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●（公開講演２）　

●
（
公
開
講
演
２
）　

南
の
島
の
中
世
集
落

総
研
大
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
准
教
授�

　
村
木
　
二
郎

松
田　

続
い
て
は
、
今
、
講
演
を
終
え
ら
れ
た
永
越
信
吾
さ
ん
の
主
任
指
導
教
員
を
務
め
ま
し
た
日
本
歴
史
研

究
専
攻
、
村
木
二
郎
准
教
授
に
よ
る
講
演
と
な
り
ま
す
。
場
所
は
ぐ
っ
と
南
の
ほ
う
に
い
き
ま
し
て
、「
南
の
島

の
中
世
集
落
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
報
告
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
お
願
い
し
ま
す
。

村
木　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
総
合
研
究
大
学
院
大
学
日
本
歴
史
研
究
専
攻
と
歴
博
で
考
古
学
を
や
っ
て
い

ま
す
村
木
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
今
の
永
越
さ
ん
の
お
話
が
関
東
周
辺
の
集
落
で
あ
っ

た
こ
と
に
対
し
て
、
時
期
は
だ
い
た
い
同
じ
ぐ
ら
い
に
な
る
、
13
世
紀
後
半
、
14
世
紀
、
15
世
紀
が
メ
イ
ン
に
な

る
の
で
す
が
。
た
だ
、
場
所
は
全
然
違
う
南
の
島
で
す
。

沖
縄
島
を
中
心
と
し
た
琉
球
弧
。
南
九
州
の
島
々
か
ら
、
奄
美
、
沖
縄
、
そ
れ
か
ら
宮
古
、
八
重
山
、
そ
れ
が

さ
ら
に
台
湾
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
東
シ
ナ
海
世
界
（
図
１
）。
那
覇
を
中
心
に
非
常
に
活
発
な
交
易
が
行
わ
れ
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て
、
琉
球
王
国
が
華
や
か
な
一
時
代
を
築

い
た
と
教
科
書
に
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
琉
球
王
国
の
中
心
で
あ
る

沖
縄
島
を
中
心
に
、
現
在
は
与
那
国
島
ま

で
の
間
が
沖
縄
県
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
す
の
で
、
何
と
な
く
宮
古
島
を
中

心
と
し
た
宮
古
も
、
石
垣
島
や
西
表
島
な

ど
か
ら
な
る
八
重
山
も
、
最
初
か
ら
沖
縄

と
い
う
感
じ
で
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

し
か
し
こ
の
地
域
が
琉
球
王
国
の
中
に
入

っ
て
く
る
ま
で
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
ま

す
。琉

球
王
国
は
、
北
の
ほ
う
は
与
論
島
、

徳
之
島
、
奄
美
大
島
、
喜
界
島
、
さ
ら
に

か
な
り
北
の
ほ
う
ま
で
頑
張
っ
て
進
出
し

よ
う
と
し
ま
す
。
最
終
的
に
薩
摩
の
島
津

に
や
っ
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
あ
ま

り
北
の
ほ
う
に
積
極
的
に
行
っ
た
イ
メ
ー

台湾
沖縄島 宮古島

石垣島

竹富島

八重山 宮古奄美

波照間島

与那国島

喜界島

図１　宮古・八重山の位置
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ジ
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
薩
摩
は
戦
国
時
代
の
最
後
の
段
階
で
急
に
強
く
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前

は
む
し
ろ
琉
球
王
国
の
ほ
う
が
薩
摩
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
て
い
た
く
ら
い
。
種
子
島
に
も
琉
球
の
ほ
う
が
、

「
那
覇
ま
で
船
を
出
し
て
も
い
い
ぞ
」
と
言
っ
て
あ
げ
る
、
そ
れ
ぐ
ら
い
北
の
ほ
う
ま
で
手
を
出
し
て
い
た
時
代

も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
琉
球
王
国
は
、
統
一
さ
れ
る
ま
で
は
沖
縄
島
の
中
も
バ
ラ
バ
ラ
で
、
こ
の
バ
ラ
バ
ラ
の
時
代
を
三
山
時
代

と
言
い
ま
す
。
島
の
北
側
が
山
北
、
中
ほ
ど
は
中
山
、
南
側
が
山
南
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
13
、
14
世
紀
の
こ
ろ

が
三
山
時
代
で
、
各
地
に
按
司
（
ア
ジ
）
と
い
う
大
名
の
よ
う
な
有
力
者
が
割
拠
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
15
世
紀
の
初
め
に
、
佐
敷
グ
ス
ク
に
い
た
尚
思
紹
、
尚
巴
志
、
と
く
に
息
子
の
尚
巴
志
が
頑
張
る
の
で

す
。
も
と
も
と
は
山
南
に
い
た
尚
巴
志
が
、
中
山
の
中
心
で
あ
る
浦
添
を
攻
略
し
て
、
中
山
王
に
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
は
山
北
の
巨
大
な
城
で
あ
る
今
帰
仁
グ
ス
ク
を
陥
落
さ
せ
、
つ
い
に
最
後
に
残
っ
て
い
た
山
南
も
や
っ
つ
け
、

本
拠
地
を
浦
添
か
ら
首
里
へ
移
し
て
、
沖
縄
島
を
統
一
す
る
。
こ
れ
が
15
世
紀
の
前
半
の
話
に
な
り
ま
す
。

尚
巴
志
は
事
実
上
初
代
の
王
に
な
り
、
尚
巴
志
の
系
統
が
尚
氏
と
い
う
王
統
を
作
り
ま
す
。
し
か
し
尚
巴
志
が

亡
く
な
っ
て
以
降
は
混
乱
の
時
代
が
続
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
族
に
よ
る
王
位
継
承
争
い
の
志
魯
・
布
里

の
乱
、
内
乱
で
す
。
そ
れ
か
ら
有
力
按
司
に
よ
る
抗
争
と
さ
れ
る
護
佐
丸
・
阿
麻
和
利
の
乱
。
そ
う
い
う
か
な
り

不
安
定
な
時
期
を
経
ま
す
。
そ
の
間
に
は
、
勝
連
グ
ス
ク
の
よ
う
な
巨
大
な
グ
ス
ク
が
存
在
し
盛
ん
に
力
を
持
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
結
果
的
に
首
里
王
府
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
見
方
に
よ
っ
て
は
王
府
の
力
が
強

ま
っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
り
え
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
第
一
尚
氏
は
残
念
な
が
ら
早
い
う
ち
に
、
家
臣
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
滅
ん
で
し
ま
い
、
金
丸
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と
い
う
家
臣
が
王
位
に
つ
き
ま
す
。
金
丸
は
尚
氏
と
は
関
係
な
い
出
自
な
の
で
す
が
、
中
国
に
対
す
る
建
前
上
、

自
分
も
尚
氏
だ
と
名
乗
っ
て
、
第
二
尚
氏
と
い
う
王
統
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
こ
の
第
二
尚
氏
が
明
治
時
代
の
頭

ま
で
続
く
王
統
で
す
。

こ
の
第
二
尚
氏
の
中
で
、
第
３
代
の
王
で
あ
る
尚
真
王
が
50
年
間
ぐ
ら
い
琉
球
を
治
め
て
、
こ
の
人
の
と
き
に

全
盛
期
を
迎
え
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
き
な
菩
提
寺
を
造
っ
た
り
、
今
日
の
話

の
中
で
一
番
重
要
な
太
平
山
征
服
な
ど
を
お
こ
な
い
ま
す
。
太
平
山
と
は
宮
古
や
八
重
山
の
こ
と
で
す
。
八
重
山

の
酋
長
の
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
と
い
う
の
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
、
年
貢
を
納
め
る
の
を
２
～
３
年
間
も
サ
ボ
っ

て
い
る
の
で
、
征
伐
し
て
や
っ
た
。
そ
う
い
う
上
か
ら
目
線
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
同
時
代
の
史
料

で
あ
る
「
百
浦
添
之
欄
干
之
銘
」
に
も
一
五
〇
九
年
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

17
世
紀
、
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
江
戸
時
代
の
初
め
に
、
首
里
王
府
が
自
分
た
ち
の
歴
史
書
を
編
纂
し
て
い
き

ま
す
。
そ
の
中
で
第
一
尚
氏
の
時
代
や
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
の
三
山
時
代
の
歴
史
な
ど
も
書
か
れ
る
の
で
す
が
、

後
か
ら
作
ら
れ
た
歴
史
が
ほ
と
ん
ど
で
、
琉
球
の
中
世
、
三
山
時
代
や
第
一
尚
氏
の
時
代
の
こ
と
は
案
外
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
分
か
ら
な
い
の
が
八
重
山
や
宮
古
の
歴
史
で
す
。
こ
の
地
域
に
関
し
て
は
、
同
時
代
の
史
料
は
中
国
や

朝
鮮
の
史
料
に
ご
く
わ
ず
か
に
出
て
く
る
ぐ
ら
い
。
そ
れ
以
外
は
考
古
学
の
資
料
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
で
す
。

で
す
か
ら
、
時
期
的
に
は
中
世
に
当
た
り
ま
す
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
弥
生
時
代
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
外
国
の

文
献
に
ち
ら
っ
と
出
て
く
る
だ
け
で
、
あ
と
は
考
古
学
の
資
料
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
中
世
の
集
落
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
世
集
落
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
今



37

●（公開講演２）　

か
ら
ご
紹
介
し
ま
す
。

た
と
え
ば
八
重
山
の
な
か
の
観
光
地
・
竹
富

島
の
現
在
の
集
落
は
、
日
本
の
原
風
景
、
日
本

の
か
つ
て
の
集
落
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
言
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
18
世
紀
以
降
の
集
落
の

姿
で
あ
り
、
中
世
の
片
鱗
も
残
し
て
い
ま
せ
ん
。

整
然
と
碁
盤
の
目
状
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い

の
真
っ
す
ぐ
な
道
が
続
い
て
、
そ
こ
に
石
垣
が

め
ぐ
っ
て
い
て
、
一
軒
一
軒
の
家
が
区
画
さ
れ

て
い
て
、
隣
の
家
と
は
外
の
通
路
を
通
っ
て
行

き
来
す
る
。
こ
う
い
う
景
観
は
非
常
に
新
し
い

姿
で
す
。

も
と
も
と
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば

石
垣
島
の
フ
ル
ス
ト
原
遺
跡
は
国
の
史
跡
に
な

っ
て
い
て
、
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
石

垣
が
ぐ
る
り
と
巡
り
非
常
に
き
れ
い
に
残
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
整
備

を
し
て
積
み
上
げ
た
も
の
で
す
（
写
真
１
）。

写真１　石垣島のフルスト原遺跡
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発
掘
調
査
時
は
か
な
り
崩
れ
て
は
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
琉
球
石
灰
岩
と
い
う
サ

ン
ゴ
礁
の
石
垣
を
積
み
上
げ
て
、
屋
敷
囲

い
を
造
っ
て
い
る
様
子
は
よ
く
残
っ
て
い

ま
し
た
。

全
体
の
図
（
図
２
）
を
見
ま
す
と
、
隣

の
家
と
は
壁
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
真

ん
中
の
部
分
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き

に
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
本
来
な

ら
台
地
の
全
面
に
、
不
定
形
の
石
垣
が
細

胞
状
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
集
落
の
中
に
は
道
路
が
あ
り
ま
せ
ん
。

隣
の
家
と
く
っ
つ
い
て
い
て
、
石
垣
の
切

れ
目
で
お
そ
ら
く
行
き
来
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
北
東
側
の

台
地
の
縁
は
、
15
ｍ
ほ
ど
の
崖
が
落
ち
込

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
崖
の
下
に
は
井
戸
が

あ
り
ま
す
。
八
重
山
、
宮
古
は
水
を
得
る

図２　フルスト原遺跡模式図（小野正敏氏作成）
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の
が
大
変
な
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
井
戸

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
集
落

が
立
地
す
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
す
。

フ
ル
ス
ト
原
遺
跡
は
発
掘
調
査
が
一

部
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
と
え
ば

重
要
な
の
は
２
番
目
の
屋
敷
囲
い
（
図

３
）
で
す
。
本
来
な
ら
発
掘
調
査
を
す

れ
ば
、
何
層
に
も
分
か
れ
て
土
が
堆
積

し
て
い
ま
す
の
で
、
何
時
期
か
に
分
け

た
建
物
跡
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
が
、
琉
球
は
サ
ン
ゴ
礁
の
石
の

ガ
ラ
ガ
ラ
が
入
っ
て
い
ま
し
て
、
分
層

す
る
の
が
非
常
に
難
し
い
よ
う
で
す
。

で
す
の
で
、
お
そ
ら
く
何
時
期
か
の
堆

積
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
一
時
期
の

も
の
と
し
て
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

く
さ
ん
柱
穴
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、

図３　フルスト原遺跡第２号石塁の柱列（小野正敏氏作成）
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そ
の
真
ん
中
に
焼
け
た
部
分
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
炉
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
炉
を
囲
ん
で
八
角
形
ぐ
ら
い
の

建
物
が
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
歴
博
の
名
誉
教
授
の
小
野
正
敏
さ
ん
が
こ
れ
を
見
直
し
た
と
こ

ろ
、
２
時
期
に
分
か
れ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
炉
の
上
に
も
柱
の
穴
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
柱
に
つ
い
て

は
炉
よ
り
も
新
し
い
。
ま
た
別
に
、
こ
の
炉
と
同
時
の
建
物
も
見
え
る
の
で
、
こ
れ
が
最
初
の
時
期
の
建
物
で
あ

る
。
そ
れ
と
重
な
る
と
こ
ろ
に
炉
を
使
わ
な
く
な
っ
た
あ
と
の
建
物
が
あ
っ
て
、
２
時
期
の
建
物
が
追
え
る
と
い

う
わ
け
で
す
。

最
初
の
建
物
は
、
東
西
南
北
の
方
位
に
合
わ
せ
て
建
物
の
方
向
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
崖
の
向
き
は

全
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
次
の
建
物
に
な
り
ま
す
と
、
崖
に
沿
っ
た
石
垣
の
方
向
に
合
わ
せ
て
建
物
が
建

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
最
初
の
時
期
に
は
石
垣
の
囲
い
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
段
階
か
ら
石
囲
い
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
石
囲
い
の
集
落
が
八
重
山
、

宮
古
で
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
最
初
か
ら
こ
の
石
垣
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
が
、
こ
の
事
例
か
ら
分
か
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
と
い
う
の
は
ま
だ
突
き
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
遺
跡
か
ら
出
て
く
る

資
料
に
は
大
量
の
白
磁
や
青
磁
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
る
の
が
ビ
ロ
ー
ス
ク
タ
イ
プ

Ⅱ
類
と
か
浦
口
窯
系
と
言
わ
れ
る
白
磁
で
す
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
福
建
省
で
焼
い
て
い
る
も
の
で
、
日
本
列
島
の

中
で
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
沖
縄
島
よ
り
も
、
宮
古
、
八
重
山
の
ほ
う
が
た
く
さ
ん
出
る

く
ら
い
で
す
。
さ
ら
に
は
15
世
紀
代
ま
で
の
青
磁
が
大
量
に
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
八
重
山
、
宮
古
の
集
落
の

特
徴
で
す
。



41

●（公開講演２）　

次
に
竹
富
島
の
花
城
村
跡
遺
跡
を
見
て

み
ま
す
（
写
真
２
）。
崖
の
部
分
に
注
目

し
て
く
だ
さ
い
。
自
然
の
崖
の
下
に
井
戸

が
あ
り
、
崖
の
上
に
は
石
垣
が
積
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
う
石
垣
が
発
掘
せ
ず
と

も
地
上
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が

集
落
を
取
り
囲
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
内
側

に
は
細
胞
状
に
め
ぐ
っ
た
屋
敷
囲
い
が
無

数
に
あ
る
わ
け
で
す
。

遺
跡
の
平
面
図
を
詳
し
く
見
て
み
ま
し

ょ
う
（
図
４
）。
10
番
と
30
番
は
少
し
大

き
な
区
画
で
す
。
10
番
の
横
の
６
番
と
５

番
、
７
番
の
あ
た
り
を
発
掘
し
て
い
る
の

で
す
が
、
６
番
の
石
垣
を
ま
ず
積
ん
で
、

６
番
の
石
垣
の
壁
を
利
用
す
る
形
で
次
に

５
番
の
石
垣
が
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い

う
石
囲
い
は
最
初
か
ら
全
部
造
る
の
で
は

写真２　竹富島の花城村跡遺跡を囲う石垣
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な
く
て
、
少
し
ず
つ
増
殖
す
る
よ
う
な
形
で
集
落
が
広
が

っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
最
初
に
一
番

大
き
な
区
画
が
造
ら
れ
て
、
こ
の
周
り
に
取
り
付
く
よ
う

に
し
て
細
胞
状
に
集
落
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
。

あ
る
時
点
で
こ
の
集
落
は
滅
亡
す
る
わ
け
で
す
が
、
現

在
、
御
嶽
（
ウ
タ
キ
）
と
い
う
お
社
の
よ
う
な
も
の
が
２

カ
所
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
沖
縄
に
行
く
と
、
御
嶽
と
い

う
聖
な
る
場
所
が
各
地
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
御
嶽
は
も
と

も
と
宮
古
や
八
重
山
に
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
沖
縄
島
か

ら
入
っ
て
き
た
信
仰
で
す
。
先
に
結
論
を
言
い
ま
す
と
、

首
里
王
府
が
侵
略
し
て
入
っ
て
き
た
あ
と
に
、
こ
う
い
う

御
嶽
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
か
つ
て
自
分
た
ち

の
祖
先
た
ち
が
い
た
集
落
は
も
う
滅
ん
で
い
る
の
で
す
が
、

そ
こ
に
御
嶽
を
構
え
て
こ
こ
か
ら
真
っ
す
ぐ
見
た
場
所
を

遥
拝
す
る
よ
う
な
形
で
、
地
元
の
人
た
ち
は
今
も
村
の
祖

先
を
祀
っ
て
い
る
の
で
す
。
御
嶽
か
ら
見
た
先
が
、
自
分

た
ち
の
村
を
作
っ
た
先
祖
の
最
初
の
屋
敷
だ
ろ
う
と
考
え

10

30

65

7

花城御嶽

久間原御嶽

0 100ｍ50

崖 線

図４　花城村跡遺跡模式図



43

●（公開講演２）　

ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
現
在
も
地
元
の
人

た
ち
の
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
形
で
信
仰
が
あ
り
、

そ
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
お
そ
ら

く
そ
の
村
を
開
い
た
中
世
の
人
た
ち
、
自
分
た
ち

の
先
祖
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
う
細
胞
状
の
集
落
は
、
竹
富
島
で
は
ほ

か
に
新
里
村
遺
跡
で
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
波
照
間
島
の
マ
シ
ュ
ク
村
跡
遺
跡
（
図

５
）
や
ミ
シ
ュ
ク
村
跡
遺
跡
。
八
重
山
に
特
徴
的

で
す
。

こ
う
い
う
集
落
遺
跡
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

大
量
に
出
土
し
て
い
る
陶
磁
器
を
分
析
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
陶
磁
器
は
年
代
を
示
す
遺
跡
の
時

計
で
す
の
で
、
陶
磁
器
を
分
類
し
、
そ
の
点
数
を

数
え
る
こ
と
で
、
集
落
の
消
長
が
分
か
る
わ
け
で

す
。
沖
縄
の
集
落
遺
跡
か
ら
は
中
国
産
陶
磁
器
が

大
量
に
見
つ
か
り
ま
す
の
で
、
報
告
書
で
は
す
べ

て
を
取
り
上
げ
ず
に
特
徴
的
な
も
の
を
掲
載
す
る

図５　波照間島のマシュク村跡遺跡模式図（小野正敏氏作成）
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こ
と
が
多
い
で
す
。
し
か
し
同
じ
も
の
が
ど
れ
く
ら

い
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
の
分
量
を
示
す

こ
と
で
遺
跡
の
盛
衰
が
分
か
り
ま
す
の
で
、
時
間
が

か
か
っ
て
も
全
点
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
歴
博
の
チ
ー
ム
で
は
、
そ
の
作
業
に
こ
だ

わ
り
ま
し
た
。
文
献
史
料
に
は
一
切
出
て
こ
な
い
集

落
か
ら
、
何
千
、
何
万
と
い
う
大
量
の
青
磁
や
白
磁

が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
使
っ
て
、

文
献
史
料
の
ほ
と
ん
ど
な
い
八
重
山
・
宮
古
の
中
世

の
歴
史
を
、
考
古
学
の
手
法
で
解
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

分
析
対
象
と
し
て
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
大
量

の
遺
物
が
見
つ
か
っ
て
い
る
遺
跡
を
取
り
上
げ
ま
し

た
。
さ
ら
に
八
重
山
・
宮
古
を
相
対
化
す
る
た
め
の

比
較
対
象
と
し
て
、
沖
縄
島
よ
り
北
方
の
奄
美
地
方

の
集
落
遺
跡
も
扱
い
ま
し
た
（
表
）。

宮
古
島
で
は
住
屋
遺
跡
と
ミ
ヌ
ズ
マ
遺
跡
の
陶
磁

器
調
査
を
や
り
ま
し
た
。
住
屋
遺
跡
は
現
在
も
宮
古

時期

宮古島

竹富島

石垣島

喜界島

住屋

ミヌズマ

新里村

フルスト原

大ウフ

中増

％

％

％

％

％

％

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳa Ⅳb Ⅴ Ⅵ

11後 - 12後 - 13後 - 14後 - 15前 - 15後 - 16中 -
12中 13前 14前 15初 15中 16前 16末

不明 計

2 17 422 500 1994 2741 187

29

12

0

88

0

12

1

9.5

47.5

4.5

428.5

198

771.5

88

12

633.5

557.5

2021.5

144

44.5

65

209

1674.5

30

58

2

4.5

2011.5

22.5

7

0

0

3.5

0

0

0.0 3.6 9.5 35.3 46.0 5.6

0.0 0.3 7.2 8.5 34.0 46.8 3.2

2.5 1.0 36.6 54.1 5.6 0.2 0.0

1.2 0.1 20.2 56.8 21.3 0.5 0.0

0.0 0.1 11.9 31.1 25.8 31.0 0.1

21.0 11.3 21.0 34.3 7.1 5.4 0.0

0.0

10544

1317

1024

8896

783

185

4681

147

42

2404

363

59

表　集落遺跡出土陶磁器の時期変遷
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島
の
中
心
で
、
宮
古
島
市
役
所
が
置
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ず
っ
と
中
心
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
は
16
世
紀

に
入
っ
て
も
、
数
は
減
り
ま
す
が
ず
っ
と
、
近
世
に
な
っ
て
も
、
17
、
18
世
紀
の
遺
物
も
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
こ
の
住
屋
遺
跡
に
拠
点
を
持
っ
て
い
た
豪
族
が
、
琉
球
が
入
っ
て
き
た
あ
と

は
琉
球
王
国
に
従
い
、
琉
球
が
八
重
山
に
軍
隊
を
送
る
と
き
に
は
協
力
し
た
。
琉
球
側
に
つ
い
た
人
物
が
拠
点
に

し
て
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
、
滅
ぼ
さ
れ
な
か
っ
た
集
落
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
ミ
ヌ
ズ
マ
遺
跡
は
、
13
世
紀
、
14
世
紀
、
15
世
紀
の
前
半
ぐ
ら
い
ま
で
は
モ
ノ
が
た
く
さ
ん
出

る
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
急
に
途
切
れ
る
よ
う
に
遺
物
が
出
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
極
端
に
モ
ノ
が
出
な
く

な
る
と
い
う
の
は
、
考
古
学
の
判
断
と
し
て
は
、
こ
の
時
点
で
集
落
が
消
滅
し
た
と
考
え
ま
す
。

竹
富
島
の
新
里
村
遺
跡
も
14
世
紀
の
後
半
か
ら
15
世
紀
の
初
頭
に
、
こ
こ
か
ら
出
て
い
る
遺
物
の
半
分
以
上
あ

る
ぐ
ら
い
、
た
く
さ
ん
の
陶
磁
器
が
出
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
16
世
紀
に
か
か
る
前
に
、
が
く
っ
と
モ
ノ
が
な

く
な
り
ま
す
。

石
垣
島
の
フ
ル
ス
ト
原
遺
跡
は
、
新
里
村
よ
り
少
し
は
長
続
き
し
ま
す
が
、
二
千
点
以
上
の
破
片
数
が
見
つ
か

っ
て
い
る
時
期
の
次
に
い
き
な
り
3.5
点
に
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。（
こ
の
0.5
と
い
う
の
は
、
二
時
期
の
ど
ち
ら
か

判
断
が
つ
か
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
0.5
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
カ
ウ
ン
ト
す
る
た
め
に
生
じ
た
数
値

で
す
。）
お
そ
ら
く
こ
の
間
で
集
落
が
断
絶
す
る
。

喜
界
島
、
奄
美
の
ほ
う
は
、
も
う
少
し
先
に
集
落
が
断
絶
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
喜
界
島
の
大
ウ
フ
遺
跡

は
15
世
紀
の
初
頭
ぐ
ら
い
が
ピ
ー
ク
で
す
が
、
が
く
っ
と
モ
ノ
が
減
る
。
中
増
遺
跡
は
そ
の
あ
と
も
若
干
あ
り
ま

す
が
、
や
は
り
が
く
っ
と
遺
物
が
な
く
な
る
。
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と
い
う
こ
と
で
、
15
世
紀
の
あ
る
段
階
、
あ
る
い
は
15
世
紀
の
末
か
ら
16
世
紀
の
初
め
ぐ
ら
い
に
、
奄
美
で
あ

っ
た
り
宮
古
で
あ
っ
た
り
八
重
山
で
あ
っ
た
り
の
集
落
が
消
滅
し
て
い
く
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
は
こ
う
い
っ
た
遺
跡
で
見
つ
か
る
陶
磁
器
を
単
な
る
時
計
と
し
て
使
う
だ
け
で
な
く
、
ど
う
い
う
タ
イ

プ
の
も
の
が
出
て
い
る
か
も
分
析
し
て
い
き
ま
す
。
細
か
い
と
こ
ろ
は
放
っ
て
お
き
ま
し
て
、
最
初
に
陶
磁
器
が

増
え
て
く
る
13
世
紀
の
後
半
か
ら
14
世
紀
の
前
半
を
見
て
お
き
ま
す
と
、
宮
古
や
八
重
山
で
は
こ
こ
で
い
き
な
り

ぐ
っ
と
遺
物
が
出
て
き
ま
す
。
出
て
く
る
の
は
浦
口
窯
系
の
白
磁
、
あ
る
い
は
ビ
ロ
ー
ス
ク
Ⅱ
類
と
い
わ
れ
て
い

る
白
磁
。
こ
う
い
う
も
の
が
ど
っ
と
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
沖
縄
島
よ
り
も
北
側
の
奄
美
地
方
。
喜
界
島
で
は
、
浦
口
窯
や
ビ
ロ
ー
ス
ク
Ⅱ
類
は
ま
っ
た
く

な
く
て
、
白
磁
皿
Ⅸ
類
と
呼
ん
で
い
る
タ
イ
プ
。
そ
れ
か
ら
蓮
弁
文
が
入
っ
て
い
て
き
れ
い
な
青
磁
碗
Ｂ
１
類
。

奄
美
の
ほ
う
で
は
こ
う
い
う
の
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
八
重
山
、
宮
古
で
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。

実
は
こ
う
い
う
の
は
、
鎌
倉
な
ど
で
も
た
く
さ
ん
出
る
タ
イ
プ
で
す
。
基
本
的
に
日
本
列
島
ど
こ
で
で
も
出
る
よ

う
な
タ
イ
プ
が
奄
美
で
見
つ
か
っ
て
い
る
白
磁
や
青
磁
で
す
。
沖
縄
島
で
も
わ
ん
さ
か
出
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
何
が
分
か
る
か
と
い
う
と
、
一
番
古
い
段
階
、
ま
だ
11
世
紀
の
後
半
か
12
世
紀
の
前
半
は
、

基
本
的
に
は
八
重
山
・
宮
古
の
地
域
に
は
中
国
産
陶
磁
器
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
沖
縄
島
で
陶
磁

器
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
が
こ
の
時
期
で
す
。

博
多
で
は
11
世
紀
の
後
半
か
ら
急
に
陶
磁
器
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
、「
白
磁
の
洪
水
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
宋
貿
易
で
す
ね
、
寧
波
か
ら
大
量
の
白
磁
が
運
ば
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
日
本
全
国
に
広
ま
っ
て
、
奄

美
の
あ
た
り
で
も
た
く
さ
ん
出
ま
す
し
、
那
覇
で
も
た
く
さ
ん
出
る
。
し
か
し
八
重
山
・
宮
古
あ
た
り
で
は
、
ま
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れ
に
は
あ
り
ま
す
が
ほ
と
ん
ど
出
な
い
。
そ
れ
が

13
世
紀
後
半
か
ら
14
世
紀
の
前
半
に
な
る
と
、
浦

口
窯
系
や
ビ
ロ
ー
ス
ク
タ
イ
プ
Ⅱ
類
の
白
磁
が
こ

の
あ
た
り
で
急
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

沖
縄
島
の
北
側
は
皿
の
Ⅸ
類
、
そ
れ
か
ら
青
磁

の
蓮
弁
文
、
日
本
列
島
全
体
ど
こ
で
で
も
見
ら
れ

る
タ
イ
プ
で
、
博
多
経
由
の
ル
ー
ト
で
お
そ
ら
く

入
っ
て
き
た
。
し
か
し
八
重
山
・
宮
古
に
は
ほ
と

ん
ど
こ
な
い
の
で
、
沖
縄
島
以
北
と
八
重
山
・
宮

古
の
間
に
は
活
発
な
交
流
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

八
重
山
・
宮
古
に
は
、
中
国
か
ら
直
接
モ
ノ
が
入

っ
て
き
て
い
た
ん
で
す
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

沖
縄
島
の
ほ
う
か
ら
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
て
、

こ
の
あ
た
り
は
直
接
、
福
建
と
モ
ノ
の
や
り
と
り

が
あ
っ
た
わ
け
で
す
（
図
６
）。

沖
縄
島
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
細
胞
状
の

集
落
形
態
。
そ
し
て
、
貿
易
陶
磁
器
の
タ
イ
プ
も

八
重
山
・
宮
古
に
独
自
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
う

図６　東シナ海の交易ルート
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し
た
事
実
か
ら
、
13
世
紀
の
後
半
か
ら
14
世
紀
の
前
半
は
、
八
重
山
・
宮
古
は
独
自
の
文
化
圏
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
の
で
す
。

こ
れ
が
14
世
紀
の
後
半
さ
ら
に
は
15
世
紀
の
初
頭
と
な
っ
て
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
も
う
琉
球
が
三
山
時
代
を
克

服
し
て
琉
球
王
国
が
沖
縄
島
を
統
一
し
て
い
く
時
期
で
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
沖
縄
島
で
出
て
い
る
モ
ノ
と

八
重
山
・
宮
古
で
出
る
モ
ノ
と
が
、
同
じ
傾
向
に
な
っ
て
き
ま
す
。
八
重
山
・
宮
古
に
は
、
福
建
方
面
か
ら
直
接

入
っ
て
く
る
モ
ノ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
沖
縄
島
を
経
由
し
て
運
ば
れ
て
く
る
モ
ノ
が
主
流
と
な
っ
た
。
こ
れ

が
集
落
遺
跡
か
ら
出
て
く
る
陶
磁
器
か
ら
見
た
印
象
で
す
。

文
献
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
世
界
で
す
が
、
集
落
の
形
態
、
そ
れ
か
ら
そ
の
集
落
か
ら
出
て
く
る
陶
磁
器
を
分

析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
現
象
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

沖
縄
島
の
琉
球
王
国
の
力
が
強
く
な
っ
て
き
て
、
宮
古
・
八
重
山
に
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
中
で
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
集
落
が
消
え
て
い
っ
た
。
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
新
し
い
集
落
は
、
そ
れ
よ

り
前
に
あ
っ
た
中
世
の
集
落
が
消
滅
し
た
あ
と
に
形
成
さ
れ
た
、
ま
っ
た
く
新
し
い
集
落
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。

『
中
山
世
鑑
』
や
『
中
山
世
譜
』
と
い
う
、
近
世
に
編
纂
さ
れ
た
沖
縄
の
歴
史
書
に
は
い
ろ
い
ろ
と
詳
し
い
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
う
後
世
に
編
纂
さ
れ
た
史
料
は
、
ま
ず
疑
っ
て
か
か
ら
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
勝
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
歴
史
で
す
の
で
、
自
分
た
ち
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
書
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
一
三
九
〇
年
に
宮
古
島
か
ら
沖
縄
に
使
い
を
送
っ
て
き
て
朝
貢
し
た
と
い
っ
た

類
い
の
記
事
は
、
本
当
か
な
と
疑
わ
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。



49

●（公開講演２）　

し
か
し
た
だ
単
に
疑
っ
て
い
る
だ
け
で
は
駄
目
で
す
。
違
う
の
で
は
な
い
か
と
言
う
た
め
に
、
先
ほ
ど
の
陶
磁

器
の
分
析
結
果
を
見
て
い
く
わ
け
で
す
。
宮
古
島
で
は
ミ
ヌ
ズ
マ
遺
跡
が
15
世
紀
前
半
ま
で
で
突
然
消
滅
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
時
期
、
15
世
紀
の
ど
こ
か
の
段
階
で
集
落
が
急
に
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
か
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
三
九
〇
年
、
こ
こ
に
は
画
期
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
四

〇
〇
年
代
の
前
半
か
ら
中
ご
ろ
の
ど
こ
か
で
、
ど
う
も
何
か
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
ま
さ
に
琉
球
王
国
の
支

配
下
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

石
垣
島
な
ど
八
重
山
で
は
、
少
し
遅
れ
て
集
落
が
消
滅
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
次
の
段
階
、
お
そ
ら
く

こ
れ
は
一
五
〇
九
年
の
銘
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
太
平
山
の
連
中
を
尚
真
王
が
や
っ
つ
け

た
と
い
う
上
か
ら
目
線
の
記
録
が
思
い
当
た
り
ま
す
。
尚
真
王
の
立
場
か
ら
は
、
あ
い
つ
は
言
う
こ
と
を
聞
か
な

い
か
ら
や
っ
つ
け
て
や
っ
た
、
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
八
重
山
に
は
独
自
の
文

化
圏
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
琉
球
に
よ
る
軍
事
侵
攻
を
受
け
て
支
配
下
に
置
か
れ
た
、
と
解
釈
し
た

方
が
客
観
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

与
那
国
島
に
も
豪
傑
が
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
を
一
五
二
二
年
に
征
伐
し
た
と
近
世
に
琉
球
王
国
の
立
場
か
ら
書

か
れ
た
文
献
史
料
に
は
あ
り
ま
す
。
集
落
遺
跡
か
ら
見
つ
か
る
陶
磁
器
を
見
て
い
く
と
、
今
回
は
詳
し
く
取
り
上

げ
な
か
っ
た
た
め
に
表
に
は
入
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
15
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
16
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
与
那
国
の
中

世
集
落
も
消
滅
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
興
味
が
あ
る
の
は
、
沖
縄
島
か
ら
は
宮
古
や
八
重
山
は
全
然
見
え
ま
せ
ん
が
、
与
那
国
島
か

ら
は
台
湾
が
見
え
ま
す
。
そ
れ
だ
け
近
い
の
で
す
が
、
与
那
国
ま
で
支
配
下
に
置
い
た
琉
球
王
国
も
、
こ
こ
か
ら
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も
う
一
歩
先
へ
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
今
こ
こ
に
国
境
線
が
引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
台

湾
の
14
世
紀
、
15
世
紀
の
集
落
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
そ
う
し

た
研
究
は
進
展
し
て
お
ら
ず
、
台
湾
の
研
究
者
も
よ
く
分
か
ら
な
い
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課

題
で
す
。

今
日
の
話
を
整
理
し
ま
す
。
13
世
紀
の
後
半
か
ら
14
世
紀
、
沖
縄
島
が
ま
だ
三
山
に
分
裂
し
て
い
て
、
琉
球
王

国
が
統
一
し
て
い
な
か
っ
た
こ
ろ
。
八
重
山
と
宮
古
は
、
沖
縄
島
と
は
ま
っ
た
く
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
独
自
の

集
落
を
営
ん
で
い
て
、
中
国
の
福
建
地
方
と
交
易
を
直
接
お
こ
な
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
、
沖
縄
島
が
統
一
さ
れ
て
く
る
と
第
一
尚
氏
の
段
階
で
奄
美
や
宮
古
の
中
世
の
集
落
が
断
絶
し
ま
す
の

で
、
お
そ
ら
く
琉
球
王
国
の
侵
攻
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
過
程
で
琉
球
の
支
配
下
に
入
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。
琉
球
は
こ
の
時
期
、
島
内
の
敵
対
勢
力
を
排
除
し
、
一
族
の
争
い
を
収
め
、
有
力
按
司
を
粛

清
し
て
中
央
集
権
化
を
進
め
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
内
外
に
対
す
る
権
力
が
膨
張
し
て
い
っ
た
時
期
に
あ
た

り
ま
す
。

第
一
尚
氏
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
ま
し
た
が
、
新
た
に
で
き
た
第
二
尚
氏
、
と
く
に
尚
真
王
の
時
期

に
太
平
山
へ
侵
攻
し
た
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
八
重
山
あ
る
い
は
与
那
国
の
集
落
が
消
滅
し
て
い
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
お
そ
ら
く
そ
の
こ
ろ
に
琉
球
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
考
古

学
の
資
料
か
ら
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
尚
真
王
は
、
自
分
が
作
ら
せ
た
梵

鐘
に
「
尚
真
帝
王
」
と
い
う
銘
文
を
書
か
せ
る
ぐ
ら
い
の
気
概
の
あ
っ
た
人
物
で
す
。
こ
う
し
た
琉
球
の
動
向
に

関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
「
琉
球
帝
国
」
な
ど
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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関
東
の
集
落
と
は
全
然
違
う
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
南
の
島
の
集
落
を
先
ほ
ど
の
永
越
さ
ん
の

話
に
引
き
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
分
散
せ
ず
に
集
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
関
東
の

考
古
学
で
は
な
か
な
か
集
落
遺
構
の
ま
と
ま
り
を
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
の
で
す
が
、
南
の
島
は
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
屋
敷
の
石
囲
い
が
現
在
で
も
分
か
る
く
ら
い
に
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
の
話
は
こ
こ
ま
で
に
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

松
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講
演
に
続
き
ま
し
て
、
永
越
さ
ん
、
村
木
さ
ん
、
そ
し
て
私
、
松
田
の

３
名
に
よ
る
鼎
談
を
行
い
ま
す
。
舞
台
の
準
備
を
し
ま
す
の
で
、
少
々
お
待
ち
く
だ
さ
い
。


