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「
花
と
い
え
ば
嘉
数
」
　
冬
の
風
物
詩
　
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

　１
９
７
０
年
代
半
ば
頃
か
ら
90

年
代
に
か
け

て
10

月
中
旬
か
ら
年
明
け
の
２
月
頃
ま
で
、
国

道
３
３
０
号
線
沿
い
の
嘉
数
の
夜
は
、
白
熱
電

球
が
規
則
正
し
く
輝
く
美
し
い
光
で
彩
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
冬
の
こ
の
時
期
は
、
夜
道
を
歩
く

と
光
の
海
に
目
を
奪
わ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ

は
「
電
照
菊
」
で
す
。
夜
間
、
光
を
当
て
て
菊

の
日
照
時
間
を
伸
ば
し
、
花
芽
が
付
く
の
を
遅

ら

せ

て
、
出

荷
時
期
を
調

整
す
る
た
め

の
電
照
で
す
。

　沖
縄
戦
後
、

嘉
数
の
人
々

は
、
地

元

に

戻
る
と
農
業

に

励

み
、
花

作
り
が
始
ま

り

ま

し

た
。

キ
ン
ギ
ョ
ソ
ウ

や
グ
ラ
ジ
オ

ラ
ス
等
、
様
々
な
花
を
育
て
、
女
性
が
近
く
の

米
軍
部
隊
（
嘉
数
ハ
イ
ツ
や
大
謝
名
）
へ
行
き

「
チ
ェ
ン
ジ
」
と
言
っ
て
、
花
を
た
ば
こ
や
缶

詰
な
ど
と
交
換
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
バ
ス

を
使
っ
て
嘉
手
納
や
那
覇
の
天
久
に
あ
っ
た
部

隊
ま
で
も
行
き
ま
し
た
。
花
束
は
タ
ラ
イ
に
入

れ
、
頭
に
載
せ
て
運
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
女

性
が
運
転
免
許
を
取
り
、
軍
の
パ
ス
（
通
行
許

可
証
）
を
持
っ
て
車
で
基
地
に
出
入
り
し
、
現

金
で
売
り
ま
し
た
。
人
々
の
生
活
が
安
定
し
て

く
る
と
、
県
内
の
市
場
で
花
が
売
れ
る
よ
う
に

な
り
、
次
第
に
基
地
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
そ

う
で
す
。

　１
９
７
２
（
昭
和
47

）
年
の
本
土
復
帰
後
、

嘉
数
の
花
作
り
は
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。
本

土
移
出
が
自
由
に
な
り
、
品
薄
に
な
る
冬
春
季

の
菊
が
脚
光
を
浴
び
ま
し
た
。
嘉
数
で
も
高
く

売
れ
る
と
い
う
事
で
、
次
々
に
電
照
菊
作
り
が

拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
規
格
に
合
う
菊
を
育

て
る
に
は
手
間
が
か
か
り
、
忙
し
い
時
期
に
は

ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
っ
て
仕
事
を
こ
な
し
ま
し

た
。
ま
た
、
菊
だ
け
で
手
い
っ
ぱ
い
と
な
り
、

他
の
花
は
作
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
統
計
に
よ

る
と
、
最
盛
期
は
１
９
８
１
年
で
、
嘉
数
の
切

花
類
の
栽
培
面
積
は
８
３
４
ア
ー
ル
に
の
ぼ
り

ま
し
た
。
現
在
は
高
齢
化
に
よ
り
、
嘉
数
の
菊

生
産
者
は
数
名
と
な
り
、
あ
の
「
光
の
海
」
は

見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　嘉
数
高
台
公
園
が
平
和
学
習
や
市
民
の
憩
い

の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
、
住
宅
地
と
し
て
発
展

し
て
い
る
嘉
数
で
す
が
、
戦
後
の
焼
け
野
原
か

ら
た
く
ま
し
く
復
興
し
、
「
花
と
い
え
ば
嘉
数

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
」
（
市
史
８
巻
の
証
言
よ

り
）
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。

『
宜
野
湾
市
史
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▲菊の電照栽培（嘉数）1982（昭和57）年
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平成19年に確認された600以上の遺構（嘉数内城原第２遺跡） 

﹁
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
①

﹂

は
じ
め
に
　

　
今
月
は
、
市
教
育

委
員
会
が
近
年
民
間

地
で
行
っ
た
、
埋
蔵

文
化
財
発
掘
調
査
に

つ
い
て
、
そ
の
保
存

方
法
の
一
例
を
過
年

度
の
調
査
成
果
を
例

に
紹
介
し
ま
す
。
な

お
、
埋
蔵
文
化
財
と
は
、
土
に
埋
も
れ
た
文
化

財
の
こ
と
で
、
住
居
の
跡
や
貝
塚
な
ど
人
が
生

活
し
た
痕
跡
を
遺
構
と
呼
び
、
土
器
や
石
器
な

ど
人
が
使
用
し
た
道
具
を
遺
物
と
呼
び
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
あ
る
場
所
な
い
し
は
地
域

が
遺
跡
で
す
。

発
掘
調
査
の
流
れ
　
建
物
を
建
て
る
場
合
、
そ

の
場
所
が
遺
跡
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
実
際

に
掘
っ
て
み
な
け
れ
ば
埋
蔵
文
化
財
が
あ
る
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
試
掘
調
査
と

呼
ば
れ
る
試
し
掘
り
を
行
う
こ
と
で
、
最
終
的

に
埋
蔵
文
化
財
の
有
無
を
判
断
し
ま
す
。
試
掘

調
査
で
埋
蔵
文
化
財
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
埋

蔵
文
化
財
を
破
壊
せ
ず
に
工
事
が
行
え
る
か
協

議
し
ま
す
が
、
工
事
の
計
画
上
、
埋
蔵
文
化
財

が
破
壊
さ
れ
る
場
合
、
緊
急
発
掘
調
査
を
行
い
、

壊
さ
れ
る
埋
蔵
文
化
財
の
記
録
を
と
り
ま
す
。

調
査
終
了
後
、
記
録
し
た
各
資
料
を
整
理
し
て

報
告
書
を
発
行
し
ま
す
。

嘉
数
内
城
原
第
二
遺
跡

　
こ
の
遺
跡
は
、
平
成
16
年
の
試
掘
調
査
で
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
19
年
に
行
っ
た
個
人
住

宅
建
設
に
伴
う
緊
急
発
掘
調
査
で
は
、
６
０
０

を
超
え
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
遺
構
の
多
く
は
列
状
に
並
ん
だ
小
穴
で
、
グ

ス
ク
時
代
に
堀
棒
を
使
用
し
て
畑
作
を
行
っ
た

痕
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
24
年
、
こ
の
遺
跡
の
範
囲
内
で
２
件
の

個
人
住
宅
建
設
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
試
掘
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
地
表
下
約
２

メ
ー
ト
ル
か
ら
、
小
穴
が
列
を
成
す
状
況
で
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
建
設
予
定
の
住
宅
は
、

２
件
と
も
工
事
に
よ
る
掘
削
深
度
が
遺
構
の
検

出
面
に
及
ば
ず
、
埋
蔵
文
化
財
が
壊
さ
れ
な
い

こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
緊
急
発

掘
調
査
を
せ
ず
に
住
宅
の
着
工
と
な
り
ま
し

た
。

　
埋
蔵
文
化
財
は
、
発
掘
調
査
を
行
う
こ
と
で

も
破
壊
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
な
る

べ
く
現
地
に
残
す
こ
と
が
最
善
の
保
存
方
法
と

言
え
ま
す
。
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