣
衛
先
生
古
稀
記
念
論
集
Ｉ
』

（
上
巻
）
高
宮
廣
衛
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
二
○
○
○
年

木
下
尚
子
『
南
島
貝
文
化
の
研
究
ｌ
貝
の
道
の
考
古
学
ｌ
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
六
年

木
下
尚
子
「
開
元
通
宝
と
夜
光
貝
１
７
～
９
世
紀
の
琉
・
中
交
易
試
論
Ｉ
」
『
高
宮
廣
衞
先
生
古
希
記
念
論
集
琉
球
・
東
ア
ジ

ア
の
人
と
文
化
（
上
巻
）
』
二
○
○
○
年

木
下
尚
子
（
編
）
『
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
発
掘
調
査
か
ら
ｌ
』
熊
本
大
学
文
学
部
二
○
○
二
年

木
下
尚
子
（
編
）
『
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
発
掘
調
査
か
ら
ｌ
改
訂
版
』
熊
本
大
学
文
学
部
二
○
○
三
年

木
下
尚
子
（
編
）
「
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
２
１
奄
美
・
沖
縄
の
発
掘
調
査
か
ら
ｌ
』
熊
本
大
学
文
学
部
二
○
○
六
年

木
下
尚
子
（
編
）
『
十
三
～
十
四
世
紀
の
琉
球
と
福
建
』
熊
本
大
学
文
学
部
一
一
○
○
九
年

年
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城
間
肇
・
上
田
圭
一
「
い
わ
ゆ
る
植
栽
痕
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
沖
縄
県
内
に
お
け
る
田
畑
関
連
遺
跡
の
集
成
に
向
け
て
ｌ
」
『
南

島
考
古
』
第
沁
号
二
○
○
七
年

新
里
売
人
「
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
の
技
術
系
譜
と
成
立
背
景
」
『
グ
ス
ク
文
化
を
考
え
る
』
新
人
物
往
来
社
二
○
○
四
年

新
里
亮
人
「
カ
ム
ィ
ヤ
キ
と
カ
ム
ィ
ヤ
キ
古
窯
群
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
ｌ
特
集
古
代
・
中
世
の
日
本
と
奄
美
・
沖
縄
諸
島
Ｉ
』

伽
号
二
○
○
七
年

新
里
亮
人
「
琉
球
列
島
出
土
の
滑
石
製
石
鍋
と
そ
の
意
義
」
『
日
琉
交
易
の
黎
明
Ｉ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
Ｉ
』
（
叢
書
・
文
化
学
の

越
境
⑰
）
森
話
社
二
○
○
八
年

新
里
亮
人
「
琉
球
列
島
穀
物
生
産
小
考
」
『
先
史
学
・
考
古
学
論
究
』
５
（
甲
元
眞
之
先
生
退
任
記
念
）
龍
田
考
古
会
二
○
一
○

金
武
正
紀
「
沖
縄
の
グ
ス
ク
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
伽
捌
一
ヨ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
一
九
八
七
年

久
保
智
康
「
琉
球
の
金
工
」
『
曰
本
の
美
術
』
川
棚
（
株
）
ぎ
よ
う
せ
い
二
○
一
○
年

黒
住
耐
二
「
貝
類
遺
体
か
ら
み
た
奄
美
・
沖
縄
の
自
然
環
境
と
生
活
」
『
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
発
掘
調
査
か

ら
』
熊
本
大
学
文
学
部
二
○
○
二
年

下
地
和
宏
「
陶
磁
器
交
易
と
宮
古
」
『
曰
琉
交
易
の
黎
明
ｌ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
ｌ
』
（
叢
書
・
文
化
学
の
越
境
⑰
）
森
話
社

新
里
貴
之
「
南
西
諸
島
に
お
け
る
弥
生
並
行
期
の
士
器
」
『
人
類
史
研
究
』
第
ｎ
号
一
九
九
九
年

下
地
和
宏
届

二
○
○
八
年

年
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新
里
貴
之
「
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
側
面
ｌ
南
西
諸
島
の
弥
生
系
遺
物
を
素
材
と
し
て
ｌ
」
『
南
島
考
古
』
第
加
号
沖
縄
考

古
学
会
二
○
○
｜
年

新
里
貴
之
「
沖
縄
諸
島
の
土
器
」
『
考
古
資
料
大
観
』
皿
小
学
館
二
○
○
四
年

新
里
貴
之
「
奄
美
諸
島
地
域
に
お
け
る
考
古
学
覚
書
ｌ
近
年
の
弥
生
時
代
～
中
世
初
頭
の
研
究
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
『
奄
美
ニ
ュ

ー
ズ
レ
タ
ー
』
田
鹿
児
島
大
学
二
○
○
五
年

新
里
貴
之
「
奄
美
諸
島
の
グ
ス
ク
系
土
器
」
『
ン
『
の
言
の
。
｜
・
空
『
『
○
三
二
］
の
ｍ
・
昌
一
］
』
一
一
○
○
六
年

新
里
貴
之
「
貝
塚
時
代
後
期
文
化
と
弥
生
文
化
」
『
弥
生
時
代
の
考
古
学
１
弥
生
文
化
の
輪
郭
』
同
成
社
二
○
○
九
年

鈴
木
靖
民
「
南
島
人
の
来
朝
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
」
『
田
村
圓
澄
先
生
古
稀
記
念
東
ア
ジ
ア
と
日
本
（
歴
史
編
と
吉
川
弘
文

館
一
九
八
八
年

鈴
木
康
之
「
滑
石
製
石
鍋
の
流
通
と
琉
球
列
島
１
石
鍋
の
運
ば
れ
た
道
を
た
ど
っ
て
ｌ
」
『
古
代
中
世
の
境
界
領
域
ｌ
キ
ガ
イ
ガ

シ
マ
の
世
界
』
高
志
書
院
二
○
○
八
年

澄
田
直
敏
・
野
崎
拓
司
「
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
」
『
古
代
中
世
の
境
界
領
域
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
ｌ
キ
ガ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
』

高
志
書
院
二
○
○
八
年

瀬
戸
哲
也
・
ほ
か
「
沖
縄
に
お
け
る
貿
易
陶
磁
研
究
ｌ
ｕ
ｌ
肥
世
紀
を
中
心
に
ｌ
」
『
中
世
窯
業
の
諸
相
ｌ
生
産
技
術
の
展
開
と

編
ｌ
』
補
遺
編
二
○
○
七
年

高
梨
修
「
奄
美
に
お
け
る
グ
ス
ク
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
『
南
曰
本
文
化
』
第
卯
号
鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
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高
宮
廣
衛
「
開
元
通
宝
と
按
司
の
出
現
（
予
察
）
」
『
南
島
文
化
』
第
四
号
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
一
九
九
七
年

高
宮
廣
衞
「
城
時
代
前
夜
に
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
考
古
学
分
科
会
の
ま
と
め
ｌ
」
『
復
帰
お
周
年
記
念
第
３
回
沖
縄
研
究
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
世
界
に
つ
な
ぐ
沖
縄
研
究
」
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
二
○
○
一
年

高
宮
廣
衛
・
ほ
か
「
百
済
・
統
一
新
羅
時
代
遺
跡
出
土
の
開
元
通
宝
」
『
沖
縄
国
際
大
学
社
会
文
化
研
究
』
第
四
巻
一
号
二
○

化
研
究
所
一
九
九
七
年

高
梨
修
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
考
古
学
Ｉ
奈
良
ｌ
平
安
時
代
並
行
期
の
奄
美
諸
島
・
沖
縄
諸
島
に
お
け
る
島
喚
社
会
ｌ
」
シ
リ

ー
ズ
現
代
の
考
古
学
五
『
交
流
の
考
古
学
』
朝
倉
書
店
二
○
○
○
年
（
再
録
舅
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
の
考
古
学
』
同
成
社
）

高
梨
修
『
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
の
考
古
学
』
も
の
が
語
る
歴
史
皿
同
成
社
二
○
○
五
年

高
梨
修
「
南
島
」
の
歴
史
的
段
階
ｌ
兼
久
式
土
器
出
土
遺
跡
の
再
検
討
ｌ
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
ｌ
特
集
古
代
・
中
世
の

日
本
と
奄
美
・
沖
縄
諸
島
Ｉ
』
川
号
二
○
○
七
年

高
梨
修
「
城
久
遺
跡
群
と
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
」
『
曰
琉
交
易
の
黎
明
Ｉ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
Ｉ
』
（
叢
書
・
文
化
学
の
越
境
⑰
）
森
話

社
二
○
○
八
年

高
宮
廣
衞
「
沖
縄
（
古
墳
文
化
の
地
域
的
概
観
）
」
『
日
本
の
考
古
学
』
Ⅳ
（
上
）
河
出
書
房
新
社
一
九
六
五
年

高
宮
廣
衞
「
沖
縄
諸
島
に
お
け
る
新
石
器
時
代
の
編
（
試
案
）
」
『
南
島
考
古
』
第
６
号
沖
縄
考
古
学
会
一
九
七
八
年

高
宮
廣
衞
「
開
元
通
寶
か
ら
み
た
先
史
時
代
終
末
の
沖
縄
」
『
王
朝
の
考
古
学
Ｉ
大
川
清
博
士
古
稀
記
念
論
集
Ｉ
』
雄
山
閣

一
九
九
五
年
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高
宮
廣
衞
・
ほ
か
「
琉
球
弧
お
よ
び
台
湾
出
士
の
開
元
通
宝
ｌ
特
に
７
～
ｎ
世
紀
頃
の
遺
跡
を
中
心
に
ｌ
」
『
南
島
文
化
』
第
旧

号
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
一
九
九
六
年

高
宮
広
士
「
古
代
民
族
植
物
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
那
崎
原
遺
跡
の
生
業
」
『
那
崎
原
遺
跡
』
那
覇
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第

卯
集
一
九
九
六
年

高
宮
広
士
「
沖
縄
諸
島
先
史
時
代
の
植
物
利
用
ｌ
貝
塚
時
代
後
期
を
中
心
に
ｌ
」
『
考
古
資
料
大
観
』
、
（
貝
塚
後
期
文
化
）
小

学
館
二
○
○
四
年

高
宮
広
士
『
島
の
先
史
学
ｌ
パ
ラ
ダ
イ
ス
で
は
な
か
っ
た
沖
縄
諸
島
の
先
史
時
代
ｌ
』
ボ
ー
ダ
ー
イ
ン
ク
二
○
○
五
年

高
良
倉
吉
「
沖
縄
原
始
社
会
史
研
究
の
諸
問
題
ｌ
考
古
学
的
成
果
を
中
心
に
ｌ
」
『
沖
縄
歴
史
研
究
』
ｎ
号
一
九
七
三
年

高
良
倉
吉
『
琉
球
王
国
』
中
世
史
選
書
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
年

嵩
元
政
秀
ヨ
グ
ス
ク
』
に
つ
い
て
の
試
論
」
『
琉
大
史
学
』
創
刊
号
琉
球
大
学
一
九
六
九
年

嵩
元
政
秀
「
沖
縄
に
お
け
る
原
始
社
会
の
終
末
期
」
「
南
島
史
論
』
富
村
真
演
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
琉
球
大
学
一
九
七
二

嵩
元
政
秀
・
安
里
嗣
淳
『
日
本
の
古
代
遺
跡
』
〃
沖
縄
保
育
社
一
九
九
九
年

玉
城
靖
「
総
括
」
『
今
帰
仁
城
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅳ
』
今
帰
仁
村
文
化
財
調
査
報
告
書
第
泌
集
二
○
○
九
年

多
和
田
真
淳
「
琉
球
列
島
の
貝
塚
分
布
と
編
年
の
概
念
」
『
沖
縄
文
化
財
調
査
報
告
朏
年
版
』
琉
球
政
府
文
化
財
保
護
委
員
会

年

○
○
年
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知
念
勇
「
貝
塚
時
代
後
期
研
究
の
現
状
」
『
考
古
資
料
大
観
』
、
（
貝
塚
後
期
文
化
）
小
学
館
二
○
○
四
年

都
出
比
呂
志
『
前
方
後
円
墳
と
社
会
』
塙
書
房
二
○
○
五
年

樋
泉
岳
二
「
脊
椎
動
物
遺
体
か
ら
み
た
奄
美
・
沖
縄
の
環
境
と
生
業
」
『
先
史
琉
球
の
生
業
と
交
易
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
発
掘
調
査

か
ら
』
熊
本
大
学
文
学
部
二
○
○
二
年

土
肥
直
美
「
人
骨
か
ら
み
た
沖
縄
」
『
沖
縄
県
史
各
論
編
』
第
２
巻
《
考
古
》
沖
縄
県
教
育
委
員
会
二
○
○
三
年

東
京
国
立
博
物
館
（
編
）
『
日
本
出
土
の
中
国
陶
磁
』
東
京
美
術
一
九
七
八
年

當
眞
嗣
一
「
沖
縄
の
グ
シ
ク
」
『
考
古
資
料
の
見
方
〈
遺
跡
編
〉
』
柏
書
房
一
九
七
七
年

中
島
恒
次
郎
「
大
宰
府
と
南
島
社
会
」
『
古
代
中
世
の
境
界
領
域
Ｉ
キ
ガ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
ｌ
』
高
志
書
房
一
一
○
○
八
年

中
山
清
美
「
境
界
域
の
奄
美
」
『
曰
琉
交
易
の
黎
明
Ｉ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
ｌ
」
（
叢
書
・
文
化
学
の
越
境
⑰
）
森
話
社
二
○
○
八

西
園
勝
彦
・
井
口
俊
二
『
屋
鈍
遺
跡
』
鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅷ
一
一
○
’
○
年

藤
本
強
『
も
う
二
つ
の
曰
本
文
化
ｌ
北
海
道
と
南
島
の
文
化
ｌ
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
八
年

文
化
庁
文
化
財
部
（
監
修
）
「
広
田
遺
跡
」
『
月
刊
文
化
財
』
二
月
号
（
五
一
一
一
一
一
一
号
）
一
一
○
○
八
年

宮
城
弘
樹
「
グ
ス
ク
と
集
落
の
関
係
に
つ
い
て
（
覚
書
）
ｌ
今
帰
仁
城
跡
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
『
南
島
考
古
』
第
茄
号
沖
縄
考

古
学
会
二
○
○
六
年

年

一
九
五
六
年
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宮
城
弘
樹
「
南
西
諸
島
の
水
中
文
化
遺
産
の
概
要
」
「
第
２
回
曰
韓
共
同
水
中
考
古
学
研
究
会
』
第
弱
号
特
定
非
営
利
法
人
ア

ジ
ア
水
中
考
古
学
会
二
○
’
○
年

宮
城
弘
樹
・
新
里
売
人
「
琉
球
に
お
け
る
出
土
状
況
」
『
十
三
～
十
四
世
紀
の
琉
球
と
福
建
』
熊
本
大
学
文
学
部
一
一
○
○
九
年

宮
城
弘
樹
・
具
志
堅
亮
「
中
世
並
行
期
に
お
け
る
南
西
諸
島
の
在
地
土
器
の
編
年
」
『
廣
友
会
誌
』
第
３
号
廣
友
会
二
○
○
七
年

盛
本
勲
「
グ
ス
ク
時
代
の
幕
開
け
」
『
曰
琉
交
易
の
黎
明
ｌ
ヤ
マ
ト
か
ら
の
衝
撃
Ｉ
』
（
叢
書
・
文
化
学
の
越
境
⑰
）
森
話
社

盛
本
勲
「
グ
→

二
○
○
八
年

吉
岡
康
暢
「
南
島
の
中
世
須
恵
器
ｌ
中
世
初
期
環
東
ア
ジ
ア
海
域
の
陶
芸
交
流
ｌ
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
報
告
』
第
叫
集

国
立
歴
史
民
俗
資
料
館
二
○
○
二
年
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