
                          

多
く
食
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
つ
ま
い
も
が
沖
永
良
部
島 

に
は
い
っ
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
数
百
年
余
り
前
の
こ
と
で
し
か
な 

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
は
ど
ん
な
食
事
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う 

か
。 

 

食
事
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
つ
ま
り
は
農
業
が
ど
の 

よ
う
に
発
達
し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
い
ま 

使
っ
て
い
る
水
田
や
畑
地
も
、
以
前
は
低
湿
地
で
あ
っ
た
と
か
、 

山
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
原
野
や
荒
れ
地
で
あ
っ
た
と
か
い 

う
場
所
が
か
な
り
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
記
憶
し
て 

お
ら
れ
る
方
も
あ
ろ
う
。
現
在
、
水
田
や
畑
地
と
し
て
使
用
し
て 

い
る
耕
作
地
の
う
ち
、
第
二
次
大
戦
以
前
も
耕
作
地
で
あ
っ
た
も 

の
、
ま
た
、
明
治
時
代
以
前
も
耕
作
地
で
あ
っ
た
も
の
、
さ
ら
に
、 

江
戸
時
代
以
前
も
耕
作
地
で
あ
っ
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
い
わ 

ば
耕
作
地
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
は
た
し 

て
古
代
に
は
ど
れ
ほ
ど
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
が
、
古
代
の
耕
作
地
は
意
外
に
広
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
古
代
の
農
業
が
焼
畑
農
業
に
か
な
り
依
存
し
て
い
た
と 

想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
焼
畑
農
業
と
は
、
森
林
や
原
野
を
伐 

採
し
て
焼
き
払
っ
て
、
耕
作
地
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
一
定
の
期
間 

作
物
を
栽
培
し
た
の
ち
、
そ
の
耕
作
を
放
棄
し
て
、
耕
作
地
を
他 

           

第
二
節 

生 

業 

 
沖
永
良
部
島
の
古
代
の
人
々
は
何
を
食
べ
て
生
活
し
て
い
た
の 

で
あ
ろ
う
か
。 

 

現
在
の
よ
う
に
米
を
常
食
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
ち 

ろ
ん
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
さ
つ
ま
い
も
な
ど
を 

      

に
移
動
さ
せ
る
粗
放
な
農
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
で
は
、 

山
や
原
野
が
数
年
の
間
は
耕
作
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
が
、
そ
の 

あ
と
は
放
棄
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
は
ま
た
や
が
て
山
林
や
原
野
に 

か
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
半
永
久
的 

な
耕
作
地
と
は
そ
の
概
念
を
異
に
し
て
い
る
。 

 

日
本
史
で
は
、
一
般
的
に
は
弥
生
時
代
以
降
、
水
田
稲
作
が
始 

ま
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
紀
元
前
三
世
紀
ご
ろ
で
あ
る
。
と
こ 

ろ
が
、
焼
畑
耕
作
は
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ 

る
。
そ
れ
は
焼
畑
耕
作
が
水
田
耕
作
よ
り
原
始
的
農
法
で
あ
り
、 

水
田
耕
作
以
前
か
ら
あ
っ
た
農
法
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
焼
畑
耕
作
で
は
、
焼
き
払
う
と
い
う
開
墾
方
法
が
と 

ら
れ
る
こ
と
、
焼
き
払
う
こ
と
で
灰
が
生
成
さ
れ
、
ま
た
焼
土
効 

果
に
よ
っ
て
速
効
的
な
肥
料
効
果
を
あ
げ
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ 

れ
が
、雑
草
の
根
絶
に
か
な
り
の
程
度
役
立
つ
と
い
う
こ
と
な
ど
、 

い
ず
れ
も
低
い
技
術
段
階
に
あ
る
農
民
が
農
業
を
営
む
場
合
、
焼 

畑
耕
作
が
も
っ
と
も
適
応
し
た
農
耕
形
態
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ 

る
。
鍬く

わ

・
鋤す

き

な
ど
の
農
具
ら
し
い
も
の
も
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な 

い
。
そ
れ
は
、
焼
畑
耕
作
で
は
畝う

ね

を
つ
く
っ
た
り
、
土
地
を
耕
し 

た
り
な
ど
も
一
切
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
原
始
的
農 

法
な
の
で
あ
る
。 
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焼
畑
耕
作
で
は
、
も
ち
ろ
ん
水
田
や
常
畑
（
永
久
畑
）
ほ
ど
の 

収
穫
は
望
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
の
条
件
の
良
い
所
は
水 

田
や
常
畑
に
し
、
多
く
は
傾
斜
地
な
ど
を
利
用
し
て
焼
畑
が
開
か 

れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
こ
で
、
沖
永
良
部
島
で
も
古
く
は
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ 

る
焼
畑
耕
作
に
つ
い
て
、
以
下
に
尐
し
述
べ
て
み
た
い
。 

 

永
吉
毅
氏
が
、
地
名
の
研
究
か
ら
沖
永
良
部
島
で
も
か
つ
て
は 

焼
畑
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。 

氏
は
キ
ナ
（
木
名
）
系
の
地
名
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
し
て
、
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

「
キ
」
は
こ
の
「
毛
」
つ
ま
り
一
毛
作
、
二
毛
作
と
い
う
場 

 
 

合
の
「
毛
」
と
同
一
語
で
、
地
上
に
生
え
た
草
木
を
意
味
し
、 

 
 

「
ナ
」
は
ナ
イ
（
地
震
）、
ウ
ブ
ス
ナ
（
産
土
）
の
「
ナ
」 

 
 

と
同
じ
く
土
地
の
義
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
キ
ナ
」
と
は
、
つ 

 
 

ま
り
「
草
木
の
生
え
た
場
所
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う 

 
 

い
う
場
所
で
は「
火
田
式
農
法
」が
よ
く
行
な
わ
れ
る
の
で
、 

 
 

転
じ
て
こ
の
種
の
農
法
の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た 

 
 

の
で
あ
ろ
う
。
火
田
は
ま
た
焼
畑
と
も
い
い
、
山
野
に
自
生 

 
 

し
て
い
る
草
木
を
焼
き
払
い
、
そ
の
灰
を
肥
料
と
し
て
、
特 

 
 

別
耕
す
こ
と
も
施
肥
を
す
る
こ
と
も
せ
ず
作
物
を
作
り
、
数 

      

て
も
行
わ
れ
て
い
た
。 

 

焼
畑
耕
作
の
歴
史
的
実
態
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
、
い
ま
で 

は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と 

の
で
き
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
鹿
児
島
県
農
事
調
査
」
で 

あ
る
。「
鹿
児
島
県
農
事
調
査
」
は
、
そ
の
刊
行
に
努
力
さ
れ
た 

原
口
虎
雄
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
前
田
正
名
が
明
治
二
十
三
年
一 

月
農
商
務
省
次
官
に
任
命
さ
れ
た
と
き
に
始
め
た
全
国
的
な
調
査 

で
、
鹿
児
島
県
の
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
勧
業
に
熱
心
で
あ
っ
た 

渡
辺
千
秋
知
事
辞
任
の
明
治
二
十
三
年
九
月
初
め
ま
で
に
は
大
方 

の
作
業
が
終
わ
り
、
大
迫
貞
清
知
事(

明
治
二
十
五
年
十
一
月
～ 

二
十
七
年
一
月
在
任)

の
と
き
ま
で
に
進
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ 

う
、
と
い
う
。 

 

「
鹿
児
島
県
農
事
調
査
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
農
事
全
般
に 

つ
い
て
の
調
査
で
あ
り
、
そ
れ
も
全
県
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
か 

ら
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三
）
と
い
う
時
点
に
お
け
る
農
業 

事
情
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ 

で
は
、
と
り
わ
け
県
内
各
郡
別
に
記
さ
れ
た
田
地
・
畑
地
・
切
替 

畑
地
の
面
積
が
参
考
に
な
る
。
切
替
畑
地
と
は
焼
畑
地
の
こ
と
で 

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、 

 

大
島
郡
は
、 

 

 
 

年
し
て
地
力
が
尽
き
れ
ば
放
棄
し
て
他
に
移
る
原
始
的
農
法 

 
 

で
、
野
原
と
丘
陵
地
帯
と
の
間
に
あ
る
緩
傾
斜
地
や
段
丘
で 

 
 

よ
く
行
な
わ
れ
た
。（「
沖
之
永
良
部
島
地
名
考
」） 

 

以
上
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
あ
と
、
キ
ナ
系
地
名
と
し
て
、
村 

落
名
で
は
、 

 
 

知
名
・
久
志
検
・
手
々
知
名
・
瀬
名
・
田
皆 

な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
ほ
か
に
小
字
名
を
あ
げ
、
和
泊
町
に
属
す
る 

も
の
と
し
て
、 

 
 

湾ワ

仁
屋

ニ

ヤ

（
和
泊
）、
ア
ン
ニ
ャ
、
木
場
野
・
吉ユ

シ

辺
名

ビ
ニ
ヤ(

喜
美
留
）、 

 
 

喜
野
口
・
湾
仁
屋
（
国
頭
）、
伊
地
野
（
西
原
）、
ア
ン
ニ
ャ 

 
 

ラ
俣
・
木ゲ

武
手
名

ン

テ

ラ

（
畦
布
）、
朝
知
野
・
田
皆
窪
（
皆
川
）、 

 
 

糸
知
名
（
内
城
）、
田
知
木
名
（
後
蘭
）、
良
木
屋
（
谷
山
）、 

 
 

佐
木
名
・
内
喜
名
（
永
嶺
）、
内
喜
名
・
玄
寺
（
瀬
名
） 

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
場
所
で
は
、
お
そ
ら
く
古
く
か
ら
焼
畑
耕
作
が
行 

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
な
か
の
一
部
で
は
、
近 

世
・
近
代
に
い
た
る
ま
で
、
焼
畑
耕
作
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性 

も
あ
る
。
焼
畑
耕
作
は
、
い
ま
で
こ
そ
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ 

た
も
の
の
、
か
つ
て
は
、
日
本
各
地
で
古
く
か
ら
広
く
行
わ
れ
、 

地
域
に
よ
っ
て
は
、
明
治
・
大
正
時
代
を
へ
て
、
昭
和
時
代
に
な
っ 

       
 

田
地 

 
 

三
千
九
百
四
十
六
町
四
畝
二
十
七
歩 

 
 

畑
地 
 
 

一
万
三
千
百
八
十
町
八
反
七
畝
十
四
歩 

 
 

切
替
畑
地 

二
千
四
百
二
十
四
町
七
反
八
畝
十
一
歩 

と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
調
査
で
は
郡
以
下
の
町
村
別
記
載
が
な
い
の
で
、
大
島
郡 

内
の
各
村
の
状
況
ま
で
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
郡
全
体
の
概
況
は 

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
大
島
郡
で
は
、
明
治
二
十
三 

年
の
段
階
に
二
千
四
百
二
十
四
町
余
の
焼
畑
耕
地
が
あ
り
、
耕
地 

全
体
の
十
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
た
。
こ
の
数
値
は
、 

鹿
児
島
県
全
体
の
焼
畑
耕
地
の
割
合
が
二
十
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト 

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
比
率
は
低
い
こ
と
が
わ 

か
る
。 

 

焼
畑
耕
地
や
経
営
農
家
数
が
統
計
的
に
全
国
規
模
で
わ
か
る
よ 

う
に
な
る
の
は
昭
和
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。一
九
三
六
年（
昭 

和
十
一
）
の
山
林
調
査
に
よ
る
と
、
鹿
児
島
県
の
焼
畑
耕
地
面
積 

は
、
全
国
五
位
で
二
千
七
百
六
十
三
町
と
な
っ
て
い
る
が
、
経
営 

農
家
数
は
三
万
千
八
百
五
戸
で
全
国
一
位
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の 

二
つ
の
数
値
か
ら
す
る
と
、
鹿
児
島
県
の
場
合
は
小
規
模
な
焼
畑 

経
営
の
戸
数
が
多
い
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

大
島
郡
関
係
の
焼
畑
に
つ
い
て
の
資
料
は
希
尐
で
、
推
測
を
多
く 
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は
さ
む
こ
と
に
な
る
が
、
大
島
郡
内
に
お
け
る
焼
畑
経
営
も
小
規 

模
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
古
代
の
沖
永
良
部
島
の
焼
畑
で
は
ど
ん
な
作
物
が 

つ
く
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
明
解
な
答 

え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
も
推
測
を
試
み
る
と
次 

の
よ
う
に
な
る
。 

 

最
近
ま
で
本
土
の
ご
く
一
部
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
た
焼
畑
に 

お
け
る
作
物
を
作
付
面
積
か
ら
見
て
あ
げ
る
と
、 

 
 

ソ
バ
・
ア
ワ
・
ヒ
エ
・
麦
類
・
大
豆
・
小
豆
・
甘
藷
・
サ
ト 

 
 

イ
モ
・
ナ
タ
ネ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ 

な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
な
か
で
、
沖
永
良
部
島
で
主
に
栽
培
さ
れ
た
可
能
性
の
あ 

る
も
の
は
、
ア
ワ
と
サ
ト
イ
モ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

と
い
う
の
は
、
ア
ワ
は
イ
ン
ド
の
原
産
で
、
イ
ン
ド
東
部
の
ア
ッ 

サ
ム
山
地
や
南
シ
ナ
の
山
地
で
多
く
栽
培
さ
れ
て
い
る
し
、
台
湾 

の
山
地
焼
畑
民
の
間
で
は
も
っ
と
も
重
要
な
作
物
に
な
っ
て
い 

る
。
ま
た
、
沖
縄
の
焼
畑
で
も
古
く
か
ら
ア
ワ
が
栽
培
さ
れ
て
い 

た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
、
沖
永
良
部
島
で
も
、
焼
畑 

で
は
ま
ず
ア
ワ
の
栽
培
が
想
定
さ
れ
る
。 

 

サ
ト
イ
モ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
タ
ロ
イ
モ
と
よ
ば
れ
る
イ
モ
の 

       

ま
た
、
耕
作
地
は
数
年
間
利
用
さ
れ
る
と
放
棄
し
て
移
動
す
る 

こ
と
か
ら
、
あ
る
特
定
の
土
地
を
占
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
生 

じ
に
く
い
。
そ
れ
に
、
耕
作
地
を
無
制
限
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、 

実
際
に
は
除
草
作
業
が
過
重
に
な
っ
て
耕
作
を
不
能
に
す
る
た 

め
、
耕
作
面
積
に
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が
で
き
て
し
ま
う
。
東
南 

ア
ジ
ア
の
焼
畑
農
業
で
は
、
村
落
を
単
位
と
す
る
土
地
共
有
制
の 

原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
も
こ
の
よ
う
な
焼
畑 

農
業
に
固
有
な
特
性
を
考
え
る
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ 

う
か
。 

 

と
こ
ろ
で
、
焼
畑
農
業
を
主
と
す
る
村
落
共
同
体
で
は
、
そ
の 

中
か
ら
卓
越
し
た
経
済
力
を
も
つ
有
力
者
が
出
現
す
る
と
い
う
こ 

と
は
き
わ
め
て
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の 

よ
う
な
社
会
で
は
、
上
下
に
あ
ま
り
隔
差
の
な
い
村
落
構
造
を
想 

定
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 
 
 
 
 
 

こ
の
節
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
部
分
的
に 

 
 
 
 
 
 

佐
々
木
高
明
「
稲
作
以
前
」
な
ど
を
参
考
に 

 

 
 
 
 
 
 

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。 

   

一
種
で
、
熱
帯
の
多
種
類
の
イ
モ
類
の
中
か
ら
、
南
シ
ナ
か
ら
日 

本
に
か
け
て
の
地
域
で
早
く
か
ら
栽
培
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特 

に
、
九
州
山
地
の
焼
畑
で
は
最
近
ま
で
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
の 

で
、
イ
モ
と
い
え
ば
サ
ト
イ
モ
を
指
す
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
ま 

た
、
一
部
で
は
甘
藷
も
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
甘
藷
が
導
入
さ
れ 

る
ま
で
は
サ
ト
イ
モ
が
主
要
作
物
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
沖
永
良
部
島
で
も
サ
ト
イ
モ
を
想
定
し
て
み
た
の 

で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。 

 

次
に
、
焼
畑
農
業
が
主
な
耕
作
方
法
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
社 

会
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

焼
畑
農
業
で
は
、
耕
作
地
を
つ
く
る
場
合
に
は
森
林
や
原
野
を 

伐
採
し
て
焼
き
払
う
こ
と
と
、
そ
こ
で
一
定
期
間
作
物
が
栽
培
さ 

れ
る
と
、
耕
作
を
放
棄
し
て
耕
作
地
を
他
に
移
動
さ
せ
る
と
い
う 

耕
作
方
法
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
農
業
で
は
、
厳
密
な
意
味 

で
の
土
地
の
私
有
観
念
は
生
じ
に
く
い
。
と
い
う
の
は
、
い
ま
で 

も
焼
畑
農
業
が
行
わ
れ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
伐
採
や
火
入 

れ
、
播
種

は
し
ゆ

な
ど
が
共
同
労
働
で
進
め
ら
れ
る
例
が
き
わ
め
て
多
い 

と
い
う
。共
同
労
働
は
村
落
共
同
体
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、 

そ
れ
以
下
の
小
集
団
の
こ
と
も
あ
る
が
、
世
帯
単
位
を
こ
え
て
行 

わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。 
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