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先
史
時
代
の
沖
縄
諸
島
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街

新
聞
そ
の
他
で
、
す
で
に
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
数
年
、
沖
縄
本
島
を
中
心
と
し
た
地
域

で
は
考
古
学
上
の
新
発
見
が
相
次
い
で
お
り
ま
す

Q

今
日
は
そ
の
よ
う
な
新
事
実
を
中
心
に
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
時
間
の
都
合
で
、
宮
古
・
八
重
山
両
諸
島
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
沖
縄
諸

島
に
限
定
い
た
し
ま
し
で
も
、

一O
O分
と
い
う
時
間
で
は
新
資
料
の
す
べ
て
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
る
余
裕
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
今
回
は
新
資
料
の
う
ち
特
に
編
年
に
関
す
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
沖
縄
諸
島
の

先
史
時
代
を
概
観
し
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
ご
了
承
い
た
だ
き
、
そ
し
て
話
の
順
序
と
い
た
し
ま
し
て
古
い
方
の
時
代
か
ら
見
て
い
く
こ
と
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に
い
た
し
ま
す
ο
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沖
縄
諸
島
で
も
洪
積
世
と
い
う
古
い
時
代
に
す
で
に
人
類
の
生
活
が
開
始
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
洪
積
世
と
申
し
ま

す
と
、
約
二

O
O万
年
前
に
始
ま
り
、

お
よ
そ
一
万
年
前
に
終
る
と
さ
れ
る
第
四
紀
前
半
の
地
質
時
代
を
、
そ
の
よ
う

に
呼
ん
で
お
り
ま
す
υ

そ
し
て
、
こ
の
時
代
は
人
類
の
歴
史
の
上
で
は
最
古
の
文
化
段
階
に
属
し
、
考
古
学
で
旧
石
器

時
代
と
呼
ん
で
い
る
時
代
で
あ
り
ま
す
。

旧
石
器
時
代
の
内
容
を
も
う
少
し
具
体
的
に
中
し
ま
す
と
、
利
器
と
し
て
訂
以
を
利
用
す
る
わ
け
で
す
が
、
未
だ
そ

い
わ
ゆ
る
打
製
石
探
を
使
用
し
、
食
料
を
獲
得

す
る
手
段
と
し
て
は
も
っ
ば
ら
狩
猟
や
採
集
に
た
よ
り
、
そ
し
て
地
質
学
で
い
う
、
今
か
ら
一
万
年
以
前
の
洪
積
世
と

の
石
器
を
磨
く
こ
と
を
知
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
打
ち
欠
い
た
ま
ま
の
、

い
う
時
代
に
属
す
る
石
器
文
化
、
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

u

一
万
年
前
の
人
類
遺
跡
と
い
い
ま
す
と
、
沖
縄
諸
島
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
七
、

八
か
所
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
主
な

も
の
を
挙
げ
ま
す
と
、

ま
ず
、
伊
江
島
の
カ
ダ
パ
ル
洞
穴
、
こ
れ
は
戦
前
発
見
さ
れ
た
唯
一
の
旧
石
器
遺
跡
で
、
残
り

は
す
べ
て
戦
後
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
那
覇
市
の
山
下
町
第
一
洞
穴
や
具
志
頭
村
の
池
川
遺
跡
な
ど
は
戦
後
の
代
表
的

な
遺
跡
と
い
え
ま
す
。

カ
ー
ボ
ン
・
デ
イ
テ
ィ
ン
グ
（
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
）
に
よ
り
ま
す
と
山
下
町
第
一
洞
穴
は



大
体
三
万
二
千
年
く
ら
い
前
、
そ
し
て
港
川
遺
跡
は
約
一
万
八
千
年
前
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
で
保
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
骨
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
骨
を
研
究
な
さ
っ
て
お

り
ま
す
東
京
大
学
名
誉
教
綬
の
鈴
木
尚
博
士
に
よ
り
ま
す
と
、
す
べ
て
新
人
段
階
の
も
の
で
、
そ
れ
よ
り
古
い
も
の
は

含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

一
番
古
い
形
態
を
猿
人
、
次
が
原
人
、

三
番
目
が
旧
人
、
そ
し
て
も
っ
と
も
新
し
い
段
附
の
も
の
を
新
人
と
い
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す

化
石
人
類
は
進
化
の
程
度
に
よ
っ
て
、

四
段
階
に
分
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

が
、
猿
人
で
い
い
ま
す
と
、
代
表
的
な
も
の
は
ア
フ
リ
カ
の
オ
l
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
グ
ス
、
原
人
で
は
中
国
の
北
京
原
人

あ
る
い
は
ジ
ャ
ワ
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）
の
直
立
原
人
、
そ
れ
か
ら
旧
人
に
ま
い
り
ま
す
と
有
名
な
の
は
ド
イ
ツ
の
ネ
ア

ン
デ
ル
タ
l
ル
人
、
新
人
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ロ
マ
ニ
ヨ
ン
人
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
那
覇
市
の
山
下
洞
穴
や

具
志
頭
村
の
港
川
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
人
骨
は
、
こ
の
最
後
の
段
階
の
新
人
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
新

人
は
化
石
現
生
人
類
と
も
い
わ
れ
、
私
達
現
代
人
の
夜
接
の
机
先
、

つ
ま
り
最
古
の
現
代
人
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
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す
。と

こ
ろ
で
、
新
人
が
旧
人
と
交
替
す
る
の
は
大
体
、

四
万
年
く
ら
い
前
の
よ
う
で
す
。
鈴
木
尚
博
士
は
山
下
洞
穴
発

見
の
人
骨
に
山
下
洞
人
、
治
川
遺
跡
発
見
の
人
骨
に
港
川
人
の
名
を
与
え
ま
し
た
。
山
下
洞
人
の
時
代
は
約
三
万
二
千

年
前
で
す
か
ら
、
新
人
と
旧
人
の
交
替
す
る
四
万
年
前
に
近
い
位
院
に
あ
る
わ
け
で
、
新
人
と
し
て
は
世
界
的
に
も
古

い
部
類
に
属
し
、
そ
れ
だ
け
に
大
変
貴
重
な
資
料
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
山
下
洞
人
が
現
在
沖
縄
で
確
認
さ
れ
て
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い
る
最
古
の
人
類
で
、
そ
の
ほ
か
新
人
の
部
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
い
る
も
の
に
伊
江
島
の
カ
ダ
パ
ル
洞
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人
、
宜
野
湾
市
の
大
山
人
、
そ
れ
か
ら
北
谷
の
桃
原
洞
人
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
山
下
洞
人
な
ど
の
洪
積
世
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
文
化
を
も
っ
て
い
た
か
、
彼
ら
の
残
し
た
遺
物
を
通

し
て
、
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
積
の
遺
跡
が
最
初
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
昭
和
十
一
年
、

伊
江
島
の
カ
ダ
パ
ル
洞
穴
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
洞
穴
に
は
化
石
化
し
た
鹿
の
骨
角
片
が
層
を
な
し
て
堆
積
し

て
お
り
、
地
質
学
者
の
故
徳
永
重
康
博
士
が
調
査
を
担
当
な
さ
い
ま
し
て
、
お
び
た
だ
し
い
量
の
骨
角
片
を
採
集
さ
れ

ま
し
た

Q

こ
れ
ら
の
骨
角
片
に
は
石
灰
分
が
付
着
し
て
お
り
ま
し
て
、
除
去
す
る
の
に
二
年
も
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。

伊
江
島
の
資
料
は
早
稲
田
大
学
に
運
ば
れ
、
そ
こ
で
研
究
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
人
為
的
加
工
を
施

し
た
と
み
ら
れ
る
骨
片
が
、
何
種
類
か
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
調
査
成
果
に
つ
き
ま
し
て
は
徳
永
草
康
・
直
良
信
夫
両
博

士
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
報
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
お
二
人
の
報
告
を
要
約
し
ま
す
と
、

ω掌
骨
の
一
端
ま
た
は
両
端

を
叉
状
に
整
形
し
た
も
の
、

ω下
顎
骨
の
先
端
を
同
じ
く
又
状
に
造
形
し
た
も
の
、
仙
川
掌
骨
の
神
経
孔
を
人
為
的
に
拡

大
し
、
そ
の
直
上
に
両
側
か
ら
穿
っ
て
一
孔
を
設
け
た
も
の
、

ω鹿
角
の
先
端
を
わ
ず
か
に
削
っ
て
と
が
ら
せ
た
も
の
、

ω角
座
の
部
分
を
切
り
と
っ
て
銅
貨
の
よ
う
に
円
形
平
板
状
に
し
た
も
の
、

な
ど
が
合
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

骨
の
先
端
を
又
状
に
造
形
し
た
も
の
に
、
直
良
信
夫
博
士
は
「
叉
状
骨
則
市
」
の
名
を
与
え
ま
し
た
。

以
上
が
カ
ダ
パ
ル
洞
穴
の
主
な
製
品
で
、
鹿
骨
角
を
素
材
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
木
遺

跡
で
は
巴
旦
杏
形
の
打
製
石
探
も
一
点
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
輸
送
中
に
紛
失
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
、



し
た
が

っ
て
、
石
訴
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
新
石
探
時
代
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る

土
器
は

一
片
も
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

調
査
を
担
当
さ
れ
た
徳
永
博
士
は
本
遺
跡
の
年
代
に
つ
い
て
、

は
っ
き
り
と
洪
積
世
と
は
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

ω伊
江
山
の
鹿
は
日
本
・
中
間
お
よ
び
他
の
東
ア
ジ
ア
地
区
の
現
存
種
と
異
る
こ
と
、

ω今
日
の
琉
球
に
は
人
為
的
に

持
込
ま
れ
た
以
外
の
鹿
は
棲
息
し
て
い
な
い
こ
と
、

ω琉
球
の
貝
塚
（
新
石
探
時
代
）
か
ら
は
多
量
の
猪
口
背
が
検
出
さ
れ

る
が
、
鹿
骨
は
全
く
見
当
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
只
塚
時
代
よ
り
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
見
解

を
表
明
さ
れ
て
お
り
主
す
。

類
似
の
遺
物
が
戦
後
、
那
覇
市
の
山
下
町
第
一
洞
穴
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
山
下
洞
穴
で
は
叉
状
骨
掃
の
ほ

か
に
、
鹿
の
角
を
両
側
か
ら
削
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
斧
の
刃
の
よ
う
に
加
工
し
た
、
わ
れ
わ
れ
が
斧
刃
状
角
掃
と
呼
ん
で

い
る
造
物
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
本
遺
跡
で
は
自
然
礁
の
一
端
を
一
而
だ
け
か
ら
加
工
し
て
刃
を
つ
け
た
、

ゆ
る
チ
ョ
ッ
パ

l
状
の
も
の
一
点
の
ほ
か
、
祭
大
の
石
弾
状
の
遺
物
も
二
点
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
第
三

紀
砂
宥
と
い
う
軟
質
の
石
を
利
用
し
て
い
ま
し
て
、
そ
の
点
で
、
特
に
チ
ョ

ッパ

l
状
の
も
の
を
利
器
と
み
る
か
は
問

題
が
あ
る
よ
う
で
す
。

以
上
に
述
べ
た
各
遺
跡
出
土
の
叉
状
骨
訴
は
い
ず
れ
も
又
状
部
に
傷
痕
を
も
っ
ラ
フ
な
も
の
で
す
が
、
那
覇
市
の
嵩

下
原
洞
穴
で
は
叉
状
部
を
研
肝
し
た
見
事
な
製
品
が
一
点
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
、

カ
ダ
バ
ル
洞
穴
と
山
下
町
第
一
洞
穴
の
遺
物
を
中
心
に
概
観
い
た
し
ま
し
た
が
、
大
き
な
特
徴
は
骨
角
器
と

し、

わ
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呼
ば
れ
る
遺
物
は
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
確
実
な
石
探
（
利
器
）
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
骨
角
探
を
優
位
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
沖
縄
の
洪
積
世
文
化
を
旧
石
器
時
代
に
み
ら
れ
る
骨
探
文
化
に
合

め
る
学
者
も
い
ま
す
が
、
骨
角
球
を
作
る
に
は
石
探
が
必
要
で
、
世
界
で
知
ら
れ
て
い
る
旧
石
器
時
代
の
骨
探
文
化
は

普
通
二

O
i三
O
%の
石
川
耐
を
伴
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
沖
縄
の
洪
積
世
文
化
は
他
の
骨
詩

文
化
と
も
様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
特
異
だ
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昨
年
、
筑
波
大
学
の
加
藤
晋
平
教
授
が
伊
江
島
の
ゴ
ヘ
ズ
洞
穴
を
調
査
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ

が
叉
状
骨
器
と
し
て
取
扱
っ
て
き
た
遺
物
は
、
実
は
人
工
品
で
は
な
く
、
動
物
が
佼
ん
だ
た
め
に
で
き
た
形
態
、

り
、
自
然
造
物
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま

確
か
に
動
物
の
什
に
は
自
然
の
常
力
が
働
い
た
り
、
あ
る
い
は
動
物
（
溺
歯
類
や
肉
食
獣
）
の
吹
み
痕
が
、
あ
た
か
も

人
工
品
に
み
え
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず
注
意
を
は
ら
い
、
山
下

町
第
一
洞
穴
出
土
の
什
角
片
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
残
る
傷
痕
を
古
生
物
学
者
に
検
討
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
裕
階
類
な
ど
に
よ
る
吹
傷
痕
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
の
で
、
伊
江
島
例
に
な
ら
っ
て
人
工
品
と
し
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
加
藤
教
授
の
今
川
の
問
題
提
起
は
醤
歯
類
や
肉
食
獣
な
ど
で
は
な
く
、
鹿
が
自
分
の
仲
間
を
吹
ん
だ
結
果

生
じ
た
形
態
で
、
草
食
動
物
が
骨
を
佼
む
例
は
外
国
に
も
あ
り
、
そ
れ
を
数
例
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
加
藤

教
授
も
又
状
骨
片
な
ど
に
み
ら
れ
る
傷
痕
を
鹿
の
佼
み
痕
だ
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
の
高
い



こ
と
を
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
他
方
、
利
加
と
し
て
の
石
烈
が
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
疑
問

の
根
拠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
又
状
骨
探
に
は
嵩
下
原
例
の
よ
う
に
研
磨
が
加
え
ら
れ
、
明
ら
か
に
人
工
品
と
認
め
ら
れ

る
も
の
も
あ
り
、
加
藤
教
授
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
泣
物
が
鹿
に
よ
る
吹
傷
痕
か
ど
う
か
、
今
後
検
討
し
て
み

る
必
要
は
あ
る
で
し
ょ
う
。

な
お

山
石
山
市
人
の
沖
縄
訪
向
へ
の
渡
来
に
つ
い
て
、

か
つ
て
は
沖
縄
諸
島
が
大
限
と
降
続
き
に
な
っ
て
い
た
時
代
、

つ
ま
り
氷
河
期
の
陸
橋
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
の
地
質
学
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
沖
縄
諸
島
は
洪
積
世
の

初
期
に
大
陸
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
後
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
見
方
が
有
力
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

海
路
に
よ
る
渡
来
の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。

大
体
、
以
上
が
洪
和
世
文
化
研
究
の
現
状
で
あ
り
ま
す。

さ
て
、
次
は
新
石
出
時
代
に
移
り
ま
す
が
、
洪
積
世
の
山
下
町
第
一
洞
穴
や
港
川
遺
跡
以
後
、
ひ
じ
よ
う
に
長
い
空

白
の
期
間
が
続
き
ま
し
て
、
純
文
後
期
（
約
三
五
O
O年
前
）
の
こ
ろ
、
よ
う
や
く
新
石
器
時
代
文
化
、
が
現
わ
れ
る
、
こ

先史時代の沖縄諸民

う
い
う
考
え
が
、

つ
い
数
年
前
ま
で
の
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。

新
石
器
時
代
と
中
し
ま
す
と
、
す
で
に
ご
承
知
の
こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
で
は
、
動
物
の
捕

JG9 



獲
、
つ
ま
り
狩
猟
が
主
な
生
業
で
あ
っ
た
旧
石
探
時
代
か
ら
、
あ
あ
種
の
動
物
を
家
帝
化
し
、
ま
た
あ
る
種
の
植
物
を
栽

培
す
る
と
い
っ
た
食
料
の
生
産
の
段
階
に
入
っ
た
文
化
を
意
味
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
採
集
経
済
か
ら
生
産
経
済
へ
移
行
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し
た
が
未
だ
金
属
探
を
知
ら
な
い
石
部
時
代
の
文
化
と
い
う
こ
と
で
、
時
代
概
念
と
し
て
社
会
経
済
史
的
視
点
が
強
く

打
ち
出
さ
れ
て
お
り
主
す
。
ま
た
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
遺
物
と
し
ま
し
て
は
煮
炊
き
用
の
士
器
が
普
遍
化
し
、
そ
し
て

石
器
を
砥

E

陪
あ
る
い
は
研
一併
す
る
技
術
を
習
得
す
る
。

つ
ま
り
、
磨
製
石
探
の
出
現
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

ほ
か
、
．
R
石
建
造
物
と
か
運
搬
具
あ
る
い
は
織
物
の
出
現
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
も
っ
と
も

重
要
な
こ
と
は
採
集
経
済
か
ら
生
産
経
済
へ
の
移
行
と
い
う
、

一
大
転
機
の
み
ら
れ
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
凶
は
ど
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
わ
が
国
の
縄
文
時
代
も
一
般
に
は
新
石
探
時
代
と
呼
ば
れ
て
お
り

ま
す

Q

し
か
し
、
文
化
内
容
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
石
探
時
代
と
大
き
く
異
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
、
農
耕
や
牧
市
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
一
部
に
は
縄
文
中
期
決
耕
論
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
縄
文
時
代
中
期
の
中
部
地
方
で
は
簡
単
な
、
原
始
的
な
農
耕
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
必
定
も
あ
り
ま
す
が
、
確
実
な
証
拠
が
あ
っ

て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
昨
年
か
ら
行
な
わ
れ
て

お
り
ま
す
福
岡
県
板
付
近
跡
の
調
査
で
、
皆
さ
ん
も
す
で
に
テ
レ
ビ
そ
の
他
で
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

縄
文
時
代
の
終
末
に
は
稲
作
、
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
突
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
口

し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
純
文
時
代
が
当
初
か
ら
農
耕
社
会
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
欠
張
り
、
狩
猟
・
漁
携
・
採
集
段

階
の
文
化
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
煮
沸
用
具
と
し
て

の
土
肥
仰
を
も
ち
、
ま
た
、
磨
製
石
却
も



使
用
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

一
般
に
縄
文
時
代
を
新
石
探
時
代
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

で
は
、
沖
縄
諸
島
の
場
合
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
農
耕
牧
畜
が
い
つ
開
始
さ
れ
た
か
、

ま
だ
お
さ
え
ら
れ
て
お

り
ま
せ
ん
υ

し
か
し
、
縄
文
文
化
と
同
じ
く
当
初
か
ら
士
味
を
も
ち
、
そ
し
て
賠
製
石
探
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
か
ら
お
話
す
る
時
代
は
、
沖
縄
諸
島
で
、
十
一
探
や
貯
製
石
川
市
が
製
作
使
用
さ
れ
た
時
代
と
い
う
よ
う
に
ご
珂
解
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
主
す
。

こ
こ
数
年
、
沖
縄
諸
ぬ
で
は
、
新
石
器
時
代
に
関
す
る
新
事
実
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
明
ら
か
に
さ
れ
、
私
ど
も
関
係
者
は

そ
の
成
果
を
追
い
か
け
る
の
に
精
一
杯
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
そ
の
よ
う
な
新
事
実
の
う
ち
、
先
程
中
し

上
げ
ま
し
た
編
年
資
料
を
中
心
に
新
石
器
時
代
を
概
観
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
抗
谷
村
波
具
知
東
原
遺
跡
の
発
見
で
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
新
石
器
時
代
の
上
限
は
、

つ
い
数
年

前
ま
で
は
縄
文
後
期
に
比
定
さ
れ
て
い
た
、
と
中
し
ま
し
た
が
、
渡
共
知
東
原
遺
跡
の
発
見
に
よ
り
、
上
限
は
一
挙
に

更
新
さ
れ
、
縄
文
早
期
初
頭
、

つ
ま
り
草
創
期
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
考
古
学
で
は
普
通
、
時
代

や
時
期
の
移
り
変
り
を
土
却
型
式
の
変
遷
で
示
し
ま
す
。

こ
こ
で
も
土
器
の
推
移
を
中
心
に
、
新
石
探
文
化
が
ど
の
よ

う
に
進
民
し
て
い
っ
た
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
編
年
表
（
第
一

表
）
に
つ

い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

そ
の
前
に
従
来
の
編
年
研
究
を
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。
数
年
前
ま
で
は
沖
縄
諸
島
の
新
石
探
時
代
を
前

・
中
・

後
の
三
期
に
医
分
し
、
そ
の
上
限
を
縄
文
後
期
に
比
定
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
七
四
年
芥
、
波
具

知
東
原
遺
跡
で
縄
文
前
期
の
竹
畑
式
土
器
が
発
見
さ
れ
、
従
来
の
編
年
の
枠
内
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
た

先史時代の沖縄諸島171 



め
急
拠
、
前
期
の
前
に
早
期
と
い
う
一
時
期
を
設
け
ま
し
て
、
骨
畑
式
土
器
を
位
置
づ
け
て
ま
い
り
ま
し
た

Q

し
た
が

っ
て
、
現
行
の
編
年
表
で
は
早
期
・
前
期
・
中
期
・
後
期
と
い
う
四
期
区
分
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
四
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期
区
分
も
実
は
す
で
に
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
編
年
で
は
、
現
在
は
不
明
で
す
が
、
将
来
発
見
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
縄
文
中
期
の
時
期
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

〈
間
日
畑
式
土
器
の
発
見
さ
れ
た
翌
年
、
渡
具
知
東
原
遺
跡
で
は
件
畑
層
の
下
の
層
か
ら
縄
文
前
期
よ
り
も
さ
ら
に
古
い

爪
形
文
系
統
の
土
掃
が
発
見
さ
れ
、
現
行
編
年
の
早
期
の
前
に
あ
と
一
つ
古
い
段
階
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
ω

も
し
、
現
行
編
年
の
早
期
の
前
に
沖
縄
で
も
草
創
期
を
設
定
す
る
と
な
り
ま
す
と
、
草
創
期
の
内
容
は
一
致
す

る
も
の
の
、
早
期
以
降
の
木
土
と
沖
縄
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
文
化
階
梯
に
同
一
の
時
期
呼
称
を
用
い
る
筒
所
が
何
筒
所

か
っ
文
化
の
推
移
を
現
行
編
年
よ
り
も
ス
ム
ー
ズ
に
表
示

か
生
じ
、
混
乱
を
招
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
さ
け
、

し
う
る
尺
度
と
し
て
考
案
し
ま
し
た
の
が
第
一
去
の
編
年
表
で
、
こ
れ
は
去
る
昭
和
五
三
年
六
月
の
沖
縄
考
古
学
会
研

究
発
表
会
の
席
上
、
ご
検
討
を
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
編
年
表
も
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
暫
定
的
な
、
テ
ン
タ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
私

は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
弥
生
文
化
波
及
の
有
無
が
確
認
で
き
れ
ば
、
恒
久
的
な
編
年
が
可
能
に
な
ろ
う
か
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

沖
縄
諸
島
の
新
石
探
文
化
は
縄
文
お
よ
び
弥
生
文
化
の
変
化
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
現
行
編
年

の
修
正
に
あ
た
っ
て
は
そ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
を
お
き
、
沖
縄
諸
島
発
見
の
縄
文
お
よ
び
弥
生
式
土
器
と
現
地
の
ど
の
土
器
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が
遊
行
関
係
に
あ
る
か
、
そ
れ
を
夫
示
し
た
の
が
第
一
点
の
編
年
で
あ
り
ま
す
υ

こ
の
去
で
は
新
石
器
時
代
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
お
り
ま
す
υ

前
期
と
夫
示
し
て
お
り
ま
す
部
分
は
出
丈
時
代
に

174 

対
応
す
る
時
代
で
あ
り
ま
す
ν

後
期
は
弥
生
時
代
と
、
そ
の
下
限
を
越
え
て
存
続
し
た
文
化
を
含
7
4

？
す
）
そ
し
て
前

期
を
縄
文
の
編
年
に
従
っ
て
五
期
に
細
分
し
、
各
則
を
そ
れ
ぞ
れ
前
I
期
：
：
：
前
V
川
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
叫
す

υ

前
I

期
は
半
期
、
前
E
期
は
前
期
：
：
：
そ
し
て
前
V
期
は
晩
期
相
当
期
で
あ
り
空
す
υ

ま
た
、
後
I
・
E
・
頂
期
は
そ
れ
、
そ

れ
弥
生
前
・
中
・
後
の
三
期
に
対
応
す
る
わ
け
で
す
が
、
沖
縄
で
は
弥
生
の
下
限
を
越
え
て
石
器
時
代
が
存
続
し
ま
す

の
で
、
こ
の
下
限
を
越
え
た
部
分
を
後
町
期
と
し
ま
す
υ

こ
の
編
年
去
か
ら
、
現
在
、
縄
文
中
期
と
弥
生
前
期
の
部
分

が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

お
分
り
民
け
る
と
思
い
ま
す

Q

こ
の
二
つ
の
時
期
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
、
現
在
の

と
こ
ろ
全
く
不
明
で
す
υ

沖
縄
諸
白
の
新
石
掠
時
代
が
縄
文
土
器
で
開
始
さ
れ
る
ミ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
ま

す
υ

し
か
し
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
次
第
に
地
域
性
を
強
め
て
い
く
ω

こ
の
地
域
性
の
強
化
が
、
そ
の
主
主
後
世
の

固
有
文
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
弥
生
文
化
の
波
及
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
九
州
と
川
一
の
文
化
圏
に

組
λ
込
ま
れ
、
そ
の
後
あ
る
時
期
に
ま
た
九
州
圏
を
離
れ
、
独
自
の
文
化
を
形
成
し
て
い
く
の
か
、
こ
の
辺
の
ふ
れ
情
が

現
在
の
と
こ
ろ
全
く
分
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
υ

弥
生
文
化
波
及
の
有
無
が
判
明
す
れ
ば
、
恒
久
的
な
制
午
、
が
可
能
で

あ
ろ
う
と
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
の
は
、
こ
の
辺
の
事
情
を
申
し
上
げ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ο

そ
れ
で
は
次
に
、

士
訟
の
変
．
遣
を
中
心
に
文
化
内
容
を
も
う
少
し
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
主
す
υ

ま
ず
、
前
I
別
で
す
が
、
縄
文
早
期
初
頭
、
あ
る
い
は
草
創
期
に
あ
た
る
時
期
で
、
ヤ
ブ
チ
式
士
探
と
東
原
式
土
器



の
二
型
式
が
あ
り
ま
す
。
渡
具
知
東
原
の
出
土
例
で
み
ま
す
と
、

ヤ
ブ
チ
式
が
下
回
か
ら
、
そ
し
て
東
原
式
が
そ
の
上

の
憎
か
ら
出
土
し
ま
し
て
、
両
者
の
先
後
関
係
が
決
定
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ω

つ
ま
り
、
下
層
の
ヤ
ブ
チ
式
が
古
く
、

上
位
の
東
原
式
が
そ
れ
に
後
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

Q

こ
の
二
型
式
の
士
郎
は
本
県
以
外
で
は
一
析
し
て
爪

形
文
土
器
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
県
以
外
で
は
出
土
資
料
が
少
な
く
、
細
分
一
編
年
が
閑
嫌
だ
と
い
う
状
況

に
よ
り
ま
す
が
、
本
県
の
渡
兵
知
東
原
で
は
多
量
の
資
料
が
得
ら
れ
、

し
か
も

M
位
的
に
も
時
間
差
の
わ
ら
こ
と
が
確

認
で
き
た
わ
け
で
爪
形
文
土
器
研
究
を
一
歩
前
進
さ
せ
た
と
い
え
ま
す
υ

ヤ
ブ
チ
式
土
器
は
、
勝
連
半
島
の
北
岸
に
接
し
て
薮
地
島
と
い
う
石
灰
科
の
小
山
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
川
の
小
洞

店
内
で
、
十
八
年
ほ
ど
前
の
一
九
六

O
年
、
国
分
直
一
教
授
と
興
南
高
校
の
嵩
一
五
政
秀
先
生
に
よ
っ
て
初
め
て
発
見
さ

れ
た
土
探
で
、
数
年
後
、
今
度
は
奄
美
本
山
一
仰
の
ヤ
l
ヤ
洞
窟
遺
跡
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
じ
し
か
し
、
そ
の
後
、

渡
共
知
東
原
で
発
見
さ
れ
る
ま
で
、

ほ
と
ん
ど
発
見
報
告
が
な
く
、

ま
た
、
こ
の
土
問
が
従
来
知
ら
れ
て
い
た
沖
縄
の

士
出
と
は
著
し
く
特
徴
を
異
に
し
て
い
ま
し
て
、

一
体
ど
の
系
統
の
土
器
か
、
全
く
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
土
認
で
し
た

Q

先史時代の沖説ilJlt.l'i 

ま
た
、
編
年
上
の
位
置
も
明
確
さ
を
欠
き
、
そ
の
た
め
取
扱
い
に
長
年
困
惑
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
波
共
知
東
原

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
、

ヤ
プ
チ
式
土
掠
が
沖
縄
に
お
け
る
現
在
の
最
古
の
土
器
で
あ
る

こ
と
が
分
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

ν

ヤ
プ
チ
式
の
呼
び
名
は
薮
地
白
川
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
土
器
の
特
徴
は
器
壁
が
ひ
じ
よ
う
に
溶
く
、
三
！
五
ミ
リ
の
厚
さ
し
か
な
く
、
土
際
の
表
面
に
指
矧
抑
圧
文
と
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い
う
、
指
頭
で
器
面
を
軽
く
押
え
つ
け
ま
す
と
器
面
に
浅
い
凹
凸
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
指
頭
押
庄
文
士
探
（
第
一
図
版
〉





と
呼
ん
で
お
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
文
様
を
船
出
全
体
に
施
し
て
い
る
u

いん
耐
だ
け
で
な
く
、
中
に
は
内
而
に
抑
圧

し
た
の
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
む
ま
た
、
部
分
的
に
真
正
の
爪
を
押
正
し
た
文
様
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
士
山
の
形
1

1

こ

れ
を
器
形
と
い
っ
て
い
ま
す
が
1
1
l
出
形
は
深
鉢
形
で
尖
り
底
で
あ
る
υ

つ
ま
り
派
鉢
形
尖
氏
の
土
保
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
士
山
に

は
煤
の
什
川
一
一
相
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
煮
沸
別
出
土
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
υ

ヤ
ブ
チ
型
の
士
総
の
分
布
を
見
て
み
ま
す
と
、
沖
縄
諸
島
で
は
、

ま
ず
薮
地
山
で
発
見
さ
れ
、
次
い
で
波
共
知
東
以

の
最
下
層
、
そ
し
て
北
へ
い
き
ま
す
と
奄
美
大
仏
の
ヤ
l
ヤ
洞
窟
、

さ
ら
に
北
に
ま
い
り
ま
す
と
、
補
附
引
に
門
凹
と

い
う
遺
跡
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
υ

現
在
の
と
こ
ろ
、
以
上
の
よ
う
な
分
布
を
示
し
て
い

ま
し
て
、
北
は
福
附
、
市
は
奄
美
・
沖
縄
と
い
う
よ
う
に
南
北
両
端
の
地
域
で
発
見
が
報
ぜ
ら
れ
、
中
間
地
引
が
空
白

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ν

今
後
、
中
間
空
白
地
借
は
埋
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
い
は
も
う
す
で
に

で
す
。
こ
の
土
器
も
川
市
形
は
先
ほ
ど
の
ヤ
ブ
チ
式
と
大
体
似
て
お
り
ま
し
て
、
深
鉢
形
の
尖
底
を
想
定
し
て
お
り
ま
す

先史時代の沖縄請品

発
見
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
手
許
に
あ
る
資
料
で
は
以
上
の
地
域
で
確
認
さ
れ
て
お
り
主
す

Q

あ
が

リ
立
る

ヤ
ブ
チ
式
土
掃
に
後
続
す
る
の
が
東
原
式
土
保
で
、
一
段
具
知
東
原
遺
跡
出
土
の
土
器
を
標
式
と
し
て
命
名
し
た
土
器

け
れ
ど
も
、
指
頭
押
任
文
の
代
り
に
、
今
度
は
へ
ラ
で
爪
形
文
を
描
く
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お
り
ま
す
ω

指
頭
抑
圧

文
か
ら
へ
ラ
描
き
の
爪
形
文
へ
の
移
行
過
程
が
、
東
原
の
資
料
で
お
さ
え
ら
れ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
士
山
に
ど
の
よ
う
な
石
山
が
伴
う
か
、
文
化
の
性
格
を
知
る
上
で
伴
出
石
訟
の
研
究
は
大
変
重

177 
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一

え
ら
れ
る
遺
物
が

二
点
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

要
で
あ
り
ま
す
u

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
渡
具
知
東
原
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で
は
石
器
の
出
土
量
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
の
様
子

が
十
分
掴
め
た
と
は
申
せ
ま
せ
ん
。
第
一

・
二
次
調
査

の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
、
ヤ
プ
チ
式
に
伴
う
石
器
と
し

東原式土器

て
機
形
の
局
部
陪
製
の
石
斧
が

一
点
確
認
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
局
部
陪
製
石
斧
と
申
し
主
す
の
は
斧
の
刃
の
部

分
だ
け
を
研
陪
し
、
他
の
部
分
を
打
製
の
ま
ま
放
置
す

第 2図版

る
石
斧
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
の
局
部
肝
製
石
斧
は

現
在
の
と
こ
ろ
、
沖
縄
に
お
け
る
新
石
探
時
代
最
古
の

石
器
と
い
え
ま
す
ω

東
原
式
に
伴
う
石
器
は
種
類
が
少
し
増
加
し
て
お
り

ま
す
。
大
型
の
打
製
石
斧
二
点
、
チ
ャ
ー
ト
製
の
ス
ク

レ
ィ
パ

l

一
点
、
同
石
核
一
点
、
そ
し
て
磨
り
石
と
考

チ
ャ
ー
ト
と
い
う
石
は
打
訓
っ
て
取
り
出
し
た
破
片
の
縁
辺
が
、
そ

の
ま
主
鋭
利
な
刃
部
と
も
な
り
う
る
も
の
で
、
剥
片
の
ま
ま
特
に
加
工
す
る
こ
と
な
し
に
石
器
に
使
え
る
と
い
う
特
徴

を
も
弘
、
沖
縄
で
の
産
地
門
伊
平
屋
、
伊
是
名
、
伊
江
島
の
ほ
か
本
部
半
品
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で



チ
ャ
ー
ト
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
交
易
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ス
グ
レ
ィ
パ

l
は
毛

皮
を
剥
い
だ
り
、
あ
る
い
は
脂
肪
を
取
り
除
く
の
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
小
型
の
石
器
で
、

日
本
語
で
は
掻
出

と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
υ

磨
り
石
は
物
を
磨
り
潰
す
た
め
の
道
具
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す

Q

第
一
・
二
次
調
査
で
得
ら

れ
た
石
器
は
以
上
の
よ
う
に
僅
少
で
す
が
、
当
初
か
ら
局
部
磨
製
石
斧
や
打
製
石
斧
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
）

東
原
式
土
器
の
分
布
を
見
て
み
ま
す
と
、
沖
縄
諸
島
で
は
渡
具
知
東
原
遺
跡
の
ほ
か
、
嘉
手
納
飛
行
場
に
内
接
す
る

野
国
貝
塚
の

B
地
点
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
で
も
若
干
発
見
さ
れ
て
お
り
主
す
υ

こ
の
タ
イ
プ
の
土
器
は
わ
が
国
で
は

ひ
じ
よ
う
に
大
き
な
分
布
圏
を
も
っ
て
お
り
ま
し
て
、
北
は
山
形
県
で
も
数
遺
跡
が
知
ら
れ
、
西
へ
い
き
ま
す
と
長
崎

県
の
福
井
洞
穴
や
泉
福
寺
洞
穴
遺
跡
、
市
へ
ま
い
り
ま
す
と
鹿
児
島
県
で
は
上
場
遺
跡
が
有
名
で
、
爪
形
文
土
器
の
市

限
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
渡
具
知
東
原
で
の
発
見
で
、
さ
ら
に
南
下
し
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
ω

爪
形
文
士
器
は
広
範
な
分
布
圏
を
も
っ
土
器
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
に
随
伴
す
る
石
器
も
地
域
に
よ
り
、

ま
た
時

先史時代の沖縄両者品

こ
の
土
器
の
確
認
さ
れ
た
遺
跡
は
、
現
在
で
は
全
国
で
四

O
か
所
以
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
主
す
ο

代
に
よ
り
異
っ
て
お
り
ま
す
ω

長
崎
県
の
福
井
洞
穴
遺
跡
や
泉
福
寺
遺
跡
で
は
こ
の
土
器
は
細
石
刃
と
い
う
石
器
を
伴

っ
て
お
り
ま
す
。
細
石
刃
と
申
し
ま
す
の
は
ひ
じ
よ
う
に
小
さ
な
石
掠
で
細
石
器
の
仲
間
に
属
す
る
も
の
で
す
が
、
大

き
さ
は
ど
の
く
ら
い
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
体
幅
が
二

t
四
ミ
リ
、
長
さ
が
二
！
四
セ
ン
チ
の
長
方
形
の
石
器
で
、
あ

ま
り
小
さ
い
の
で
単
独
で
は
使
用
し
に
く
い
ω

そ
れ
で
棒
だ
と
か
動
物
の
角
な
ど
に
持
を
彫
り
、
そ
こ
に
は
め
こ
み
、
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樹
脂
か
タ
l
ル
か
で
同
定
し
て
使
用
す
る
υ

単
数
で
な
く
、

ふ
つ
う
複
数
（
五

i
十
例
）
は
め
こ
ん
で
使
用
し
ま
す
の
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で
、
組
合
わ
せ
道
具
、
あ
る
い
は
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
・
ト
ゥ
l
ル
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

細
石
刃
と
い
う
石
器
は
わ
が
国
で
は
旧
石
器
時
代
の
終
り
の
こ
ろ
に
現
わ
れ
ま
す
ω

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
旧
石
器
時
代

終
末
の
こ
ろ
｜
｜
こ
の
時
代
を
中
石
器
時
代
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
ー
ー
そ
の
時
代
に
細
石
器
が
現
わ
れ
る
。
細
石
川
耐

も
小
型
石
器
の
一
種
で
、
コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト
・
ト
ク
ー
ル
で
す
が
、
台
形
・
三
角
形
・
半
月
形
な
ど
幾
何
学
的
形
態
に
特

色
が
あ
り
、
そ
の
点
で
細
石
刃
と
異
る
わ
け
で
す
が
、
と
に
角
、

ア
ジ
ア
に
き
ま
す
と
中
国
、

日
埼
刊
ら
こ
）
￥

ユ
ヨ

l
！
U
Jノ
4

〉
i
i

カ
C
仁
ト

本
へ
か
け
て
、
こ
の
細
石
刃
が
分
布
す
る

Q

つ
ま
り
旧
石
器
時
代
の
終
り
の
こ
ろ
、
形
態
こ
そ
違
い
ま
す
が
、
小
型
の

石
器
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ジ
ア
に
か
け
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
υ

わ
が
国
に
お
け
る
土
器
の
出
現
は
、
こ
の
よ
う
に
旧
石
器
終
末
期
の
細
石
刃
文
化
の
中
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

を
、
長
崎
県
の
福
井
洞
穴
遺
跡
や
泉
福
寺
洞
穴
は
示
し
て
お
り
ま
す

Q

し
か
し
、
本
州
で
は
爪
形
文
士
慌
に
石
鎮
の
伴

う
例
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
石
鍬
は
わ
が
国
で
は
縄
文
文
化
を
代
表
す
る
石
協
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
旧
石

器
以
後
に
現
わ
れ
る
石
器
で
あ
り
ま
す
u

つ
ま
り
、
本
州
で
は
石
銀
出
現
の
こ
ろ
ま
で
、
爪
形
文
士
加
が
行
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
ο

ま
た
、
鹿
児
島
県
の
出
水
地
方
の
遺
跡
で
も
爪
形
文
士
却
は
石
鎮
の
み
ら
れ
る
時
期
ま
で
存

統
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
υ

こ
の
よ
う
に
石
器
と
の
共
伴
関
係
で
み
ま
す
と
、
爪
形
文
士
訴
は
ま
ず
、
九
州
西
北

部
の
細
石
刃
文
化
の
中
に
起
り
、
次
第
に
東
漸
あ
る
い
は
南
漸
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

U

こ
の
爪
形
文
土
器
が
さ
ら
に
南
下
し
て
沖
縄
諸
島
に
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
沖
縄
諸
島
で
は
先
程
話
し
ま
し
た
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よ
う
に
局
部
磨
製
石
斧
や
打
製
石
斧
な
ど
を
伴
っ
て
お
り
、
石
鉱
も
細
石
刃
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

Q

局
部
磨
製
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石
斧
や
打
製
石
斧
を
伴
う
と
い
う
こ
と
が
、
時
代
差
を
示
す
の
か
、
あ
る
い
は
地
域
差
を
示
す
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
未

だ
分
っ
て
い
ま
せ
ん

Q

局
部
磨
製
石
斧
は
わ
が
国
で
は
十
日
い
石
斧
に
属
し
、
後
期
旧
石
器
時
代
に
す
で
に
設
場
し
て
お
り
ま
す
。
旧
石
器
時

代
に
お
け
る
出
土
例
を
み
て
み
ま
す
と
、
関
東
・
中
部
・
北
陸
あ
た
り
に
集
中
し
、
東
北
・
北
海
道
な
ど
で
も
わ
ず
か

な
が
ら
出
土
が
知
ら
れ
て
い
主
す
が
、
西
日
本
で
の
発
見
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
ο

中
部
・
北
陸
地
方
と
沖
縄
と
で
は
距

し
か
も
時
代
J
h

異
り
ま
す
の
で
、
現
段
階
で
は
直
接
比
較
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
最
近
、

市
九
州
の
旧
石
器
終
末
期
の
遺
跡
で
川
部
肝
製
石
器
が
出
土
し
た
ら
し
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
報
告
書
が
未
だ
出

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
比
較
で
き
る
段
階
じ
あ
り
ま
せ
ん

Q

こ
の
よ
う
に
波
共
知
東
原
遺
跡
で
爪
形
文
土
器
に
伴
っ
て
発

離
が
あ
り
過
ぎ
、

見
さ
れ
る
局
部
磨
製
石
斧
が
、

旧
石
川
印
後
期
の
局
部
磨
製
石
斧
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
分
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま

ず
。
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
の
パ
グ
ソ
ニ
ア
ン
文
化
な
ど
と
の
検
討
も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
爪
形
文
士
山
は
先
程
話
し
ま
し
た
長
崎
県
の
福
井
洞
穴
遺
跡
で
は
隆
線
文
土
器
に
後
続
す
るま

め

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
同
県
の
泉
福
寺
洞
穴
遺
跡
で
は
降
線
文
士
球
の
下
層
か
ら
、
さ
ら
に
古
い
、
一
旦

と
j

り
ゆ

y
も
ん

粒
状
の
粘
土
を
貼
付
し
た
土
器
ー
ー
ー
こ
れ
を
豆
粒
文
士
器
と
い
っ
て
い
ま
す
が
！
ー
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在
、
わ

が
国
で
一
番
古
い
土
器
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
次
が
降
線
文
士
球
、
そ
し
て
三
番
目
が
爪
形
文
土
器
で
、

こ
の
士
器
が
沖
縄
諸
島
に
も
分
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
口

つ
ま
り
、

縄
文
早
期
初
頭
（
草
創
期
）
の
こ



ろ
す
で
に
南
島
航
路
が
開
け
、
先
史
人
た
ち
は
九
州
｜
沖
縄
問
を
往
復
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
実
年
代
に
し
て
お

お
よ
そ
七

0
0
0年
以
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
渡
具
知
東
原
遺
跡
の
一
番
上
の
文
化
層
で
は
曾
畑
式
土
訴
が
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
土
探
は
西
九
州

縄
文
前
期
を
代
去
す
る
土
探
で
、
熊
木
県
の
付
畑
貝
塚
で
最
初
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
型
式
名
が
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
士
山
は
主
と
し
て
西
九
州
に
分
布
し
、
東
九
州
に
は
あ
ま
り
浸
透
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
島
で
は
沖
縄
諸

烏
ま
で
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
土
加
は
、

ま
た
朝
鮮
半
島
の
櫛
目
文
土
球
と
も
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
朝
鮮
半
島
か
ら
九
州
西
部
を
経
て
沖
縄
諸
島
ま
で
分
布
す
る
土
訴
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

一
五

0
0キ
ロ

も
の
水
域
を
往
復
す
る
グ
ル
ー
プ
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま
す
。
漁
携
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
い

Jr
す主

「伽川
畑
式
土
器
に
伴
う
石
則
市
は
波
日
パ
知
東
原
遺
跡
で
も
比
較
的
豊
川
リ
川
で
し
た
。
本
遺
跡
の
石
器
の
状
況
は
、
種
子
島
や

に
九
州
と
一
致
す
る
の
は
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

先史時代の沖縄諸島

屋
久
品
の
甘
畑
遺
跡
の
状
況
に
も
っ
と
も
よ
く
似
て
お
り
ま
す

Q

曾
畑
式
土
保
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
丸
平
の

底
部
が
波
具
知
東
原
で
は
み
ら
れ
な
い
と
い

っ
た
よ
う
に
南
九
州
と
沖
縄
と
で
は
、
多
少
相
違
点
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
石
器
の
組
成
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
土
器
・
石
器
の
状
況
が
と
も

曾
畑
式
土
器
は
三
期
に
分
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
第
一
期
の
曾
畑
式
土
器
は
九
州
西
北
部
に
局
地
的
に
み
ら
れ
る
も

の
で
、
仲
畑
式
土
器
の
中
で
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
文
様
は
直
線
や
列
点
な
ど
に
よ
る
幾
何
学

183 



文
に
終
始
し
、
韓
然
と
規
則
正
し
く
配
列
さ
れ
る

184 

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
曲
線
文
を
含
み
ま
せ
ん
。

滑
石
を
胎
土
に
混
入
す
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
第
二
期
は
幾
何
学
文
に

渡具知東原曾畑層の土器

み
だ
れ
の
生
ず
る
時
期
と
さ
れ
、
ま
た
、
最
大
の

分
布
圏
を
引
い
た
時
代
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
三
期
は
曲
線
文
の
現
わ
れ
る
時
期
で
、
文
様
も

簡
略
化
し
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
渡

具
知
東
原
の
付
畑
式
土
器
は
第
二
期
に
比
定
さ
れ

る
よ
う
で
、
し
た
が
っ
て
南
下
要
素
と
考
え
ら
れ

第 3図版

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

骨
川
式
土
肥
川
に
は
ふ
つ
う
条
痕
文
土
器
が
伴
う

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
条
痕
文
土
探
と
申
し
ま

す
の
は
土
探
の
探
面
を
二
枚
貝
の
腹
縁
で
引
っ
掻

い
て
机
い
条
痕
を
つ
け
た
土
器
を
、
そ
の
よ
う
に

呼
ん
で
お
り
ま
す
。
条
痕
文
と
い
い
ま
す
が
、
文



様
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
間
耐
の
調
牲
瓜
と
い
っ
た
方
が
妥
当
で
し
ょ
う
υ

九
州
で
は
曾
畑
式
土
器
を
出
土
す
る
泣
跡

で
は
大
山
条
痕
文
土
器
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
同
様
の
状
況
が
渡
共
知
東
原
で
も
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま

寸
。
士
山
の
様
子
と
い
い
、
石
川
口
川
の
状
況
と
い
い
、
渡
円
一
（
知
東
原
上
層
は
什
畑
式
文
化
圏
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
み
て

い
い
で
し
ょ
う

Q

四

沖
縄
市
役
所
の
東
北
側
出
下
に
日
川
U
ハ
塚
と
い
う
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
同
級
距
離
で
太
平
洋
岸
ま
で
約
三
キ
ロ
、
東

シ
ナ
海
支
で
約
五
キ
ロ
、
内
阿
部
の
泣
跡
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
太
平
洋
岸
に
近
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。

時
期
は
第
一
夫
の
前

w
i
v期
を
主
体
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
最
下
層
の
地
山
で
新
型
式
の
士
器
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
ο

t
d
 

J

ト
h
ド諸細山

中の
h

、
ト
写
』

R
H
 

史先

こ
れ
が
主
川
下
層
式
土
器
で
す
υ

こ
の
土
探
は
い
ろ
い
ろ
の
点
で
渡
具
知
東
原
の
甘
畑
式
土
器
に
似
て
お
り
ま
す
。
し

か
し
、
施
文
手
法
が
著
し
く
異
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
土
器
の
文
様
は
口
縁
部
で
は
口
縁
に
そ
っ
て
水
平
方
向
に
施
文
し
、
以
下
の
胴
部
で
は
斜
め
方
向
に
施
文
す
る

と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
種
の
土
器
の
完
形
品
は
未
だ
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
破
片
は

数
遺
跡
で
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
士
器
は
渡
具
知
東
原
の
品
目
畑
層
で
も
若
干
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ

と
か
ら
廿
畑
式
に
後
続
す
る
型
式
と
み
ら
れ
、
縄
文
前
期
末
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ms 



室
川
下
層
式
土
器
は
沖
縄
本
島
内
陸
部
発
見
の

士
探
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
古
の
土
探
で

186 

あ
り
ま
す
。
曾
畑
式
土
器
は
九
州
で
も
沖
縄
で
も

海
岸
地
域
に
分
布
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お

り
立
す
。
両
土
訴
の
こ
の
よ
う
な
分
布
関
係
を
み

室川下層式土器

ま
す
と
、
沖
縄
本
島
で
は
曾
畑
式
に
続
く
時
期
、

す
な
わ
ち
室
川
下
層
式
の
時
期
に
内
陸
部
へ
の
移

動
が
開
始
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。

第 4図版

そ
れ
で
は
室
川
貝
塚
の
場
合
、
ど
の
海
岸
か
ら

内
陸
部
へ
向
っ
て
出
発
し
た
か
と
申
し
ま
す
と
、

現
在
の
と
こ
ろ
全
く
の
想
像
で
す
が
、
距
離
的
に

は
速
い
け
れ
ど
も
、
東
シ
ナ
海
の
渡
具
知
東
原
遺

跡
は
某
一地
と
し
て
は
有
力
な
候
補
の
一
つ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
東
海
岸
（
太

平
洋
）
は
距
離
的
に
は
確
か
に
近
い
。

し
か
し
、



泡
瀬
海
岸
一
帯
は
ジ
ャ

i
ガ
ル
（
シ
ル
ト
白
川
山
山
村
）
地
帯
で
、
遺
跡
の
乏
し
い
所
で
あ
り
、
縄
文
時
代
に
比
定
さ
れ
る

よ
う
な
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
お
り
主
せ
ん
。
地
形
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
今
後
も
発
見
の
可
能
性
は
薄
い
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
〉
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
距
離
的
に
は
遠
い
け
れ
ど
も
渡
共
知
東
原
を
有
力
な
候
補
地
と
み
る
わ
け
で
あ
り
ま

ず
で
は
次
に
、
東
シ
ナ
海
か
ら
五
キ
ロ
奥
の
宗
川
貝
塚
に
た
ど
り
着
く
の
に
ど
の
よ
う
な
ル
l
ト
を
利
用
し
た
か
、
こ

の
忽
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
当
時
は
本
品
全
体
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
被
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
）
そ
こ
で
私
は
河
川
の
利
用
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

Q

主
川
貝
塚
の
東
北
方
を
比
謝
川
の

支
流
ぺ
に
あ
る
ハ
ン
ザ
川
が
同
流
し
て
お
り
立
す

Q

こ
の
川
は
知
花
城
の
西
を
迂
川
し
て
東
シ
ナ
海
に
注
ぎ
ま
す
が
、
渡

口
一
八
知
東
川
な
ど
比
謝
川
河
口
の
先
史
人
た
ち
は
こ
の
川
を
利
用
し
て
内
陸
部
開
発
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ャ
ン

グ
ル
に
被
わ
れ
h
陸
路
を
開
発
す
る
よ
り
は
当
初
河
川
が
い
ろ
い
ろ
の
点
で
安
全
で
便
利
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
い

ー
、
＼
ト
二

J
4
J寸
ノ
l

ム品諸縄

室
川
下
回
式
に
含
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
土
器
は
奄
美
諸
舟
や
ト
カ
ラ
列
わ
で
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ト
ヵ
州

ラ
以
市
が
一
つ
の
文
化
圏
を
構
成
す
る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
こ
の
士
探
の
北
限
は
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん

Q

山
川

骨
批
判

最
近
、
川
以
上
川
下
回
類
似
の
土
問
が
積
子
尚
一
川
の
下
剥
峯
遺
跡
で
も
数
例
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
種
子
島
も
あ
る
い
は
沈ーノ

こ
の
士
山
の
分
布
圏
に
合
ま
れ
る
か
と
想
像
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
言
川
下
回
式
士
山
市
あ
る
い
は
類
似
の
土
保
は
九
州

本
土
で
は
ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
状
況
を
第
一
図

C
に
示
し
て
み
ま
し
た
が
、
も
し
早
川

た
し
て
お
り
北
す

Q
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下
層
式
の
北
限
が
薩
南
諸
島
で
あ
れ
ば
、
南
島
地
域
が
九
州
本
土
圏
か
ら
離
れ
る
の
は
室
川
下
層
式
以
後
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
今
後
、
主
川
下
層
式
土
器
の
分
布
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
土
器
の
特
徴
か
ら

188 

す
れ
ば
、
九
州
本
土
で
出
土
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ク
ェ
ス
チ
ョ
ン
・
マ
！
ク
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
縄
文
中
期
に
対
比
さ
れ
る
時

期
で
す
υ

こ
の
時
期
の
様
子
は
符
日
不
明
で
す
。
こ
の
こ
と
は
沖
縄
諸
島
だ
け
で
な
く
、
奄
美
・
ト
カ
ラ
諸
島
も
、
そ

し
て
北
の
種
子
島
や
屋
久
島
で
も
こ
の
時
期
は
不
明
で
、
南
島
全
体
が
空
白
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
種
子
島

前
田
期
は
第
一
去
の
編
年
表
で
は
、

や
屋
久
山
一
向
に
お
け
る
縄
文
中
期
文
化
の
欠
落
に
つ
い
て
、
種
子
島
ご
出
身
の
盛
閤
尚
孝
氏
は
火
山
活
動
と
の
関
係
で
説

明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
縄
文
中
期
の
南
九
州
は
火
山
活
動
が
活
発
で
、
そ
の
た
め
種
子
島
や
屋
久
島
な
ど

人
類
が
生
活
で
き
る
状
態
に
な
く
、
後
期
人
の
九
州
本
土
か
ら
の
南
下
も
な
か

っ
た
。
種
子
島
に
お
け
る
そ
の
頃
の
遺

跡
を
み
ま
す
と
、
縄
文
前
期
層
の
上
に
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
厚
い
火
山
灰
層
が
の
り
、
そ
の
上
に
縄
文
後
期
の
文
化
層

、がの

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
縄
文
中
期
に
当
る
部
分
が
火
山
灰
層
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
遺
跡
に
お
け
る
そ
の
よ

う
な
火
山
灰
の
堆
積
状
況
か
ら
中
期
に
は
人
類
が
住
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
を
出
さ
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
υ

と
こ
ろ
で
、

わ
が
沖
縄
諸
舟
は
火
山
と
は
関
係
の
な
い
地
域
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
縄
文
前
期
以
降
も
生
活
は
中

附
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
烏
幌
地
域
で
は
人
類
の
生
活
が
連
綿
と
続
い
て
い
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら

く
今
後
の
調
査
に
よ
り
中
期
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。



五

さ
て
、
前
町
期
の
時
期
（
縄
文
後
期
）
に
な
り
ま
す
と
、
第
一
去
の
よ
う
な
四
型
式
の
土
器
に
よ
っ
て
代
夫
さ
れ
ま

す
Q

ま
だ
他
に
数
型
式
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
応
代
表
的
な
も
の
と
し
て
こ
の
四
型
式
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
υ

伊

波
式
・
荻
堂
式
・
大
山
式
・
室
川
式
の
四
型
式
は
沖
縄
諸
島
に
だ
け
分
布
し
、
北
の
奄
美
諸
島
で
は
未
発
見
で
あ
り
ま

す
Q

こ
の
よ
う
な
分
布
状
況
か
ら
、
こ
れ
ら
四
型
式
の
土
器
は
地
域
性
の
き
わ
め
て
強
い
土
器
と
い
え
ま
す
υ

当
時
の

奄
美
諸
島
は
宇
宿
下
層
式
土
器
と
汎
称
さ
れ
る
独
自
の
土
器
を
も
っ
て
お
り
、
近
年
、
こ
の
系
統
の
士
山
市
の
発
見
例
が

沖
縄
諸
島
で
は
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
沖
縄
の
前
記
四
型
式
土
器
の
発
見
例
が
奄
美
諸
島
で
は
背
無
で
す
。
と
に

角
、
こ
の
時
期
の
奄
美
・
沖
縄
両
諸
島
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
土
器
を
も
ち
、
最
小
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
（
第
一
一
凶
D
三
し
か
し
、
土
器
自
体
は
波
状
口
縁
が
支
配
的
で
、
依
然
と
し
て
縄
文
的
雰
問
気
の
中
に
お

と
こ
ろ
で
、
沖
縄
・
奄
美
両
諸
島
は
当
初
か
ら
同
一
の
文
化
圏
を
構
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
υ

日以

先史i時代の沖縄品品

る
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
υ

古
の
ヤ
プ
チ
式
土
器
・
縄
文
前
期
の
曾
畑
式
土
器
は
共
通
に
存
在
し
、
縄
文
中
期
の
様
子
は
先
程
の
よ
う
に
不
明
で
す

が
、
晩
期
で
も
類
似
の
土
器
が
両
諸
島
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
た
だ
後
期
の
時
期
だ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
土
器
を
も

っ
て
い
る
わ
け
で
す
υ

ど
う
し
て
こ
の
時
期
だ
け
異
っ
て
い
る
の
か
、
原
因
は
ま
だ
分
っ
て
お
り
ま
せ
ん

ν

先
程
も
話

189 

し
ま
し
た
よ
う
に
こ
の
時
期
の
奄
美
土
器
の
発
見
例
は
沖
縄
側
で
は
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
沖
縄
の
土
器
、
か
奄
美
に
及



第 5図版 1. 伊波式 2.荻堂式 3. 大山式

4. 力ヤウチパンタ式
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ん
で
い
な
い
か
ど
う
か
、
奄
美
で
の
発
見
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

前町
目
別
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
泣
物
が
あ

り
ま
す
υ

こ
の
時
期
に
貝
殻
や
動
物
の
件
を
利
用
し
た
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ヴ
ク
な
装

骨製装身具 （主川l心不出上〉

身
共
が
流
行
す
る
の
で
す
υ

第
六
図
版
は
そ
の
一
例
で
す
が
、

五
O
O年
前
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
精
巧
な
も
の
で
、
現
在
の
ス

l
ベ
ニ
ヤ
・

一
見
し
た
と
こ
ろ
三

ス
ト
ア
で
も
通
用
し
そ
う
な
製
品
で
す
υ

私
た
ち
は
こ
の
種
の
製
品
を

一
応
、
装
身

共
と
し
て
取
扱
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
単
に
装
飾
と
い
う
機
能
に
終
始
し
た

わ
ナ
で
ま
包
く
、

；

l
h
t
l
 

そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
ろ
う
ど
推
察
し
て
お
り
ま
す
ν

こ
の
種
の
製
品
の
中
に
は
動
物
の
形
を
示
す
写
実
的
な
も
の
も
あ
り
ま
す

U

し
か

し
、
大
部
分
は
ひ
じ
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
て
お
り
、
奇
怪
な
形
象
を
示
す
も
の
が
多

第 6図版

い
の
で
す
υ

こ
の
奇
怪
な
形
象
は
実
は
獣
形
や
屯
形
を
示
す
と
い
わ
れ
、
中
国
の
青

先史Hケ代のi中紺戸百品

銅
部
に
み
ら
れ
る
理
整
文
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば

中
国
と
の
関
係
を
示
す
最
古
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ο

こ
の
純
の
装
身
具

は
現
在
の
と
こ
ろ
奄
美

・
沖
縄
両
諸
島
に
分
布
川
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す

U

も
っ

と
も
、
新
ら
し
い
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
種
子
品
あ
た
り
に
も
中
国
と
の
関
係
を
示

l91 

す
資
料
が
見
受
け
ら
れ
ま
す

Q

こ
の
種
の
は
製

・
川
円
製
獣
形
装
身
具
が
中
国
の
饗
栄
一



文
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
中
国
大
陸
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
縄
文
後
期
と
い

う
古
い
時
代
に
、

一
体
ど
の
よ
う
な
交
流
が
東
シ
ナ
海
を
は
さ
ん
で
行
な
わ
れ
て
い
た
か
。
当
時
沖
縄
側
に
東
シ
ナ
海

192 

を
横
断
す
る
技
術
が
あ
っ

た
か
、
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
り
ま
す。

さ
て
、
縄
文
晩
期
に
対
比
さ
れ
る
前
V
期
の
時
期
に
な
り
ま
す
と
、
沖
縄
諸
’
品
で
は
宇
佐
浜
式
土
器
、
奄
美
諸
島
で

は
宇
宿
上
層
式
土
器
が
行
な
わ
れ
ま
す

Q

こ
の
二
型
式
の
土
器
は
口
縁
部
の
断
聞
が
三
角
形
あ
る
い
は
カ
マ
ボ
コ
状
に

肥
厚
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
同
一
系
統
の
土
器
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
相
違
は
ヤ
宿
上
岡山
式

の
製
作
が
入
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
宇
佐
浜
式
土
器
は
粗
造
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す

Q

奄
美
の
宇
宿
上
川
式
土
器
は

ト
カ
ラ
列
島
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
っ

て
い
ま
す
ο

し
か
し
、
屋
久
島
や
種
子
島
に
及
ん
だ
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
u

以
上
の
こ
と
か
ら
第
二
凶
A
の
よ
う
に
ト
カ
ラ

i
沖
縄
聞
を
一
つ
の
文
化
圏
と
見
な
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
の
遺
跡
は
台
地
上
、

あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
ら
な
る
緩
斜
面
上
の
開
地
に
立
地
し
、
近
年
、
既
日
山
八
住
居
祉
の

発
見
例
も
増
加
し
つ
つ
あ
り
ま
す
ω

し
か
し
、
住
居
祉
の
完
全
な
形
で
の
発
見
例
は
少
く
、
未
だ
一
般
化
し
て
理
解
で

き
る
段
階
に
な
い
の
で
す
が
、
今
後
、
類
例
の
増
加
に
よ
っ
て
住
居
空
間
の
利
用
の
仕
方
な
ど
分

っ
て
く
る
も
の
と
忠

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
開
地
へ
の
移
動
が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
経
済
問
問
と
関
係
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
推
察
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
果
し
て
原
始
農
耕
を
行
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
だ
そ
れ
を
実
証
、

な
い
し
は
推
定
さ
せ
る
資
料
は
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
焼
畑
段
耕
の
可
能
性
な
ど
考
え
て
入
る
必
要
が



あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

U

沖
縄
で
は
ひ
じ
よ

う
に
珍
し
い
と
さ
れ
て
い
る
石
紘
が
、
こ

室川上層式土器

の
時
期
に
少
々
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
石
飯
と
申
し
ま

す
の
は
矢
の
先
に
つ
け
る
小
型
三
角
形
の
ポ
イ
ン
ト
で
、
石
鉱

が
み
つ
か
れ
ば
弓
矢
の
あ
っ

た
こ
と
が
分
り
ま
す
。
弓
矢
は
飛

び
道
具
で
す
か
ら
比
較
的
距
離
の
あ
る
獲
物
を
と
ら
え
る
こ
と

2. 

が
で
き
ま
す
υ

弓
矢
の
出
現
に
よ
っ
て
狩
猟
が
蒋
L
く
進
歩
し

室川式土器

た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す

U

石
嫉
は
先
程
も
話
し
ま
し
た
よ
う
に
縄
文
文
化
を
特
徴
づ
け

る
石
器
の
一
つ
と
し
て
最
初
か
ら
登
場
し
、
以
後
ず
っ
と
使
用

先史時代の沖縄請品

さ
れ
ま
す
ο

し
か
し
、
沖
縄
で
は
発
見
が
稀
で
、
最
近
の
調
査

に
よ
り
こ
の
時
期
に
幾
ら
か
一
般
化
し
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が

第 7図版

分
り
か
け
て
き
ま
し
た

U

前
V
期
は
開
地
へ
の
進
出
、
そ
の
他
の
状
況
か
ら
、

一
部
に

原
始
農
耕
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
い

193 

も
も
た
れ
て
い
ま
す
が
、

他
方

石
鎌
の
普
遍
化
は
狩
猟
に
か



な
り
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
た
文
化
と
も
と
れ
ま
す
υ

こ
の
時
期
に
だ
け
石
織
が
流
行
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
こ
の
点
も
今
後

194 

解
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
υ

一－－＇－
／＼ 

弥
生
文
化
と
い
い
ま
す
と
、
私
た
ち
は
直
ぐ
水
稲
耕
作
に
基
づ
く
農
耕
社
会
を
思
い
出
し
ま
す
ο

沖
縄
諸
’M
で
い
っ

稲
作
農
耕
が
開
始
さ
れ
た
か
、
こ
れ
は
沖
縄
の
惟
史
を
考
え
る
際
、
大
変
主
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
弥
生
文
化
は
、

ご
爪
知
の
よ
う
に
北
部
九
州
に
始
ま
り
、

そ
し
て
本
州
を
次
第
に
東
漸
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
化
が

九
州
を
雨
下
し
て
沖
縄
諸
島
に
及
ん
だ
か
ど
う
か
、
大
変
興
味
あ
る
問
題
で
あ
り
主
す
υ

し
か
し
沖
縄
諸
島
ヘ
の
波
及

は
未
だ
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
u

第
一
去
の
後
I
期
は
弥
生
前
期
に
対
応
す
る
時
期
を
考
え
て
お
り
ま
す
υ

沖
組
諸
’
品
で
は
弥
生
前
期
士
罪
、

た
1
y
で
え

ば
紋
付
E
式
や
現
地
製
の
亀
の
甲
知
似
士
総
な
ど
が
発
見
さ
れ
、
弥
生
文
化
波
及
の
可
能
性
を
示
し
て
い
主
す
が
、
発

見
が
散
発
的
な
た
め
、
そ
れ
ら
の
資
料
が
弥
生
前
期
文
化
の
定
着
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
弥
生
文
化

の
一
要
素
が
断
片
的
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
立
味
し
て
い
る
の
か
、
未
だ
よ
く
分
っ
て
お
り
ま
せ
ん

Q

つ
ま
り
、

そ
れ
ら

に
対
比
さ
れ
る
沖
縄
現
地
の
士
山
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
分
っ
て
い
な
い
の
で
す
ν

そ
の
た
め
第
一
去
の
前
則
を
空
欄

に
L
、
第
二
図

B
で
は
沖
縄
諸
山
の
筒
所
に
？
を
付
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
υ



昨
年
、
奄
美
本
島
の
サ
ウ
チ
遺
跡
が
調
査
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
弥
生
前
・
中
期
文
化
が
奄
美
本
島
に
定
着
し

て
い
た
こ
と
が
分
り
ま
し
た
υ

発
掘
を
担
当
さ
れ
た
河
口
貞
徳
氏
の
ご
報
告
に
よ
り
ま
す
と
、

サ
ウ
チ
遺
跡
に
お
け
る

弥
生
前
期
文
化
は
九
州
か
ら
の
移
入
土
加
で
構
成
さ
れ
、
中
期
に
な
り
ま
す
と
移
入
士
誌
も
あ
り
ま
す
が
、
現
地
製
の

弥
生
土
器
が
出
現
し
、
後
期
の
段
階
で
は
完
全
に
地
域
化
し
た
兼
久
式
士
総
へ
と
転
じ
て
い
る
。
川
氏
化
米
な
ど
稲
作
を

実
証
す
る
資
料
は
未
発
見
の
よ
う
で
す
が
遺
跡
周
辺
の
地
形
・
自
然
環
境
の
状
況
か
ら、
刈
口
氏
は
稲
作
を
行
な
っ
て
い

た
ろ
う
と
推
察
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

U

前
に
も
話
し
ま
し
た
よ
う
に
沖
縄
諸
ぬ
で
は
弥
生
文
化
が
定
着
し
た
か
ど
う
か
確
め
ら
れ
て
お
り
主
せ
ん

U

し
か
し
、

読
谷
村
の
渡
具
知
木
綿
原
に
お
け
る
新
式
石
棺
お
よ
び
そ
れ
に
随
伴
し
た
と
み
ら
れ
る
弥
生
前
期
土
器
の
発
見
な
ど
弥

生
関
係
の
資
料
は
徐
々
に
哨
加
し
つ
つ
あ
り
、

ま
た
、
奄
美
と
沖
縄
問
の
地
理
的
距
離
を
考
え
ま
す
場
合
、
沖
縄
諸
島

へ
の
波
及
の
可
能
性
も
十
分
子
相
心
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

南
九
州
の
弥
生
中
期
を
代
去
す
る
土
器
に
山
ノ
口
式
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
u

汎
九
州
的
な
広
が
り
を
も
っ
須
玖
式

先：t叫代の沖縄必＆h

土
器
の
南
九
州
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
土
器
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
土
器
は
終
戦
直
後
か
ら
奄
美
や
沖
縄
諸
舟
で
発
見
が

報
ぜ
ら
れ
、
弥
生
期
に
お
け
る
九
州
と
の
交
流
を
示
す
最
古
の
資
料
と
し
て
重
視
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

近
年
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
弥
生
前
期
に
す
で
に
交
渉
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
山
ノ
口
式

土
器
は
奄
美
、
沖
縄
両
諸
島
で
は
広
域
に
分
布
し
、

ま
た
、
南
下
弥
生
式
土
保
の
中
で
は
発
見
例
の
も
っ
と
も
多
い
土

195 

却
で
も
あ
り
ま
す
ω



山
ノ
口
式
土
器
の
層
位
的
発
見
例
と
し
て
確
実
な
も
の
は
、
沖
縄
諸
島
で
は
伊
江
島
の
ナ
ガ
ラ
原
貝
塚
で
あ
り
ま
す
υ

196 

琉
球
大
学
の
故
友
寄
英
一
郎
教
授
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
遺
跡
で
、
第
一
次
発
掘
調
査
の
際
、
五
枚
の
層
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
貝
塚
の
中
層
（
第
W

・V
層
）
で
山
ノ
口
式
土
器
が
二

O
数
片
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
沖
縄

で
の
発
見
例
と
し
ま
し
て
は
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
資
料
で
あ
り
ま
す
ο

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
同
じ
層
か
ら
沖
縄
現
地

製
の
土
器
が
、
破
片
の
数
で
み
ま
す
と
数
千
点
と
い
う
お
び
た
だ
し
い
量
が
検
出
さ
れ
て
お
り
ま
す

Q

移
入
土
器
と
し

て
の
山
ノ
口
式
土
器
は
こ
の
層
で
は
一
%
に
も
満
た
な
い
量
で
あ
り
ま
す

Q

両
者
の
こ
の
よ
う
な
量
的
関
係
を
み
ま
す

と
、
山
ノ
口
式
土
器
が
移
入
さ
れ
た
こ
ろ
、
沖
縄
現
地
で
は
す
で
に
独
自
の
土
器
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
二
型
式
土
器
の
特
徴
は
明
瞭
で
、
容
易
に
区
別
で
き
ま
す
。
ナ
ガ
ラ
原
只
塚
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
出
土

状
況
か
ら
、
弥
生
文
化
の
波
及
が
あ
っ
た
に
し
て
も
九
州
と
同
一
の
様
相
を
旦
す
る
期
間
は
き
わ
め
て
短
く
、
前
期
だ

け
に
限
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
中
期
の
段
階
で
は
す
で
に
独
自
の
土
器
を
も
っ
て
お
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
地
域
化
が

進
行
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

Q

そ
の
辺
の
状
況
を
想
定
し
ま
し
た
の
が
第
二
図
C

で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
山
ノ
口
式
土
器
の
層
位
的
発
見
例
は
伊
江
島
の
ナ
ガ
ラ
原
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
貝
塚
の
状
況
を
中
心
に
当
時
の
様
子
を
想
像
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
後
発
見
例
が
増
加
す
れ
ば
、
中
期
の

様
子
も
も
っ
と
具
体
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

弥
生
後
期
の
状
況
も
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

Q

第
一
去
の
後
直
則
の
時
期
で
す
。
沖
縄
で
は
ア
カ

ジ
ャ
ン
ガ
l
式
土
器
が
後
E
期
の
終
末
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
お
り
ま
す
。
ア
カ
ジ
ャ
ン
ガ



ー
式
土
器
は
奄
美
の
兼
久
式
土
訴
に
探
形
・
文
様
と
も
よ
く
似
て
お
り
ま
す
。
同
一
型
式
の
範
障
に
入
れ
て
い
い
土
器

と
み
て
い
ま
す
が
、
強
い
て
相
違
を
探
し
ま
す
と
、
兼
久
式
土
保
の
底
部
外
而
に
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
木
葉
圧
痕
が

京

ン
ナ
海

B 

宇佐浜式および
字宿上層式

束
、γ
十
泌

A 

後I期｛弥生前期）

D 

山県

，
ナ
泌

市
…
γ
ナ
み

c 

後E期（弥生後期）後E剣（弥生中期）

主要土器分布図〈点線は分布を想定〉

先史時代の沖縄諸島

第2図
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施
さ
れ
て
い
る
u

こ
の
木
葉
圧
痕
は
成
川
式
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
河
口
氏
は
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す

D

こ
の
よ
う
な
木
葉

陀
痕
は
ア
カ
ジ
ャ
ン
ガ
l
式
に
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
相
違
と
い
え
ば
相
違
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
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外
は
ひ
じ
よ
う
に
よ
く
似
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ア
カ
ジ
ャ
ン
ガ

l
式
お
よ
び
兼
久
式
土
器
は
南
九
州
の
成
川
式
並
行
の
土
保
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
成
川
式
土
器
は
弥

生
終
末
期
の
土
居
と
い
わ
れ
、
鹿
児
島
県
成
川
遺
跡
で
は
鉄
鉱
と
の
共
伴
関
係
が
確
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
弥
生
の
終

末
は
普
通
三
位
紀
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
成
川
遺
跡
の
状
況
は
五
世
紀
中
葉
の
状
況
を
呈
し
て
お
り
ま
す
ο

市
九
州
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
弥
生
の
終
末
は
す
で
に
ず
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
の
調
査
に

よ
り
ま
す
と
、
下
限
は
も
っ
と
ず
れ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
数
年
前
行
な
わ
れ
ま
し
た
薩
摩
半
島
の
入
来
遺
跡
の
調
査
結

果
で
は
、
成
川
式
土
器
は
六
世
紀
中
ご
ろ
の
須
恵
器
と
共
存
す
る
こ
と
が
確
か
で
、
同
じ
く
鹿
児
島
県
荻
原
遺
跡
の
調

主
で
は
六
世
紀
中
葉
以
後
に
存
続
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
沖
縄
の
ア
カ
ジ
ャ
ン
ガ
i
式
土
探
が
、
こ

の
成
川
式
並
行
の
土
器
で
あ
れ
ば
六
町
紀
後
半
に
位
置
付
け
て
も
大
過
な
か
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
北
部
九
州
の

編
年
で
い
け
ば
、
す
で
に
弥
生
の
下
限
を
越
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

第
一
夫
に
お
け
る
後
E
期
か
ら
後
W
期
へ
の
移
行
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
、
具
体
的
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
お

も り
ま
せ
ん
ω

後
直
則
は
北
部
九
州
の
某
準
か
ら
す
れ
ば
先
程
の
よ
う
に
弥
生
の
下
限
を
越
え
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

一
応
、
南
九
州
の
成
川
式
並
行
の
時
期
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
後
W
期
は
成
川
式
以
後
の
石
器
時
代

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
六
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
後
の
期
間
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
下
限
を
フ
ェ
ン
サ
下
層



式
の
時
期
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

フ
ェ
ン
サ
城
只
塚
と
い
う
泣
跡
は
糸
満
市
名
城
に
あ
り
ま
し
て
、

一
九
五
九
年
、
多
和
田
真
淳
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ

一
九
六
七
年
、
友
寄
英
一
郎
・
嵩
元
政
秀
両
氏
に
よ
っ
て
発
制
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
枚
の

只
層
が
必
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
異
る
土
器
を
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
下
回
で
発
見
さ
れ
る
土
器
は
貝
塚
土
器
の

延
長
線
上
に
あ
り
、
原
始
時
代
の
士
出
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
層
の
土
器
は
無
文
の
も
の
が
多
く
、

た
と
え
え
械
を
施
す
に
し
て
も
き
わ
め
て
簡
略
化
し
た
も
の
に
限
ら
れ
、
知
県
文
化
の
著
し
く
進
ん
だ
土
器
と
い
え
ま
す

Q

こ
の
簡
の
士
器
を
プ
ェ
ン
サ
下
回
式
土
探
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
沖
縄
で
は
初
め
て
須
恵
器
が
現
わ
れ
ま

す
が
、
こ
の
須
忠
加
が
平
安
初
期
の
も
の
に
近
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
石
球
時
代
の
終
末
を
平
安
初
期
ご
ろ
に

お
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
υ

フ
ェ
ン
サ
上
層
か
ら
検
出
さ
れ
ま
す
土
訴
は
焼
き
も
き
わ
め
て
良
く
、
間
一
仙
形
も
下
肝
の
も
の
と
は
異
り
、
様
相
が
一

お
り
ま
す
。

先史時代の沖縄諸島

変
し
て
お
り
ま
す
υ

そ
し
て
上
屑
の
土
器
に
は
須
恵
器
も
伴
出
し
ま
す
が
、
中
国
製
の
陶
磁
器
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が

苦
し
い
特
徴
で
し
ょ
う

Q

こ
れ
ら
の
陶
磁
器
か
ら
上
層
は
南
宋

t
明
初
の
時
代
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

フ
ェ
ン
サ
上
層
は
按
司
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

諸
種
の
遺
物
の
あ
り
方
か
ら
、

フ
ェ
ン
サ
城
貝
塚
の
上
層
と
下
回
と
で
は
こ
の
よ
う
に
土
器
だ
け
で
な
く
、
作
出
造
物
も
大
き
く
異
っ
て
い
て
、
両

199 

者
の
聞
に
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
寸
。
こ
の
両
府
の
相
違
は
沖
縄
諸
島
の
悟
史
が
原



始
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
移
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
交
梓
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ

れ
た
か
、
未
だ
具
体
的
に
は
お
さ
え
ら
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

200 

さ
て
、
新
発
見
の
土
器
を
中
心
に
新
石
器
時
代
の
様
子
に
つ
い
て
大
雑
把
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
が
、
時
間
の
都
合

上
、
大
急
ぎ
で
説
明
い
た
し
ま
し
た
た
め
、
省
略
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
部
分
も
多
く
、
果
し
て
ご
理
解
い
た
だ
け
た
か

ど
う
か
、
も
う
一
度
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
縄
文
早
期
土
器
で
開
始
さ
れ
る
新
石
探
文
化
が
前
期
末
か
中
期
の
こ
ろ
、

九
州
圏
を
離
れ
地
域
性
の
強
い
土
器
へ
と
変
っ
て
い
く
。
こ
の
地
域
性
の
強
い
土
器
が
後
世
の
固
有
文
化
を
生
み
出
し

て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
奄
美
の
サ
ウ
チ
遺
跡
に
お
け
る
よ
う
に
弥
生
文
化
の
波
及
が
あ
っ
て
、
再
び
九
州
圏
に
組

み
込
ま
れ
る
の
か
、
そ
の
辺
は
未
だ
分
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
弥
生
中
期
の
段
階
で
は
南
島
型
の
独
自
の
土
器
を
も
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
弥
生
文
化
の
波
及
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
九
州
と
相
似
の
様
相
を
呈
す
る
の
は
ご

く
限
ら
れ
た
期
間
、
す
な
わ
ち
前
期
の
期
間
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

D

と
に
か
く
、
こ
こ
数
年
、
新
資
料
の
増
加
に
よ
り
ま
し
て
新
石
器
時
代
の
様
子
も
大
分
は
っ
き
り
し
て
ま
い
り
ま
し

た
し
、

ま
た
、
編
年
の
大
綱
も
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
は
研
究
を
深
化
さ
せ
る
段
階
に
き
て
い
る
と
考
え
ま

ず
。
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
資
料
を
集
め
、
綿
密
な
検
討
を
加
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
重
要
な
問
題
の
多
く
は
む
し

ろ
今
後
に
伐
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

犬
変
急
ぎ
ま
し
た
た
め
に
、
研
究
の
現
状
や
今
後
の
課
題
な
ど
正
し
く
お
伝
え
で
き
た
か
ど
う
か
不
安
で
ご
ざ
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
皆
様
の
忌
悼
の
な
い
ご
批
判
が
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
〈
一
九
七
八
・
十
・
ご
）


