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〔
学
術
論
文
〕

沖
縄
学
と
郷
土
研
究 

―
戦
前
の
沖
縄
学
・
郷
土
研
究
が
内
包
し
た
矛
盾
と
葛
藤 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

阪
井

芳
貴 

キ
ー
ワ
ー
ド

近
代
沖
縄
・
沖
縄
学
・
郷
土
研
究
・
郷
土
教
育
・
折
口
信
夫

要
旨伊

波
普
猷
を
「
父
」
と
し
て
き
た
「
沖
縄
学
」
を
再
評
価
し
、
そ
の
足
取
り
と

未
来
を
探
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
「
沖
縄
学
」
が
確
立

し
た
戦
前
の
沖
縄
に
お
け
る
教
育
界
で
、
時
代
の
要
請
に
よ
り
重
視
さ
れ
て
ゆ
く

郷
土
教
育
・
郷
土
研
究
と
沖
縄
学
と
の
間
で
矛
盾
・
葛
藤
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る

教
員
た
ち
の
言
説
を
も
と
に
、
沖
縄
学
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
く
の

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
「
沖
縄
学
」
を
折
口

信
夫
の
独
特
の
学
問
世
界
を
構
成
す
る
「
折
口
名
彙
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と

試
み
る
。

は
じ
め
に 

戦
後
の
沖
縄
学
を
リ
ー
ド
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
外
間
守
善
氏
が
、
本
稿
執
筆
の

さ
な
か
の
１
１
月
２
０
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
。
（
注
１
）

今
年
は
、
３
月
末
に
東
京
で

大
規
模
な
沖
縄
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
学
の
足
ど
り

を
確
認
し
、
こ
れ
か
ら
の
沖
縄
学
の
見
通
し
を
多
く
の
研
究
者
が
見
つ
け
よ
う
と

集
い
、
さ
ら
に
８
月
に
は
那
覇
で
も
、
沖
縄
学
の
過
去
と
未
来
を
探
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
外
間
氏
は
こ
う
し
た
沖
縄
学
を
め
ぐ
る
動
き

を
ど
の
よ
う
に
見
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

外
間
氏
は
、
当
然
、
常
に
「
沖
縄
学
の
父
」
伊
波
普
猷
を
意
識
し
て
研
究
や
後

進
の
指
導
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
結
果
、
学
界
か
ら
も
社
会
か

ら
も
伊
波
の
後
継
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
伊
波
普
猷
の
開
拓
し
た
こ

の
学
の
世
界
に
つ
い
て
、
実
は
ま
だ
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
が

多
く
あ
る
。
そ
の
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
ら
の
な
か
に
は
、
沖
縄
の
人

々
に
と
っ
て
、
郷
土
の
学
問
で
あ
る
沖
縄
学
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
っ
た
の

か
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
拡
が
っ
て

い
た
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。 

本
稿
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
解
を
示
し
、
沖
縄
学
の
萌
芽
か
ら
発
展

に
至
る
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
材
料
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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日
本
民
俗
学
を
導
き
、
本
格
的
な
学
問
に
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
柳
田
國

男
に
と
っ
て
、
１
９
２
１
年
の
い
わ
ゆ
る
海
南
小
記
の
旅
は
、
そ
の
学
問
の
道
筋

を
大
き
く
変
え
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
後
に
、
柳
田
は
こ
の
旅
で
得

た
収
穫
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

我
々
の
学
問
に
と
っ
て
沖
縄
の
発
見
は
画
期
的
の
大
事
件
で
あ
っ
た
。
（
中

略
）
（
言
語
・
信
仰
な
ど
が
）
い
ず
れ
も
み
な
沖
縄
を
日
本
の
古
い
分
家
と

心
づ
く
ま
で
は
全
然
参
照
し
得
な
か
っ
た
新
資
料
の
み
で
あ
つ
た
。（
中
略
）

沖
縄
研
究
の
間
接
な
る
恩
恵
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
（
中
略
）
ぜ
ひ
と
も
比
較

に
よ
っ
て
民
族
全
体
の
古
代
を
映
発
す
る
た
め
に
、
一
日
も
早
く
各
自
の
郷

土
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
新
し
い
歴
史
学
に
教
え
て

く
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

（
「
郷
土
生
活
の
研
究
法
」
１
９
３
５
年
） 

 

こ
こ
で
柳
田
が
「
古
い
分
家
」
と
表
現
し
た
の
は
、
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
日

琉
同
祖
と
い
う
言
説
の
嚆
矢
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
見
聞
談
を
自
宅
で

聴
い
た
折
口
信
夫
は
、
そ
れ
を
自
分
の
眼
で
確
か
め
ず
に
お
れ
な
く
な
り
、
半
年

遅
れ
の
同
年
夏
に
沖
縄
に
旅
立
つ
。
折
口
信
夫
の
感
性
が
沖
縄
で
捉
え
た
の
は
、

柳
田
よ
り
も
距
離
感
を
縮
め
た
日
琉
の
関
係
で
あ
っ
た
。 

 
 

沖
縄
本
島
を
中
心
と
し
た
沖
縄
県
の
島
々
及
び
、
其
北
に
散
在
す
る
若
干
の

他
府
県
の
島
々
は
、
日
本
民
族
の
曾
て
持
つ
て
ゐ
た
、
最
古
い
生
活
様
式
を
、

最
古
い
姿
に
お
い
て
伝
へ
る
血
の
濃
い
兄
弟
の
現
に
居
る
土
地
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「
沖
縄
を
憶
ふ
」
１
９
４
６
年
） 

 

 

折
口
は
、
そ
の
翌
々
年
と
１
９
３
５
年
か
ら
３
６
年
に
か
け
て
の
、
計
三
回
沖

縄
に
渡
り
、
独
自
の
理
論
で
あ
る
「
ま
れ
び
と
論
」
を
確
立
し
、
ま
た
琉
球
古
典

芸
能
の
ヤ
マ
ト
へ
の
紹
介
に
尽
力
す
る
な
ど
、
沖
縄
へ
の
思
い
を
終
生
持
ち
続
け

る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
２
人
の
民
俗
学
の
泰
斗
の
沖
縄
研
究
に
刺
激
を
与
え
、
ま
た
２
人
か
ら
支

え
ら
れ
た
の
が
伊
波
普
猷
で
あ
っ
た
。
伊
波
が
、
後
に
「
沖
縄
学
の
父
」
と
呼
ば

れ
る
に
至
る
に
は
、
こ
の
２
人
の
存
在
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
伊

波-

柳
田-

折
口
の
創
り
上
げ
た
沖
縄
学
が
進
展
し
て
ゆ
く
の
と
並
行
し
、
沖
縄
で

は
急
速
な
日
本
化
・
同
化
が
推
進
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
皇
民
化
で
あ
る
が
、

と
く
に
沖
縄
県
設
置
後
た
だ
ち
に
に
全
県
的
に
整
備
さ
れ
る
学
校
を
拠
点
と
す
る

皇
民
化
教
育
が
、
そ
こ
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
県

民
に
よ
る
早
く
日
本
人
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
内
的
希
求
と
、
ア
ジ
ア
進
出

の
足
が
か
り
の
確
立
と
周
辺
諸
地
域
支
配
の
先
駆
例
を
求
め
る
政
府
に
よ
る
外
的

要
因
と
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
教
員
た
ち
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る

の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。 

 

た
と
え
ば
、
「
沖
縄
教
育
」
第
７
６
号
（
１
９
１
２
年
）
に
は
次
の
よ
う
な
発

言
が
見
ら
れ
る
。 

 
 

我
沖
縄
は
こ
れ
ま
で
内
地
府
県
の
人
よ
り
、
一
般
我
国
の
世
の
中
よ
り
骨
と

う
物
扱
ひ
を
さ
れ
て
居
た
。
今
後
お
互
い
に
充
分
に
奮
励
努
力
し
て
一
日
も

早
く
内
地
同
様
当
り
前
の
程
度
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

 

 
 

 
 

 

（
「
島
尻
郡
部
会
に
於
け
る
島
内
事
務
官
の
演
説
大
意
」
） 
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こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
ヤ
マ
ト
へ
の
劣
等
意
識
を
持
つ
沖
縄
人
を
し
て
他
府
県

人
と
同
等
の
知
識
・
生
活
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
種

悲
壮
な
決
意
が
読
み
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
意
識
を
多
く
の
教
員
た
ち

が
共
有
し
て
（
さ
せ
ら
れ
て
）
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
標
準
語
教
育
に
象
徴
さ
れ
る

同
化
教
育
・
皇
民
化
教
育
は
、
そ
う
し
た
教
員
た
ち
に
よ
っ
て
、
昭
和
戦
前
期
ま

で
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。 

 

い
っ
ぽ
う
で
、
同
誌
第
７
５
号
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
え
る
。 

  
 

沖
縄
教
育
目
下
努
力
研
究
す
べ
き
こ
と
二
つ
あ
る
。
第
一
郷
土
の
研
究
、
第

二
児
童
の
研
究
と
で
あ
る
。
郷
土
の
研
究
を
看
過
せ
る
為
其
自
身
の
住
む
郷

土
の
事
情
を
明
察
し
て
い
な
い
為
に
、
一
方
に
お
い
て
は
其
欠
点
が
ひ
い
て

は
沖
縄
県
を
他
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
依
て
沖
縄
県
が
他
の
辺
隔

な
る
地
よ
り
も
他
に
知
ら
れ
て
居
な
い
。 

 
 

 
 

 

（
廣
川
鐵
蔵
「
手
土
産
（
其
の
一
）
」
） 

 

こ
れ
は
、
ヤ
マ
ト
に
沖
縄
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
に
は
、
ま
ず
自
ら
沖
縄
の
こ

と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
内
発
的
な
関
心
か
ら
の

も
の
で
は
な
く
、
沖
縄
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
高
め
て

も
ら
う
た
め
の
方
策
と
し
て
の
郷
土
研
究
が
推
奨
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
う
し
た
立
場
と
連
動
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
純
粋
に
琉
球
・
沖
縄
史
の
再
確

認
の
試
み
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
時
期
の
同
誌
に
は
王
朝
時
代
の
古
文
書
（
例
『
中

山
世
譜
』
）
の
翻
刻
な
ど
も
連
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

琉
球
処
分
・
沖
縄
県
設
置
か
ら
大
正
期
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
教
育
界
の
大
き

な
流
れ
が
社
会
全
体
を
も
支
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
波
普
猷
の
沖
縄
県

立
図
書
館
長
時
代
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

伊
波
は
『
古
琉
球
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
発
的
関
心
を
喚
起
す
べ
く
、
古
代

か
ら
前
近
代
に
至
る
琉
球
史
な
ら
び
に
琉
球
独
特
の
言
語
・
民
俗
・
芸
能
な
ど
の

文
化
事
象
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
て
い
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
県
内

各
地
で
の
講
演
・
啓
蒙
活
動
に
も
通
じ
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
成
果
は
日
琉
同
祖
論
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
、
結
局
は
同
化
・
皇

民
化
の
推
進
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
は
否
め
な
い
。
そ
こ
に
は
、
後

述
す
る
矛
盾
と
葛
藤
が
存
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
矛
盾
と
葛

藤
は
、
伊
波
や
柳
田
・
折
口
に
導
か
れ
る
よ
う
に
郷
土
研
究
に
携
わ
っ
た
沖
縄
在

住
の
研
究
者
た
ち
に
こ
そ
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

二 

  

１
９
１
２
年
に
「
郷
土
の
研
究
」
が
、
ヤ
マ
ト
に
沖
縄
を
知
ら
し
め
る
た
め
に

必
要
だ
と
の
言
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
「
郷
土
」
と
い
う
言
葉
が
、

戦
前
の
沖
縄
の
思
想
・
教
育
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
術
語
で
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 
柳
田
國
男
が
日
本
民
俗
学
を
学
と
し
て
立
ち
上
げ
た
、
そ
の
発
足
点
は
１
９
１

０
年
の
郷
土
会
と
い
う
研
究
会
の
創
設
と
１
９
１
３
年
の
「
郷
土
研
究
」
と
い
う

雑
誌
の
発
刊
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
郷
土
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
後
述
す
る
戦
前
の

郷
土
教
育
の
推
進
者
と
な
る
小
田
内
通
敏
も
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
柳
田
の
民
俗
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学
と
後
の
文
部
省
主
導
に
よ
る
郷
土
教
育
・
郷
土
研
究
と
が
、
同
じ
根
か
ら
成
長

し
た
こ
と
を
物
語
り
、
興
味
深
い
。
柳
田
に
と
っ
て
の
郷
土
研
究
は
、
前
掲
の
よ

う
に
「
比
較
に
よ
っ
て
民
族
全
体
の
古
代
を
映
発
す
る
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
中
で
比
較
す
る
材
料
と
し
て
最
重
視
さ
れ
た
の
が
沖
縄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
田
が
「
沖
縄
の
発
見
は
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
」
と
し
た
の
も
、
そ
こ

に
所
以
が
あ
る
。 

 

折
口
信
夫
に
と
っ
て
の
郷
土
研
究
も
同
様
で
、
「
日
本
人
の
古
い
相
を
知
る
為

の
郷
土
研
究
だ
つ
た
」
（
１
９
３
５
年
「
民
俗
研
究
の
意
義
」
）
の
で
あ
り
、
そ

の
沖
縄
へ
の
眼
差
し
も
ま
さ
に
「
古
代
」
（
＝
折
口
名
彙
と
し
て
の
）
を
追
究
す

る
た
め
の
フ
ィ
ル
タ
ー
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
口
の
沖

縄
採
訪
の
旅
は
、
大
正
期
の
二
度
は
自
身
の
学
問
を
深
め
、
新
た
な
展
開
を
も
た

ら
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
は
い
っ
て
の
三
度
目
の
旅
は
、
沖

縄
の
教
員
た
ち
の
招
聘
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
で
、
過
去
二
度
と
は
異
な
り
、
折

口
が
沖
縄
の
知
識
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
旅
と
な
っ
た
。
折
口
は
沖
縄

に
渡
る
た
び
に
、
教
員
や
地
域
の
有
力
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
知
識
人
、

そ
し
て
神
女
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
々
か
ら
聴
き
取
り
を
お
こ
な
っ
て
い

た
が
、
そ
う
し
た
人
々
と
の
交
流
か
ら
、
単
に
学
問
上
の
収
穫
の
み
な
ら
ず
、
よ

り
深
い
と
こ
ろ
で
沖
縄
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
沖
縄
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
度
目
の
旅
の
始

め
、
１
９
３
５
年
１
２
月
２
０
日
に
那
覇
に
着
い
た
折
口
は
新
聞
記
者
の
取
材
に

答
え
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 
 

東
京
の
伊
波
さ
ん
と
は
し
ば
し
ば
会
つ
て
ゐ
ま
す
が
益
々
熱
心
に
研
究
し
て

居
ら
れ
る
様
で
す
。
も
う
今
で
は
沖
縄
学
で
は
世
界
的
な
学
者
と
い
つ
て
も

い
い
で
せ
う
。 

 
 

 
 

（
紙
名
不
詳 

１
９
３
５
年
１
２
月
２
１
日
付
の
新
聞 

 

清
川
安
彦

新
聞
ス
ク
ラ
ッ
プ
よ
り
） 

 

こ
の
折
口
の
発
言
中
に
あ
る
「
沖
縄
学
」
に
記
者
は
傍
点
を
付
け
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
記
者
は
こ
の
耳
慣
れ
な
い
言
葉
に
何
か
し
ら
重
要
性
を
感
じ
、
読
者
に

も
そ
れ
を
伝
え
る
べ
く
、
強
調
の
た
め
に
傍
点
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
沖
縄
学
」
は
、
直
接
的
に
は
折
口
の
伊
波
普
猷
賞
賛
の
言
辞
と
し
て
、

そ
の
学
の
大
き
さ
を
表
す
た
め
に
「
世
界
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
伴
っ
て
使
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
単
に
伊
波
の
学
問
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
沖

縄
を
研
究
す
る
こ
と
が
学
問
上
世
界
的
な
意
義
の
あ
る
こ
と
を
折
口
は
訴
え
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
で
は
「
沖
縄
学
」

と
い
う
術
語
が
世
の
中
に
示
さ
れ
た
、
こ
れ
が
初
出
例
な
の
で
あ
る
。
明
治
か
ら

昭
和
戦
前
期
の
資
料
が
ほ
ん
の
断
片
的
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
こ
の

折
口
の
発
言
が
初
出
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
れ
以
前
に
他
の
研
究
者
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た

上
述
の
よ
う
に
こ
こ
で
の
表
記
に
傍
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
時

点
で
は
、
折
口
信
夫
に
よ
っ
て
使
い
始
め
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
し
て
お
い
て
よ
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
沖
縄
学
」
が
、
仮
に
折
口
に
よ
る
造
語
で
あ
り
、
こ
れ

が
初
出
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
折
口
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
語
を
「
折
口

名
彙
」
と
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
概
念
と
し
て
は
、

単
な
る
沖
縄
研
究
で
は
な
く
、
そ
れ
が
学
と
し
て
拡
が
り
、
普
遍
性
・
科
学
性
が
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認
め
ら
れ
、
隣
接
す
る
学
問
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
沖
縄
と
日
本
の
文
化
全
般

を
追
究
す
る
上
で
他
の
領
域
の
学
問
と
比
肩
し
う
る
意
義
を
有
す
る
学
問
、
と
し

て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
従
来
は
「
沖
縄
学
」
の
初
出
を
伊
波
普
猷
の
『
古
琉

球
』
改
版
（
１
９
４
２
年
刊
）
で
あ
る
と
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
数
年
遡
る
の
と
、

折
口
が
伊
波
を
評
価
す
る
言
辞
に
お
い
て
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
た
め

て
伊
波-

折
口
の
学
問
上
の
信
頼
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
の
「
沖
縄
学
」
で
あ
っ
た
の

だ
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
県
民
が
、
こ
の

語
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
、
そ
れ
を
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
相

応
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
発
言
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
伊
波
・
折
口
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
「
沖
縄
学
」
を
担

う
人
々
に
は
、
同
世
代
に
東
恩
納
寛
惇
・
末
吉
安
恭
・
真
境
名
安
興
・
島
袋
源
一

郎
・
島
袋
全
発
・
喜
舎
場
永
珣
ら
、
そ
の
次
の
世
代
に
比
嘉
春
潮
・
金
城
朝
永
・

宮
良
當
壮
・
仲
原
善
忠
・
島
袋
源
七
と
い
っ
た
人
々
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
個
人
全
集
な
ど
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
々
の
ほ
か
に
、
学
校
の
教

員
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
広
い
裾
野
に
及
ぶ
の
が
「
沖
縄
学
」
の
特
徴
と
も
言
え

よ
う
。
「
沖
縄
教
育
」
な
ど
教
育
界
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
な
ど
を
見
る
と
、
多
く

の
教
員
た
ち
が
沖
縄
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
わ
た
る
研
究
を
深
め
て
い
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
彼
ら
の
研
究
の
成
果
に
今

後
注
目
し
な
け
れ
ば
、
戦
前
の
沖
縄
学
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
あ

る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
教
育
現
場
に
お
い
て
彼
ら
が
同
化
教
育
と
郷
土
教
育
と
の
は

ざ
ま
で
困
惑
し
葛
藤
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

 

三 

  

１
９
２
７
年
文
部
省
は
全
国
の
教
育
現
場
に
郷
土
教
育
運
動
を
推
進
し
始
め
る
。

こ
れ
よ
り
前
、
大
正
期
に
は
、
画
一
的
教
育
を
打
破
す
る
た
め
、
各
教
科
に
お
い

て
で
き
る
か
ぎ
り
郷
土
の
資
料
を
利
用
し
、
郷
土
の
理
解
を 

深
め
、
郷
土
を
愛

し
、
郷
土
の
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
「
教
育
の
郷
土
化
」
が
提
唱
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
な
運
動
と
し
て
、
師
範
学
校
を
中
心
に
郷
土

教
育
推
進
の
た
め
の
施
策
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
学

校
に
「
郷
土
科
」
「
郷
土
室
」
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
改
訂
さ
れ

て
い
っ
た
。
１
９
３
０
年
に
発
足
し
た
郷
土
教
育
連
盟
が
そ
こ
に
果
た
し
た
役
割

も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
連
盟
に
お
い
て
、
柳
田
國
男
の
郷
土
会
に
参
加
し
て
い
た

小
田
内
通
敏
が
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
。
小
田
内
は
、

郷
土
の
特
性
や
個
性
を
追
求
す
る
こ
と
を
郷
土
研
究
（
小
田
内
に
と
っ
て
は
人
文

地
理
学
）
の
眼
目
に
し
て
い
た
と
さ
れ
、
「
郷
土
」
「
郷
土
科
学
」
「
郷
土
教
育
」

と
い
っ
た
機
関
誌
を
発
行
し
て
、
そ
の
活
動
を
広
め
て
い
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、

地
方
の
生
活
の
向
上
、
郷
土
理
解
か
ら
郷
土
愛
の
涵
養
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

彼
ら
の
ス
タ
ン
ス
は
文
部
省
の
掲
げ
た
施
策
と
微
妙
な
違
い
を
抱
え
な
が
ら
も
、

国
の
方
針
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
国
の
方
針
と
は
、
郷
土
理
解
・
郷

土
愛
か
ら
愛
国
心
・
国
民
精
神
の
醸
成
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、

沖
縄
県
内
で
も
、
郷
土
教
育
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
多
く
の
教
員
が
検
討
と
実
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践
に
携
わ
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
「
沖
縄
教
育
」
第
１
７
４
号
（
１
９
２
９
年
）

に
収
載
さ
れ
た
下
地
尋
常
小
学
校
の
幸
地
恵
勇
の
「
郷
土
教
育
に
就
い
て
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
 

（
真
の
郷
土
教
育
の
目
的
は
）
一
定
の
土
地
の
上
に
起
つ
た
歴
史
、
祖
先
の

事
業
を
考
察
せ
し
め
以
て
社
会
的
感
情
を
教
養
し
郷
土
愛
の
幼
芽
を
純
真
に

成
長
せ
し
め
（
中
略
）
そ
の
郷
土
愛
は
必
然
郷
土
を
よ
く
理
解
し
て
国
家
全

体
に
対
す
る
各
方
面
の
地
位
を
知
り
郷
土
を
如
何
に
改
善
し
如
何
に
経
営
し

て
国
家
の
進
展
に
貢
献
す
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
（
以
下
略
） 

 

昭
和
初
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
郷
土
教
育
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
、

実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ
た
内
容
の
論
考
が
多
数
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
ま
で
の
同
化
教
育
・
皇
民
化
教
育

と
は
正
反
対
と
も
と
れ
る
方
針
へ
の
戸
惑
い
を
反
映
し
た
も
の
と
見
て
良
い
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
沖
縄
教
育
」
第
１
８
８
号
（
１
９
３
１
年
）
収
載
の
「
沖

縄
の
国
史
教
育
に
対
す
る
私
見
」
で
女
子
師
範
学
校
の
直
田
昇
は
、
沖
縄
の
国
史

に
お
け
る
位
置
は
微
々
た
る
も
の
で
、
沖
縄
は
国
史
の
舞
台
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
思
想
は
「
地
方
的
色
彩
を
無
視
し
一
も

二
も
国
家
的
普
遍
的
色
彩
に
の
み
染
め
出
さ
う
と
し
た
」
と
断
じ
つ
つ
も
、
郷
土

史
教
育
に
偏
重
す
る
と
そ
の
結
果
は
恐
る
べ
き
も
の
に
な
る
と
し
、 

 
 

郷
土
史
教
育
は
国
民
を
創
る
の
根
底
に
於
て
是
非
と
も
そ
の
洗
礼
を
施
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
乍
ら
そ
の
洗
礼
の
程
度
は
何
処
ま
で
も
国
民
を
創
る
事
を

目
的
と
し
て
の
予
備
で
あ
り
段
階
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
当
沖
縄

に
於
て
は
郷
土
史
教
育
の
絶
対
的
必
要
が
存
在
す
る
。
（
中
略
）
国
史
を
中

心
と
し
て
郷
土
史
を
併
述
し
て
行
く
の
が
最
も
妥
当
な
る
行
き
方
で
あ
る
と

信
ず
る
。 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
具
体
的
に
教
育
現
場
で
ど
の
よ
う
に
郷
土
教
育
と

同
化
教
育
の
折
り
合
い
を
付
け
る
か
、
大
き
な
悩
み
、
逡
巡
が
存
し
た
こ
と
が
伺

え
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
教
員
た
ち
の
戸
惑
い
を
踏
ま
え
て
で
あ
ろ
う
、
文
部
省
の
役
人
に
よ

る
講
話
の
類
も
「
沖
縄
教
育
」
に
は
掲
載
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
１
９
３
号
（
１

９
３
２
年
）
の
篠
原
普
通
学
務
局
長
に
よ
る
「
師
範
教
育
と
小
学
校
教
育
と
の
関

係
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
 

（
郷
土
教
育
は
）
始
め
に
於
て
は
、
地
理
、
歴
史
、
理
科
の
教
授
の
出
発
点

を
郷
土
的
材
料
に
依
つ
て
、
教
育
の
実
際
化
を
計
ら
ん
と
す
る
精
神
に
於
て
、

提
唱
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
後
に
至
つ
て
、
郷
土
教
育
に
は
更

に
重
大
な
る
任
務
の
負
は
さ
る
る
に
至
つ
た
。
即
ち
郷
土
に
対
す
る
理
解
を

与
へ
る
こ
と
に
依
つ
て
愛
郷
心
を
培
い
、
こ
の
愛
郷
心
を
、
更
に
愛
国
心
の

基
本
た
ら
し
め
ん
と
す
る
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
郷
土
の
自
然
、

人
事
を
知
ら
し
む
る
と
共
に
、
町
村
と
自
分
と
の
依
属
関
係
を
理
解
せ
し
む

る
こ
と
は
、
や
が
て
国
家
と
個
人
と
の
関
係
の
理
解
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る

と
考
へ
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
明
確
に
郷
土
理
解
・
郷
土
愛
の
涵
養
を
も
っ
て
愛
国
心
に
結
び
つ

け
る
と
い
う
思
想
が
示
さ
れ
る
に
至
り
、
教
員
間
に
も
そ
れ
が
定
着
し
て
ゆ
く
。

第
１
９
５
号
（
１
９
３
２
年
）
収
載
の
女
子
師
範
学
校
附
属
小
学
校
の
町
田
辰
巳

の
「
郷
土
教
育
の
視
点
」
に
は
、 
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（
郷
土
教
育
の
目
的
は
）
偉
大
な
る
国
家
愛
へ
も
発
展
し
て
ゆ
く
べ
き
郷
土

愛
の
養
成
に
あ
る
（
中
略
）
郷
土
の
認
識
は
、
児
童
の
人
格
の
発
展
と
共
に

拡
大
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
や
が
て
は
よ
り
大
な
る
郷
土
日
本
国
土
の

偽
ら
ざ
る
姿
へ
の
認
識
と
も
な
る
（
中
略
）
即
ち
郷
土
教
育
は
知
、
情
、
意

の
三
方
面
を
持
て
る
一
つ
の
目
的
に
向
か
つ
て
の
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
（
中
略
）
今
や
郷
土
教
育
は
教
育
の
地
方
化
実
際
化
の
重
要
な
一
方
法

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
愛
郷
心
を
培
い
愛
国
心
の
源
泉
た
ら
し
め
ん
と
す

る
新
使
命
を
加
へ
益
々
重
要
性
を
帯
び
る
や
う
に
な
つ
た
。 

と
あ
り
、
郷
土
教
育
が
単
に
地
域
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
国
家
を

価
値
観
の
中
心
に
据
え
る
た
め
の
教
育
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
如
実
に
示

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
実
際
の
初
等
教
育
、
さ
ら
に
は
実
務
教
育
に
お
け
る
教

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
も
郷
土
教
育
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
実
践
の
た
め
に
、
教
員
に

よ
る
郷
土
研
究
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
に
連
動
し

て
、
副
読
本
や
年
表
な
ど
の
資
料
類
も
編
集
・
刊
行
さ
れ
、
「
郷
土
」
を
冠
し
た

雑
誌
や
資
料
類
が
出
回
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
１
９
３
０
年
代
前
半
は
、
同
化
教

育
＝
郷
土
教
育
と
い
う
構
図
の
確
立
、
そ
し
て
そ
の
基
盤
と
な
る
郷
土
研
究
の
ひ

と
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
郷
土
研
究
に
お
い
て
は
、
１
９
２
７
年
に
沖
縄
県
教
育
会
の
主
導
に
よ
り

真
境
名
安
興
県
立
図
書
館
長
を
代
表
と
す
る
沖
縄
郷
土
研
究
会
が
設
立
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
会
は
「
愛
郷
心
を
育
て
、
も
っ
て
愛
国
心
を
培
う
」
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
上
記
郷
土
教
育
を
研
究
面

か
ら
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
、
１
９
３
１
年
に
は
郷

土
史
同
好
者
、
郷
土
研
究
に
趣
味
を
有
す
る
人
々
を
集
め
、
や
は
り
真
境
名
安
興

を
中
心
に
据
え
た
「
郷
土
研
究
座
談
会
」
が
発
足
す
る
。
「
沖
縄
教
育
」
第
１
８

７
号
（
１
９
３
１
年
）
の
巻
頭
言
は
そ
の
意
義
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
し
、
例

会
に
つ
い
て
同
誌
上
で
そ
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
座
談
会
も
教
育
界

と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
ま
た
、
そ
の
後
の
沖
縄
県
文
化
協
会
や
沖
縄
郷
土
協
会

の
創
立
、
そ
し
て
郷
土
博
物
館
の
開
館
へ
と
向
か
う
一
連
の
動
き
は
、
教
育
界
に

お
け
る
郷
土
教
育
の
展
開
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
会
や

博
物
館
に
も
教
員
た
ち
が
多
く
参
画
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
当
然
で
は
あ
る
が
、

い
っ
ぽ
う
で
教
育
と
研
究
と
で
は
立
場
の
相
違
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
郷
土
研

究
が
沖
縄
の
文
化
の
真
価
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
寄
与
し
「
先
祖
ノ
タ
メ
ニ
誇
リ

ト
ス
ベ
キ
」
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
真
境
名
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
郷
土
研
究
と

愛
国
心
を
涵
養
す
る
た
め
の
郷
土
教
育
と
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
に
収
斂
し
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

四 

  

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
沖
縄
県
内
の
郷
土
教
育
と
郷
土
研
究
は
１
９
３
０

年
代
前
半
に
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
、
「
沖
縄
教
育
」
の
特
集
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
同
誌
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
１
９
３

３
年
１
月
発
行
の
１
９
８
号
か
ら
同
年
９
月
発
行
の
２
０
５
号
ま
で
、
島
袋
源
一

郎
が
編
集
を
担
当
し
て
い
る
。
２
０
６
号
か
ら
２
０
１
３
号
ま
で
は
現
存
し
な
い

の
で
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
島
袋
が
編
集
し
た
時
期
に
立
て
続
け
に
大
特
集
が
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組
ま
れ
て
い
る
。
１
９
８
号
は
昭
和
会
館
落
成
記
念
、
１
９
９
号
は
郷
土
史
特
輯

号
、
２
０
０
号
は
国
語
特
輯
号
と
い
う
具
合
で
、
特
に
後
二
者
は
そ
れ
ま
で
に
な

い
１
２
０
頁
を
超
え
る
分
量
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
袋
源
一
郎
は
、
戦
前
の
沖
縄
教

育
界
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
１
９
１
９
年
に
は
ひ
と
り
で
『
沖
縄
県
国
頭
郡
志
』

を
著
す
な
ど
郷
土
研
究
に
お
い
て
も
沖
縄
在
住
の
研
究
者
た
ち
の
中
心
人
物
で
あ

っ
た
し
、
折
口
信
夫
が
も
っ
と
も
信
頼
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
島
袋
が
、

上
記
特
集
を
次
々
に
企
画
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
が
沖
縄
の
郷
土
教
育
と
郷
土
研

究
に
お
い
て
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
昭

和
会
館
は
沖
縄
教
育
会
の
拠
点
と
し
て
建
設
さ
れ
た
建
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に

は
後
の
郷
土
博
物
館
の
前
身
と
い
う
べ
き
教
育
参
考
館
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
参

考
館
の
設
置
と
運
営
に
島
袋
は
大
い
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
、

琉
球
・
沖
縄
文
化
の
貴
重
な
文
物
の
散
逸
の
危
機
を
防
ぎ
、
収
集
・
保
存
・
公
開

す
る
場
、
す
な
わ
ち
郷
土
研
究
の
一
拠
点
と
な
る
べ
き
施
設
と
し
て
考
え
て
い
た
。

が
、
そ
の
名
称
を
沖
縄
県
教
育
会
の
財
産
と
し
て
郷
土
教
育
に
資
す
る
「
教
育
参

考
館
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
考
察
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

島
袋
は
、
こ
の
教
育
参
考
館
を
博
物
館
に
発
展
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
後
「
沖
縄
教

育
」
誌
上
に
収
蔵
品
目
録
を
連
載
す
る
な
ど
、
さ
ら
に
働
き
か
け
を
強
め
て
い
く

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
郷
土
研
究
の
充
実
発
展
へ
の
大
い
な
る
期
待
と
希
望

を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
昭
和
会
館
落
成
記
念
特
集
に
は
、
そ
う
し
た
島
袋
の

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
次
の
、
郷
土
史
特
集
号
に
は
、
郷
土
研
究
の
あ
り
方
に
関
連
し
、
大
変
興

味
深
い
言
説
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
巻
頭
に
東
恩
納
寛
惇
の
講
演
「
本

県
郷
土
史
の
取
扱
に
就
い
て
」
の
筆
記
録
が
載
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
東
恩
納
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

沖
縄
の
郷
土
史
と
琉
球
史
と
は
全
然
別
々
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
さ
れ

た
い
。
（
中
略
）
琉
球
史
は
向
象
賢
以
後
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
（
中

略
）
王
国
と
し
て
の
変
遷
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
郷
土
史
は
、

国
史
の
一
部
分
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
そ
の
教
授
に
よ
つ
て
、
期
す
る
所
の
目

的
及
結
果
は
、
全
体
の
そ
れ
と
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。（
中
略
）

国
史
教
育
の
目
的
を
成
し
と
げ
る
と
言
ふ
事
が
、
郷
土
史
教
授
の
任
務
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
史
教
育
の
目
的
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
国
民
性
の
涵
養
で

あ
る
。 

 

こ
こ
で
東
恩
納
は
、
郷
土
教
育
が
目
指
す
と
こ
ろ
に
関
わ
る
郷
土
研
究
と
し
て

の
郷
土
史
と
琉
球
王
国
史
と
を
切
り
離
し
。
後
者
は
国
史
と
は
別
の
も
の
と
し
て

扱
う
こ
と
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
伊
波
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
東
恩
納
に
と
っ
て
、

そ
の
研
究
対
象
で
あ
る
琉
球
王
国
史
を
国
史
な
ら
び
に
郷
土
教
育
と
リ
ン
ク
す
る

郷
土
史
と
切
り
離
す
こ
と
で
、
自
ら
の
研
究
に
お
け
る
自
由
度
を
確
保
す
る
ね
ら

い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
発
言
が
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た

の
か
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
実
際
に
こ
の
郷
土
史
特
集
号
に
お
い
て
は
、
極
め

て
大
胆
な
同
化
教
育
か
ら
の
脱
却
を
謳
う
言
説
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
三
中

学
校
の
豊
川
善
曄
の
「
魂
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
豊
川
は
、
「
沖

縄
郷
土
史
教
授
の
骨
子
は
何
か
と
き
か
れ
た
ら
私
は
「
魂
の
振
興
で
あ
る
」
と
答

へ
た
い
。
薩
摩
入
以
来
抑
へ
つ
け
ら
れ
て
萎
縮
し
て
ゐ
た
吾
々
の
民
族
魂
を
解
放

し
て
元
の
通
り
元
気
よ
く
活
動
さ
せ
る
に
あ
る
と
云
ひ
た
い
。
」
と
し
て
、
次
の
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

同
化
政
策
の
為
め
に
取
ら
れ
た
精
神
的
重
圧
は
旧
藩
時
代
に
於
け
る
と
同
様 

に
吾
々
魂
を
抑
へ
つ
け
て
活
発
な
活
動
を
な
さ
し
め
な
か
つ
た
。
極
度
の
画

一
制
度
、
中
央
文
化
に
対
す
る
過
度
の
賛
美
と
、
固
有
文
物
に
対
す
る
過
度

の
卑
下
、
或
は
県
民
に
対
す
る
各
種
の
差
別
待
遇
な
ど
は
吾
々
の
精
神
を
一

層
萎
縮
さ
せ
て
、
自
分
等
は
つ
ま
ら
な
い
者
、
見
棄
て
ら
れ
た
者
と
い
ふ
感

を
強
く
抱
か
せ
た
。
こ
の
感
じ
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
希
望
を
失
は
せ
、
努
力

を
失
は
し
め
た
。
（
中
略
）
吾
々
は
斯
う
い
ふ
気
分
を
一
掃
し
て
心
の
奥
底

か
ら
魂
の
改
造
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
な
す
に
は
唯
郷
土
史
を

振
興
し
民
族
的
認
識
不
足
を
充
た
す
よ
り
外
は
な
い
。
（
中
略
）
本
県
を
振

興
さ
せ
る
に
も
古
琉
球
の
文
藝
復
興
の
力
を
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
述
懐
時

代
の
哀
調
を
一
掃
し
て
オ
モ
ロ
時
代
の
朗
ら
か
な
気
分
を
復
興
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
さ
う
す
る
に
は
古
琉
球
の
文
化
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中

略
）
吾
々
の
祖
先
は
こ
れ
迄
縁
の
下
の
力
持
と
な
り
て
暗
々
に
日
本
文
化
に

貢
献
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
今
日
の
如
き
無
為
無
能
の
他
力
本
願
人

種
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
の
状
態
は
如
何
。
溌
剌
た
る
往

事
の
面
影
は
何
処
に
か
あ
る
。
こ
れ
皆
同
化
々
々
と
い
つ
て
角
を
矯
め
て
民

族
魂
を
殺
し
た
為
め
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
以
後
の
本
県
統
治
は
政
策
の
誤
謬

か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
郷
土
史
は
吾
々
の
失
は
れ
た
精
神
を
喚
び
起
し
て

自
力
更
生
の
力
と
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。 

一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
喚
起
の
檄
文
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
文
章
で
あ
り
、

こ
こ
ま
で
同
化
政
策
を
批
判
し
た
も
の
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、
し
か

し
少
な
か
ら
ぬ
県
民
が
内
心
こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
充
分
想
像

で
き
る
。
教
育
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
っ
た
島
袋
源
一
郎
で
さ
え
、「
沖
縄
教
育
」

第
２
０
５
号
の
巻
頭
言
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。 

 
 

今
日
喫
緊
の
大
問
題
、
否
根
本
問
題
は
実
に
剛
健
に
し
て
偉
大
な
り
し
祖
先

の
気
魂
を
甦
生
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
此
等
の
活
躍
せ

る
偉
人
や
種
族
繁
栄
の
為
め
に
貢
献
せ
し
人
々
の
業
績
を
顕
彰
す
る
こ
と
が

焦
眉
の
急
務
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
中
略
）
猶
ほ
文
化
協
会
に
於
て
は
一
方

郷
土
博
物
館
建
設
の
急
務
を
唱
道
し
、
速
に
県
立
図
書
館
の
移
転
拡
張
と
共

に
之
を
断
行
す
べ
き
を
絶
叫
し
て
ゐ
る
。
是
れ
亦
吾
等
の
祖
先
が
遺
し
た
文

化
を
永
遠
に
伝
へ
て
県
民
の
発
奮
を
促
さ
ん
と
の
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
、

（
以
下
略
） 

 

こ
う
し
た
立
場
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
陳
情
が
１
９
３
３
年
８
月

２
２
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
尚
家
文
書
の

公
開
に
関
す
る
陳
情
で
あ
る
。
右
の
巻
頭
言
を
載
せ
る
「
沖
縄
教
育
」
第
２
０
５

号
に
そ
の
陳
情
書
が
「
雑
纂
」
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
日
本

本
土
同
化
思
想
に
禍
せ
ら
れ
て
」
旧
家
の
文
物
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
問

題
視
し
、
伊
波
普
猷
が
県
立
図
書
館
で
琉
球
王
国
時
代
の
古
文
書
等
を
収
集
し
て

き
た
実
績
と
意
義
を
挙
げ
て
、
尚
家
に
対
し
「
御
所
蔵
の
郷
土
文
献
書
類
絵
画
図

面
等
を
公
開
し
て
広
く
内
外
一
般
郷
土
研
究
者
に
利
用
せ
し
め
ら
れ
む
こ
と
を
」

陳
情
す
る
と
あ
る
。
陳
情
者
は
沖
縄
県
初
等
教
育
研
究
会
代
表
陳
情
委
員
と
し
て
、

師
範
学
校
と
各
中
学
校
の
校
長
、
小
学
校
長
協
会
長
、
そ
れ
に
沖
縄
県
教
育
主
事

島
袋
源
一
郎
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
、
そ
し
て
同
化
政
策
へ
の
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批
判
が
教
育
現
場
の
長
た
ち
の
総
意
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ

が
郷
土
研
究
の
発
展
の
た
め
と
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
例
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
折
口
が
い
う
と
こ
ろ
の
沖
縄
学
に
携
わ
る

多
く
の
人
々
が
実
は
、
研
究
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、
琉
球
・
沖
縄
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
覚
し
、
同
化
教
育
＝
郷
土
教
育
と
い
う
枠
組
み
に
対
し
矛
盾
と

葛
藤
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

五 

  

１
９
３
５
年
１
２
月
に
三
度
目
の
来
県
を
は
た
し
た
折
口
信
夫
は
、
先
に
紹
介

し
た
新
聞
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。 

 
 

民
族
学
が
盛
ん
に
な
つ
た
の
は
新
し
く
故
郷
を
省
て
先
祖
の
生
活
を
知
る
事

に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
具
体
的
に
故
郷
の
有
り
が
た
さ
を
知
り

正
し
い
生
活
に
向
つ
て
ゆ
く
方
針
も
決
ま
る
訳
で
す
。 

（
「
民
族
学
」
と
い
う
漢
字
表
記
は
原
文
の
ま
ま
） 

 

前
節
で
見
た
郷
土
研
究
の
ス
タ
ン
ス
を
易
し
く
語
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
が
、
こ
の
三
度
目
の
折
口
の
来
県
は
沖
縄
の
知
識
人
た
ち
に
多
大
の
影
響
を
与

え
た
。
そ
れ
は
、
前
二
回
と
は
異
な
り
、
沖
縄
在
住
の
國
學
院
の
教
え
子
た
ち
を

中
心
と
す
る
教
育
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
招
聘
で
の
来
県
で
あ
り
、
各
地
で
講
習

会
や
講
演
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
主
た
る
講
習
会
は
国
語
研
究
会
が

セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
万
葉
集
の
講
習
会
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
沖
縄
の
宗
教
・

信
仰
に
関
す
る
講
演
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
筆
録
が
新
聞
紙
上
や
「
沖
縄
教

育
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
名
護
で
教
員
を
し
て
い
た
宮
城
真
治
や
知
念
村
在
住
の
新

垣
孫
一
、
そ
れ
に
島
袋
源
一
郎
が
、
そ
の
発
言
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
こ
と
が
、

後
日
の
彼
ら
の
言
説
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
宮
城
は
、
沖
縄
の
御
嶽
と
ヤ
マ
ト
の

神
社
の
関
係
に
特
に
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
、
数
年
後
に
県
議
会
議
員
と
し
て
の

議
会
に
お
け
る
質
問
に
も
そ
の
影
響
が
現
れ
て
い
た
。
ま
た
、
新
垣
と
島
袋
も
そ

れ
ぞ
れ
沖
縄
の
宗
教
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
に
、
折
口
の
考
え
を
踏
ま
え
た
発
言

を
し
て
い
る
。
た
だ
、
彼
ら
が
必
ず
し
も
折
口
の
真
意
を
汲
み
取
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
、
そ
の
発
言
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
同
化
と
反
同
化
と
の
折
り
合
い
の
つ
け
方
の
難
し
さ
に
起
因
し
て
い
た
。
そ

こ
に
、
戦
前
の
沖
縄
に
お
け
る
郷
土
研
究
と
沖
縄
学
と
の
微
妙
か
つ
重
要
な
差
違

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
折
口
自
身
も
、
同
化
を
至
上
命
題
と
課
せ

ら
れ
つ
つ
沖
縄
文
化
の
研
究
を
深
化
さ
せ
た
い
と
願
う
沖
縄
の
研
究
者
た
ち
に
、

ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
、
少
な
か
ら
ず
迷
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

さ
て
、
折
口
だ
け
で
な
く
、
ヤ
マ
ト
か
ら
来
訪
し
た
研
究
者
・
言
論
人
な
ど
の

発
言
の
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
河
上
肇

の
舌
禍
事
件
、
柳
宗
悦
の
発
言
に
端
を
発
す
る
方
言
論
争
な
ど
に
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
沖
縄
の
独
自
性
を
評
価
す
る
発
言
が
か
え
っ
て
反
発
を
招
い
て
し
ま
っ
た
例

も
あ
る
が
、
お
お
か
た
の
、
琉
球
・
沖
縄
文
化
が
有
す
る
独
自
の
芸
術
性
を
高
く

評
価
し
賛
美
し
た
来
訪
者
た
ち
の
発
言
は
、
多
く
の
場
合
、
沖
縄
の
知
識
人
た
ち

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
覚
を
促
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
伊

東
忠
太
の
評
価
が
首
里
城
の
保
存
・
修
復
に
つ
な
が
っ
て
、
県
民
の
誇
り
を
回
復
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す
る
に
至
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
折
口
信
夫
が
三

回
目
の
来
県
時
に
発
案
し
た
琉
球
古
典
芸
能
大
会
の
東
京
公
演
の
実
現
（
１
９
３

６
年
）
が
、
沖
縄
の
芸
能
の
洗
練
さ
れ
た
芸
術
性
を
ヤ
マ
ト
の
知
識
人
・
芸
術
家

た
ち
に
強
烈
な
印
象
を
伴
っ
て
知
ら
し
め
た
と
同
時
に
、
沖
縄
の
芸
能
者
や
知
識

人
に
自
信
を
植
え
付
け
た
と
い
う
意
味
で
も
大
変
意
義
深
い
機
会
と
な
っ
た
こ
と

も
、
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
公
演
の
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
沖
縄
教
育
」

第
２
３
９
号
の
表
紙
に
は
組
踊
「
銘
苅
子
」
の
舞
台
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
表
紙
は
、
現
存
す
る
号
で
は
極
め
て
珍
し
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
こ
の

東
京
公
演
が
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
県
外
か
ら
の
来
訪
者
の
影
響
を
も
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
結
果
、
１
９
３
０
年
代
は
郷
土
教
育
と
郷
土
研
究
が
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

と
と
も
に
、
そ
こ
に
関
わ
る
教
員
を
始
め
と
す
る
知
識
人
た
ち
に
、
同
化
と
反
同

化
、
日
本
化
と
郷
土
化
、
と
い
っ
た
相
反
す
る
方
向
の
双
方
へ
の
深
化
を
求
め
る

時
代
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
矛
盾
と
葛
藤
を
そ
の
教
育
活
動
お
よ
び
研
究
活
動
に
内

在
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
遠
因
に
は
、
柳
田
・
折
口
が
推
進
し
た
民
俗
学
な
ら
び
に
そ
れ
に
隣
接
す

る
郷
土
教
育
と
、
国
家
が
主
導
し
た
郷
土
教
育
と
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
た
郷
土
研

究
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
沖
縄
の
教
員
た
ち
が
把
握
し
得
な
か

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。
折
口
自
身
の
説
明
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

我
々
は
、
民
俗
学
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
る
前
は
、
郷
土
研
究
と
言
う
て
ゐ
た
の

で
あ
る
が
、
近
年
、
此
語
を
用
ゐ
る
の
が
都
合
が
悪
く
な
つ
た
。
我
々
の
用

ゐ
た
郷
土
と
、
最
近
一
般
に
謂
は
れ
て
ゐ
る
郷
土
と
で
は
、
意
味
が
違
ふ
の

で
あ
る
。
即
、
我
々
の
郷
土
研
究
は
、
誰
某
の
郷
土
、
我
が
郷
土
な
ど
と
い

ふ
、
狭
い
意
味
の
郷
土
の
研
究
で
は
な
く
、
其
を
通
り
越
し
た-

我
々
の
過
去
、

即
、
日
本
人
の
古
い
相
を
知
る
為
の
郷
土
研
究
だ
つ
た
の
で-

郷
土
と
研
究
と

が
く
つ
ゝ
い
た
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
残
念
な
事
に
は
其
が
再
、
逆
転
し

て
、
狭
い
意
味
の
郷
土
を
考
へ
る
様
に
な
り
、
更
に
近
頃
は
、
其
に
対
し
て

歴
史
的
な
考
へ
方
を
す
る
様
に
さ
へ
な
つ
た
。
最
近
の
郷
土
教
育
・
郷
土
研

究
が
其
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
、
か
う
し
た
人
達
に
は
、
言
葉
の
進
化
と
い
ふ
事

が
な
い
と
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
言
葉
の
意
義
を
無
視
し
て
、
無
制
限
に
拡

げ
た
結
果
だ
と
も
見
ら
れ
る
。
と
に
か
く
、
最
近
の
郷
土
研
究
な
る
も
の
は
、

一
地
方
だ
け
に
対
す
る
知
識-

殊
に
そ
の
歴
史-

を
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
我
々

の
用
ゐ
た
郷
土
研
究
は
、
歴
史
を
も
つ
て
考
へ
切
れ
な
い
も
の
を
、
各
地
に

残
存
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
比
較
に
よ
つ
て
究
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

大
き
な
違
ひ
で
あ
る
。 

 
 

 

（
「
民
俗
研
究
の
意
義
」
１
９
３
５
年
） 

 

歴
史
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
沖
縄
の
教
員
・
知
識
人
た
ち
に
よ
る
郷
土
研
究

の
多
く
は
、
国
家
主
導
の
愛
国
心
発
揚
の
た
め
の
郷
土
教
育
に
自
ら
を
組
み
込
み
、

折
口
言
う
と
こ
ろ
の
狭
い
意
味
の
郷
土
研
究
に
と
ど
ま
り
、
伊
波
が
導
き
折
口
が

命
名
し
た
し
た
「
沖
縄
学
」
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
よ
う
に
、
愛
国
心
発
揚
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
高

揚
と
の
は
ざ
ま
で
、
矛
盾
と
葛
藤
が
生
じ
、
そ
れ
を
内
包
し
た
ま
ま
１
９
４
０
年

代
に
入
り
、
や
が
て
そ
れ
ら
は
雲
散
霧
消
の
結
末
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
た
。 
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お
わ
り
に 

  

こ
こ
ま
で
、
戦
前
の
沖
縄
学
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
郷
土
」

と
い
う
術
語
の
受
け
止
め
方
を
追
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き

た
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
近
代
沖
縄
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
資
料
は
断
片

的
に
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
研
究
の
大
き
な
妨
げ
に
な
っ
て
き
た
。

が
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
研
究
の
進
展
を
促
す
資
料
の
発
掘
や
復
刻
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
「
沖
縄
教
育
」
の
復
刻
版
刊
行
に
よ
り
多
大
の
恩

恵
を
被
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
究
が
進
展
す
れ
ば
、
ま
た
資
料
の
発
掘
に
可
能
性

が
広
が
る
。
そ
う
し
た
良
い
循
環
が
今
後
も
続
く
こ
と
、
そ
し
て
、
折
口
名
彙
「
沖

縄
学
」
が
１
９
３
０
年
代
か
ら
今
日
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
経
緯
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
沖
縄
学
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
把
握
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
小
さ
な
ス
テ
ッ
プ
と
位
置
付
け
た
い
。 

  

注 １ 
 

外
間
守
善
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
２
０
１
２
年
の
１
１
月
で
あ
り
、
本

文
中
に
あ
る
「
今
年
」
も
２
０
１
２
年
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
同
年
１
２
月

に
脱
稿
し
た
が
、
諸
事
情
に
よ
り
本
論
文
が
収
載
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
本
の

刊
行
が
中
止
と
な
っ
た
た
め
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
本
紀
要
に
投
稿
し

た
も
の
で
あ
る
。 

２ 
 

本
論
文
は
、
２
０
１
２
年
３
月
３
１
日
に
早
稲
田
大
学
で
開
か
れ
た
「
復

帰
４
０
年
沖
縄
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

こ
れ
ま
で
の
沖
縄
学 

こ
れ
か
ら
の

沖
縄
学
」
三
日
目
の
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
「
同
化
」
を
め
ぐ
る
研
究
の
こ

れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
報
告
と
、
同
年
８
月
１
２
日
に
沖
縄
県
立

博
物
館
美
術
館
で
開
か
れ
た
「
琉
球
大
学
国
際
沖
縄
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

 

「
沖
縄
学
を
問
い
直
す
―
過
去
・
現
在
・
未
来
へ
―
」
二
日
目
の
報
告

「
沖
縄
学
と
郷
土
研
究
と
－
折
口
信
夫
か
ら
島
袋
源
一
郎
ま
で
」
を
も
と
に

成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。 

３ 
 

本
論
文
中
の
「
沖
縄
教
育
」
か
ら
の
引
用
は
、
不
二
出
版
に
よ
る
復
刻
版

（
２
０
０
９
年
～
２
０
１
２
年
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
折
口
信
夫
・
柳
田
國

男
の
文
章
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
集
（
最
新
版
）
に
収
載
の
テ
キ
ス
ト
に
依
っ

た
。 
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