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小
野
　
グ
が
付
か
な
い
で
ス
ク
・
シ
ュ
ク
な
ど
も
あ
っ
て
、
根
っ
こ

の
意
味
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ね
。
先
島
で
は
集
落
遺
跡
に
「

―
ス

ク
」
と
つ
く
例
が
あ
り
ま
す
ね
。

池
田
　
そ
う
で
す
ね
。
グ
ス
ク
論
争
の
当
初
は
、
語
源
と
グ
ス
ク
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
は
何
だ
と
い
う
議
論
で
し
た
が
、
高
良
倉
吉
先
生
が
グ

ス
ク
・
モ
デ
ル
を
作
り
、
時
間
の
経
過
の
中
で
グ
ス
ク
も
変
わ
っ
て

い
く
だ
ろ
う
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
付
与
さ
れ
て
、
複
合
的
な

要
素
を
も
つ
の
だ
と
い
う
説
を
出
さ
れ
る
の
で
す
。

　
一
九
七
二
年
に
沖
縄
が
復
帰
し
た
後
、
大
規
模
グ
ス
ク
が
国
指
定

に
な
る
と
き
、
整
備
に
向
け
た
発
掘
調
査
が
進
み
、
今
帰
仁
グ
ス
ク

の
場
合
、
遡
っ
て
も
十
三
世
紀
後
半
、
十
四
世
紀
前
半
か
ら
構
造
化

が
始
ま
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
集
落
か
ら
構
造

化
し
た
グ
ス
ク
へ
の
転
換
が
十
四
世
紀
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
グ
ス
ク
時
代
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
と
い
う
議
論
に
な
る

の
で
す
。
そ
れ
ま
で
グ
ス
ク
時
代
に
は
、
農
耕
が
始
ま
っ
て
、
グ
ス

ク
を
作
る
社
会
と
な
り
、
琉
球
王
国
に
つ
な
が
る
段
階
ま
で
を
考
え

て
い
た
の
で
、
農
耕
と
グ
ス
ク
の
始
ま
り
を
同
時
並
行
で
考
え
て
い

た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
ズ
レ
が
出
て
き
た
の
で
、
安
里
進
さ
ん
が
農
業

　
　
　
3
　
グ
ス
ク
を
考
え
る

■
グ
ス
ク
論
争

高
橋
　
そ
ろ
そ
ろ
グ
ス
ク
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
グ
ス
ク
論
争
で
私
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
グ
ス
ク
の
原
初
的
形

態
は
集
落
・
共
同
体
の
聖
地
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
聖
域
を
含
ん

だ
有
力
者
の
居
城
が
出
て
く
る
と
す
る
の
が
定
説
化
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
ど
う
で
す
か
？

池
田
　
グ
ス
ク
と
は
何
か
と
い
う
の
は
、
伊
波
普
猷
先
生
も
含
め
た

言
語
学
者
が
「
グ
」
は
敬
称
で
、「
ス
ク
」
は
要
塞
の
「
塞
」
の
字

で
、
囲
ま
れ
た
場
所
を
指
す
意
味
合
い
が
あ
る
か
ら
居
城
説
が
出
て

く
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
仲
松
弥
秀
先
生
が
グ
ス
ク
と
は
も
と
も
と

墓
が
あ
っ
た
場
所
を
取
り
囲
む
形
で
成
立
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
根

源
的
な
も
の
は
墓
を
含
め
た
聖
地
だ
と
い
う
説
を
提
示
し
ま
す
。
そ

こ
に
嵩
元
政
秀
先
生
が
グ
ス
ク
の
中
に
は
名
も
知
れ
ず
石
垣
が
め
ぐ

っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
も
と
も
と
集
落
で
あ
っ
て
、
集

落
の
中
か
ら
特
定
の
家
族
が
住
む
と
こ
ろ
の
按
司
の
居
城
・
グ
ス
ク

に
な
っ
て
い
く
と
唱
え
る
の
で
す
。
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池
田
　
大
規
模
グ
ス
ク
の
構
成
要
素
で
あ
る
石
垣
と
基
壇
建
物（
正

殿
）が
登
場
す
る
の
は
、
十
四
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
で
す
。
粗
製
白

磁（
ビ
ロ
ー
ス
ク
タ
イ
プ
と
今
帰
仁
タ
イ
プ
）の
分
析
に
よ
る
と
、
今
帰

仁
で
は
丘
の
上
に
人
が
柵
列
を
も
っ
て
住
み
始
め
る
の
が
十
三
世
紀

後
半
、
ま
わ
り
に
石
垣
を
め
ぐ
ら
し
、
翼
廊
付
き
の
基
壇
建
物
が
で

き
る
の
は
十
三
世
紀
末
〜
十
四
世
紀
初
頭
で
、
グ
ス
ク
の
構
造
が
整

う
の
は
十
四
世
紀
中
頃
く
ら
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
沖
縄
本
島
南
部
の
琉

球
石
灰
岩
が
あ
る
地
域

で
は
石
垣
に
切
石
を
使

い
ま
す
が
、
今
帰
仁
グ

ス
ク
は
岩
盤
の
上
に
あ

る
か
ら
切
石
で
は
な
く

岩
盤
の
割
石
を
野
面
積

み
に
し
て
い
ま
す
。
今

帰
仁
の
石
は
横
長
に
採

れ
る
の
で
、
虎
口
の
部

分
な
ど
に
横
積
み
し
て

い
ま
す
が
、
た
だ
単
に

生
産
の
始
ま
る
原
グ
ス
ク
時
代
と
政
治
的
な
社
会
の
グ
ス
ク
時
代
に

分
け
よ
う
と
提
唱
し
ま
す
。
と
な
る
と
、
グ
ス
ク
の
研
究
は
支
配
者

の
居
城
に
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
議
論
が
集
中
し
ま
す
。
で
は
、

支
配
者
の
居
城
と
し
て
の
グ
ス
ク
の
成
立
過
程
は
、
ど
の
よ
う
に
展

開
し
て
い
く
の
か
。
嵩
元
先
生
が
言
う
よ
う
に
支
配
者
の
居
城
と
は

思
え
な
い
グ
ス
ク
も
た
く
さ
ん
存
在
す
る
わ
け
で
、
本
当
に
グ
ス
ク

は
支
配
者
の
居
城
だ
け
な
の
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
、
ま
た
ま
た

混
沌
と
し
て
き
ま
す
。
現
在
の
研
究
で
は
、
グ
ス
ク
の
発
展
段
階
論

と
集
落
の
成
長
過
程
を
組
み
合
わ
せ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。

―
　
グ
ス
ク
の
構
造
化
と
は
何
で
し
ょ
う
？

池
田
　
石
垣
で
囲
ま
れ
た
中
に
基
壇
建
物（
正
殿
）が
あ
っ
て
、
何
ら

か
の
儀
礼
を
す
る
よ
う
な
空
間
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
の
を
考
え
て

い
ま
す
。

■
多
様
な
グ
ス
ク
の
あ
り
方

高
橋
　
大
規
模
グ
ス
ク
の
中
で
も
切
石
を
使
っ
た
石
垣
の
あ
る
巨
大

な
今
帰
仁
や
浦
添
、
勝
連
が
あ
り
ま
す
ね
。
グ
ス
ク
が
こ
う
し
た
形

に
な
る
の
は
、
時
期
的
に
は
い
つ
頃
で
す
か
？

今帰仁グスク大隅郭の復元された石垣


