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沖縄の格子状集落に関する予察的考察主当「
I可

橋

誠

沖縄の集落形態に関する既往研究

沖
縄
の
農
村
集
落
に、

長
方
形
も
し
く
は
正
方
形
に
近
い
道
路
の
区
画
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は、

早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
が、

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
高
原
三
郎
氏
の
「
沖
縄
牒
下
の
来
落」

を
も
っ
て、

そ
の
晴
矢
と
す
る
こ
と
が
で
き
る。

氏
は、

ま
ず

「
琉
球
国
由
来
記』
(
一

七
一
一
二
年)
・
『
琉
球
藩
管
内
戸
籍
統
計』
(
一

八
七
七
年)

に
見
え
る
村
落
と
一

九
三
七
年
現
在
の
村
落
を
対
象
と

し
て、

新
村
と
古
村
に
分
類
し
た
上
で、

そ
れ
ら
の
集
落
形
態
は、

散
村
と
集
村
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き、

集
村
は
さ
ら
に
「
計
画
的
碁

盤
目
型」

の
も
の
と
「
然
ら
ざ
る
も
の
」

と
に
細
分
さ
れ
る
と
し
た。

原
則
と
し
て
散
村
は
新
村
で
あ
り、

集
村
は
古
村
で
あ
る
こ
と、

ま

た
古
村
は
共
同
社
会
的
で
あ
る
が
新
村
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し、

計
画
的
碁
盤
目
型
の
集
落
と
し
て、

島
尻
郡
具
志
川
村

(
久
米
島)

鳥
島、

国
頭
郡
久
志
村
汀
良、

八
重
山
郡
大
浜
村
平
得、

中
頭
郡
具
志
川
村
上
江
州、

宮
古
郡
平
良
町
の
五
例
が
提
示
さ
れ
た。

こ
れ
ら
は、

タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
の
流
れ
を
汲
む
北
海
道
の
集
落
や
「
古
代
帝
都」

あ
る
い
は
「
条
里
式
集
落」

と
は
別
系
統
の
も
の
と
さ
れ、

「
南
島
式
村
落」

と
命
名
さ
れ
た。

さ
ら
に、

久
米
島
鳥
島
は
明
治
三
六
(
一

九
O
三)

年
の
硫
黄
島
爆
発
の
際
に
移
住
し
た
集
落
で
あ
る

こ
と、

上
江
州
は
一

九
世
紀
中
葉
に
亀
山
な
る
三
世
相
の
指
導
下
に
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
、

こ
れ
に
対
し
て
久
志
村
汀
良
と
大
浜
村
平
得

は
そ
の
文
意
か
ら
す
れ
ば
成
立
は
古
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る。

ま
た、

宮
古
郡
平
良
町
の
例
は
市
街
地
の
一

部
で
あ
る
が、

こ
れ
も
ま
た

計
画
的
碁
盤
目
型
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る。

高
原
氏
の
論
考
は
い
ず
れ
も
簡
潔
な
記
述
で
あ
る
た
め
に、

そ
の
詳
細
は
明
確
で
は
な
い
が、
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「
碁
盤
目
型」、
「
格
子
状」、
「
直
交
式」

の
道
路
網
を
も
ち、

道
路
間
の
間
隔
や
距
離
あ
る
い
は
幅
に
は
多
少
の
差
が
あ
る
も
の
の
一

定
の
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傾
向
が
あ
る
と
さ
れ、
「
其
多
く
は
何
時
の
時
代
に
か
誰
か
が
計
書一
的
に
建
設
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
」

と
さ
れ、

ま
た
正
方
形
も
し
く

204 

は
矩
形
の
区
画
と、

宅
地
の
広
さ
(
八
十
坪
な
い
し
二
百
坪)
、

二
1
五
戸
と
横
に
並
ぶ
か
数
戸
な
い
し
十
数
戸
が
集
ま
っ
て
矩
形
の
屋
敷

地
ブ
ロ
ッ
ク
を
な
す
な
ど
の
著
し
い
均
一

性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。

ま
た
仲
松
弥
秀
氏
は、
「
自
然
(
的)

発
達
型」

は
ほ
と
ん
ど
が
御
識
に
接
し
「
不
井
然
的
形
態」

を
呈
し
て
い
て、

そ
の
発
生
は
古
く

て
村
落
発
生
当
時
か
ら
の
位
置
を
守
っ
て
き
た
も
の
が
多
く、

こ
れ
に
対
し
て、
「
計
画
(
的
発
達)

型」

は、

可
能
な
限
り
「
ゴ
バ
ン
型」

を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る。

こ
の
計
画
型
は
王
府
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と、

王
府
の
役
人
や
地
理
師
の
指
導
は
受
け
た
と
思
わ
れ
る

が
村
人
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
と
の
こ
通
り
が
あ
る。

こ
の
う
ち、

八
重
山
・

宮
古
の
ゴ
パ
ン
型
の
ほ
と
ん
ど
は
王
府
に
よ
っ
た
も
の

が
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
場
合
は、

付
近
に
散
在
し
て
い
た
い
く
つ
か
の
小
村
落
を
王
府
の
支
配
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
集
居

さ
せ
る
際
に、

ゴ
バ
ン
型
を
と
っ
た
も
の
で、

慶
長
検
地
の
結
果
そ
れ
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
中
に
は
明
和
八

(
一

七
七
一
)

年
の
大
津
波
後
に
再
建
さ
れ
た
も
の
や、

マ
ラ
リ
ア
地
帯
開
拓
を
目
指
し
た
強
制
移
民
村
も
含
ま
れ
て
い
る。
一

方、

沖
縄

本
島
や
そ
の
周
辺
の
島
々
の
ゴ
パ
ン
型
村
落
は、

王
府
役
人
や
地
理
師
の
指
導
を
受
け
て
村
人
が
建
設
し
た
も
の
が
普
遍
的
で
あ
る
と
さ
れ、

土
地
の
公
有
に
基
づ
く
地
割
制
度
に
端
を
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
制
度
は
察
温
執
政
時
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が、

最
初
は
模

合
持
土
地
制
度
で
あ
っ
た
が
結
果
が
思
わ
し
く
な
い
こ
と
か
ら、

明
治
三
六
年
ま
で
続
い
た
地
割
制
に
改
め
た
も
の
で、

元
文
二
(
一

七
三

七)

年
か
ら
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
制
度
は
当
然
土
地
統
制
に
つ
な
が
る
わ
け
で、

し
た
が
っ
て
そ
の
後
の
村
の
分
家
拡
張
や

村
落
移
動
の
場
合
に
お
い
て
は、

計
画
的
屋
敷
配
分、

そ
れ
も
区
画
す
る
の
に
容
易
な
ゴ
バ
ン
型
が
地
形
の
許
す
限
り
採
用
さ
れ
た。

し
た

が
っ
て
全
村
移
動
型
の
も
の
は
村
落
全
体
が
ゴ
バ
ン
型
を
な
し、

地
割
制
以
後
に
分
家
拡
張
さ
れ
た
村
落
の
場
合
は、

不
井
然
型
に
ゴ
パ
ン

型
が
付
着
し
た、

い
わ
ゆ
る
併
存
型
形
態
の
村
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
沖
縄
の
ゴ
パ
ン
型
は、

す
で
に
高
原
三

郎
氏
の
い
う
計
画
的
碁
盤
型
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
を
指
す
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が、

そ
の
建
設
を
よ
り
具
体
的
に
論
じ
て
い
る

占…
で、
一

層
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る。

た
だ
両
氏
の
「
計
画
的
碁
盤
目
型」

も
し
く
は
「
ゴ
パ
ン
型」

は、

あ
く
ま
で
も
単
な



る
形
態
上
の
表
現
で
あ
っ
て、

そ
の
規
模
や
規
格
性
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一

方、

田
里
友
哲
氏
は、

沖
縄
の
集
落
に
つ
い
て、
「
近
世
以
前
の
古
琉
球
に
成
立
起
源
を
も
っ
集
落」

を
「
在
来
伝
統
の
古
村」、
「
近

世
及
び
以
後
に
成
立
起
源
を
も
っ
集
落」

を
「
開
拓
新
村」

ま
た
は
「
新
村」

と
呼
称
し
た。

こ
れ
ら
の
古
村
と
新
村
は、
『
琉
球
国
由
来

記』
・
『
琉
球
国
旧
記』
(
一

七
コ
二

年)

に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
が、

新
村
の
う
ち
で
も
特
に
沖
縄
本
島
の
屋

取
集
落
・

宮
古
諸
島
の
添
集
落、

八
重
山
諸
島
の
強
制
移
住
集
落
を
対
象
と
し
た
調
査
を
す
す
め
た
。

田
里
氏
に
よ
る
一

連
の
研
究
は、

『
球
陽』

に
見
ら
れ
る
村
落
移
動
や
風
水
説
と
の
関
連
に
も
論
及
し
て
い
る
点、

ま
た
そ
の
著
作
に
屋
取
集
落
の
基
礎
資
料
と
し
て
沖
縄
に

お
け
る
村
落
の
新
旧
対
照
表
が
附
さ
れ
て
い
る
点
な
ど、

き
わ
め
て
重
要
な
研
究
で
あ
る。

し
か
し、

残
念
な
が
ら
本
稿
で
対
象
と
す
る
計

画
的
碁
盤
目
型
の
集
落
に
つ
い
て
の
議
論
は、

さ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

沖
縄
の
古
村
と
新
村
と
い
う
点
で
は、
一

九
九
三
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
調
査
・

研
究
も、

史
資
料
の
分
析
や
発
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掘
調
査
を
踏
ま
え
て、

多
く
の
新
知
見
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る。

こ
れ
ら
は、

主
と
し
て
先
島
の
村
落
遺
跡
を
対
象

と
し
た
も
の
で、

新
た
な
村
落
が
建
設
さ
れ
た
結
果、

以
前
の
防
御
さ
れ
た
村
落
が
廃
材
と
な
り
聖
地
化
さ
れ
て
い
っ
た
実
態
や、

平
地
の

村
に
お
け
る
首
長
屋
敷
の
御
織
化
の
過
程
な
ど
を
追
及
し
た
も
の
で、

新
村
建
設
以
前
の
村
落
遺
跡
を
解
明
し
て
い
る
点
で、

貴
重
な
研
究

で
あ
る。

た
だ、

こ
の
調
査
・

研
究
の
主
眼
が、

村
落
遺
跡
(
古
村)

や
御
巌
あ
る
い
は
井
戸
・

屋
敷
な
ど
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
に、

計

画
的
碁
盤
目
型
も
し
く
は
ゴ
バ
ン
型
の
集
落
プ
ラ
ン
に
関
し
て
は、

さ
ほ
ど
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

一

方、

坂
本
磐
雄
氏
は、

沖
縄
の
民
家
研
究
に
お
い
て
は、

主
屋
の
向
き、

家
屋
配
置、

主
屋
一

番
座
の
位
置、

門
の
位
置
が、

そ
の
基

底
要
素
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
し
て、

さ
ら
に
宅
地
割
と
宅
地
ブ
ロ
ッ
ク
の
集
合
に
つ
い
て
の
研
究
も
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る。

こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
坂
本
氏
の
沖
縄
の
集
落
景
観
に
関
す
る
研
究
は、

詳
細
な
現
地
調
査
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て、

ま
さ
に
歴
史
的

な
意
味
を
有
す
る
研
究
で
あ
る
と
い
い
得
る。
一

九
七
三
年
か
ら
一

九
八
八
年
ま
で
の
十
数
年
間
に
お
よ
ぶ
現
地
調
査
は、
一
一

九
集
落

(
沖
縄
の
農
村
集
落
の
約
二
六
%)

で
実
施
さ
れ
た
が、

道
路
配
置
お
よ
び
宅
地
割
が
規
則
性
的
で
計
画
的
な
も
の
が
多
く、

計
画
的
集
落

の
宅
地
割
の
ほ
と
ん
ど
は
「
横
一

列
型」

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
と
さ
れ
る。

こ
の
「
横
一

列
型」

に
属
す
る
も
の
は、

二
三
O
集
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落
の
う
ち一
二

五
集
落
の
九
五
%
も
占
め
て
お
り、

そ
の
普
及
の
要
因
は、

門
の
位
置
と
住
宅
の
表
座
側
を
互
い
に
向
か
い
合
う
よ
う
に
す

る
こ
と
の
欲
求、

要
す
る
に
正
面
入
り
志
向
が
強
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る。

ま
た
「
横
一

列
型」

の
採
用
時
期
と
し
て、
一

七
三
六
年
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に
現
在
地
に
移
転
し
て
き
た
沖
縄
本
島
の
玉
城
村
前
川
を
あ
げ、

不
規
則
な
部
分
は
一

七
三
六
年
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
が、

そ
の
他
の
規
則

的
な
部
分
は
一

七
三
七
年
以
降
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
の
仲
松
弥
秀
氏
の
指
摘
を
も
援
用
し
て、
「
横
一

列
型」

だ
け
か
ら
成
る
最
初
の
集

落
は
一

七
三
七
年
に
造
成
さ
れ
た
玉
城
村
前
川
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る。

『
沖
縄
の
集
落
景
観』

に
収
録
さ
れ
た
豊
富
な
図
面
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
た
氏
の
業
績
は、

沖
縄
の
集
落
研
究
に
お
け
る
ま
さ
に
金

字
塔
と
表
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る。

し
か
し、

沖
縄
の
格
子
状
集
落
の
規
則
性
な
い
し
計
画
性
を
議
論
す
る
場
合、

ど
う
し
て
も
そ
の
規
格

性、

す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
道
路
間
の
距
離
や
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
規
模
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る。

こ
の
点、

坂
本
氏
の
業
績
に
は
い
さ
さ
か

の
暇
庇
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
沖
縄
の
集
落
景
観』

に
は
沖
縄
の
農
村
集
落
に
つ
い
て、

六
O
数
葉
の
集
落
全
体
を
示
し
た
集

落
構
成
図
・

家
屋
配
置
図
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
い
ず
れ
に
も
縮
尺
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え、

例
え
ば
「
横
一

列

型」

に
し
て
も、

個
々
の
宅
地
の
形
態
や
面
積
に
関
す
る
検
討
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の、

宅
地
ブ
ロ
ッ
ク
が
規
模
の
点
で
共
通
性
を
有
し

て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
検
討
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る。

こ
れ
は
坂
本
氏
自
ら
が
「
あ
と
が
き」

で
述
懐
す
る
よ
う
に

つ

九

七
五
年
に
は、

最
も
大
変
だ
っ
た
家
屋
配
置
を
実
測
か
ら
目
測
に
切
り
替
え
て」

調
査
の
進
展
が
図
ら
れ
た
こ
と
と、

お
そ
ら
く
は
調
査
当

時
に
は
大
縮
尺
の
正
確
な
地
図
の
刊
行
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
と
想
像
さ
れ
る。

し
た
が
っ
て
こ
の
暇
庇
は、

非
難
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く、

提
示
さ
れ
た
図
か
ら
も
そ
の
計
画
性
の
存
在
は
理
解
で
き
る
わ
け
で、

本
質
的
な
点
に
お
け
る
疑
問
が
生
じ
る
わ

け
で
も
な
い
。

し
か
し
地
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば、

や
は
り
重
要
な
要
素
が
欠
知
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あぶ。

そ
し
て、

こ
の
点
に
こ
そ、

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
沖
縄
の
計
画
的
碁
盤
目
型
の
集
落
に
関
す
る
研
究
上
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る。

す
な
わ
ち、

計
画
的
と
表
現
さ
れ
つ
つ
も、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は、

そ
の
具
体
的
な
規
格
性
と
共
通
性
は、

高
原
氏
以
外
の
論

文
で
は、

そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た。

強
い
て
言
う
な
ら
ば、

論
じ
ら
れ
て
き
た
そ
の
形
態
研
究
に
は、

規
模
や
尺
度
の
共
通
性

や
規
格
性
の
有
無
の
検
討
が
欠
知
し
て
い
た。

ま
た、

そ
の
用
語
に
つ
い
て
も、

計
画
的
碁
盤
目
型、

ゴ
パ
ン
型、

格
子
状、

直
交
式、
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島
式
村
落
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
て、

必
ず
し
も
統
一

的
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
表
現
が
誤
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
が、
「
計
画
的」

と
は
言
い
つ
つ
も、

ど
の
よ
う
な
計
画
的
統
一

性
が
存
在
し
た
の
か
と
い
う
事
実
は
解
明
さ
れ
て
は
い

な
い
。

ま
た
碁
盤
目
(
ゴ
パ
ン)

型
と
い
う
表
現
に
は
正
方
形
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
わ
け
で、

沖
縄
の
集
落
が
果
た
し
て
古
代
日
本
の

平
安
京
条
坊
制
の
よ
う
な
正
方
形
プ
ラ
ン
で
あ
る
か
と
言
え
ば、

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

歪
ん
だ
正
方
形
や
長
方
形、

厳
密
に
は
轡
曲

道
路
な
ど
も
あ
っ
て、

そ
の
全
て
が
直
交
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て、

碁
盤
目
や
計
画
的
と
い
う
表
現
上
の
枠
を
脱
し
て
検

討
す
る
た
め
に、

そ
の
実
態
に
最
も
適
当
と
考
え
ら
れ
る
「
格
子
状
集
落」

と
い
う
表
現
を
採
用
し
た
上
で、

具
体
的
な
考
察
に
入
り
た
い
。

二五000分の一地形図による検討

沖縄の格子状集落に関する予察的考察

沖
縄
の
農
村
集
落
の
数
は、

時
代
に
よ
っ
て、

ま
た
依
拠
資
料
や
集
計
者
に
よ
っ
て、

相
当
の
異
同
が
あ
る。

た
と
え
ば、

高
原
三
郎
氏

の
集
計
で
は、
一

七
一

三
年
で
は
四
八
二
村、
一

八
七
七
年
に
は
五
八
八
村、
一

九
三
七
年
に
は
九
三
二
村
と
い
う
数
値
が
示
さ
れ針。
ま

た
仲
松
弥
秀
氏
は、

慶
長
検
地
頃
と
推
定
さ
れ
る
「
琉
球
国
高
究
帳』

と
『
宮
古
八
重
山
両
嶋
絵
図
帳』

か
ら
算
出
さ
れ
る
「
平
民
百
姓
村」

は
四
五
四
村、

廃
藩
置
県
当
時
の
村
数
は
東
思
納
寛
惇
氏
「
風
土
記』

に
よ
れ
ば
五
八
九
村、
一

九
七
二
年
当
時
の
琉
球
政
府
に
よ
る
統
計

で
は
六
七
八
村
と
い
う
数
値
を
示
し
て
いがo
さ
ら
に
坂
本
磐
雄
氏
に
よ
る
四
六
五
の
農
村
集
落
と
い
う
数
値
も
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き針。

こ
の
よ
う
な
多
数
の
集
落
の
形
態
の
大
要
を
把
握
す
る
た
め
に、

ま
ず
国
土
地
理
院
発
行
の
二
五
0
0
0
分
の
一

地
形
図
に
よ
っ
て、

格

子
状
の
道
路
形
態
を
有
し
て
い
る
集
落
を
摘
出
し
て
み
た。

第
1
図
j
第
3
図
が
そ
れ
で
あ
る。

地
形
図
は、

二
O
O
一

年
の
時
点
で
最
も

新
し
い
も
の
を
使
用
し
て
い
る
た
め
に、

こ
こ
で
摘
出
し
て
い
る
も
の
は、

あ
く
ま
で
も
現
時
点
の
も
の
で
あ
り、

歴
史
的
集
落
と
は
必
ず

し
も
一

致
し
な
い
。

し
た
が
っ
て、

図
中
に
示
し
た
格
子
状
集
落
に
は、

新
し
い
市
街
地
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。

個
別
的
に
確
認

し
た
わ
け
で
は
な
い
が、

周
辺
の
状
況
か
ら
み
て、

最
近
に
市
街
地
化
し
た
例
と
想
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は、
一

応、
「
?・
」

を
付
し

て
お
く
に
と
ど
め
た。
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三
葉
の
図
に
よ
っ
て、

そ
の
概
要
を
述
べ
れ
ば、

以
下
の
よ
う
に
な
る。

ま
ず、

沖
縄
本
島
で
は、

六
九
(
?
が
七)
、

沖
縄
本
島
周
辺
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沖縄の格子状集落に関する予察的考察
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の
島
興
部
で
は
四
二、

宮
古
・

八
重
山
で
は
五
六
の
事
例
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る。
一
吉
う
ま
で
も
な
く、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
二
五
0
0

0
分
の
一

地
形
図
か
ら
摘
出
し
た
例
で
し
か
な
い
が、

?
を
付
し
た
例
を
除
い
て
も、

そ
の
数
が
一

六
O
例
に
も
及
ぶ
事
実
は、

き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

仮
に
近
世
の
村
落
を
四
五
O
と
す
れ
ば、

実
に
そ
の
約
三
六
%
が
格
子
状
集
落
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
大

過
な
い
で
あ
ろ
う。

ま
た
一

六
O
例
の
う
ち、

海
岸
線
に
接
し
て
い
る
例
(
波
線
を
付
し
た
例)

は、

沖
縄
本
島
で
は一
一
一

例
(
約
三
四
%)
、

沖
縄
本
島
周
辺
の
島
興
部
で
は
二
三
例
(
約
五
五
%)
、

宮
古
・

八
重
山
で
は
一

九
例
(
約
三
四
%)

で
あ
る。

格
子
状
の
道
路
の
方
位
に
関
し
て
は、

統
一

性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

た
と
え
ば
南
北
軸
に
近
い
道
路
を
と
っ
て
見
て
も、

西
に
傾

い
て
い
る
も
の
と
東
に
傾
い
て
い
る
も
の
が、

数
的
に
は
ほ
ぼ
措
抗
し
て
い
て、

さ
し
た
る
特
異
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

南
北
軸
が
西
も
し

く
は
東
寄
り
へ
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
は、

各
地
域
に
お
け
る
台
風
時
の
車
越
風
向
に
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が、

こ
の
こ
と

に
関
し
て
は
現
段
階
で
は
定
か
で
は
な
い
。

た
だ
し、

正
東
西
南
北
に
ご
く
近
い
例
は、

石
垣
市
下
地
や
石
垣
市
星
野
の
小
規
模
な
も
の
を

除
い
て
ほ
ぼ
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る。

少
な
く
と
も
古
代
日
本
の
条
坊
制
や
多
く
の
条
里
制
の
方
位
と
は
明
確
に
異
な
っ

て
い
る。

ま
た、

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
限
り、

格
子
状
の
道
路
は、

集
落
周
辺
の
農
地
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

沖縄の格子状集落に関する予察的考察

し
た
が
っ
て、

条
里
制
の
よ
う
な
土
地
制
度
で
は
な
く、
あ

く
ま
で
も
集
落
の
内
部
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に、

こ
れ
ら
の
格
子
状
集
落
の
道
路
間
隔
に
は、

あ
る
種
の
規
格
性
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

も
と
よ
り
二
五
0
0
0
分
の

一

地
形
図
上
で
の
こ
と
で
あ
る
か
ら、

想
定
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が、

地
形
図
上
で
計
測
す
れ
ば、

三、

六、

九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

道
路
間
隔
が
卓
越
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
の
数
値
は
単
純
に
計
算
す
れ
ば、

七
五、
一

五
O、

二
二
五
メ
ー
ト
ル
で、

後
述
す
る

粟
国
島
で
述
べ
る
一

町
を
三
等
分
し
た
長
さ
の
三
六
メ
ー
ト
ル
余
の
区
画
や
一

町
す
な
わ
ち
約
一
一

0
メ
ー
ト
ル
と
い
う
数
値
が
仮
定
で
き

る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

粟国島の事例

そ
こ
で、

よ
り
ミ
ク
ロ
な
ス
ケ
ー
ル
に
よ
る
分
析
と
し
て、

粟
国
島
(
島
尻
郡
粟
国
村)

の
事
例
を
と
り
あ
げ
た
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
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る
粟
国
島
の
格
子
状
集
落
は、

先
に
二
五
0
0
0
分
の
一

地
形
図
で
み
た
格
子
状
集
落
の
中
で
は、

最
も
大
規
模
な
格
子
状
集
落
の
一

例
で

あ
る。

粟
国
島
に
は
大
別
す
る
と、

西
・

東
と
浜
の
二
集
落
が
存
在
し
て
い
る
(
西
・

東
は
歴
史
的
に
も、

ま
た
現
在
で
も
行
政
的
に
は
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地
区
と
し
て
分
別
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の、

そ
の
景
観
上
の
連
続
性
か
ら
見
る
と、

ひ
と
ま
と
ま
り
の
集
落
と
し
て
考
え
る
の
が
適
当
で
あ

ろ
う)
。

注
目
す
べ
き
は、

そ
の
い
ず
れ
も
が、

格
子
状
の
プ
ラ
ン
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。

し
か
し、

前
記
の
高
原
論
文
の
付
図
で

は、

粟
国
島
に
は
四
集
落
が
記
さ
れ
て
い
る
が、

い
ず
れ
も
「
南
島
式
村
落」

に
対
し
て
「
然
ラ
ザ
ル
集
村」

と
分
類
さ
れ
て
い
て、

い
わ

ゆ
る
計
画
的
碁
盤
目
型
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た、

坂
本
氏
の
調
査
で
は、

粟
国
島
は
二
集
落
で、

不
規
則
的
宅
地
割
と
さ
れ
て
い

る。

し
か
し
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
二
五
0
0
0
分
の
一

地
形
図
に
よ
っ
て
も、

粟
国
島
に
は、

格
子
状
の
区
画
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。

こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に、

粟
国
村
役
場
発
行
の
五
0
0
0
分
の
一

地
形
図
と、

粟
国
村
役
場
作
成
の
「
村
の
空
屋
の
状
況」

図
に
よ

っ
て、

そ
の
集
落
形
態
を
検
討
し
た。

そ
の
た
め
に
作
製
し
た
の
が、

第
4
図
で
あ(針。
こ
の
図
に
よ
れ
ば、

西
-

東
集
落
と
浜
集
落
は、

明
ら
か
に
格
子
状
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

し
か
し、

そ
の
形
態
は、

同
じ
格
子
状
と
は
い
え、

大
き
く
異
な
っ
て
い
る。

す
な
わ
ち
西
・

東
集
落
が
基
本
的
に
は
腎
曲
し
た
道
路
に
よ
っ
て
不
整
形
な
格
子
状
形
態
を
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て、

浜
集
落
の
場
合
は、

一

部
に
轡
曲
道
路
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の、

そ
の
多
く
は
直
線
道
路
で
あ
っ
て、

よ
り
整
然
た
る
方
格
地
割
で
あ
り、

あ
る
種
の
規
格
性
が

存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

す
な
わ
ち
浜
集
落
の
場
合
は、

例
え
ば
図
の
a
l
b
-
e
l
d、

b
l
c

f
l
e
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
区

一

辺
が
約
一
一

O
m
で、

こ
れ
は
一

町
区
画
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う。

ま
た
そ

画
は、

あ
く
ま
で
も
図
の
上
で
の
計
測
で
あ
る
が、

の
一

町
方
格
を
三
分
の
一

の
長
方
形
に
区
画
す
る
と
い
う
規
格
性
も
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
れ
に
対
し
て、

西
・

東
集
落
の
場
合

は、

集
落
の
中
心
部
に
一

町
方
格
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
や
そ
の
三
分
割
と
い
う
区
画
が
う
か
が
え
は
す
る
も
の
の、

浜
集
落
と

比
較
す
る
と
明
ら
か
に
不
整
形
で
あ
る。

両
者
の
相
違
は、

何
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か。

結
論
か
ら
い
え
ば、

西
・

東
集
落
と
浜
集
落
の
成
立
の
年
代
差
と
成
立
の
経
緯
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
『
粟
国
村
誌』

で
は、
「
尚
敬

王
時
代
の
元
文
二
(
一

七
三
七)

年
の
村
落
の
新
設
と
い
う
資
料
に
よ
る
と、

泊
渠
が
部
落
の
発
祥
地
と
推
察
出
来
る
。
」

と
し、

草
戸
原

や
島
原
か
ら
移
動
し
て
泊
村
を
構
成
し、

現
在
の
西
集
落
か
ら
東
集
落
に
発
展
し、

人
口
が
次
第
に
増
加
す
る
に
伴
っ
て
浜
集
落
に
発
展
移
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第4図 粟国島(島尻郡粟国村)の西・東集落(上図)と浜集落(下図)
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住
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
「
謝
花
歌
謡」

な
ど
に
よ
っ
て
推
定
し
て
い
る。

ま
た
西
・

東
は
明
治
四
一

年
島
暁
町
村
制
に
よ
っ
て
行
政
区
が
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分
け
ら
れ
る
ま
で
は
八
重
村
と
し
て
一

集
落
と
さ
れ
て
い
た
が、

行
政
上
は
道
路
で
西
・

東
の
二
集
落
と
し、

浜
は
浜
集
落
と
し
て
三
集
落

214 

の
扱
い
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
す
れ
ば、

三
集
落
の
う
ち
で、

最
も
成
立
の
古
い
の
は
西
集
落、

つ
い
で
東
集

落、

そ
し
て
最
も
成
立
の
遅
れ
た
の
が
浜
集
落
と
い
う
こ
と
に
な
り、

歴
代
の
地
頭
代
屋
の
数
も、

西
に
五
大
屋、

東
に
四
大
屋、

浜
に
三

大
屋、

と
い
う
よ
う
に
違
っ
て
い
る。

こ
の
こ
と
は
島
内
に
あ
る
多
く
の
拝
所
と
御
巌
の
分
布
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る。
『
粟
国
村
誌』

一
一

カ
所
の
拝
所
と
九
カ
所
の
御
巌
が
記
さ
れ
て
い
る
が、

拝
所
は
一

カ
所
が
西
集
落
の
西
部
の
草
戸
原、

ま
た
一

カ
所
が
東
海
岸

'』
や」晶、

tl

 

ウ
l
グ
に
あ
っ
て、

残
り
の
九
カ
所
は
西
・

東
集
落
と
浜
集
落
に
存
在
す
る。

と
こ
ろ
が
こ
の
九
カ
所
の
分
布
は、

西
集
落
に
五
カ
所、

東

集
落
に
一

カ
所、
浜

集
落
に
三
カ
所
で、

明
ら
か
に
商
集
落
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
御
巌
も
浜
集
落
に
比
し
て、

西
・

東
集
落
と
そ
の
近
辺
に
高
密
度
に
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
る。

西
・

東
・

浜
の
三
集
落
は、

す
で
に
一

人
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が、

そ
の
成
立
年
代
に
は
新
旧
の
差
が
あ
る
こ

と
も
確
実
で、

こ
の
年
代
差
こ
そ
が
二
集
落
の
形
態
上
の
相
違
の
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

西
・

東
集
落
の
替
曲
道
路

は、

地
形
の
凹
凸
に
よ
る
面
も
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の、

筆
者
が
す
で
に
首
里
城
下
町
で
推
定
し
た
よ
う
な
円
形
も
し
く
は
楕
円
形

に
も
通
じ
る
形
態
で、

直
進
す
る
悪
気
の
直
進
を
阻
害
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
思
想
の
存
在
や、

集
落
の
周
縁
や
内
部
に
多
い
林
の
存
在
と

御
巌
の
調
密
さ
は
風
水
思
想
の
濃
厚
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
推
定
し
う
る。

ま
た、

浜
集
落
に
お
け
る
整
然
た
る
規
格
性
は、

い
わ
ば
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
計
画
的
な
村
落
の
建
設
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

も
っ
と
も
新
村
の
建
設
に
当
た
っ
て
は
首
里
王

府
に
よ
る
風
水
師
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
以
上、

浜
集
落
に
お
い
て
も
風
水
思
想
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が、

そ
の
建
設
の
時
点
で
は、

い
わ
ば
旧
態
的
か
つ
伝
統
的
な
強
固
な
風
水
思
想
が
稀
釈
化
さ
れ
て
い
た
と
一

応
は
考
え
て
お
き
た
い
。

ま
た
坂

本
氏
の
指
摘
さ
れ
た
「
横
一

列
型」

の
整
備
に
よ
っ
て、

か
つ
て
の
聾
曲
道
路
に
よ
る
風
水
思
想
が
希
薄
化
し
て
い
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

本
稿
で
述
べ
た
粟
国
島
の
一

例
の
み
で、

沖
縄
の
格
子
状
集
落
形
態
に
つ
い
て
の
成
立
の
経
緯
と
要
因
を
議
論
で
き
な
い
こ
と
は、

言、
っ



が、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
の
点
の
解
明
に
は、

史
料
や
絵
図
の
残
る
八
重
山
諸
島
の
事
例
を
綿
密
に
検
討
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

ま
で
も
な
い
。
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(
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前
掲
注
(
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(
8)
前
掲
注
(
5)

(
9)
前
掲
注
(
1)

(
叩)
前
掲
注
(
5)

(
日)
五
0
0
0
分
の一
地
形
図
は
国
土
基
本
図
を
複
製
し
た
も
の
と
注
記
さ

れ
て
い
る。
作
成
年
代
は、
三
図
と
も
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い。
「
村
の

空
屋
の
状
況」
図
は、
五
O
O
O
分
の一
地
形
図
を
拡
大
し
た
図
に
住

宅
や
世
帯
主
名
な
ど
を
記
入
し
た
図
で、
役
場
の
「
人
口
及
び
世
帯
数」

資
料
に
よ
れ
ば、
一
九
七
二
年
二一
月
に
は一
六
八
七
人・
四
八
二
世

帯
で
あ
っ
た
が、
現
在
の
人
口
数
は
約
五
O
%・
世
帯
数
は
約
八
O
%

に
減
少
と
い
う
過
疎
化
に
対
応
す
る
た
め
に
粟
国
村
で
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る。
た
だ
し
第
4
図
で
は
空
屋
を
区
別
せ
ず
に
宅
地
と
し
て
表

現
し
た。
ま
た
「
村
の
空
屋
の
状
況」
図
に
拝
所
と
神
家
が
記
さ
れ
て

い
る
が、
後
述
の
「
粟
国
村
誌』
の
数
と
は一
致
し
な
い。

(
ロ)
粟
国
村
村
史
編
纂
委
員
『
粟
国
村
誌」、
粟
国
村、
一
九
八
四
年
四
月一

日。
な
お
粟
国
島
に
つ
い
て
は、
名
嘉
正
八
郎
「
粟
国
鳥
略
史」、
沖
縄

県
立
博
物
館
「
総
合
調
査
報
告
l
粟
国
島」、
沖
縄
県
立
博
物
館、
一
九

八
O
年、
一
1
七
頁。
上
江
洲
均
「
粟
国
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ト
ゥ
1
ジ」、
問、
二一

1
二
七
真。
大
城
逸
朗
「
粟
国
島
の
地
形
と
地
質」、
岡、
三
九
1
四
五

頁、
沖
縄
県
天
然
記
念
物
調
査
シ
リ
ー
ズ

第
三
九
集
「
沖
縄
県
地
質

鉱
物
緊
急
事
態
調
査
報
告
書
I
沖
縄
県
の
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地
質』、
沖
縄
県
教
育

委
員
会、
賀
納
章
雄
「
沖
縄
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名
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島・
粟
国
島
に
お
け
る
伝
統
的

作
物
キ
ピ
の
復
活
と
そ
の
背
景」、
「
人
文
地
理」
五
二
|一
、
二
0
0

0
年
二
月
二
八
日、
六
七
1
八
三
頁
な
ど
の
研
究
が
あ
る。
ま
た、

現
地
で
の
間
取
り
に
よ
れ
ば、
西・
東
集
落
と
浜
集
落
の
成
立
の
新
旧

は、
現
在
で
も
粟
国
村
の
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
る。
西・
東
集
落
に

お
け
る
御
巌
の
多
さ
や
伝
統
の
古
さ、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
以
前
は

優
位
性
も
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る。
な
お、
粟
国
村
に
関
し
て

は、
粟
国
村
教
育
委
員
会
の
新
里
親一
房
氏
や
粟
国
村
役
場
の
各
氏
か
ら、

各
種
資
料
の
提
供
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
教
示
を
得
た。
記
し
て
感

謝
し
た
い。
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紀
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第
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関
西
大
学
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三
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一
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七
五
1
一

O
七
頁。
「
首
里
城
下
町
の
都
市
計
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と
そ
の
基
本

理
念」、
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東
西
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術
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所
紀
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三
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一
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九
頁。
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