
　

日
本
に
ヒ
ト
が
来
た
の
は
、
い

つ
ご
ろ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

中
種
子
町
の
立
切
遺
跡
か
ら
は
、

約
３
万
７
千
年
前
の
ヒ
ト
が
使
っ

て
い
た
道
具
と
た
き
火
を
し
た
跡

が
、
ま
た
、
熊
本
市
の
石
の
本
遺

跡
か
ら
は
、
約
３
万
８
千
年
前
の

道
具
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
小
牧
地
区
に
あ
る
西
多

羅
ヶ
迫
遺
跡
で
は
、
立
切
遺
跡
や

石
の
本
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る

道
具
と
同
じ
形
の
も
の
が
出
土
し

て
い
ま
す
。
こ
の
出
土
品
は
、
ジ

ャ
ス
パ
ー
や
メ
ノ
ウ
な
ど
の
固
い

石
を
材
料
に
し
た
台
形
の
石
器
で

す
。
そ
の
形
状
か
ら
「
台だ

い
け
い
よ
う

形
様
石せ

っ

器き

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
当
時

の
ヒ
ト
は
、
こ
の
道
具
を
使
っ
て

生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
食
料
を

捕
っ
た
り
、
肉
な
ど
を
切
っ
た
り

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
人
骨
が
出
土
し
て
い
な

い
た
め
、
顔
か
た
ち
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
本
市
に
は
３
万
年
以
上

も
前
か
ら
ヒ
ト
が
生
活
し
て
い
た

の
で
す
。

　

昭
和
30
年
代
前
半
、
本
市
で
は

イ
タ
ヤ
貝
の
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
60
年
に
発
刊
さ
れ
た
指
宿

市
誌
に
は
、「
錦
江
湾
、
イ
タ
ヤ
貝

漁
真
っ
盛
り
」
と
写
真
入
り
で
指

宿
沖
の
漁
の
様
子
を
伝
え
る
昭
和

33
年
７
月
28
日
付
け
の
朝
日
新
聞

の
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

記
事
に
は
、「
桜
島
の
浮
か
ぶ
錦
江

湾
は
今
”イ
タ
ヤ
貝
“
漁
の
真
っ

盛
り
。
主
な
漁
場
は
薩
摩
半
島
指

宿
沖
の
約
２
㎞
。
朝
７
時
に
な
る

と
大
小
２
３
０
余
隻
の
船
が
動
力

船
に
引
か
れ
威
勢
よ
く
出
発
す
る
。

ど
の
船
も
漁
場
確
保
の
一
番
乗
り

を
目
指
し
て
死
に
物
狂
い
に
突
っ

走
る
。
ま
る
で
源
平
合
戦
を
思
わ

す
よ
う
な
壮
観
だ
。（
中
略
）
年
間

の
水
揚
げ
高
は
７
８
０
ｔ
か
ら
９

０
０
ｔ
。
指
宿
市
で
は
外
貨
を
稼

ぐ
た
だ
一
つ
の
も
の
だ
け
に
貴
重

品
扱
い
」
と
あ
り
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
イ
タ
ヤ
貝
の
姿
を

見
掛
け
る
こ
と
は
少
な
く
な
り
、

指
宿
市
誌
で
も
「
今
や
こ
の
イ
タ

ヤ
貝
、
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
影
も

形
も
見
せ
な
い
幻
の
貝
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

時
遊
館
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ

で
開
催
中
の
企
画
展
「
古
代
史
海

洋
冒
険
談
」
で
は
、
こ
の
イ
タ
ヤ

貝
漁
で
活
躍
し
た
和
船
の
模
型
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
毛け
が
さ笠

（
獣
の

毛
で
作
っ
た
笠
を
竿
の
先
に
取
り

付
け
た
も
の
）
も
精
巧
に
再
現
さ

れ
た
見
事
な
出
来
栄
え
で
す
。
こ

の
ほ
か
、
遣
唐
使
船
や
戦
国
時
代

の
軍
船
、
黒
船
や
江
戸
時
代
の
和

船
な
ど
、
数
々
の
船
の
模
型
も
展

示
し
、
海
と
人
々
と
の
か
か
わ
り

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

西に
し
た
ら
が
さ
こ

多
羅
ヶ
迫
遺
跡（
そ
の
④
）

３
万
年
以
上
も
前
の
ヒ
ト
と
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２
月
到
来
。「
如
月
」
は
、
寒
さ

の
た
め
衣
を
重
ね
る
と
こ
ろ
か
ら

「
衣き

さ
ら
ぎ

更
着
」
と
も
、
陽
気
が
発
達

す
る
時
節
と
い
う
こ
と
か
ら
「
気き

更さ
ら
ぎ来

」、ま
た
、
草
木
の
芽
の
張
り

出
す
月
だ
か
ら
「
草く

さ
き
は
り
づ
き

木
張
月
」
な

ど
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
語
源
は
ま

だ
ま
だ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
２
月
は
「
梅う

め
み
づ
き

見
月
」
と

も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
月
の
花
は

梅
で
あ
り
、
各
地
か
ら
梅
の
便
り

が
届
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

四
季
に
恵
ま
れ
た
わ
が
国
に
は
、

花
木
を
観
賞
し
て
楽
し
む
言
葉
が

い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

桜
は
花
見
と
言
い
、
秋
に
は
紅
葉

狩
り
、
梅
な
ら
探た

ん
ば
い梅

な
ど
の
言
葉

が
情
緒
豊
か
に
漂
い
ま
す
。

　
探
梅
や
遠
き
昔
の

　
　
汽
車
に
の
り
（
山
口
誓
子
）

　

記
憶
の
中
に
開
く
花
一
輪
を
想お

も

っ
て
の
句
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

梅
は
寒
さ
の
極
ま
る
時
節
、
百

花
に
先
駆
け
て
咲
き
ま
す
。
そ
の

早
咲
き
を
山
野
に
探
す
と
い
う
言

葉
の
意
味
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
そ
の
探
梅
も
立
春
を
過

ぎ
れ
ば
観か

ん
ば
い梅
に
変
わ
り
ま
す
。
探

梅
は
一
輪
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ
を

い
と
お
し
み
、
観
梅
は
盛
り
の
色

香
漂
う
花
を
愛め

で
る
と
い
っ
た
、

季
節
の
移
ろ
い
を
現
し
た
絶
妙
な

言
葉
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
理
科
の
テ
ス
ト
で

「
氷
が
溶
け
た
ら
何
に
な
る
？
」

と
い
う
質
問
に
、
あ
る
子
ど
も
が

「
水
に
な
る
」
で
は
な
く
「
春
に

な
る
」
と
答
え
た
と
い
い
ま
す
。

テ
ス
ト
で
「
春
に
な
る
」
と
答
え

た
子
ど
も
の
豊
か
な
感
性
に
は
恐

れ
入
り
ま
す
。

　

二
十
四
節
気
の
雨
水
、
水
ぬ
る

み
始
め
る
こ
ろ
。
幼
い
答
え
を
正

解
と
す
べ
く
季
節
が
め
ぐ
る
如
月

の
こ
ろ
。
早
春
の
風
は
ま
だ
冷
た

い
で
す
が
、
落
ち
葉
の
下
や
土
の

中
に
さ
ま
ざ
ま
な
越
冬
中
の
命
が

息
づ
い
て
い
ま
す
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男

２
月

　
～
如き

さ
ら
ぎ月

の
こ
ろ
～

季節感漂う梅とメジロ
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