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は
じ
め
に

||
琉
球
史
像
再
構
成
の
思
念

予
相心
し
て
い
た
こ
と
と
は
い
え 、

六
年
に
及
ぶ
ヤ
マ
ト

土)

で
の
学
生
生
活
を
了
え
て
帰
郷
し
た
時 、

(
日
木

史
研
究
者
は
も
と

よ
り

知
識
人
た
ち
の
聞
に
広
が
る
一

種
の
虚
脱
感
の
深
さ
に
ま

驚
か
さ
れ
た 。

私
が
沖
縄
に
舞
い
戻
っ

た
の
は
日
本
復
帰

二

九
七

五
月
十

五
日)

の
翌
年
で
あ
り 、

政
治
的
沸
騰
は
ま
だ
持
続
し
て
レ
た
と
は
い
え 、

各
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
の
底
こ

「
や
り
き
れ
な

さ
」

が
漂
う

状
況
に
あ
っ

た 。

こ
の
よ
う
な
形
で
日
木
復
帰
が
実
現
し
て
し
ま
っ

た
の
か 、

と
い
う

空
気
が
淀
ん
で
い
た
の
で
あ
る 。

こ
の
ム
l
ド

は
各
種
の
調
査
結
果
に
も
表
れ
て
い
る 。

例
え
ば
N
H
K
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
よ
る
と 、
「
復
帰
し
て
よ
か
っ

た
か
」 、

と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
の
う
ち
「
よ
か
っ

た
」

と
答
え
た
人
は 、

復
帰
の
年
か
ら
一

九
七
七
年
ま
で
の
五
年
間 、

約
五
割
し

か
レ
な

い
。

逆
に
「
よ
く
な
か
っ

た
」

と
す
る
人
が
同
じ

時
期
に
約
四
割
も
い
る
の
で
あ
る 。

お
そ
ら
く 、

知
識
人
た
ち
の
間
で
ま

「
よ
く
な
か

っ

た
」

と
す
る
空
気
が
さ
ら
に
強
か
っ

た
と
思
わ
れ
る 。

沖
縄
を
活
動
舞
台
と
す
る
私
の
歴
史
研
究
は

こ
う
し
た
状
況
下
で
開
始
さ
れ
た

。
「
や
り
き
れ
な
さ
」

状
況
を
尻
目
こ
、

私
は
三
点

の
行
動
日
標
を
設
定
し
て
み
た 。

一

つ
は 、

と
に
か
く
離
島
を
隈
な
く
訪
ね
て
み
よ
う
と
い
う
日
標
で
あ
る 。

沖
縄
こ

は
約
四
O
ま
ど
の

有
ノ
島
が
あ
る
が 、

従
来
の
歴
史
研
究
者
は 、

各
離
島
を
訪
問
し
た
こ
と
が
ま
と
ん
ど
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る 。

鹿
児
島
県
の
奄
美
地
方

に
も
足
を
の
は
し
た 。

と
い
う
の
は

こ
の
島
々
は
近
間
以
前
ま
で
琉
球
王
国
の
範
囲
で
あ
り 、

言
語
・

文
化
複
合
の
面
で
今
な
お
「
琉

球
文
化
圏
」

に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。

離
島
訪
問
は
私
こ
と
っ

て
収
穫
が

き
か
っ

た 。

沖
縄
戦
で
被
害
が
比
較
的
少
な
か
っ

た
た 年



め
に 、

近
世一
・

近
代
期
の
史
料
が
豊
富
だ
っ

た
こ
と
も
あ
る
が 、

そ
れ
以
上
に
重
要
だ
っ

た
の
は 、

琉
球
・

沖
縄
の
も
つ

奥
行
き
や
ハ

リ

エ
l

シ
ョ

ン
を

感
で
き
た
こ
と
で
あ
る 。

そ
れ
に
ま
た 、

各
離
島
で
歴
史
や
文
化
の
研
究
を
細
々
と
営
ん
で
い
る
研
究
者 、

離
島
の

ま
ざ
ま
な
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
る
真
筆
な
活
動
者
た
ち
と
知
り
合
う
こ
と
も
で
き
た

。

私
自
身
が
離
島
の
出
身
で
あ
っ

た
こ
と
も 、

上
記
の
離
島
行
脚
を
抵
抗
な
く
実
践
さ
せ
た
理
由
か
も
し

れ
な
い

。

伊
是
名
島
に
生
ま
れ 、

南
大
東
島
に
育
っ

た
私
は 、

ど
う
や
ら
生
ま
れ
つ

き
の
「
離
島
の
視
点
」

を
形
成
し
て
レ
る
ら
し
く 、

問
題
を
考
え
る
際
に
常
に
「
周
辺
」

が
気
に
か
か
る 。
「
周
辺
」

へ
の
目
配
り
な
く
し
て
全
体
は
語
れ
な
レ

、

と
い
う
意
識
を
お
の
ず
か
ら
抱
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る 。

と
に

か
く 、

離
島
調
査
行
が 、

私
の
中
で
琉
球
・

沖
縄
像
の
多
様
性
を
考
え
る
視
点
を
実
体
化
し
て
く
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る 。

一
つ
日
の
目
標
は 、
「
語
ら
れ
ざ
る
世
界
」
「
知
ら
れ
ざ
る
世
界
」

の
訪
問
で
あ
っ

た
。

い
ろ
い
ろ
考
え
た
す
え
に 、

戦
後
を
テ
ー

マ

と

す
る
こ
と
に
し
た

。

特
に 、

沖
縄
戦
後
に
出
現
し
た
広
大
な
米
軍
基
地
と
そ
こ
に
勤
務
す
る
G
I

相
手
の
「
基
地
関
連
サ
ー
ビ
ス

業
」 、

こ
と
に
風
俗
営
業
の
状
況
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た 。

G
I

に
飲
食
を
提
供
し
た
り 、

接
客
サ
ー
ビ
ス
・

売
春
を
提
供
し
て
生
活
し
て

き
た
人
び
と
は 、

沖
縄
教
職
員
会
・

官
公
労
・

全
軍
労
な
ど
の
労
働
団
体
が
主
導
し
た
復
帰
運
動
や
反
基
地
闘
争
の
影
に
隠
れ
て
お
り 、

そ
の
思
念
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る 。

私
は
こ
の
調
査
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
計
画
を
最
初
か
ら
も
た
な
か
っ

た
。

と

に
か
く 、

戦
後
史
の
影
に
置
か
れ
て
い
る
人
び
と
の
状
況
と
そ
の
声
を
直
に
聞
き
た
か
っ

た
。

こ
の
た
め 、

私
の
ア
フ
タ
ー
・
フ
ァ

イ
ブ

は
文
字
通
り

夜
の
基
地
の
ま
ち 、

そ
の
ネ
オ
ン

街
行
脚
に
費
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た 。

研
究
費
・

共
同
研
究
者
も
な
い
全
く
の

匹
狼
的

行
動
で
あ
る 。

A
サ
イ
ン

業
者
・

ホ
ス
テ
ス
・

ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
・
ハ

ー
ニ

l
そ
し
て
売
春
婦
な
ど、

さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
に
出
会
レ

、

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た 。

ア
メ
リ
カ
統
治
の
最
前
線
で
生
活
し
て
き
た
彼
ら
は 、

心
を
許
さ
な
い
か
ぎ
り

真
相
を
語
る
こ
と
ま

な
く 、

信
用
を
得
る
ま
で
の
経
緯
が
大
変
だ
っ

た 。

や
が
て 、

そ
の
n
か
ら
さ
り

げ
な
く
語
ら
れ
る
話
題
の
全
て
は 、
ヤ}

れ
ま
で
ど
の
書
物
や
論

文
に
も
採
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
り 、

新
鮮
で
あ
っ

た 。

ベ

イ
テ
ー

の
賑
わ
い 、

A
サ
イ
ン
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
得
る
に
際
し
て
の
米
軍
担
宅
官
の
い
や
が
ら
せ 、

オ
フ
リ
ミ
ッ

ツ
の
時
の
苦
境
な

ど

レ
ず
れ
も
興
味
ぶ
か
い
も
の
が
あ
っ

た 。

特
に
印
象
的
だ
っ

た
の
は 、

明
日
は
沖
縄
基
地
か
ら
へ
ト

ナ
ム
へ

ベ

ト
ナ
ム

戦
争
当
時 、

飛
び
立
つ

兵

た
ち
が
湯
水
の
よ
う
に
ト

ル

を
使
レ 、

最
後
に
は
沖
縄
青
年
で
構
成
す
る
ハ
ン
ド

の
ロ
ッ

ク
サ
ウ
ン
ド

を
子
守
歌
が
わ
り

に
聴
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る 。

一
O
歳
そ
こ
そ
こ
の
青
年
た
ち
が 、

激
し
い
戦
場
で
の
死
を
覚
悟
し
て 、

静
か
に
ロ
ッ

ク
シ
ャ
ワ
ー

に
身

を
委
ね
て
レ
た 。
「
連
中
の
あ
の
表
情
を
見
て

こ
ち
ら
も
懸
命
に
演
奏
し
ま
し
た
よ
」 、

と
あ
る
ミ
l

ジ
シ
ャ
ン
は
語
っ

て
く
れ
た 。

過
酷
な
生
活
が
随
所
に
存
在
し
た 。

し
か
し 、

会
う
人
ご
と
の
あ
の
屈
託
の
な
い
生
き
ざ
ま
を
な
ん
と
表
現
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か

。

彼
ら
は
基
地
あ
る
が
故
に
生
活
で
き
た 。

組
織
と
し
て
の
軍
隊
の
被
害
者
の
側
に
も
立
た
さ
れ
た 。

に
も
か
か
わ
ら
ず 、

人
間
と
し
て
の

兵
士
一

人
ひ
と
り

つ
ま
り

フ
ェ

イ
ス
・

ト
ゥ
i
・
フ
ェ

イ
ス
の
ア
メ
リ
カ
体
験
を
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る 。

そ
こ
に
は 、

復
帰
に
よ

る
虚
脱
感
や
「
や
り
き
れ
な
さ
」

状
況
な
ど
微
塵
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る 。

戦
後
と
い
う
時
間
と
屈
託
の
な
い
付
き
合
い
か
た
を
し
た
こ

の
よ
う
な
人
び
と
と
の
出
会
い
が 、

私
に
は
新
鮮
で
あ
り 、

そ
こ
か
ら
沖
縄
を
見
つ
め
る
一

つ
の
視
点
を
得
た
よ
う
に
感
じ
た 。

行
動
日
標
の
三
つ
日
は 、

と
に
か
く
ア
ジ
ア
を
こ
の
目
で
見
て
み
よ
う 、

と
い
う
も
の
で
あ
っ

た 。

琉
球
王
国
時
代
に
深
い
関
わ
り
の

はじめに一流球史i制機成の思念

あ
っ

た
国
々

、

中
国
の
福
建
省

タ
イ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
に
し

ば
し
ま

足
を
運
び

マ
レ
ー

シ
ア

ゆ
か
り
の
港
・

史
跡
を
訪
ね

研
究
者
た
ち
と
会
談
し
た 。

琉
球
の
海
船
が
毎
年
の
よ
う
に
投
錨
し
た
マ
ラ
ッ

カ
の
港 、

東
シ
ナ
海
を
越
え
た
進
貢
船
が
最
初
に
く
ぐ
る

関
門
で
あ
る
聞
江
入
口
の
五
虎
門
な
ど
に
立
っ

た
時 、

か
つ
て
琉
球
史
が
こ
の
場
所
と
深
く
繋
が
っ

て
い
た
点
を
実
感
で
き
た 。

ア
シ
ア

訪
問
は

国
時
代
の
通
交
貿
易
史
の
関
連
調
査
が

な
目
的
で
あ
っ

た
が 、

同
時
に
ま
た 、

琉
球
史
を
捉
え
る
枠
組
み
の
刷

新
と
い
う
密
か
な
課
題
も
あ
っ

た 。

従
来
の
琉
球
史
研
究
は
「
日

と
い
う
の
は

」

と
の
関
わ
り
を
軸
に
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に
腐、
い

し
て
き
た
た
め
に

ア
ジ
ア
の
中
に
琉
球
・

沖
縄
を
置
き
戻
し
た
時

何
が
問
題
に
な
る
か
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る 。

私
は
意
識
的
に 、

琉
球
史
研
究
に
と
っ

て
い
か
に
ア
ジ
ア
が
重
要
か
に
つ
い
て
注
意
を
促
す
文
章
を
発
表
し
て
き
た
が
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意
図
す
る
と
こ
ろ
は 、

琉
球
史
研
究
を
強
く

拘
束
し
て
き
た
「
日
本
問
題」

を 、

ア
ジ
ア
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
相
対
化
す
る
こ
と

に
あ
っ

た 。

こ
こ
一

O
年
来 、

い
わ
ゆ
る
国
際
化
の
波
も
加
わ
っ

て 、

沖
縄
と
ア
ジ
ア
と
の
交
流
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た 。

九
八
五
年
に
ま

中
国

-

福
建
省
福
州
市
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
聞
か
れ
た 。

福
建
師
範
大
学
の
会
議
室
で
行
わ
れ
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
沖
縄
側
か
ら
四
名

の
研
究
者
が 、

福
建
側
か
ら

O
名
ま
ど
の
研
究
者
が
加
わ
り 、

ま
る
二
日
間 、

琉
中
関
係
に
つ
い
て
討
論
し
た 。

九
/
}ハ
年
に
は
ム口

湾
の
台
北
市
で
第
一

凶
中
琉
歴
史
関
係
国
際
学
術
会
議
が
開
催
さ
れ 、

多
く
の
研
究
者
が
参
加
し
て
突
っ

込
ん
だ
発
表
が
開
陳
さ
れ
た 。

九
/・
ノ
年
の
九
月
に
は
福
建
省
か
ら
門
名
の
歴
史
学
者
を
招
い
て
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が 、

十
月
に
は
第一

回
琉
中
歴
史
関
係
国
際
学

術
会
議
が
や
は
り

沖
縄
で
開
催
さ
れ
た 。

さ
い
わ
レ 、

私
は
そ
の
全
て
の
イ
ベ
ン
ト
こ

関
係
し
て
き
た
が 、

こ
の
よ
う
な
交
流
を
通
じ
て

中
国
・

台
湾
の
視
点
か
ら
琉
球
が
ど
う

問
題
に
な
っ

て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に 、

彼
地
の
研
究
者
の
論
文
・

著
作
が
随

時
送
付
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
関
係
を
も
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た 。

と
く
に 、

福
建
省
の
研
究
者
と
は 、

明
代
に
琉
球
に
移
住
し
て
き
て

対
外
業
務
の
エ
ク
ス
パ
ー
ト

集
団
と
し
て
活
躍
し
た
「
闘
人
三
卜

六
姓
」
(
久
米
村)

に
つ
い
て 、

そ
の
福
建
で
の
故
地
探
し
を
行
う
共

同
研
究
も
推
進
さ
れ
つ
つ
あ
る 。

「
琉
球
・

沖
縄
に
と
っ

て
日
本
と
は
何
か
」

と
い
う
問
題
の
ま

か
に 、

琉
球
・

沖
縄
に
と
っ

て
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
と
は
何
か 、

逆
こ

ま
た 、

琉
球
・

沖
縄
か
ら
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
が
ど
う
見
え
る
か 、

ひ
い
て
は
日
本
が
ど
う
見
え
る
か 、

と
い
う
視
点
が
琉
球
史
研
究
に

は
不
可
欠
で
あ
る 。

そ
の
視
点
形
成
の
具
体
的
な
動
き
は
す
で
に
始
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る 。

一一
点
の
日
標
を
実
践
す
る
な
か
で 、

私
の
脳
裏
を
し
き
り

に
よ
ぎ
っ

た
の
は 、

こ
れ
ま
で
の
琉
球
史
像
は 、

琉
球
・

沖
縄
の
真
の
個
性

を
真
正
面
か
ら
論
じ
て
い
な
い 、

と
い
う
不
満
で
あ
っ

た 。

と
く
に 、

琉
球
処
分
以
降
の
近
現
代
の
歴
史
に
規
定
さ
れ
て 、

前
近
代
の
琉

球
・

沖
縄
の
歴
史
過
程
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と 、

な
か
ん
ず
く

琉
球
王
国
の
存
在
が
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と 、

が
目
に
つ
レ
た 。

そ
の
状
況
を
反
映
し
て 、

前
近
代
文
h札口

の
解
読
・

分
析
は
み
こ
と
な
く
ら
い
遅
れ
て
い
た 。

諸
史
料
を
駆
使
し
た
新
し
い
前
近
代
史
の
研

内九
が
本
格
的
に
推
進
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ

た 。

沖
縄
歴
史
研
究
会
に
古
文
書
講
読
会
を
設
置
し

こ
の
た
め

井一

昨
週

口一
の
講
読
会
を
開

催
し
て 、

と
に
か
く
文
書
解
読
能
力
を
も
っ
研
究
者
を
な
る
べ
く
多
く
育
て
る
こ
と
に
し
た 。

こ
の
講
読
会
は
一

九
七
四
年
か
ら
ス
タ
l

ト
し 、

現
在
に
至
っ

て
い
る 。

ま
た 、
-4
抗
み
合
わ
せ
た
史
料
か
ら
得
た
情
報
を
歴
史
と
し
て
構
成
す
る
訓
練
を
行
う
た
め
に 、

毎
年
夏 、

那
覇
を
出
て
地
方
・

離
島
に
合
宿
し

そ
れ
ぞ
れ
研
究
発
表
を
行
い

討
論
し
た 。

琉
球
史
研
究
の

こ
の
新
し
い
動
向
を
普
及
・

喧
伝
す
る
た
め
に

私
は
意
図
的
に
各
種
の
講
演
会
や
γ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
演
壇
に
立
つ

た 。

地
元
の
新
聞
に
も
機
会
を
と
ら
え
て
文
章
を
し
き
り
に
発
表
し
つ

♂
つ
け
て
き
た 。

テ
レ
ビ
や
ラ
シ
オ
に
も
盛
ん
こ

出
演
し 、

琉
球
史

の
再
評
価
を
訴
え
つ .
つ
け
て
き
た 。

歴
史
の
い
わ
ゆ
る
専
門
論
文
や
著
作
を
発
表
す
る
の
と
同
様
の
仕
事
と
し
て

私
は
こ
の
活
動
を
位

置
づ
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る 。

時
こ
よ
っ

て
は 、

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
統
治
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
沖
縄
の
新
し
い
音
楽 、

ロ
ッ

ク
の
大

イ
ベ
ン
ト

を
企
岡
し
た
こ
と
も
あ
る 。
ア
メ
リ
カ
経
済
の
沈
滞
化
に
よ
っ

て 、

G
I

相
手
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
全
体
に
活
気
を
失
っ

た
が 、

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
の
ロ
ッ

ク
バ
ン
ト

の
生
活
も
同
様
で
あ
っ

た 。

そ
れ
に 、

沖
縄
の
若
者
た
ち
が
東
京
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

あ
た
り
の
新
し

JÁt.L/(ソ:像1ft憐IJ支の!巴念

い
な
田
楽
に
飛
び
つ
く
よ
う
に
な
っ

た
た
め

に
対
す
る
関
心
も
急
速
に
薄
れ
て
き

沖
縄
で
育
っ

た
ロ
ッ

ク
音
楽
(
オ
キ
ナ
ワ
ン
ロ
ッ

ク

た 。

ロ
y

ク
ン
ロ
ー

ラ
ー

の
な
か
に
は
転
職
す
る
者
が
あ
い
つ
い
だ 。

座
し
て
消
滅
を
待
っ
か

そ
れ
と
も
戦
後
が
生
ん
だ
音
楽
を
今

度
再
評
価
し

そ
こ
か
ら
何
か
新
し
い
沖
縄
の
音
楽
が
誕
生
す
る
可
能
性
を
追
求
す
る
か

と
の
問
題
意
識
で

、
ュ
l

ジ
シ
ャ
ン
を
円

説
き 、

墓
地
の
ま
ち
の
各
市
町
村
を
説
得
し
て
ピ
!

ス
フ
ル
ラ
ブ
・
ロ
ッ

ク
フ
ェ

ス
テ

?ハ
ル
と
い
う
名
前
の
イ
ベ
ン
ト

を
つ
く
っ

た 。

こ
の
イ
ベ
ン
ト

は 、

毎
年
夏 、

数
千
J
を
動
員
す
る
沖
縄
最
大
の
ミ
ュ
l

シ
ッ
ク
イ
ベ
ン
ト
と
な
り

つ
つ
あ
る 。

I t L- ðI):: 

歴
史
の
解
明

再
構
成
と
と
も
に

歴
史
を
い
か
に
表
現
す
る
か

」
の
点
も
琉
球
史
研
究
に
と
っ

て
決
定
的
に
重
要
な
事
項
だ
と
思

r j 。

こ
の
友
現
の
た
め
に
は

地
戚
開
発
・

地
域
計
画
な
ど
の
諸
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
積
極
的
に
参
画
し

経
済
・

建
築
・

都
市
計
画
・

テ

- 4 -
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て
歴
史
家
も
責
任
を
負
う.
べ

き
だ
か
ら、

ザ
イ
ン
な
ど
の
各
専
門
家
と
提
携
し
て
現
在
の
課
題、

将
来
の
課
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る。

現
在
・

将
来
こ
対
し

じ
て、

自
ら
の
手
法
を
認
識
し、

同
時
に
ま
た、

自
ら
の
手
法
を
相
対
化
す
る
刺
激
を
得
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る。

と
い
う
一

般
理
念
か
ら
い
う
の
で
は
な
い
。

異
な
る
手
法
を
も
っ

専
門
家
と
の
共
同
作
業
を
通

私
は、

以
上
の
よ
う
に
思
い、

行
動
し
て
い
る。

早

琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
と
日
本
社
会

序

- 6ー



琉
球・
沖
縄
史の
予
備
的
前
提

自然的諸条件とその特質

琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
は 、

日
本
史
像
再
構
成
の
う
え
で
い
か
な
る
意
義
を
も
つ

も
の
な
の
だ
ろ
う
か

。

琉
球
・

沖
縄
史
研
究
者
に
と
っ

て

こ
の
課
題
は
古
く
て
新
し
い
関
心
事
な
の
で
あ
る
が 、

歴
史
研
究
の
根
底
で
絶
え
ず
問
い

し
か
し 、

こ
の
よ
う
な
基
本
的
課
題
を 、

つ
づ
け 、

そ
の
成
果
を
具
体
的
な
仕
事
の
か
た
ち
で
提
示
し
た
研
究
者
の
数
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る 。

研
究
史
の
大
勢
は 、

琉
球
・

- 8 

沖
縄
史
像
を
無
批
判
的
に
日
本
史
像
に
接
木
す
る
か 、

さ
も
な
く
ば 、

緊
張
感
を
放
棄
し
た
「
郷
土
史
」

の
範
囲
で
歴
史
を
論
ず
る
か 、

そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

。

わ
れ
わ
れ
の
仕
事
に
お
け
る
目
標
の

Jコ

』主

日
本
史
像
に
対
し
て
琉
球
・

沖

縄
史
の
何
が
問
題
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る 。

そ
の
た
め
に
は 、

当
然
の
こ
と
な
が
ら 、

琉
球
・

沖
縄
史
が
日
本
史
像
の
批

判
者
と
し
て
ど
れ
ほ
と
の
内
容
を
も
つ
の
か 、

そ
の
な
か
の
何
が
討
議
の
際
の
主
要
な
論
点
に
な
り
う
る
の
か 、

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う 。

現
時
点
で
提
示
し
う
る
私
の
論
点
は
ま
こ
と
に
貧
弱
に
す
ぎ
な
い
が 、

以
下 、

考
え
る
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
て
み
た
い

。

琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
を
検
討
す
る
際 、

ま
ず
最
初
に
歴
史
形
成
の
場
・

舞
台
と
も
い
う
べ

き
所
与
の
自
然
的
諸
条
件
に
着
目
す
る
必
要

が
あ
ろ
う 。

第
一

に 、

琉
球
・

沖
縄
は
典
型
的
な
島
唄
地
域
で
あ
り 、

日
本
社
会
を
構
成
す
る
一

都
一

道
二
府
四
三
県
の
中
で
唯
一

島
唄

の
み
を
も
っ

て
形
成
さ
れ
る
県
は
沖
縄
県
の
み
で
あ
る 、

と
い
う
事
実
で
あ
る 。

第
二
は 、

こ
れ
ら
の
島
唄
(
沖
縄
県
域
の
有
人
島
約
四

。)
は
一

か
所
に
か
た
ま
っ

て
存
在
す
る
の
で
は
な
く 、

広
大
な
海
域
に
ほ
ぼ
弓
状
を
描
い
て
分
布
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る 。

現
在
の

沖
縄
県
の
県
域
で
み
る
と 、

北
端
の

は広島駅
島
か
ら
南
端
のめ照一昨
島
ま
で
約
四

06
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、

東
端
の
北
大
東
島
か
ら
西
端
の

与
那
国
島
ま
で
約
一

(×δ
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、

同
縮
尺
の
地
図
を
二
枚
用
意
し
て
東
京
都
心
部
に
那
覇
市
を
重
ね
合
わ
せ
る
と 、

北
端
の

硫
黄
鳥
島
は
福
島
県 、

南
端
の
波
照
間
島
は
和
歌
山
県 、

東
端
の
北
大
東
島
は
千
葉
県
銚
子
沖
三

00
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
太
平
洋
上 、

西

端
の
与
那
国
島
は
香
川
県
に
そ
れ
ぞ
れ
及
ぶ
こ
と
が
わ
か
る 。

第
三
は

こ
れ
ら
の
島
々
が
東
ア
ジ
ア
に
独
自
の
地
理
的
位
置
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う 。

琉
球
・

沖
縄
を
中
心
に
地
図
を
眺
め
る

と 、

北
に
日
本 、

そ
の
西
隣
に
朝
鮮
半
島 、

西
は
東
シ
ナ
海
を
は
さ
ん
で
中
国
大
陸 、

南
は
パ
ゾ
1

海
峡
を
ぬ
け
る
と
東
南
ア
ジ
ア
で
あ

る 。

西
端
の
与
那
国
島
と
台
湾
の
聞
は
約
一

(け汽)
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
し
か
離
れ
て
お
ら
ず 、

晴
れ
た
日
に
は
台
湾
を
遠
望
で
き
る 。

第
四
に

こ
れ
ら
の
島
唄
は
全
体
が
い
わ
ゆ
る
亜
熱
帯
に
お
お
わ
れ
て
お
り 、

日
本
社
会
を
構
成
す
る
四
七
都
道
府
県
中 、

県
域
の
す
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へ
て
が
亜
熱
帯
に
お
お
わ
れ
て
い
る
の
は
沖
縄
県
の
み
で
あ
る 、

と
い
う
事
実
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
に 、

東
ア
シ
ア
に
独
自
の
地
理
的
位
置
を
占
め 、

広
大
な
海
域
に
分
布
す
る
亜
熱
帯
性
気
候
に
お
お
わ
れ
た
島
幌
地
域
と
し

琉球・沖縄の歴史と日本社会

て
琉
球
・

沖
縄
の
自
然
的
諸
条
件
を
ま
ず
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

い
う
ま
で
も
な
く 、

こ
の
自
然
的
諸
条
件
は
人
力
で
は
ど
う
と

も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
与
の
も
の
で
あ
り 、

琉
球
・

沖
縄
で
生
起
し
た
多
様
な
「
時
間
」

と
そ
の
「
集
積」

を
根
底
に
お
い
て
規
定

し
た
も
の
の
一

つ
で
あ
っ

た

と
考
え
て
よ
い

。

序章

た
と
え
ば 、

広
大
な
海
域
に
島
唄
が
分
布
す
る
た
め
に
琉
球
・

沖
縄
に
お
け
る
各
島
填
は
孤
立
性
・

隔
絶
性
が
強
く
な
り 、

方
言
が
島

唄
ご
と
に
多
様
性
を
示
す
点
に
よ
く
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に 、

文
化
複
合
の
面
で
そ
の
内
部
は
多
種
多
彩
で
あ
る 。

与
那
国
島
の
人
と駅昨

島
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
方
言
で
話
し
合
う
な
ら
ば
お
互
い
の
意
志
を
伝
え
合
う
こ
と
が
困
難
と
な
り 、

ま
た 、

臥ripか
島
で
う
た
わ
れ
る

神
歌
テ
イ

ル
ク
グ
チ
は
と
な
り
の炉心
島
で
は
見
ら
れ
な
い 、

と
い
っ

た
多
彩
な
状
況
が
発
生
す
る υ

海
の
か
な
た
に常酌
を
想
定
す
る



ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、

海
に
関
す
る
各
種
の
信
仰
・

儀
礼
も
琉
球
・

沖
縄
各
地
に
広
汎
に
形
成

れ
た
が

そ
の

よ
う
な
宗
教
状
況
の
根
底
に
横
た
わ
る
問
題
も
島
唄
地
域
と
し
て
の
自
然
的
諸
条
件
を
背
景
と
し
て
い
る。

右
の
点
に
関
し
て
歴
史
の
側
か
ら
事
例
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば、

た
と
え
ば、

孤
立
性
・

隔
絶
性
の
強
い
島
唄
を
か
か
え
る
地
域
を
統
治

す
る
権
力
主
体
の
場
合、

海
上
交
通
の
確
保
が
重
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

権
力
者
の
命
令
の
伝
達、

役
人
の
出
張、

租
税
の
運
搬
な

体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

ど
大
半
の
統
治
行
為
が
島
峡
間
交
通
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
り、

海
上
交
通
の
確
保
な
し
に
島
唄
地
域
を

久
郎
島
の
船
舶
が
多
良
昨
島
に
難
破
・

漂
着
し
た
場
合
(
島
唄
社
会
で
は
し
ば
し
ば
発
生
す
る)、

漂
着
者
は
多

は
で
き
な
い
。

ま
た、

良
間
島
逗
留
中
に
借
用
し
た
食
糧
を
帰
島
後
に
首
里
王
府
に
支
払
い、

王
府
は
翌
年
の
多
良
間
島
か
ら
の
租
税
額
の
う
ち
同
額
分
を
差
し

引
く
と
い
う
よ
う
に、

権
力
が
海
運
に
か
ら
む
相
互
調
整
機
能
を
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
も
生
ず
る。

あ
る
い
ま
ま
た
近
世
の
鎖
国
制

下
に
あ
っ

て、

抜
荷
や
異
国
船
に
対
す
る
海
防
監
視
体
制
の
守
備
範
囲
が、

広
大
な
海
域
こ

分
布
す
る
島
唄
地
域
と
し
て
の
琉
球
・

沖
縄

に
お
い
て
は
広
く
な
ら
ざ
る
を
え
ず、

そ
の
結
果、

首
里
王
府
の
行
政
機
能
が
総
力
を
挙
げ
て
海
防
監
視
体
制
の
役
割
を
発
揮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
も、

島
幌
地
域
に
お
け
る
歴
史
の
特
質
の
一

端
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う。

こ
の
よ
う
に、

琉
球
・

沖
縄
の
自
然
的
諸
条
件
は、

単
に
文
化
お
よ
び
歴
史
形
成
の
場
・

舞
台
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ど
ま
ら
ず、

文
化

お
よ
び
歴
史
形
成
の
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
基
本
的
条
件
の
一

つ
で
あ
っ

た
。

用
語
法
を
め
ぐ
る
問
題
点

「
琉
球
」

と
レ
う
場
合、

地
理
的
に
は
奄
美
大
島
か
ら
与
那
国
島
に
至
る
島
幌
地
域
を
指
し、

そ
の
範
囲
は
古
琉
球
(
中
世
の
時
期
に

相
当)

に
お
い
て
確
立
し
た
琉
球

国
の
版
図
と
一

致
す
る。

こ
の
地
域
は、

言
語
学
や
民
俗
学
・

人
類
学
な
ど
の
研
究
が
明
ら
か
に
し

て
い
る
よ
う
に、

日
本
語
を
本
土
方
言
(
狭
義
の
日
本
語)

と
と
も
に
二
分
す
る
琉
球
方
言
(
琉
球
語)

の
言
語
圏
で
あ
る
と
同
時
に、

文
化
複
合
の
面
で
も
「
琉
球
文
化
圏
」

と
称
し
て
も
よ
い
地
域
で
あ
る。

大
づ
か
み
に
い
っ

て、

奄
美
大
島
を
主
島
と
す
る
「
奄
美
地
域
」、

沖
縄
本
島
と
そ
の
周
辺
離
島
よ
り
な
る
「
沖
縄
地
域
」、

宮
古
島
・

石
垣
島
を
主
島
と
す
る
「
先
島
地
域
」

に
三
分
さ
れ
る
が、

-』
よ』
J

JI
千/
IL

」
の
う
ち
奄
美
地
域
は

ハ
O
九
年
(
慶
長
卜
四)

の
島
津
侵
入
事
件
を
契
機
に
薩
摩
藩
の
直
轄
領
と
し
て
王
国
の
版
図
よ
り
割
譲
さ
れ

た
た
め、

現
在
こ
至
る
ま
で
鹿
児
島
県
の
県
域
に
属
す
る。

だ
が、

県
成
を
異
に
す
る
と
は
い
え、

「
琉
球
」

と
い
う
場
合
こ
ま
奄
美
地

域
を
も
包
括
し
た
地
理
的
範
囲
の
こ
と
を
い
う。

こ
れ
に
対
し
て
「
沖
縄
」

と
い
う
場
合
こ
は
二
様
の
用
法
が
あ
る。

つ
は
沖
縄
・

先

島
両
地
域
の
総
称、

い
い
か
え
る
と
現
在
の
沖
縄
県
の
県
域
に
相
当
す
る
地
理
的
範
囲
を
指
す
場
合
で
あ
り、

い
ま
一

つ
ま、

先
島
地
域

を
除
き
沖
縄
地
域
の
み
に
限
定
し
て
用
い
る
場
合
で
あ
る。

右
に
述
べ

た
点
は
も
っ

ぱ
ら
地
理
的
区
分
の
見
地
か
ら
「
琉
球
」
「
沖
縄」

の
範
囲
を
特
定
し
た
も
の
だ
が、

歴
史
的
見
地
か
ら
レ
う

と、

「
琉
球
」

と
は
一

八
七
九
年
(
明
治
卜一
一
)

の
琉
球
処
分
に
よ
り
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
琉
球

国
時
代
を
指
し、

「
沖
縄
」

琉球・沖縄の暦史と日本討会

と
は
そ
れ
以
後
の
近
現
代
の
時
代
を
指
す。

以
上
の
点
か
ら
い
え
ば、

琉
球
・

沖
縄
史
研
究
と
は、

奄
美
・

沖
縄
・

先
島
三
地
峡
の
原
始
か
ら
現
代
に
お
よ
ぶ
全
時
代
を
一

体
と
し

て
扱
う
歴
史
研
究
の
領
域
で
あ
る、

と
い
う
こ
と
こ
な
る
の
で
あ
る
が、

し
か
し、

際
に
は
右
の
三
地
域
を

体
と
し
て
扱
え
る
ま
と

の
研
究
水
準
に
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
と、

琉
球
・

沖
縄
史
研
究
の

流
ま
沖
縄
地
域
の
研
究
に
偏
重
し

て
お
り、

佐

や
先
島
に
関
す
る

格
的
な
仕
事
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
し
か
な
く、

こ
の
両
地
域
に
関
す
る
史
料
状
況
の
把
握
と
分
析

を
ふ
ま
え
た
個
別
研
究
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
近
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な
レ
こ
と
が
わ
か
る。

こ
う
し
た
研
究
状
況
を
招
い
た
理

f子帝

由
の
-

つ
は、

前
近
代
史
の
分
野
に
典
型
的
に
ポ
さ
れ
る
よ
う
に

従

の
琉
球
・

沖
縄
史
研
究
が
首
里
王
府
の
編
集
し
た
正
史
の
解
釈
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に
の
み
力
点
を
置
レ
た
た
め 、
そ
の
結
果
と
し
て 、
琉
球・
沖
縄
史
像
を
構
成
す
る
各
地
域
の
多
様
な

態
を
検
討
す
る
視
点
と
方
法
を

も
ち
え
な
か
っ

た
こ
と
に
あ
る 。
二
つ
日
の
理
由
は 、
と
く
に
奄
美
に
関
し
て
だ
が 、
島
津
侵
入
事
件
後
に
琉
球

国
か
ら
分
離・
割
譲

さ
れ
た
た
め
に 、
後
世
の
琉
球・
沖
縄
史
の
研
究
者
の

半
が
奄
美
を
研
究
対
象
か
ら
除
外
す
る
態
度
を
と
っ

て
き
た
こ
と
こ

あ
る 。
民

俗
学
や
人
類
学 、
言
語
学 、
文
学 、
そ
れ
に
考
古
学
な
ど
の
分
野
の
研
究
者
が 、
奄
美・
沖
縄・
先
島
三
地
肢
を一
体
の
も
の
と
し
て
調

査・
研
究
し 、
そ
の
成
果
に
立
っ

て
琉
球
の
文
化
複
合
や
先
史
時
代
の
状
況
を
検
討
し
て
き
た
態
度
に
比
べ
る
と 、
歴
史
学
分
野
の
仕
事

は
意
識・
方
法
の
面
で
大
幅
に
立
ち
遅
れ
て
レ
る
と
い
わ
な
け
れ
主

な
ら
な
い
の
で
あ
る 。

な
お 、
念
の
た
め
に
付
言
す
る
と 、
琉
球
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
南
島」
の
用
法
は
疑
問
で
あ
る 。
私
の

場
合
は
こ
の
用
語
に
距
離
を
置
き
無
限
定
的
に
使
用
し
な
い
よ
う

常
々

心
が
け
て
い
る
つ
も
り
だ
が

そ
の
理
由
は 、
「
南
島」
の
語
が

暖
昧
で
あ
る
と
同
時
に
内
容
の
面
か
ら
い
っ

て
も
歴
史
上
レ
か
な
る
積
極
的
意
味
を
も
つ
の
か
疑
問
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る 。
こ
の
用
語

は 、
奄
-

沖
縄・
先
島
三
地
域
を
指
す
の
が
通
例
と
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
が 、
そ
の

い二
ぽ
う
で
九
州
島
以
南 、
す
な
わ
ち
種
子
島・

屋
久
島
か
ら
与
那
国
島
ま
で
を
含
め
て
用
い
る
場
合 、
あ
る
レ
は
ま
た 、
こ
れ
に
東
南
ア
シ
ア
を
も
含
め
て
用
い
る
場
合
が
あ
る
な
ど

用
法
に
混
乱
が
見
ら
れ
る 。
ま
た 、
「
南
島」
と
は 、
基
本
的
に
七 、
/
世
紀
の
律
令
制
国
家
と
九
州
島
以
南
の
化
外
の
島
唄
群
と
の
関

係
史
を
考
え
る
際
の
古
代
史
上
の
用
語
で
あ
っ

て

こ
れ
を
中
世
史
以
後
の
歴
史
現
象
を
捉
え
る
際
の
地
域
名
辞
と
し
て
用
い
て
よ
い
の

か
ど
う
か
疑
問
に
思
う 。
そ
れ
に
ま
た 、
当
の
「
南
島
人」
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
地
域
を
積
織
的
な
形
で
「
南
島」
と
総
称
し
た
こ
と
は

一
度
も
な
く

ら
に
は 、
名
辞
そ
の
も
の
に
も
非
歴
史
的
な
中
央
|

辺
境
認
識
が
付
着
す
る
な
ど 、
総
じ
て
「
南
島」
の
呼
称
は 、
琉

球・
沖
縄
研
究
の
側
か
ら
見
れ
ば
没
個
性
的・
非
主
体
的
な
用
語
だ
と
の
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
あ
る 。

「
南
島」
の
用
語
が
普
及
し
た
の
は
そ
れ
な
り
の
思
怨・
研
究
史
上
の
背
景
が
あ
り 、
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
検
討

す
る
つ
も
り
だ
が

こ
こ
で
は
「
琉
球」
「
沖
縄」
そ
し
て
「
南
島」
の
三
用
語
を
無
限
定
的
に
用
い
る
傾
向
の
典
型
的
な
例
と
し
て
伊

波
普
猷
を
あ
げ
て
お
こ
う 。
彼
は
琉
球・
沖
縄
研
究
の
開
拓
者
に
ふ
さ
わ
し
く
多
方
面
に
関
す
る
数
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
わ
け
だ

が 、
処
女
作
で
あ
る
『
古
琉
球』
(一
九

年

を
は
じ

め
『
古
琉
球
の
政
治』
(一
九
一
二
年) 、
『
孤
島
苦
の
琉
球
史』
(一
九

年) 、
『
琉
球
古
今
記』
(
同
年)
と
い
っ

た
「
琉
球」
の
表
題
を
付
し
た
本
の
ほ
か 、
『
沖
縄
女
性
史』
(一
九一
九
年) 、
『
沖
縄
考』
(一

九
四
二
年) 、
『
沖
縄
歴
史
物
語』

九
四
七
年)
と
い
っ

た
「
沖
縄」
の
表
題
を
付
し
た
も
の 、
さ
ら
に
は
『
南
島
史
考』
(一
九
三一

年) 、
『
南
島
方
言
史
孜』
(一
九
三
四
年)
と
い
っ

た
「
南
島」
の
表
題
を
付
し
た
著
作
も
発
表
し
て
い
る 。
こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り 、

伊

波
普
猷
こ

お
い
て
「
琉
球」
「
沖
縄」
「
南
島」
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
地
域
の
異
称・
別
称
に
す
ぎ
ず 、
モ
の
う
ち
の
ど
の
用
語
を
採
る
か
は

表
題
を
付
す
際
の
気
分
し
だ
い 、
と
い
っ

た
印
象
さ
え
受
け
か
ね
な
い 。

伊
波
普
猷
に
お
い
て
典
型
的
な
形
で
認
め
ら
れ
る
用
語
法
の
こ
の
無
限
定
的
傾
向
は 、
今
日
の
琉
球・
沖
縄
研
究
に
至
っ

て
す
っ

か
り

定
着
し
た
観
が
あ
り 、

研
究
者
間
に
お
い
て
み
ず
か
ら
が
対
象
と
す
る
地
域
を
ど
う
称
す
べ
き
か
を
考
え
ぬ
く
緊
張
感
が
希
薄
と
な
っ

て

い
る 。
歴
史
研
究
に
お
い
て
も 、
「
琉
球
史」
な
の
か
「
沖
縄
史」
な
の
か 、
そ
れ
と
も
「
南
島
史」
な
の
か 、
を
め
ぐ
っ

て
真
剣
な
意

見
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は一
度
も
な
く 、
用
語
に
対
す
る
無
緊
張
状
態
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
こ
見
受
け
ら
れ
る 。
こ
の
問
題
は
単
な
る

琉球・沖縄の!墜史と日本�I会

学
術
用
語
の
確
定
問
題
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く 、

琉
球・
沖
縄
の
歴
史
全
体
を
ど
の
よ
う
こ

位
置
づ
け
評
価
す
る
か 、
と
レ
っ

た
基
本
問
題
に
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る 。
こ
の
意
味
で 、
用
語
に
対
す
る
無
緊
張
状
態
と
ま 、

と
り
も
な
お

ず
琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
全

体
の
位
置
づ
け
お
よ
び
評
価
に
対
す
る
無
緊
張
状
態
よ
り

発
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
主

な
ら
な
い 。

序言?
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琉
球
・

沖
縄
史
を
め
ぐ
る
基
本
的
論
点

時
代
区
分
と
そ
の
考
え
方

さ
て、

琉
球
・

沖
縄
史
に
関
す
る
時
代
区
分
は、

長
く
王
統
編
年
史
の
従
属
下
こ
あ
っ

た
た
め、

歴
史
の
推
移
を

史
家
の

体
的
認

識
に
ひ
き
つ
け
客
観
的
に
処
理
す
る
緊
張
感
か
ら
は
ほ
ど
速
レ
状
態
に
あ
っ

た。

戦
後
に
な
っ

て
は
じ
め
て、

仲
原
善
忠
・

新
里
恵

宮
城
栄
昌
ら
が
近
代
歴
史
学
の
手
法
こ
立
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
区
分
案
を
提
示
し
て
い
日。
彼
ら
の
仕
事
は、

旧
来
の
王
統
編
年
史
に

一

線
を
画
し、

世
界
史
・

日
本
史
の
一

般
的
な
時
代
区
分
を
念
頭
こ
お
き
な
が
ら
も、

し
か
し、

と
り
あ
え
ず
琉
球
・

沖
縄
史
独
自
の
時

代
区
分
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
試
み
た
点
で
共
通
し
て
お
り、

た
し
か
に
そ
の
後
の
研
究
こ
少
な
か
ら
ぬ
影

を
与
え
て
き
た
。

し
か
し

な
が
ら

一

九
七
0
年
代
以
後
の
琉
球
・

沖
縄
史
研
究
の
多
様
な
展
開
は
右
の
先
駆
者
た
ち
の
時
代
区
分
に
は
満
足
せ
ず、

彼
ら
の
区
分

案
を
歴
史
の
具
体
的
推
移
に
即
し
あ
ら
た
に
再
構
成
す
る
動
き
が
顕
著
と
な
っ

て
き
た
。

再
構
成
を
促
し
た
主
な
契
機
は、

ま
ず
第

仲
原
・

新
里
・

宮
城
ら
の
時
f
に
ま
ま
た
概
念
的
に
し
か
把
握
し
え
な
か
っ

た
「
原
始
社
会」
「
古
代
社
会
」

に
関
す
る
情
報
が、

考
古

学
的
調
査
・

研
究
の
進
展
に
よ
っ

て
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る。

第

に
文
献
資
料
の
収
集
・

分
析
が
飛
躍
的
に
前
進
し

実
証
的
個
別
研
究
が
量
産

れ
る
状
況
が
到

し
た
た
め
に、

事

認
識
が
格
段
に
進
歩
し
た
こ
と、

同
時
に
ま
た、

琉
球
・

沖
縄
内
の

各
地
域
に
関
す
る
歴
史
的
事
情
が
少
し
ず
つ

明
ら
か
に
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る。

第

は、

日
本
社
会
の
歴
史
の
中
で
琉
球

-

沖
縄
の
歴
史
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か、

あ
る
レ
は
ま
た、

東
ア
ジ
ア

世
界
の
中
で
琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
は
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
る
の
カ、
と
い
っ

た
歴
史
認
識
の
枠
組
み
の
組
み
換
え
を
求
め
る
気
運
が
研
究
者
の
間
で
急
速
に
台
頭
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
四
に、

か
つ
て
の
時
代
区
分
論
争
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
構
成
史
的
な
規
定
を
い
き
な
り
琉
球
・

沖
縄
史
に
持
ち
込
む
の

で
は
な
く、

琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
的
把
握
を
進
め
る
う
え
で
の
単
な
る
作
業
仮
設
と
し
て
時
代
区
分
を
用
い
る
傾
向
が
強
く
な
っ

た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
よ
う。

実
際
の
研
究
の
現
場
で
は
時
代
区
分
上
の
統
一

認
識
が
確
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、

最
近
多
用
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
と
こ
ろ

の
作
業
仮
説
と
し
て
の
時
代
区
分
は

図
ー
と
し
て
示
し
た
五
区
分
法
で
あ
る
(
こ
の
作
業
仮
説
の
積
極
的
な
提
案
者
の
一

人
が
私
で
あ

る。)

琉球・沖縄とH本の時代対照図

琉球・沖縄

υfHí器降伏|
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琉球処分

近

代

沖

純
沖縄戦

アメリカ

統治時代

近
枇

琉

球

戦

後

沖

縄

第三尚氏
王朝
前期

第三尚氏玉
王朝
後期

島津侵入
1609 

日み復帰

1972 

沖縄県

12c 

14c 

1879 

沖縄県

1945 

琉球・沖縄の歴史と日本封一会

世

lIJ iH守11:

現代

日4

図l

近

先
史
時
代

図
ー
に
も
と
つ
き
な
が
ら
大
略
を
説
明
す
る。

ま
ず
第
一

段
階
に
相
当
す
る
先
史
時
代
は、

考
古
学
の
編
年
で
あ
る
グ
ス

(
城)

時
代
の
始
期
を
十
二
世
紀
頃
と
捉
え
る
と、

そ
れ
以
前
の
旧
石
器
時
代
・

貝
塚
時
代
を
含
む
長
い
時
間
帯
で
あ
る。

現
段
階
で

ク確
認
で
き
る
最
肯
の
遺
跡
で
あ
る
那
覇
市
山

町
第
一

洞
穴
遺
跡
は
カ
ー
ボ
ン

測
定
に
よ
る
と
約
三
万
二

Qδ
年
前
と
い
う
数
値
が
得

序íjf

ら
れ
て
い
る
の
で、

先
史
時
代
は
数
万
年
前
の
旧
石
器
時
代
か
ら
貝
塚
時
代
(
新
石
器
時
代)

を
経
た
十
二
世
紀
頃
ま
で、

と
と
り
あ
え
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ず
規
定て
きる 。
研
究
者に
よっ
て
は
「
原始
沖
縄」
「
原琉
球」
と
称える
人
もレ
る 。

古
琉
球

世
紀頃か
ら一
六
O九
年(
慶
長
十四)
の
島
津
侵入
事件までの
約五
ハむ年
間の
時
代で 、
日
本
史一
般でい
う

十

中
世の
時
期に
ま

ぼ
相
当する 。
考
古
学の
編
年
概
念で
あるグス
ク

時
代は 、
時
代区
分と
して
はこ
の
肯
琉
球の
時
代こ
含め
て
考

えて
よい
こ
とが
近年の
研
究に
よっ
て
し
だい
に
明
らか
と
な
りつ
つ
ある 。
王
統編
年
史
的理
解でい
えま 、
い
わ
ゆ
る
舜
天王
統

-
英
祖王
統・
察度王
統・
第一
尚
氏王
統お
よ
び
第二
尚
氏王
統の一
部まで(
第二
尚
氏王
朝
前
期)
はこ
の
時代の
もの
で
あり 、

当
然の
こ
と
なが
ら三
山
鼎立の
時
代
もこ
の
古
琉
球の一
時
期を
占め
る 。
「
古
代沖
縄」
と
称する
場
合
も
ある 。

近
世
琉
球

一
六
O九
年の
島
津
侵入
事件か
ら一
八
七
九
年(
明
治
卜二)

の
琉
球処
分までの
時
代で
ある 。
薩
摩藩の
「
領
分」

と
して
幕
藩
体
制の一
環に
明
確こ
編
成さ
れつ
つ 、
同
時に
王
国
体
制を
保
持する
「
異
国」
的
存在で
も
あっ
た
時
代で
あり 、

れ
まで
多
くの
研
究
者の
間で
「日
支
両
属」
と
形
容さ
れて
きた
時
期で
ある 。

近
代
沖
縄

八
七
九
年の
琉
球処
分か
ら一
九四
五
年(
昭
和二
十)

の
沖
縄
戦まで
の
時
期で
ある 。
沖
縄
県の
設
置に
は
じ
ま

り
沖
縄
県の
崩
壊に
至
る
時
代 、
とい
う
意味で
「沖
縄
県
時
代」
と
も
呼ば
れて
きた 。

戦
後
沖
縄

沖
縄
戦の
終
結 、
そしてア
メ
リカ

に
よ
る
軍
事
的
直
接
統治の
一
七
年
間を
経て 、
一
九
七二
年(
昭
和四
十
七)

月十
五
日の
白
木
復
帰以
後
今日に
至
る
時
代で
ある 。
日
本
復
帰の
もつ
意
味を
重
視して 、
戦
後を
「
復
帰
前」
「
復
帰
後」
の
二

期に
分け
るこ
とが一
般に
おこ
なわ
れてい
る 。

以
上の
五
区
分
法は

読して
わ
か
るよ
うに

琉
球・
沖
縄史の
推
移を
把握
するた
め
にの
み
用
意さ
れた
独自の
もの
で
あり 、

また 、
社
会
構成
史
的
観
点に
立つ
区
分
概
念で
は
全く
な
く 、
あく
まで
も
琉
球・
沖
縄の
史
的
推
移を
経
験的な
次
元で
区
分け
し

た
便宜
ヒの
円
安とレっ
た
程
度の
もの
に
す
ぎなレ 。
時
代の
区
切りか
た
もか
な
ら
ずし
も
厳
密で
は
な
く 、
た
と
えば 、
古
琉
球

は
島
津
侵入
事件に
よっ
て
た
だ
ちに
終止
符が
打た
れ
るわ
けで
は
な
く 、
また 、
沖
縄
戦を
近
代
沖
縄の
「
終
点」
と
見るか
そ
れ

と
も
戦
後沖
縄の
「起点」
と
見るか 、
といっ
た
疑
問を
提示
する
とた
ちま
ち
暖
昧な
形の
もの
と
なっ
て
し
ま
う 。
その
よ
う
な

暖
昧さ
を
含
む
点を
承知の
う
えで 、
右の
五
区
分
法を
用い
るか
らに
は 、
当
然そ
れ
な
りの

積
極
的理
由が
な
け
れば
な
ら
ない 。

その
理
由は
つ
ある 。
第一
に 、
社
会
構成
史
的
な
時
代区
分
論をは
じめ
と
する
厳
密な
時
代区
分問
題を
適用
するに
は
琉
球

-
沖
縄史の
側の
実
証
的
蓄
積が
乏し
く 、
と
くに
社
会経
済
史
方
面の
成
果が
貧弱に
す
ぎるこ
とで
ある 。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況

を
無
視して
厳密な
時
代区
分
論を
適用し
た
として
も 、
現
時
点で
は
研
究の
発展に
何ら
寄
与し
ない
観
念論に
走ら
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う 。
したがっ
て 、
今の
研
究段
階で
は
暖
昧さ
を
含みつ
つ
も 、
経
験的かつ
便宜
的
な
作
業
仮
説と
して

時
代を
区
分け
す

る
方
法が 、
研
究上の
実践に
は
有効で
ある 。
第二
に 、
右の
五
区
分
法は
琉
球・
沖
縄
史の
特
質を
反映してい
るこ
とで
ある 。

とい
うの
は 、
先
史
時
代か
ら
古
琉
球へ
の
転
換を
除けば 、
琉
球・
沖
縄
史の
最も
顕
著な
特
質の一
つ
は 、
歴
史
的
局面の
変化が

もっ
ぱ
ら
外
部
的
な
政
治
的・
軍
事
的
要因に
よっ
て
他
律
的に
規
定さ
れたこ
とに
あるか
らで
ある 。
古琉
球か
ら
近世
琉
球へ
の

移
行の
契機と
なっ
たの
は
島
津
侵入
事件 、
近世
琉
球か
ら
近
代沖
縄へ
の
移
行の
契
機と
なっ
たの
は
琉
球処
分 、
近代沖
縄か
ら

戦
後沖
縄へ
の
移
行の
契
機と
なっ
たの
は
沖
縄
戦で
あり 、
その
い
ず
れ
も
琉
球・
沖
縄の
内
部か
ら
規
定
的
な
要
と
して

惹
起

JAt球・沖縄の!修史と日ふn会

した
もの
で
は
な
く 、
もっ
ぱ
ら
外
部的
客
観
的
な
要因に
よっ
て
発生した
事件で
あり 、
そ
れに
よっ
て
琉
球・
沖
縄はみ
ずか
ら

の
態
様を
他
律
的に
決定さ
れた 、
とい
うこ
と
なの
で
ある 。
こ
の
よ
う
な歴
史
的
推
移の
特
質を
もっ
琉
球・
沖
縄の
史
的
展
開
を

捉
えるに
際して 、
当
面の
作
業
仮設と
して
右の
五
区
分
法は
有
効だ
と
考えてい
る 。

琉
球
・

沖
縄
史
の
特
質

JÎ'- I'� 

右の
五
区
分
法が
作
業
仮
説の
域
を
出ない
理
由の
つ
に 、
先
述の
研
究
事
情に
よ
り
奄
美地
域の
問
題が
十
分こ
取りこ
ま
れて 五

、，、ーー
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い
な
い
点
が
あ
げ
ら
れ
る。
と
く
に、
島
津
侵
入
事
件
に
よ
る
分
割
・
割
譲
後
の
奄
美
地
域
の
歴
史
を

琉
球
・
沖
縄
史
と
し
て
い
か
に

位
置
づ
け
う
る
の
か、
実
証
的・
理
論
的
な
面
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
横
た
わ
っ
て
い
る。
同
じ
く
薩
摩
藩
に
よ
る
統
治
を
こ
う
む
っ

た
と
は
い
え、
間
接
的
統
治
方
式
の
と
ら
れ
た
沖
縄・
先
島
と
直
接
統
治
方
式
の
適
用
さ
れ
た
奄
美
と
で
は
近
世
の
諸
状
況
に
か
な
り
の

へ
だ
た
り
が
あ
る。
し
か
も、
琉
球
王
国
に
と
っ
て
「
固
有
の
領
土」
で
あ
っ
た
は
ず
の
奄
美
は、
近
世
の
薩
摩
藩
に
よ
る
直
接
統
治
の

「
成
果」
を
前
提
に
廃
藩
置
県
後
は
鹿
児
島
の一
地
域
と
し
て
確
定
さ
れ、
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
レ

っ
ぽ
う
で、
近
代
の
奄
美
の
各
島
唄
と
沖
縄
と
の
生
活
上
の
む
す
び
つ
き
は
依
然
と
し
て
強
く、
ま
た、
沖
縄
戦
後
に
は
奄
美・
沖
縄
と

も
ど
も
日
本
か
ら
行
政
的
に
分
離
さ
れ
ア
メ
リ
カ
の
直
接
統
治
下
に
置
か
れ
る
と
い
う
特
異
な
戦
後
体
験
を
共
有
し
て
い
る
(
奄
美
の
日

本
復
帰
は一
九
五
三
年
十
二
月
二
十
五
日
に
実
現)。
こ
の
よ
う
に、
琉
球
・
沖
縄
史
と
し
て
の
性
格
と
鹿
児
島
史
と
し
て
の
性
格
の
二

重
の
性
格
を
も
っ
奄
美
地
域
史
を
琉
球・
沖
縄
史
の
立
場
か
ら
い
か
に
統一
的
に
理
解
で
き
る
か、
」
の
問
題
は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る。
島
津
侵
入
事
件
ま
で
は
琉
球
・
沖
縄
史
の
対
象
と
し、
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
鹿
児
島
史
研
究
に
ゆ
だ
ね
る、
と
レ
っ
た

式
の
旧
来
の
研
究
の
非
歴
史
的
傾
向
は
論
外
と
し
て、
奄
美
の
歴
史
を
琉
球・
沖
縄
史
と
鹿
児
島
史
の
「
谷
間」
に
置
か
な
い
た
め
の
わ

れ
わ
れ
の
側
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が、
実
際
に
は
ま
だ
そ
の
域
に
達
し
て
い
な
い。
し
た
が
っ
て、
右
の
五

区
分
法
に
お
い
て
も
な
お
奄
美
は
正
当
に
扱
わ
れ
て
お
ら
ず、
そ
の
点
で
も
問
題
含
み
の
作
業
仮
説
で
あ
る
と
の
そ
し
り
を
甘
ん
じ
て
受

け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い。

右
の
問
題
点
を
確
認
し
た
う
え
で、
先
の
五
区
分
法
に
も
と
づ
き
琉
球・
沖
縄
の
史
的
展
開
を
総
括
的
に
述
べ
る
と
す
れ
ば、
次
の
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う。

琉
球・
沖
縄
の
島
々
に
住
み
つ
い
た
人
々

||
こ
の
人
々
が
原
日
本
文
化
と
も
い
う
べ
き
文
化
複
合
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で

に
通
説
と
な
っ
て
レ
る
が

ーー
は、
旧
石
器
時
代・
貝
塚
時
代
と
い
う
長
い
先
史
時
代
を
経
て、

二
世
紀
頃
か
ら
は
本
格
的
な
農
耕
社

会
に
突
入
し、
や
が
て
十
五
世
紀
初
期
に
至
っ
て
琉
球・
沖
縄
の
各
島
唄
を
版
図
と
す
る
自
立
し
た
国
家
主
体、
す
な
わ
ち
琉
球
王
国
を

成
立
さ
せ
る
ま
で
に
な
っ
た。
古
琉
球
に
お
け
る
こ
の
王
国
の
形
成・
成
立
・
展
開
と
い
う一
連
の
歴
史
過
程
は、
一
六
O
九
年
の
島
津

侵
入
事
件
に
よ
っ
て
終
止
符
を
打
た
れ、
以
後
は
王
国
体
制
を
保
持
し
つ
つ
も
本
質
的
に
は
幕
藩
体
制
の一
環
に
編
成
さ
れ
た
時
代、

い
か
え
る
と、
「
幕
藩
体
制
の
中
の
異
国」
と
し
て
近
世
琉
球
の
時
代
を
歩
む
こ
と
に
な
る。
琉
球
処
分
H
沖
縄
県
設
置
こ
八
七
九
年)

の
結
果、
王
国
体
制
は
解
体
し、
沖
縄
は
近
代
日
本
の一
領
域
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
近
代
沖
縄)。
と
こ
ろ
が、
沖
縄
戦

ご
九
四
五
年)
を
契
機
に
政
治
行
政
的
に
日
本
社
会
か
ら
分
離
さ
れ、
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
な
直
接
統
治
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る

(
戦
後
沖
縄)。
そ
し
て、
戦
後
沖
縄
の
渦
中
に
お
レ
て、
沖
縄
住
民
の
聞
か
ら
日
本
社
会
へ
の
復
帰
を
求
め
る
運
動
が
広
汎
に
起
こ
り、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
含
み
つ
つ
も
日
本
復
帰
が
実
現
し
こ
九
七
二
年)、
今
日
に
至
っ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
推
移
を
概
観
す
る
と、
琉
球
・
沖
縄
史
の
基
本
的
特
質
と
し
て、
ま
ず
第一
に、
原
日
本
文
化
と
も
い
う
べ
き
文
化
複
合

を
有
し
た
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
歴
史
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず、
日
本
列
島
に
お
け
る
歴
史
形
成
と
は
異
な
り、
み
ず
か
ら
独
自

の
国
家
を
成
立
さ
せ
る
ほ
ど
の
歴
史
過
程
を
た
ど
っ
た
点
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
そ
の
集
中
的
な
表
現
が、
先
史
時
代
と

い
う
長
期
に
お
よ
ぶ
歴
史
的
営
為
を
前
提
に
登
場
す
る
と
こ
ろ
の、
琉
球
王
国
の
形
成
・
成
立
・
展
開
と
い
う一
連
の
基
調
に
よ
っ
て
特

琉球・沖縄の康史と日本社会

徴
づ
け
ら
れ
る
古
琉
球
の
時
代
で
あ
っ
た。
第
二
に、
こ
の
よ
う
な
独
自
の
王
国
を
も
っ
た
地
域
が、
近
世
初
頭
お
よ
び
近
代
初
頭
に
惹

つ
の
事
件

||
島
津
侵
入
事
件
・
琉
球
処
分
ーー
を
契
機
に
段
階
的
に
日
本
社
会
の
一
員
に
編
成
さ
れ
た
点
で
あ
る。
換
言
す

起
し
た

れ
ば、
古
琉
球
に
お
い
て
独
自
の
国
家
と
し
て
登
場
し
た
琉
球
王
国
は、
島
津
侵
入
事
件
を
契
機
に
幕
藩
体
制
の
一
環
に
措
定
さ
れ
る
従

属
的
な
王
国
と
な
り、
や
が
て
琉
球
処
分
に
よ
っ
て
王
国
体
制
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ、
そ
の
結
果
と
し
て
琉
球
・
沖
縄
の
日
本
社
会
へ

の
編
成
が
ひ
と
ま
ず
完
了
し
た
の
で
あ
っ
た。
そ
し
て
第
三
に、
戦
後
の
日
本
社
会
か
ら
の
政
治
行
政
的
な
分
離、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の

直
接
統
治
を
体
験
し、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
打
開
策
と
し
て、
復
帰
運
動
に
代
表
さ
れ
る
意
志
表
示
を
通
じ
て
日
本
社
会
へ
の
復
帰
を
選

{之

択・
要
求
し、
問
題
を
含
み
な
が
ら
復
帰
が
実
現
し
た
の
で
あ
る。

停車

右
の
三
点
に
わ
た
る
基
本
的
特
質
は、
琉
球・
沖
縄
の
歴
史
を、
と
い
う
よ
り
は
琉
球・
沖
縄
社
会
そ
の
も
の
を、
安
易
に
日
本
社
会 し、



の
一

部
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
の
非
を
示
唆
し
て
い
る。

ヤ
マ

ト
と
ウ
チ
ナ
!

そ
の
証
拠
に、

沖
縄
県
民
の
間
で
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お、

み
ず
か
ら
が
生
活
・

帰
属
す
る
地
域
を
「
ウ
チ
ナ
l
」、

自
分
自
身
を

「
ウ
チ
ナ
|
ン
チ
ュ
」

と
し、

沖
縄
以
外
の
他
の
日
本
社
会
と
そ
こ
の
住
民
一

般
を
指
し
て
「
ヤ
マ
ト
」
「
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
」

と
し
て

区
別
す
る
用
語
法
が
日
常
生
活
に
お
い
て
不
断
に
用
い
ら
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
区
別
呼
称
が
常
用
さ
れ
る
背
景
に
は、

単
な
る
地
理

的
な
距
離
意
識
が
横
た
わ
る
の
で
は
な
く、

歴
史
・

文
化
を
前
提
と
す
る
重
厚
な
意
識
距
離
が
存
在
す
る。

古
琉
球
に
お
い
て
日
木
社
会

の
枠
外
で
独
自
の
国
家
を
形
成
し、

二
つ
の
事
件
を
契
機
に
段
階
的
に
日
本
社
会
の
内
に
編
成
さ
れ、

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
統
治
下
に
お
け

る
住
民
の
選
択
・

要
求
の
結
果
と
し
て
日
本
社
会
へ

再
び
復
帰
し
た
と
い
う
歴
史
的
伝
統
を
も
つ
こ
と
か
ら
す
れ
ば、

右
の
よ
う
な
区
別

呼
称
を
多
用
し、

ヤ
マ
ト
に
対
す
る
意
識
距
離
を
も
っ
「
日
本
人
」

が
今
な
お
存
在
し
た
と
し
て
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。

安
良
城
盛
昭
は

一

九
七
八
年
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
N
H
K
が
お
こ
な
っ

た
全
国
県
民
意
識
調
査
の
デ
l
タ
に
独
自
の
分
析
を
加

え、
「
沖
縄
住
民
の
生
活
意
識
・

信
仰
・

経
済
生
活
・

政
治
意
識
等
々
、

多
様
な
側
面
に
お
い
て、

沖
縄
が、

日
本
社
会
を
構
成
す
る

地
域
一

般
に
解
消
し
き
れ
な
い、

き
わ
め
て
独
自
な
地
域
」

で
あ
る
点
を
立
証
す
る
と
と
も
に、
「
沖
縄
は
日
本
の
一

部
か
ど
う
か、

沖

日
常
的

(3)
 

に
反
省
を
せ
ま
ら
れ
る、

沖
縄
の
歴
史
的
H
現
代
的
特
質
が、

沖
縄
に
お
け
る
日
本
相
対
化
の
歴
史
的
必
然
性
を
生
み
出
し
て
い
る
」

と

縄
県
民
は
日
本
人
で
あ
る
の
か
ど
う
か、

日
本
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
意
味
の
日
本
人
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か

評
価
し
た。

安
良
城
の
こ
の
仕
事
は
歴
史
分
析
の
手
法
と
し
て
も
新
鮮
で
あ
る
が、

そ
れ
以
上
に
印
象
ぶ
か
い
点
は、

歴
史
・

文
化
を
も

含
め
て
沖
縄
社
会
を
認
識
す
る
際
の
論
点
を
鮮
明
に
提
示
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
と
思
う。

(4)
 

安
良
城
の
右
の
仕
事
に
砕
発
を
受
け
て、

私
も
参
加
し
た
あ
る
共
同
研
究
に
お
い
て
は
N
H
K
全
国
県
民
意
識
調
査
か
ら
二
O
の
項
同

を
拾
い
出
し、

内
七
都
道
府
県
中
に
占
め
る
沖
縄
県
民
の
県
民
意
識
を
図
に
描
い
て
み
た。

そ
れ
が
図
2
で
あ
る。

一

覧
し
て
わ
か
る
よ

う
に、

沖
縄
の
県
民
性
は
沖
縄
を
除
く
四
六
都
道
府
県
H
「
本
土
」

グ
ル
ー
プ
と
き
わ
だ
っ

た
差
違
を
示
し
て
い
る。

こ
の
図
に、

先
に

紹
介
し
た
用
語
法
を
重
ね
合
わ
せ
る
と、

グ
ル
ー
プ
I
型
は
「
ウ
チ
ナ
l
」

お
よ
び
「
ウ
チ
ナ
l
ン
チ
ュ
」

の
世
界
で
あ
り、

グ
ル
ー
プ

E
l
M
型
は
「
ヤ
マ
ト
」
「
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
」

の
世
界、

さ
ら
に
言
語
の
面
か
ら
い
え
ば、

グ
ル
ー
プ
I
型
は
琉
球
方
言
(
琉
球
語)

の
言
語
圏、

グ
ル
ー
プ
E
l
M
型
は
本
土
方
言
(
狭
義
の
日
本
語)

の
言
語
圏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

こ
の
よ
う
な
分
析
結
果
を

直
視
す
る
時、

沖
縄
が
日
本
社
会
を
構
成
す
る
個
々
の
地
域
の
「
個
性
あ
る
文
化
一

般
を
こ
与
え
た、

き
わ
め
て
特
殊
・

例
外
的
と
も
い
え

る
地
域
的
独
自
性
と
文
化
的
個
性
を
も
っ

て
お
り、

日
本
社
会
の
他
の
い
ず
れ
の
府
県
に
も
類
例
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い、

き
わ
め

て
特
殊
な
地
域
と
し
て
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
な
く、

(5)
 

域
と
し
て
存
続
し
つ
つ
け
て
い
る
」、

と
述
へ
た
安
良
城
盛
昭
の
指
摘
の
的
確
さ
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る。

一

九
七
八
年
の
現
在
の
時
点
に
お
い
て
も
な
お、

き
わ
め
て
独
自
な
地

沖
縄
を
こ
の
よ
う
な
強
レ
独
自
性
を
も
っ
地
域
た
ら
し
め
て
い
る
要
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
だ
ろ
う
か
。

そ
の
要
因
に
関
し
て

は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が、

主
因
と
目
さ
れ
る
の
は、

安
良
城
も
指
摘
し
て
レ
る
よ
う
に
歴
史
形
成
の
独

gt球・沖縄の歴史と口本村-会

自
性
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
く
に、

琉
球
・

沖
縄
が
日
本
社
会
と
区
別
さ
れ
る
独
自
の
自
立
的
な
政
治
形
態
H
琉
球
王

国
を
形
成
し
た
古
琉
球
の
時
代
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る。

吟lll-

nu
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性
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第
2
因
子)

-5.0 

3.0 

3.0 

4.0 

古
琉
球
と
そ
の

歴

史
的
意
義

異
域
と
し
て
の
琉
球
・
沖
縄

先史時代が、
考古学の編年上、
旧石器時代と貝塚時代(新石器時代)の二段階より構成されることは先述したとお

りであるが、
旧石器時代に関しては出土人骨(山下洞人・港川人など)
の分析を通じてその形質的特徴が解明された

ほカ、
この人々
が利器として骨角器を用いていたらしいことなど一定の研究蓄積はあるものの、
肝心の文化内容につ

ぐ
ちあカりはる

いては不明の点が多い。旧石器時代につづく貝塚時代に関しては、渡具知東原遺跡出土の爪形文土器の発見によって、

その起源が約七
O(む年前の縄文早期にまでさかのぼること、
以後の文化内容についても九州地方の縄文文化と深い

などの点が近年の研究によって明らかとなった。

かかわりをもって展開されたこと、

」こで注目すべき問題が四つある。一つは、
少なくとも縄文後期(沖縄の貝塚時代前期)
に至ると荻堂式あるいは

琉球・沖縄の歴史と白木村会

伊波式土器に代表されるように、
琉球・沖縄の縄文文化が明確に土着化・個性化の傾向を呈するようになり、

は縄文文化の流れとは異なる独自の文化内容を顕著にもちはじめたことである。二つは、
たしかに弥生文化の流入は

見られたものの、
ラ
グ
l
ン(礁湖)
を主な採集場とする漁携主体の単位集団の生活を変革するほどの力は発揮できな

かったらしいことである。
二つ目は
琉球・沖縄にはいわゆる古墳が全く存在しないことに象徴されるように、
古墳

文化の影響は全くといってよいほどこうむっていないことである。
四点目は、
琉球・沖縄内の各地域において上記の

日本列島の文化的影響に対して対応の相違が見られることである。
たとえば、
縄文文化は奄美・沖縄には及んでいる

序苛ー

ものの「南方的」
文化内容をもっ先島には全く届いておらず、
同様に弥生文化の波及も奄美・沖縄に限られており、

因子得点散布図の再構成(沖縄県民性の位置)

〔備考〕沖縄地域科学研究所編『沖縄の県民像』ひるき社. 1985年による。
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し
か
も
影
響
の
度
合
は
奄
美
で
は
強
く
沖
縄
で
は
弱
い
と
い
う
状
況
が
確
認
さ
れ
て
い
る。

以
上
の
点
を
要
約
す
る
と、

先
島
を
除
く
奄

美
・

沖
縄
は
縄
文
文
化
と
し
て
出
発
し
て
い
な
が
ら、

縄
文
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
し
だ
い
に
独
自
の
文
化
を
形
成
す
る
よ
う
に

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。

な
る
が、

し
か
し、

こ
の
間
の
各
地
域
の
文
化
形
成
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
差
が
見
ら
れ
る、

周
知
の
よ
う
に、

律
令
制
国
家
形
成
期
の
七
i
九
世
紀
頃
に
は
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』

な
ど
の
伝
え
る
南
島
J
の
入
貢
や
ヤ
マ

ト
国
家
に
よ
る
南
島
経
営
の
問
題
が
登
場
す
る
が、

こ
の
時
期
の
南
島
は
貝
塚
時
代
後
期
段
階
に
あ
る
島
幌
地
帯
で
あ
り、

ヤ
マ
ト
国
家

し
た
が
っ
て、

南
島
と
ヤ
マ
ト
国
家
と
の
服
属
関
係
主
流
動
的
で
あ

に
と
っ
て
い
ま
だ
内
固
化
さ
れ
ざ
る
「
化
外」

の
異
域
で
あ
っ

た
。

り、

け
っ

し
て
固
定
的
・

安
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
理
解
す
べ

き
だ
と
思
う。

石
上
英
一

が
蝦
夷
・

隼
人
を
例
に
あ
ず
て
指
摘
し

た
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば、

南
島
も
ま
た
「
日
本
と
い
う
国
家
が
国
家
と
し
て
成
立
し
て
い
る
た
め
に
は
当
然
内
固
化
し
て
お
か
ね
ば
な

(7)
 

ら
な
い
辺
境
の
人
民
を
と
り
の
こ
し
て
い
た
状
況」

の
一

環
に
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は、

ヤ
マ
ト
国
家
が、

か
な
ら
ず
し

も
日
本
列
島
か
ら
琉
球
・

沖
縄
に
及
ぶ
今
日
の
日
本
社
会
全
域
に
対
す
る
統
治
権
を
発
揮
す
る
ほ
ど
の
内
容
を
備
え
て
い
な
か
っ

た
こ
と

を
物
語
る
と
同
時
に、

ま
た、

縄
文
後
期
以
後
顕
著
と
な
る
琉
球
・

沖
縄
の
個
性
化
に
と
も
な
う
地
域
的
特
質
の
強
靭
さ
を
指
し
示
す
事

態
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う。

つ
ま
り、

古
代
に
お
い
て
南
島
は、

ヤ
マ
ト
国
家
に
と
っ
て
同
文
同
種
の
民
の
住
む
島
唄
地
帯
で
あ
っ

た
と

は
い
え、

い
ま
だ
内
固
化
さ
れ
ざ
る
化
外
・

異
域
の
島
々
で
あ
り、

当
の
南
島
自
身
に
と
っ
て
も
み，
す
か
ら
を
一

体
的
な
地
域
と
し
て
形

成
し
う
る
条
件
を
も
た
な
い
段
階
に
あ
っ

た、

と
評
価
す
べ

き
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
終
止
符
を
打
ち、

南
島
が
み
ず
か
ら
の

地
域
を
政
治
的
社
会
的
に
自
立
さ
せ
る
段
階
と
し
て
次
の
古
琉
球
が
開
始
さ
れ
る。

グ
ス
ク

時
代
H
古
琉
球
の
開
始

先
史
時
代
と
古
琉
球
の
区
分
期
を
十
二
世
紀
頃
と
考
え
る
の
は、

考
古
学
の
提
示
す
る
編
年
概
念
「
グ
ス
ク
時
代
」

の
開
始
期
を
主
な

根
拠
と
す
る。

グ
ス
ク
時
代
の
性
格
規
定、

時
代
幅
の
設
定
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
間
で
共
通
認
識
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
な
い
が、

こ

」
で
は

グ
ス
ク
時
代
を
グ
ス
ク
土
器
(
あ
る
い
は
ク
ス
ク
系
土
器)

の
使
用
さ
れ
た
時
代
と
限
定
し、

そ
の
土
器
形
成
の
継
起
的
展
開

を
ヤ
ジ
ャ
l
ガ
マ
B
式

(8)
 

主
張
に
ひ
と
ま
ず
従
っ
て
お
き
た
い
。

な
ぜ
な
ら、

少
な
く
と
も
時
代
幅
に
つ
い
て
い
え
ば、

後
代
の
文
献
資
料
の
状
況
か
ら
十
二
世
紀

フ
ェ
ン
サ
上
層
式
と
規
定
し
た
う
え
で、

時
代
幅
を
十

世
紀
1
十
五
世
紀
前
葉
と
捉
え
る
安
里
進
の
明
確
な

頃
を
古
琉
球
の
起
点
と
す
る
点
に
無
理
は
な
く、

先
史
時
代
と
古
琉
球
の
区
分
期
を
」l

世
紀
頃
に
設
定
す
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
妥
当
と

思
え
る
か
ら
で
あ
る。

琉球・沖縄の歴史と日本討会

グ
ス
ク
時
代
日
古
琉
球
開
始
の
時
期
は、

前
代
の
先
史
時
代
に
比
べ
て
現
象
的
に
き
わ
だ
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も
つ
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る。

そ
の
第
一

は、

炭
化
米
・

炭
化
麦
の
広
汎
な
出
土
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、

穀
類
栽
培
農
耕
が
こ
の
時
期
か
ら
恥
静
め
に
開
始

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
(
穀
類
農
耕
の
起
源
そ
の
も
の
は
こ
の
時
代
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
強
い
)
。

第
二
に、

万
子

を
は
じ
め
と
す
る
鉄
製
利
器
が
こ
の
時
期
か
ら
盛
ん
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
(
鉄
器
文
化
の
起
源
も
こ
の
時
期
以
前
に

の
ぼ
る
ら
し
い
)
。

第
三
に、

広
汎
な
分
布
を
示
す
須
恵
器
(
研
究
者
に
よ
り
類
須
恵
器
・

須
恵
質
土
器
と
も
い
う)

が
各
遺
跡
か
ら
大

量
に
出
土
す
る
こ
と
で
あ
る。

第
四
に、

中
国
陶
磁
が
こ
の
時
期
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
は
じ
め、

以
後
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
出
土
量
が

序市

著
し
く
な
り
は
じ
め
る
こ
と
で
あ
る。

第
五
こ
、

こ
の
時
期
を
起
点
に
奄
美
・

沖
縄
・

先
島
の
三
地
域
に
「
グ
ス
ク
」

ま
た
は
「
グ
シ
ク
」 ち、

A品anノ“ph.u
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「
ス
ク」
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
広
汎
に
造
営
さ
れ、
琉
球
・
沖
縄
を
い
わ
ゆ
る
「
グ
ス
ク
文
化
圏」
と一
括
し
て
も
よ
い
状
況
が
生
ま
れ

あ
ん
じ

よ

ぬ
L

(
按
司)、
チ
ャ
ラ、
テ
ィ
ダ、
世
の
主
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
を
も
っ
首
長
層
が
各

る
こ
と
で
あ
る。
第
六
に

」
の
時
期
に
は
ア
ヂ

地
で
発
生
し
た
と
見
ら
れ、

そ
れ
に
と
も
な
い
各
首
長
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
小
規
模
の
政
治
的
勢
力
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る。
第
七
に、
こ
の
時
期
の
遺
跡
が
主
に
石
灰
岩
台
地
や
丘
陵
も
し
く
は
そ
の
緩
斜
面
に
立
地
し、
天
然
の
湧
水
に
依
存
す

(
9)
 

る
小
規
模
の
迫
田
形
式
の
水
田
が
登
場
す
る
な
ど、
全
体
に
土
地
利
用
形
態
に
変
化
が
起
こ
っ
た、
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
複
合
的
な
現
象
が
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
発
生
し
た
の
か
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が、
研
究
史
の
う
え
で
は

日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
時
代
変
化
の
影
響
を
何
ら
か
の
形
で
こ
う
む
っ
た
の
で
は
な
い
か、
と
想
定
す
る

傾
向
が
強
い。
そ
の
当
否
は
今
後
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
が、
た
し
か
に
穀
類
農
耕
と
い
い、
鉄
製
利
器
と

日
本
列
島
の
動
向
を
ぬ
き
に
琉
球
・
沖
縄
へ
の
こ
れ
ら
の
文
化
の
展
開
は
考
え
ら
れ
な
い。
須
恵
器
に
し
て
も、
徳
之
島
の
カ
ム

イ
ヤ
キ
古
窯
群
の
発
掘
に
よ
っ
て
琉
球
自
作
説
の
可
能
性
が
強
ま
っ
た
と
は
い
え、
依
然
と
し
て
日
本
の
須
恵
器
文
化
の
影
響
を
念
頭
に

置
く
必
要
が
あ
る
な
ど、
総
じ
て
北
か
ら
の
文
化
的
規
定
を一
つ
の
契
機
と
し
て
古
琉
球
の
開
始
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る。
し
か
し、
そ

れ
と
同
時
に、
中
国
に
お
け
る
動
向
と
そ
の
影
響、

と
い
っ
た
視
点

お
よ
び
先
史
時
代
の
蓄
積
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
古
琉
球
の
登
場、

を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う。
な
ぜ
な
ら、
古
琉
球
を
生
む
背
景
は
日
本
・
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ン
ナ
海
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
諸

地
域

|
環ゾ
ナ
海
世
界

|
の
動
向
の
中
に
あ
り、
同
時
に
ま
た、
長
レ
先
史
時
代
の
営
み
の
帰
結
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る。か

つ
て
新
里
恵
二
は
一
九
五
0
年
代
の
日
本
歴
史
学
界
に
お
け
る
時
代
区
分
論
争
に
学
ん
で、
「
大
体
の
見
当
で
は、
沖
縄
の
歴
史

は、
日
本
本
土
の
歴
史
に
く
ら
べ
て、
最
初
の
出
発
点
で、
ほ
ぼ
十
世
紀
な
い
し
六
世
紀、
平
均
し
て
約
八
世
紀
ば
か
り、
遅
れ
て
い
た」

と
し、
「
沖
縄
の
歴
史
に
見
ら
れ
る
こ
う
い
う
立
ち
遅
れ
と
後
進
性
の
原
因」
を
考
え
る
こ
と
こ
そ、
「
沖
縄
史
を
学
ぶ
者
が、
い
つ
も
根

(
川)

本
的
な
疑
問
と
し
て
念
頭」
に
置
く
べ
き
条
件
の

つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
た。
新
里
の
こ
の
意
見
は
稲
作
農
耕
の
開
始
や

鉄
製
利
器
の
使
用、
あ
る
い
は
ま
た
「
政
治
的
支
配
の
発
生」
や
「
国
土
の
統
ご
な
と
と
い
っ
た
指
標
を
比
較
し
て
得
た
も
の
で
あ
る

カL

同
時
に
ま
た、
そ
の
歴
史
認
識
の
前
提
に、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
社
会
が
奴
隷
制
的
l
封
建
的
|
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
l
社
会
主
義
的

発
展
段
階
を
た
と
る
は
ず
だ
と
す
る
濃
厚
な
単
線
的
社
会
発
展
段
階
論
を
置
い
て
い
る。
百
歩
譲
っ
て、
新
里
の
い
う
よ
う
に
日
本
に
比

べ
て
琉
球
・
沖
縄
の
歴
史
の
「
出
発
点」
が
「
平
均
し
て
約
八
世
紀
ば
か
り」
遅
れ、
た
め
に
社
会
的
な
「
立
ち
遅
れ
と
後
進
性」
が
そ

の
後
の
歴
史
に
お
い
て
現
出
し
た
と
し
よ
う。
で
は、
何
故
に、
ク
ス
ク
時
代
に
な
っ
て
や
っ
と
本
格
的
な
穀
類
農
耕
の
開
始
と
鉄
製
利

器
の
使
用
が
展
開
し
た
に
す
ぎ
な
い
琉
球
・
沖
縄
に
お
い
て、
そ
の
後
急
速
な
形
で
独
自
の
国
家、
す
な
わ
ち
琉
球
王
国
形
成
に
向
っ
て

歴
史
形
成
の
速
度
は
速
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
か。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は、
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
け
る
単
線
的
な
社
会
発
展
段

階
に
目
を
奪
わ
れ
す
ぎ
る
態
度
を
ひ
と
ま
ず
捨
て
去
り、
当
該
社
会
を
包
む
国
際
社
会
の
存
在
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
つ
ま
り、

歴
史
の
「
出
発」
が
遅
れ
た
社
会
で
は
あ
っ
て
も、
そ
の
社
会
の
内
部
変
化
と
そ
れ
を
取
り
ま
く
国
際
社
会
の
動
向
が
相
乗
的
に
作
用
す

る
な
ら
ば、
そ
の
社
会
は
急
速
な
歴
史
的
展
開
を
示
す
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。
グ
ス
ク
時
代
の
開
始、
い
レ
か
え
る
と
古
琉

琉球・沖縄の歴史と日本fl会

球
の
登
場
と
は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
あ
り

こ
の
時
代
的
転
換
の
規
定
要
因
と
し
て
次
に
述
べ
る
よ
う
な
環
シ
ナ
海
世
界
の
動
向
こ
着
目
す

べ
き
だ
と
考
え
る。

転

換

の

契

機

と

し

て

の

国

際

社

会

の

動

向

序章

グ
ス
ク
時
代
H
古
琉
球
開
始
期
の
特
徴
の
う
ち、
穀
類
農
耕
の
展
開
と
土
地
利
用
形
態
の
変
化
お
よ
び
鉄
製
利
器
の
使
用
な
ど、
総
じ
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て
農
業
社
会
へ
の
急
速
な
傾
斜
と
見
ら
れ
る
現
象
の
背
景
に 、

私
は
集
中
的
な
国
際
社
会
の
規
定
の
問
題
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い

。

そ

も
そ
も

須
恵
器
や
中
国
陶
磁
な
ど
外
来
遺
物
の
広
汎
な
出
土
が
外
部
世
界
の
影
響
を
暗
示
し
て
い
る 。

お
そ
ら
く 、

こ
の
よ
う
な
外
部

場
す
る
と
思
わ
れ
る 。

そ
の
表
現
と
し
て
ア
ヂ
な
ど
の
首
長
層
や
城
塞
型
の
グ
ス
ク
が
益

金m
A
I

(
王
国
確
立
期
の
十
五
世
紀
末
以
後
は
「
按
司」

と
表
記
さ
れ 、

上
級
官
人
の
位
階
と
な
る)

の
発
生
が
い

世
界
の
規
定
を
受
け
つ
つ
琉
球
・

沖
縄
社
会
の
質
的
転
換
が
進
展
し 、

ア
ヂ

つ
の
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が 、

十
二
世
紀
頃
に
は
比
較
的
広
い
地
域
を
勢
力
範
囲
と
す
る
有
力
な
政
治
的
統
率
者
と

し
て
の
ア
ヂ
が
輩
出
し
て
い
た
と
見
ら
れ 、

十
三
世
紀
に
な
る
と
彼
ら
の
間
で
石
灰
岩
丘
陵
を
石
垣
や
木
柵
で
囲
っ

て
城
塞
H
グ
ス
ク
と

す
る
動
き
が
活
発
化
し
た
よ
う
で
あ
る 。

各
グ
ス
ク
か
ら
例
外
な
し
に
中
国
陶
磁
を
は
じ
め
と
す
る
外
来
の
遺
物
が
大
量
に
出
土
す
る
状

況
を
考
え
る
と 、

ア
ヂ
は
何
ら
か
の
形
で
外
部
世
界
の
動
向
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ

て
お
り 、

お
そ
ら
く
外
部
世
界
の
動
向
を
背
景
に

そ
の
地
位
を
浮
上
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る 。

」
こ
で
レ
う
外
部
世
界
の
動
向
と
は
具
体
的
に
は
何
を
指
す
と
考
え

で
』主

る
べ
き
だ
ろ
う
か 。

文
献
上
の
記
述
が
欠
け
て
い
る
う
え
に 、

現
時
点
で
の
出
土
遺
物
の
含
む
情
報
量
に
限
界
が
あ
る
の
で
確
か
な
こ
と
は
レ
え
な
い
が

私
な
り
の
大
づ
か
み
の
見
通
し
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う 。

動
向
の
一
つ
は

日
本
列
島
に
お
け

る
十

一

t1
十

四
世
紀
の
時
期

つ
ま
り

古
代
末
期
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
の
社
会
変
動
下

で
の
在
地
武
士
団
・

海
民
の
活
動
で
あ
り 、

と
く
に 、

海
に
浮
ん
で
交
易
や
海
賊
行
為
こ

トど
っ

た
西
日
本
・

九
州
方
面
の
武
士
団
・

海
民
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る 。

こ
れ
ら
の
動
向
は

卜
阿
世
紀
に
入
っ

て
い
わ
ゆ
る
初
期
倭
冠
と
し
て
こ

わ
か
に
活
発
と
な
る
の
で
あ
る
が 、

そ
の
一

連
の
動
き
が
日
本
列
島
西
南
部
お
よ
び

東
シ
ナ
海
北
域
を
越
え
て
琉
球
・

沖
縄
の
辺
に
ま
で
達
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い 。

動
向
の
一

つ
目
は 、

十
二
1

十
四
世
紀
の
中
園 、

つ
ま
り

南
宋
か
ら
元
に
か
け
て
の
東
ソ
ナ
海
西
域
を
主
な
ル
l
ト
と
す
る
海
上
交
通
の
展
開
と
交
易
の
活
発
化
で
あ
り

こ
の
余
波
が
東

ゾ
ナ
海
東
域
の
琉
球
・

沖
縄
に
ま
で
及
ん
だ
と
惣
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る 。

琉
球
・

沖
縄
か
ら
見
れ
ば
環
シ
ナ
海
世
界
の
北
辺
と

西
辺
に
相
当
す
る
こ
れ
ら
両
地
域
に
お
け
る
新
た
な
動
向
が 、
先
史
時
代
の
終
末
期
を
迎
え
て
い
た
琉
球
・

沖
縄
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し 、

そ
の
時
代
的
転
換
を
促
す
主
要
な
契
機
に
な
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

残
念
な
が
ら
右
の
想
定
を
確
証
し
う
る
明
確
な
資
料
は
得
ら
れ

か
ら
南
宋
の
白
磁
や
元
の
青
山
が
出
土
す

て
い
な
い
が 、

琉
球
・

沖
縄
の
こ
の
時
期
の
遺
跡
(
先
行
す
る
貝
塚
時
代
終
末
期
を
も
含
む)

7Qト」
'と 、

日
本
列
島
に
源
流
を
も
っ
と
見
ら
れ
る
須
恵
器
や
滑
石
製
石
鍋
お
よ
び
石
鍋
を
模
し
た
土
器
が
出
土
す
る
こ
と 、

な
ど
が
一

定

の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る 。

む
ろ
ん

ク
ス
ク

時
代
H

古
琉
球
へ
の
転
換
を
促
し
た
要
因
の
す
べ
て
を 、

私
は
右
の
動
向
を
背
景
と
す
る
外
部
世
界
の
影
響
に
解
消

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

。

外
来
者
が
大
量
に
移
住
し
て
き
て
覇
者
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り 、

長
い
先
史
時
代
に
お

け
る
歴
史
形
成
の
蓄
積
が 、

外
来
世
界
の
動
向
を
自
分
の
も
の
と
し
て
受
容
し
う
る
ほ
ど
の
条
件
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

。

こ
の
よ
う
な
内
因
を
前
提
と
し
な
が
ら 、

十
二
1

十
四
世
紀
の
環
シ
ナ
海
を
め
ぐ
る
動
向
が

グ
ス
ク

時
代
H

古
琉
球
へ
の
転
換
を
促
す
直
接
的
な
契
機
と
し
て
働
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が 、

し
か
し 、

以
上
に
述 。へ
た
想
定
の

当
否
は
今
後
の
実
証
的
研
究
の
判
定
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
な
い

。

琉球・沖縄の歴史と臼本社会

同
時
代
の
信
頼
の
置
け
る
文
献
資
料 、

一

三
七
0
年
代
の
琉
球
・

沖
縄
に
は 、
「
中
山
王
」
「
山
南

た
と
え
ば
『
明
実
録』

に
よ
る
と 、

王
」
「
山
北
王
」

が
代
表
す
る
三
つ
の
政
治
勢
力
が
わ
か
心
形
成
さ
れ
て
お
り、

」
れ
ら
三
王
が
明
王
朝
と
の
間
に
あ
レ
つ
レ
で
冊
封

進
頁
関
係
を
結
ん
だ
こ
と

ま
た

こ
の
三
王
は
相
互
に
抗
争
を
く
り

か
え
し
て
い
た
ら
し
レ
こ
と
な
ど 、

琉
球
・

沖
縄
が
こ
の
時
点
で

三
山
鼎
立
の
政
治
的
社
会
に
ま
で
変
貌
を
と
げ
て
い
た
状
況
を
明
確
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

先
述
し
た
よ
う
こ
、

十
二
世
紀
頃
に

な
っ

て
や
っ
と
農
業
社
会
へ
急
速
に
傾
斜
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず 、

そ
の

0
0
余
年
後
に
ま

す
で
に
三
つ
の
政
治
勢
力
を
内
部
に
出
現

さ
せ
る
ほ
ど
の
段
階
に
ま
で
進
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り 、

こ
の
間
の
歴
史
形
成
の
早
さ
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が 、

こ
の
よ
う
な
歴
史

序章

の
急
展
開
ぶ
り
を
説
明
す
る
た
め
に
は 、

内
因
の
み
で
な
く
外
部
世
界
の
動
向 、

い
い
か
え
る
と
琉
球
・

沖
縄
を
め
ぐ
る
環
シ
ナ
海
世
界
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の
動
向
に
着
目
せ
さ
る
を
え
な
い

と
私
は
考
え
て
い
る 。

古
琉
球
の
歴
史
的
意
義

さ
て

グ
ス
ク
時
代
H

古
琉
球
の
登
場
を
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
理
解
に
立
っ

て
捉
え
る
と 、
そ
の
成
果
と
し
て
の
古
琉
球
五

の)O
年

全
体
を
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か 。

古
琉
球
の
主
な
歴
史
的
意
義
と
は
第一
に

こ
の
時
代
に
至
っ

て
は
じ
め
て 、
琉
球
を
構
成
す
る
奄
美・
沖
縄
・

先
島
の
三
地
域
を 、

個
々
の
多
様
性
を
含
み
つ
つ
も
共
通
の
社
会
文
化
を
も
っ
一
体
的
な
地
域
と
し
て
観
察
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に 、

こ
の
時
代
が
独
自
の
地
域
社
会
概
念
と
し
て
の
琉
球
の
成
立
期
に
相
当
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
以
前
の
先
史
時
代
ま
で
は 、
縄
文
文

化
や
弥
生
文
化
が
奄
美・
沖
縄
ど
ま
り
で
先
島
に
は
届
か
な
か
っ

た
よ
う
に 、
あ
る
い
は
ま
た 、
土
器
文
化
の
土
着
化
・

個
性
化
と
は
い

っ
て
も 、
個
々
の
地
域
に
お
レ
て
受
容
に
地
域
差
が
見
ら
れ
た
よ
う
に 、
琉
球
は
地
理
的
空
間
と
し
て
は
定
立
し与え
て
も
そ
の
内
部
は
ま

だ一
体
的
な
も
の
と
な
っ

て
は
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る 。
先
述
し
た
よ
う
に 、
古
琉
球
以
前
ま
で
は 、
日
本
列
島
古
代
の
ヤ
マ
ト

国
家
に

対
し
て
化
外
・

異
域
の
島
々
と
し
て
の
独
自
性
を
保
持
し
え
て
も

の
南
島
自
身 、
が
み
ず
か
ら
を一
体
的
な
地
域
と
し
て
形
成
し
う
る

条
件
に
欠
け
て
いw
た
の
で
あ
り 、
古
琉
球
の
時
代
に
至
っ

て
は
じ
め
て
琉
球
と
総
称
し
て
よ
レ
内
実
を
も
っ

た
地
域
社
会
が
成
立
す
る
の

で
あ
る 。

第
二
は 、

右
の
問
題
の
総
括
的
な
表
現
と
し
て

こ
の
古
琉
球
の
時
期
に
琉
球
王
国
が
形
成
さ
れ
成
立
し
展
開
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う 。

古
琉
球
開
始
期
の
ア
ヂ
の
活
動
に
よ
っ

て
王
国
形
成
は
開
始
さ
れ 、
十
四
世
紀
の
三
山
鼎
立
に
お
い
て
加
速
さ
れ 、
尚
巴士心
に
よ
る一
四

二
九
年
の
三
山
統一

、
つ
ま
り

統一
王
朝
H

第一
尚
氏
王
朝
の
樹
立
に
よ
っ

て
王
国
は
成
立
す
る 。
以
後 、
一
四
六
九
年
の
王
朝
交
替
劇

に
よ
っ

て
第
二
尚
氏
王
朝
が
成
立
す
る
が 、
王
国
そ
の
も
の
は
順
調
に
展
開
し 、
尚
真
王
期
(
在
位一
四
七
七
1一

五
二
六
年)
に
至
っ

て
王
国
の
基
盤
は
確
立
さ
れ
た 。
琉
球
王
国
は
北
は
奄
美
大
島
か
ら
西
は
与
那
国
島
ま
で
の
島
幌
地
域

|
つ
ま
り 、

琉
球
の
範
囲

ー

を
版
図
と
し
た
が 、
地
方
行
政
区
画
と
し
て
の
昨切・
ゾ
マ
制
度 、
耕
地
所
在
表
示
と
し
て
の
ハ
ル
(
原)
名
制
度 、
あ
る
い
は
地
方
役

人
制
度
や
聞
得
大訟
を
頂
点
と
す
る
神
女
組
織
な
ど
の
諸
制
度
を
版
図
全
域
に
設
定
し 、

政
治
行
政
面
で
の
琉
球
の
一
体
化
が
こ
の
時
期

に
図
ら
れ
て
い
る 。
王
国
の
国
家
主
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
国
王
を
頂
点
に
仰
ぐ
首
里
王
府
(
中
山
王
府・
琉
球
王
府
と
も
い
う)
で
あ

り 、
こ
の
王
府
制
度
も
ま
た
十
五
世
紀
に
は一
定
の
形
が
整
い 、
尚
真
王
期
の
十
六
世
紀
初
期
に
至
っ

て
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る 。

第
三
は 、
古
琉
球
に
お
け
る
歴
史
形
成
が
琉
球
の
島
々
の
み
で
自
己
完
結
的
に
営
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く 、

海
を
越
え
広
く
東
ア
ジ
ア

-
東
南
ア
ジ
ア
の
国
際
社
会
と
積
極
的
な
か
か
わ
り
を
も
っ

て
推
進
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う 。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
説
明
し
て

お
き
た
レ 。

三
山
鼎
立
末
期
の
一
三
七
二
年 、
時
の
中
山
王
黙島
は
明
王
朝
の
太
祖
洪
武
帝
の
招
諭
を
請
け
て
は
じ

め
て
入
頁
し 、

冊
封・
進
貢
を

琉球・沖縄の康史と日本討会

内
容
と
す
る
外
交
関
係
を
締
結
す
る
と
と
も
に 、
公
貿
易
U

進
貢
貿
易
の
形
式
を
と
っ

た
活
発
な
対
中
国
貿
易
へ
の
途
を
拓
い
た 。
中
山

に
な
ら
っ

て
他
の
二
山
も
同
様
の
関
係
を
中
国
と
の
聞
に
結
ぶ
の
で
あ
る
が 、
そ
の
結
果 、
三
山
鼎
立
末
期
は
中
国
関
係
を
背
景
と
す
る

抗
争
期
の
様
相
を
呈
し

つ
い
に
は
対
中
国
外
交・
貿
易
の
主
体
を一
元
化
す
る
形
で
尚
巴
志
に
よ
る
三
山
統一

、
す
な
わ
ち
琉
球
王
国

の
成
立
を
見
る 。
統一
王
朝
の
樹
立
以
後
対
中
国
関
係
は
安
定
的
に
推
移
す
る
が 、
と
く
に
進
貢
貿
易
は
活
発
な
動
き
を
見
せ
る 。
そ
の

背
景
に
は
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
こ
つ
の
条
件
が
横
た
わ
っ

て
い
る 。
一
つ
は 、
明
王
朝
が
諸
外
国
に
対
し
て
厳
格
な
冊
封・
進
貢
策

を
と
っ

た
た
め
に 、
外
国
船
の
中
国
へ
の
入
関
が
著
し
く
規
制
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る 。
こ
の
規
制
を
破
る
者
は
倭
冠・
海
冠
と
し
て
中
国

序章

側
の
排
除
す
る
と
こ
ろ
と
な
る 。
今一
つ
は 、
跳
梁
を
き
わ
め
た
倭
定・
海
冠
対
策
を
名
目
に
制
定
さ
れ
た
中
国
人
に
対
す
る
海
外
渡
航
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制
限
令、
つ
ま
り
海
禁
で
あ
る。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に、
こ
の
施
策
は
中
国
商
人
の
海
外
貿
易
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
結
果
を
招
い

'
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 冊

封
・
進
貢
策
の
下
で
最
も
多
い
中
国
渡
航
を
保
障
さ
れ
た
者、

同
時
に
ま
た、

海
禁
に
よ
り
後
退
し
た
中
国
商
人
に
か
わ
っ
て
優
秀

な
中
国
産
品
を
海
外
に
供
給
で
き
る
者、
こ
の
二
つ
の
条
件
を
巧
み
に
利
用
す
る
地
位
を
得
て、

通
商
勢
力
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
琉
球

王
国
で
あ
っ
た。
琉
球
専
用
の
入
域
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
福
州
(
当
初
は
泉
州)
と
那
覇
の
聞
に
は、

東
シ
ナ
海
を
越
え
て
太
い
通
商

ら
か
く

ル
l
ト
が
形
成
さ
れ、
こ
の
ル
l
卜
に
乗
っ
て
大
量
の
中
国
産
品
が
那
覇
に
も
た
ら
さ
れ
た。
だ
が、

琉
球
に
は
硫
黄
・
馬
・
螺
殻
・
夏

布
・
牛
皮
な
ど
を
除
く
と
土
産
に
目，
ほ
し
い
も
の
は
な
く、

大
半
の
輸
出
商
品
を
海
外
市
場
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た。
こ
の
弱
点

物
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、

典
型
的
な
中
継
貿
易
方
式
を
確
立
し、

を
捕
う
た
め
に、

琉
球
船
は
北
の
日
本
・
朝
鮮、

南
の
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し、

豊
富
に
入
手
で
き
る
中
国
産
品
と
こ
れ
に
諸
国
産
の
商

異
国
産
の
物
貨
を
見
返
り
商
品
と
し
て
中
国
に
運
び
こ
ん
だ
の
で

を
は
じ
め
日
木、

朝
鮮、

(日)

と
甲し
う。

そ
し
て
ゾ
ャ
ム

マ
ラ
ッ
カ、

あ
る。
図
3
は、

琉
球
王
国
の
外
交
文
書
集
『
歴
代
宝
案』
な
ど
に
も
と、つ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が、

琉
球
船
の
渡
航
地
が
中
国

カ
ラ
パ
な
ど
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
の
全
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る

環
シ

ナ

海
世

界
と

琉

球

私
の
大
雑
把
な
推
計
で
は

明
代
の
琉
球
人
の
中
国
渡
航
者
は
延
べ
約一
O
万
人、

十
五
i
十
六
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
渡
航

者
は
延
べ
三
万
二

ハ汽δ
人
ほ
ど
に
な
る
見
込
み
で
あ
る。
大
航
海
時
代
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
諸
報
告
に、

東
ア
ジ
ア
の
有
力
な
通
商
勢
力

琉球・沖縄の歴史と日本計会序章

琉球王国交易ルート(14世紀末-16世紀)図3



と
し
て
琉
球
人
が
「
レ
キ
オ
ス
」
「
ゴ
l
レ
ス
」

な
ど
の
名
で
登
場
す
る
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
が 、

四
五
八
年
に
鋳
造

は
A
ニ
〈
し
ん
り
ょ
う

あ
っ

里
城
正
殿
に
掲
げ
ら
れ
た
万
国
津

梁
の
鐘
に
も 、

「
琉
球
国
は
南
海
の
勝
地
に
し
て、

三
韓
〔
朝
鮮〕

の
秀
を
鍾
め 、

大
明
〔
中
国〕

を

し
ん
し

以
て
輔
車
と
な
し、

口
域
〔
日
本
〕

を
以
て
膚
歯
と
な
す 。

此
の
二
中
間
に
在
り
て
湧
出
す
る
の
蓬
莱
島
な
り 。

舟
揖
を
以
て
万
国
の
津

れ
王
宮
首

梁
と
な
し、

異
産
至
宝
は
卜

方
利
に
充
満
せ
り

」
(
原
漢
文)

と
あ
り 、

王
国
の
対
外
貿
易
に
対
す
る
気
概
が
表
明
さ
れ
て
い
る 。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
通
商
ル
l
卜

の
拠
点
と
な
っ

た
那
覇
に
は 、

移
住
中
国
人
の
居
留
区
で
あ
る
唐
営
H
久
米
村
が
形
成
さ
れ 、

商
船
を
は
じ
め
中
国
・

東
南
ア
ジ
ア
の
船
隻
が
来
航
す
る
よ
う
に
な
っ

た
ほ
か 、

倭
冠
の
も
た
ら
す
被
虜
人
の
売
買
市
場
の
様
相
を
さ
え

ま

そ

て
ん
び

呈
し
は
じ
め
た

。

婿
祖
を
祭
る
天
妃
宮
や
地
蔵
堂
・

夷
堂
・

荒
神
堂
・

八
幡
宮
な
ど
が
那
覇
に
設
置
さ
れ
た
状
況
と
あ
わ
せ
て
考
え
る

と 、

外
港
那
覇
を
中
心
に
琉
球
王
国
の
国
際
化
が
急
速
に
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る 。

王
国
の
対
外
貿
易
は
国
王
の
経
営
す
る
官
営
貿
易
で

あ
っ

た
が 、

対
中
国
・

東
南
ア
ジ
ア

関
係
に
唐
営
の
中
国
人
を 、

対
日
本
関
係
に
渡
琉
の
日
本
僧
を
充
て、

公
用
文
と
し
て
漢
文
と
仮
名

文
が
同
時
に
通
用
し
た
こ
と
な
ど
を
見
て
も 、

さ
ら
に
ま
た 、

古
琉
球
の
建
築
・

美
術
工
芸
を
見
て
も 、

そ
の
頃
の
琉
球
王
国
の
国
際
化

の
状
況
を
十
分
に
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る 。

尚
巴
志
代
に 、

王
相
の
肩
書
き
で
国
王
の
最
高
顧
問
と
な
っ

た
中
国
人
懐
機
の
よ
う

な
人
物
が
登
場
し
た
こ
と
を
も
併
せ
て
想
起
す
れ
ば 、

琉
球
王
国
が
東
南
ア
ジ
ア
の
国
際
社
会
に
身
に
お
い
て
い
た
事
情
を
容
易
に
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

周
知
の
よ
う
に 、

卜
阿
世
紀
中
期
か
ら
十
五
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
東
ア
ジ
ア
は 、

新
旧
勢
力
の
交
替
に
よ
る
新
し
い
国
際
的
秩
序
が

形
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ

た 。

中
国
に
お
け
る
明
王
朝
の
成
立
を
は
じ
め 、

朝
鮮
に
お
け
る
李
氏
王
朝
の
樹
立 、

日
本
に
お
い
て
は
南
北

朝
の
争
乱
か
ら
室
町
幕
府
の
権
力
が
伸
張
す
る
な
ど 、

東
ア
ジ
ア
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
た 。

こ
う
し
た
動
向
を
背
景
に
し
て
は
じ
め

て、

新
興
地
域
と
し
て
琉
球
が
登
場
し、

と
く
に 、

明
王
朝
の
冊
封
・

進
貢
策
お
よ
び
海
禁
策
を
媒
介
に
し
な
が
ら
東
ア
ジ
ア

国
際
社
会

に
琉
球
が
自
己
の
地
歩
を
築
き 、

東
南
ア
ジ
ア
に
お
よ
ぶ
通
商
ル
l
卜

の
立
役
者
と
し
て
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る 。

そ
し
て、

十
六
世

紀 、

大
航
海
時
代
の
波
に
乗
っ

て
ア
シ
ア
に
進
出
す
る
ス
ペ

イ
ン
・

ボ
ル
ト
カ
ル
の
動
向
や
海
禁
の
形
骸
化
に
と
も
な
う
中
国
商
人
の
海

外
進
出
な
ど
に
よ
っ

て、

環
ゾ
ナ
海
世
界
は
巨
大
な
密
貿
易
市
場
に
変
容
し、

従
前
の
国
際
秩
序
も
弱
体
化
し
て
し
ま
う 。

こ
れ
に
と
も

な
い 、

通
商
勢
力
と
し
て
の
琉
球
王
国
の
地
位
も
ま
た
著
し
く
低

す
る
に
至
る 。

こ
の
よ
う
に 、

十
四
世
紀
中
期
1

十
五
世
紀
初
期
の

東
ア
ジ
ア
の
動
向
が
新
し
い

玲

割
を
琉
球
に
与
え
た
と
す
れ
ば 、

十
六
世
紀
の
動
向
は
そ
の
役
割
を
琉
球
か
ら
奪
い
と
っ

て
い
く

過
程
で

あ
っ

た
と
い
え
る
よ
う
に
思
う 。

総
括
的
に
い
う
と 、

古
琉
球
と
は 、

琉
球
の
島
々
を
共
通
の
地
域
社
会
と
し
て
一

体
化
し、

そ
の
総
括
的
表
現
と
し
て
の
琉
球
王
国
が

形
成
・

成
立
・

展
開
し
て
い
く
画
期
的
な
時
代
で
あ
っ

た
と
同
時
に 、

そ
の
よ
う
な
営
為
を
環
シ
ナ
海
世
界
を
構
成
す
る
東
ア
ジ
ア
・

東

南
ア
ジ
ア
の
国
際
社
会
の
中
に
身
を
お
い
て
お
こ
な
っ

た
時
代
で
も
あ
っ

た 。

つ
ま
り 、

琉
球
が
み
ず
か
ら
の
特
性
を
形
成
す
る
と
と
も

に 、

そ
の
特
性
を
国
際
的
に
認
知
さ
せ
る
時
代
で
も
あ
っ

た 、

と
い
え
る
の
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
古
琉
球
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
時 、

古
琉
球
研
究
の
中
心
的
な
テ
|

マ

と
は 、

琉
球
王
国
を
ど
の
よ
う
こ

把
握
し
評
価

す
る
か 、

と
い
う
問
題
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う 。

な
ぜ
な
ら 、

琉
球
の
島
々
を
共
通
の
地
域
社
会
と

琉持(' iq'縄の歴史と(Jふ紅会

し
て

ま
た 、

環

体
化
し
て
い
く
歴
史
過
程
を
総
括
的
に
表
現
す
る
の
は 、

王
国
の
形
成
・

成
立
・

展
開
と
い
う

一

連
の
過
程
こ

あ
り 、

シ
ナ
海
の
国
際
社
会
を
舞
台
に
お
こ
な
わ
れ
た
外
交
・

貿
易
の
推
進
主
体
も
ほ
か
な
ら
ぬ
国
王
を
頂
点
と
す
る
王
国
そ
の
も
の
だ
っ

た
か

ら
で
あ
る 。

}子市

日
本
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日
本
社
会の
歴
史
を
再
構
成
す
る
視
点

し
か
し
な
が
ら 、
従
来
の
琉
球
・

沖
縄
史
研
究
に
お
い
て
は 、
た
と
え
ば 、
琉
球
王
国
の
対
外
関
係
の
状
況
を
『
歴
代
宝
案』
や
外
国

史
料
に
も
と
づ
い
て
精
般
に
把
握
す
る
す
ぐ
れ
た
実
証
的
成
果
を
も
ち
な
が
ら 、
な
ぜ
か
琉
球
王
国
の
総
体
的
評
価
を
度
外
視
し
そ
の
歴

史
的
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
回
避
し
て
き
て
い
る 。
あ
る
い
は
ま
た 、

祭
杷
歌
謡
集
『
お
も
ろ
さ
う
し』
な
ど
を
素
材
に
琉
球
内

部
の
宗
教
・

文
化
状
況
を
追
求
す
る
い
く
つ
も
の
作
業
成
果
を
も
ち
な
が
ら 、
オ
モ
ロ
が一
謡
わ
れ
た
時
代
の
歴
史
的
位
置
を
明
示
す
る
議

論
に
乏
し
い 。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
研
究
状
況
の
結
果
と
し
て
一
体 、
古
琉
球
と
は
琉
球
・

沖
縄
史
に
と
っ

て
い
か
な
る
意
義
を
帯
び

た
時
代
だ
っ

た
の
か 、
同
時
に
ま
た 、
古
琉
球
と
い
う

五

OO
年
の
時
代
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
後
の
琉
球
・

沖
縄
史
の
展
開
は
い

か
な
る
規
定
を
受
け叱
の
か 、
と
い
っ

た
基
本
問
題
に
無
頓
着
な
研
究
態
度
を
生
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
あ
る 。
さ
ら
に
ま
た 、
日
本
列
島

に
お
け
る
中
世
国
家
の
展
開
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
琉
球
王
国
を 、
日
本
史
の
問
題
と
し
て 、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
史
の
問
題
と
し
て
い

(は)

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
真
剣
に
検
討
し
た
こ
と
さ
え
な
い 。
古
琉
球
に
終
止
府
を
打
つ
契
機

か
に
評
価
す
べ
き
か
と
レ
う
基
本
的
論
点
も

と
な
っ

た
島
津
侵
入
事
件
H

「
琉
球
出
兵」
は 、
そ
の
直
前
に
起
こ
っ

た
壬
辰
・

丁
酉
の
倭
乱
H
「
朝
鮮
出
兵」
と
向
性
格
の
外
国
に
対

す
る
侵
略
戦
争
だ
っ

た
の
か 、
そ
れ
と
も
両
者
は
基
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
軍
事
行
動
だ
っ

た
の
か 、
だ
と
す
れ
ば 、
侵
略
を
こ
う
む

っ
た
琉
球
王
国
と
は
当
時
の
日
本
社
会
に
対
し
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
国
家
で
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か 、
こ
の
よ
う
な
疑
問

に
対
す
る
吟
味
が
旧
来
の
研
究
に
お
レ
て
は
回
避
さ
れ
て
き
て
い
る 。
島
津
侵
入
事
件
を
契
機
に
琉
球
王
国
は
幕
藩
体
制
の一
環
に
編
成

さ
れ 、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
薩
摩
藩
を
介
し
て
幕
藩
体
制
の
諸
制
度
・

論
理
が
王
国
に
も
ち
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
が 、
以
後
の
近
世
琉
球

に
お
い
て
は 、
古
琉
球
に
確
立
し
た
琉
球
的
な
諸
制
度
・

論
理
と
新
た
に
導
入
さ
れ
て
く
る
幕
藩
体
制
の
諸
制
度
・

論
理
と
の
確
執
が
広

汎
に
発
生
す
る
よ
う
に
な
る 。
そ
の
よ
う
な
近
世
琉
球
の
状
況
を
観
察
す
る
と 、
あ
ら
た
め
て
古
琉
球
の
も
つ
存
在
感
が
浮
び
上
っ

て
く

る
の
で
あ
る
が 、
し

か
し
な
が
ら 、
そ
の
存
在
の
大
き
さ
に
対
す
る
正
当
な
評
価
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
十
分
に
与
え
ら
れ
て

は
こ
な
か
っ
た 。

研
究
者
を
こ
の
よ
う
な
怠
惰
な
状
態
に
放
置
し
て
き
た
基
本
的
な
原
因
は
は
っ
き
り
し
て
い
る 。
琉
球
処
分
に
よ
っ

て
琉
球
・

沖
縄
が

日
本
社
会
の
一
員
に
編
成
さ
れ
て
以
後 、
現
に
琉
球
・

沖
縄
が
日
本
社
会
の一
員
で
あ
る
と
レ
う

既
定
の
事
実
が
過
去
の
歴
史
を
も
非
歴

史
的
に
律
し
て
き
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い 。
つ
ま
り 、

琉
球
・

沖
縄
の
歴
史
は
そ
も
そ
も
の
は
じ

め
か
ら
日
本
社
会
の
歴
史
の
一
環
で

あ
り 、
た
と
え
特
異
な
あ
ゆ
み
を
た
ど
っ

た
に
せ
よ 、
そ
の
軌
跡
は
「
日
本
民
族」
史
の
範
囲
に
属
す
る 、
と
い
う

観
念
が
支
配
し
て
き

た
か
ら
で
あ
る 。
し
か
し、
こ
の
よ
う
な
観
念
は 、
中
世
日
本
に
お
い
て
少
な
く
と
も
二
つ
の
国
家

1
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
中
世
国

家
と
琉
球
王
国

l
が
併
存
し
て
レ
た
と
い
う
事
態
を
黙
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
か 、
さ
も
な
く
ば 、
古
琉
球
に
お
け
る
琉
球

(HH)
 

王
国
を
独
自
の
国
家
と
し
て
は
認
め
な
い
単一
民
族
H

単一
国
家
論
に
お
い
て
成
立
す
る
観
念
に
す
ぎ
な
い 。
琉
球
・

沖
縄
に
居
住
し
た

琉球・沖縄の廃史と口本社会

人
々
が
日
本
列
島
の
人
々
同
様
に
原
日
本
文
化
と
称
す
べ
き
文
化
複
合
の
所
有
者
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が 、
し

ち、

し
こ
の
こ
と
を

面
的
に
強
調
す
る
あ
ま
り 、

彼
我
同一
の
社
会
生
活
や
国
家
形
成
を
有
史
以
来
与
件
と
し
て
与
え
ら
れ
て
き
た
か
の
よ

う
な
非
歴
史
的
解
釈
を
な
す
こ
と
は 、
お
よ
そ
不
毛
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う 。

琉
球
・

沖
縄
に
居
住
し
た
人
々
は 、
た
と
え
共
通
の
文
化

複
合
か
ら
出
発
し
た
と
は
い
え 、
先
史
時
代
を
通
じ
て
日
本
列
島
の
社
会
に
対
し
て
異
域
と
し
て
の
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
り 、

古
琉
球

に
お
い
て 、
東
ア
ジ
ア
・

東
南
ア
シ
ア
の
国
際
社
会
を
背
景
に
独
自
の
地
域
社
会
を
形
成
し、
そ
の
総
括
的
表
現
と
し
て
の
独
自
の
国
家

を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る 。
日
本
列
島
の
国
家
は 、
中
世
に
お
い
て
琉
球
・

沖
縄
を
も
そ
の
内
面
に
編
成
し
う
る
ほ
ど
の
段
階
に
達
し
て

ト子様

い
た
の
で
は
な
く 、

近
世
国
家
H

幕
藩
制
国
家
の
形
成 、
お
よ
び
そ
の
解
体
と
近
代
国
家
の
形
成
を
通
じ
て
は
じ
め
て 、
琉
球・
沖
縄
を
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段
階
的
に
そ
の
内
面
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ

た。

日
本
列
島
か
ら
琉
球
・

沖
縄
の
範
囲
に
及
ぶ
日
本
社
会
の
歴
史
は、

て
い
た
の
で
は
な
い
。

多
様
な
経
緯
や
問
題
を
含
み
な
が
ら、

そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
一

個
の
完
結
的
な
歴
史
と
し
て
存
在
し

歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ

て、

こ
れ
を
有
史
以
来
一

枚
岩

的
な
歴
史
的
枠
組
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
捉
え
る
単
一

民
族
H
単
一

国
家
論
的
な
観
念
が、

古
琉
球
評
価、

ひ
い
て
は
琉
球
・

沖
縄
史

評
価
を
暖
昧
な
か
た
ち
に
し
て
し
ま
っ

た
主
な
原
因
だ
っ

た、

と
私
は
思
う。

最
近、

村
井
章
介
は
「
白
木
中
世
史
の
立
場
か
ら
単
一

民

族
国
家
観
防
批
判
す
る
際
に
欠
か
せ
な
い
の
が、

琉
球
お
よ
び
蝦
夷
の
位
置
つ
け
で
あ
る
」

と
明
言
す
る
な
ど
興
味
ぶ
か
い
問
題
を
提
示

し
て
い
る
が、

日
本
中
世
史
の
再
構
成
を
目
指
す
新
し
い
研
究
潮
流
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
点
が
心

強
い
。

と
に
か
く、

従
来
の
日
本
史
像
を
相
対
化
し
批
判
し
う
る
内
容
を
琉
球
・

沖
縄
史
が
も
つ
こ
と
を
正
当
に
評
価
し、

琉
球
・

沖
縄

史
像
を
深
い
次
元
で
構
築
す
る
こ
と
が、

日
本
社
会
の
新
し
い
歴
史
像
を
描
く
仕
事
に
つ

な
が
る、

と
の
思
い
を
禁
じ
え
な
い
。

〔
作〕

仲
原
善
忠
『
琉
球
の
歴
史
』
(
『
仲
原
善
忠
全
集
』
一

、

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社 、

一

九
七
七
年)

、

新
里
恵

『
沖
縄
史
を
考
え
る
』
(
動
草
書
房 、

九
八
O
年) 、

宮
城
栄
昌
『
琉
球
の
歴
史』
(
吉
川
弘
文
館 、

一

九
七
七
年)

な
ど
に 、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
区
分
案
が
示
さ
れ
て
い
る 。

2 

こ
の
よ
う
な
琉
球
・

沖
縄
史
の
総
括
の
し

か
た 、

あ
る
い
は
論
点
吟
味
の
方
法
に
つ
レ
て 、

安
良
城
盛
昭
の
『
新
・

沖
縄
史
論
』
(
沖
縄
タ
イ
ム
ス

社

九
八
O
年)

を
は
じ

め
と
す
る

連
の
仕
事
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
と
く
に
明
記
し
て
お
き
た
い

。

3 

安
良
域
盛
昭
「
沖
縄
の
地
域
的
特
質」
(
『
現
代
と
思
想』

三
三
号 、

頁 。

一

九
七
八
年)

一
六

沖
縄
地
域
科
学
研
究
所
の
自
主
研
究
の

環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で 、

そ
の
成
果
は
『
沖
縄
の
県
民
像
と
そ
の
展
望
』
(
沖
縄
地
域
科
学
研

究
所 、

一

九
八
三
年)

と
し
て
発
表
さ
れ 、

そ
の
後 、

普
及
版 、

沖
縄
地
域
科
学
研
究
所
編
『
沖
縄
の
県
民
像』
(
ひ
る
ぎ
社 、

一

九
八
五
年)

と
し

て
刊
行
さ
れ
た 。

5 

安
良
城
盛
昭 、

前
掲
注
3
論
文 、

二
四
一

頁 。

6 

さ
し
あ
た
っ

て
は 、

高
宮
広
衛
「
先
史
時
代
の
沖
縄
諸
島」
(
『
沖
縄
文
化
研
究
』

6、

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所 、

九
七
九
年)

を
参
照 。

7 

石
上
英

「
古
代
国
家
と
対
外
関
係
」
(
歴
史
学
研
究
会
・

日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』

2、

東
京
大
学
出
版
会 、

一

九
八
五
年)

四
頁 。

8 

安
里
進
「
ク
ス
ク

時
代
H

古
琉
球
前
期
論
」
(
『
地
域
と
文
化
』

九
八
三
年)

。

一

九
号 、

9 

ク
ス
ク

時
代
に
関
す
る
総
括
的
な
論
文
は
考
占
学
に
お
い
て
ま
た
書
か
れ
て
レ
な
レ
の
で 、

個
別
的
成
果
を
参
照
し
て
私
な
り

に
整
理
し
て
み
た

。

nu
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新
里
恵
三 、

前
掲
注
l
君 、

三
六
1一-一

七
頁 。

11 

琉
球
王
国
の
対
外
関
係
に
つ
い
て
は 、

す
で
に
小
葉
田
淳
『
増
補
・

中
世
南
島
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
(
刀
江
書
院 、

一

九
六
八
年)

、

東
恩
納
寛

惇
『
駒栄
明
期
の
海
外
交
通
史
』
(
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
』

3、

第
一

書
房 、

九
七
九
年)

な
ど
の
古
典
的
成
果
が
あ
る 。

12 

琉
球
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
に
関
し
て
多
く
の
す
ぐ
れ
た
成
果
に
学
ん
だ
が 、

と
り

わ
け
田
中
健
夫
の
『
中
世
対
外
関
係
史
』
(
東
京
大

学
出
版
会 、

同

九
ヒ
五
年)

を
は
じ

め
と
す
る
-

連
の
仕
事
は
私
に
と
っ

て
有
益
で
あ
っ

た 。

1ìít球・沖縄の!長史とI:l ，f. tl :会

13 

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対
す
る
批
判
と
し
て 、

古
琉
球
の
も
つ

意
義
を
強
調
す
る
た
め
の
覚
主
と
し
て
ま
と
め
発
表
し
た
も
の
が
拙
著
『
琉
球

の
時
代』
(
筑
摩
書
房 、

-

九
八
O
年 、

a

九
八
九
年
に
ひ
る
き
社
か
ら
新
版
と
し
て
刊
行)

で
あ
る 。

14 

近
年 、

沖
縄
に
お
い
て
私
を
い
っ

ぽ
う
の
当
事
者
と
す
る
「
琉
球
王
国
論
争」

が
起
こ
り

定
の
注
日
を
集
め
た 。
「
論
争」

の
発
端
ま

あ
る
シ

ン
ポ
シ
ウ
ム
に
お
レ
て
民
俗
学
書
仲
松
弥
秀
が
市
琉
球
に
お
け
る
琉
球
ヱ
同
の
存
在
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
発
言
を
し
た
た
め

そ
れ
に
対
し
私
が

批
判
を
加
え
た
こ
と
に
は
じ
ま
る 。

同
/
ン
ポ
/
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
大
林
太
良
ほ
か
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
沖
縄
の
古
代
文
化
』
(
小
学
館 、

九
/
-
年)

参
照 。

ま
た 、
「
論
争」

の
経
過
と
争
点
に
関
し
て
は
本
主
第
三
章
「
E
御
殿
の
石
岡
子
銘
3
に
つ
い
て
」

を
参
照 。

1子'，'

15 

村
井
章
介
「
控
武
・

室
町
政
権
と
東
ア
ジ
ア
」
(
歴
史
学
研
究
会
・

円

史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
』

4 、

東
京
大
学
出
版
会 、

九
八
五
年) 七

円〈UnuJ
 
円〈リ



四
頁。

な
お
同
「
中
世
日
本
列
島
の
地
域
空
間
と
国
家
」
(
『
思
想
』

七
三
二
号、

縄
史
研
究
に
と
っ

て
も
示
唆
的
な
指
摘
が
多
い
。

第

早

古
琉
球
研
究
の
基
本
的
論
点

一

九
八
五
年)

も
新
し
い
視
点
に
立
つ

力
作
で
あ
り、

琉
球
・

沖

nU
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古
琉
球
研
究の
方
法

研究史の二つの潮流

日
本
史の
中世に
ほ
ぼ
相
当
す
る
時
期 、
つ
ま
り
十二
世
紀前
後か
ら
卜

七
世
紀初
頭まで
の
五
のむ年の
時
期
を
琉
球
史で
は
「
古

琉
球」
と
称す
る 。
こ
の
時
代につ
い
て 、
新た
な
問
題
意識に
立
脚しつ
つ
捉
え
直してみ
たい 、
とい
うの
が
こ
こ
数
年
来の
私の

主
要な
関心
事で
あっ
た 。
その
手は
じめ
に
ま
ず
取り
組ん
だの
は
研
究史の
把
握と
総
括で
ある 。

古
琉
球
研
究史に
は
つ
の
潮
流が
ある 。
一
つ
は
伊
波
普
猷に
よっ
て
代
表さ
れ
る
もの
で 、
首里王
府に
よ
り

編集さ
れた
祭杷

歌
謡
集
『お
も
ろ
さ
う
し』(
全一

巻
を
主
な
史
料
的
典
拠と
し 、
古
琉
球に
お
け
る
宗
教と
政
治 、
思
想 、
文
化
な
どの
内
面
的

諸
状
況
を
追
求し
よ
うと
す
る 。
『伊
波
普
猷全
集』(
全一
一
巻)
に
集成さ
れた
彼の
仕
事を
見る
と、
古
琉
球の
内面
的
研
究が
そ

の
学
問
的
骨
子
を
な
すこ
とが
わ
か
るが 、
中で
も
『
古
琉
球の
政
治』(一
九二
二
年)
は
彼の
古
琉
球
論のフ
レ
ーム
ワ
ーク

を
示

す
名
著と
して
声
価が
高い 。
伊
波に
代
表さ
れ
るこ
の
潮
流
を
仮に
「オモロ
派」
と
命名して
お
こ
う 。
今一
つ
は
「
宝
案
派」
と

称すへ
き
もの
で 、
外
交
文
書
集
『歴
代宝
案』(
全三
集 、
約二
五
O間)
を
主
な
典
拠と
し 、
」
れに
『明
実
録』
『
李
朝
実
録』
な

どの
外
史
料
も
援用して 、
琉
球王
国の
対
外
関
係 、
対
外
交
易の
諸
状
況
を
実
証
的に
解
明
す
る
研
究で
あっ
た 。
代
表
的な
仕
事

に
づ
葉田
淳
『中
世
南
島
通
交
貿
易
史の
研
究』

九三
九
年) 、
東
思
納
寛
惇
『
繋
明
期の
海
外
交
通
史』(一
九
円一
年)
な
どが

ある 。の
つ
の
潮
流は 、
そ
れ
ぞれ
得
意と
す
るア
プロ
ーチ

に
よっ
て
古
琉
球
像を
両
面か
ら
描い
た
が 、
典
拠史
料の
相
違に
象
徴

寸寸
るよ
うに 、
両
者の
問に
は
方法
論の
う
えで
大
き
な
隔た
りが
あっ
た 。
宝
案
派が
実
証主
義歴
史
学こ
立
脚して 、

舎にか

歴
史の
考
証に
尽
力し
たの
に
対し
て
オモロ
派の
論ずべ
き
対
象は 、
必
ずし
も
書か
れた
歴
史で
は
な
く 、
ある
時ま
言
語の
解

析を
通じて 、
また
ある
時は
民俗
事
象か
らの
類
推に
よ
り

事
柄の
真
相にア
プロ
ーチ

す
るこ
と
を
余
儀な
くさ
れた 。
オモロ
派

の
方法
例は
古
謡
集
『お
も
ろさ
う
し』
の
分
析
手法に
よ
く

表わ
れ
るが 、
記
録さ
れた
祭杷
歌
謡と
はいっ
て
も 、
そ
れは
幾
多の

口
承
歌
謡や
言
語 、
民
俗 、
宗
教
などの
理
解に
よっ
て
は
じめ
て
歴
史
資料と
して
の
価
値が
付
与さ
れ
るの
で
あり 、
その
た
め
に

は 、
実
証
義歴
史
学の
よ
う
な一
木の
太い
光に
対し 、
た
と
え
細い
小さ
な
光に
す
ぎな
くと
も 、
多
数の
異
なっ
た
光こ
よっ
て

問
題を
浮び
あが
らせ
る
方法
を
もた
ざ
る
を
え
なかっ
た 。

」
の
相
違は
二
大
潮
流に
よっ
て
担わ
れてい
た
戦
前
段
階まで
の
古
琉
球
研
究
を
その
後大
き
く
規
定
す
る
要
因と
なっ
た 。

い
うの
は 、
方法
論の
明
確
な
宝
案
派は 、
今日に
至
る
まで
多くの
研
究
者に
よっ
て
継
承さ
れ
発展して
きて
い
るが 、
多
様な
方

法
を
余
儀な
くさ

れたオモロ
派の
研
究は
とレ
う
と、
戦
後 、
そ
れ
ぞ
れの
方法に
立つ
そ
れ
ぞれの
学
問
分
野に
収
赦し 、
吸
収さ

れて
し
まっ
た
か
らで
ある 。
つ
ま
り 、

言
語
的ア
プロ
ーチ

は
言
語
学こ 、
文
学
的ア
プロ
ーチ

は
文
学に 、
民俗
的ア
プロ
ーチ

は

古琉球研究の基本的論点

民
俗
学・
民
族
学・
人
類
学に
引
き
戻さ
れ 、
各
分
野に
おい
て
純
化さ
れ
るこ
と
と
なっ
た 。

オモロ
派の
古
琉
球
研

し
た
がっ
て 、

究
(
その
歴
史
的
研
究)
は
わ
ずか
な
命
脈を
保ち
なが
ら
今日に
お
よ
ん
だ
(
よ
り
正
確にい
えば
伊
波の
蓄
積の
金
利を
もっ
ぱ

らに
推
移し
て
きた) 、
といっ
て
も
過言で
は
ない 。
伊
波
普
猷とい
う
草
創
期の
傑
出し
た
キャ
ラク
タ
ー

に
おい
て
統合
さ
れて

い
た
は
ずの
オモロ
派の
方法は 、
こ
う
し
て 、
その
後の
個
別
分
野の
発
展に
よっ
て
個
別
的に
吸
収さ
れて
し
まっ
たの
で
ある 。

しか
し 、

伊
波が
提示し
た
古
琉
球
像は
なお
強い
影
響
力
を
保ち 、
その
地
位
を
失っ
て
まい

ない 。
そ
れま 、
伊
波の
古
琉
球
像が

第l窄

断
片
的な
寄せ
集め
で
は
な
く
ト
ー
タル
な
方法に
立つ
把
撞と
し
て
提示さ
れてい
た
か
らに
ほ
か
な
ら
ない 。

方法
論の
側
面か
ら
総
括さ
れ
る
右の
状
況
を
どう
批
判
的に
継
承
す
るか
||

私が
研
究
史か
ら
学ん
だ
論
点の
第一
が
こ
れで
あ と
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っ

た
。研

究
史
か
ら
学
ん
だ
論
点
は
今
二
つ

あ
る 。

一

つ
は 、

古
琉
球
研
究
は
オ
モ
ロ

派
に
よ
る
内
面
的
把
握
と 、

宝
案
派
の
外
面
的
把
握
と

い
う
両
面
か
ら
の
把
握
が
依
然
重
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が 、

究
極
的
に
は 、

両
面
を
統
一

し
た
把
握
に
よ
っ

て
の
み
ト
ー
タ
ル

な
歴
史
像
が
志
向
で
き 、

そ
の
よ
う
な
方
法
に
立
つ

新
た
な
研
究
が
推
進
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
の
か 、

と
い
う
問
題
で
あ
る 。

ま
た、

た
と
え
ば 、

十
四
1

五
世
紀
初
期
に
か
け
て
の
三
山
の
対
立
も 、

対
中
国
関
係
を
軸
に
再
構
成
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
し 、

琉
球
の
対

外
交
易
が
国
内
の
い
か
な
る
諸
状
況
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ

た
か
の
検
討
も
必
要
だ
ろ
う 。

こ
れ
ら
の
テ
ー

マ

は 、

内
面
外
面
の
い
ず

れ
か
一

方
に
の
み
限
定
し
て
で
は
な
く 、

両
面
の
統
一

的
理
解
を
ま
っ

て
は
じ
め
て
論
議
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う 。

第
三
は 、

古
琉
球
全
体
を
ど
う
位
置
づ
け 、

評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。

オ
モ
ロ
・

宝
案
両
派
と
も
に
こ
の
基
本
的
な
論
点

を
看
過
す
る
か 、

あ
る
い
は 、

あ
い
ま
い
な
形
で
取
り

扱
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る 。

古
琉
球
の
評
価

右
の
論
点
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
で
き
る 。

日
本
文
化
の
系
統
に
属
す
る
文
化
を
も
っ

た
人
々
が
沖
縄
の
島
々
で
歴
史
の
創
造
を
は
じ

め 、

や
が
て
次
第
に
独
自
の
歴
史
を
形
成
し 、

古
琉
球
の
時
期
に
つ
い
に
琉
球
王
国
と
い
う
独
自
の
国
家
を
成
立
せ
し
め
た
の
だ
が 、

の
琉
球
王
国
は
琉
球
史
の
う
え
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か 、

ま
た、

日
本
史
・

東
ア
ジ
ア

史
の
側
か
ら
は
レ
か
な
る
評
価
を
与
え

る
べ

き
も
の
な
の
か

。

右
の
論
点
を
一

顧
だ
に
し
な
い
研
究
は
論
外
と
し
て

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
示
さ
れ
て
き
た
評
価
を
整
理
す
る
と
次
の
三
つ
に
分
類
で

き
る 。
一

つ
ま 、

肯
琉
球
H

琉
球
王
国
は
当
時
の
口
木
の
附
庸
国
に
す
ぎ
ず 、

そ
の
独
立
性
は
見
せ
か
け
で
あ
る
と
レ
う
も
の
で
あ
る
(
肯

琉
球
H

附
庸
国
論)

。

今
一

つ
は 、

士円
琉
球
H

琉
球
王
国
を
中
世
日
本
の
枠
内
で
捉
え 、

そ
の
独
立
性
は
辺
境
ゆ
え
の
地
域
的
バ
リ
エ
|

ゾ
ョ

ン
の
最
た
る
も
の
と
み
な
す
考
え
で
あ
る

古
琉
球
日

中
世
日
本
論)

。

以
上
の
両
者
は

一
ュ

ア
ン
ス
の
差
こ
そ
あ
れ 、

+内
琉
球

の
独
自
的
な
存
在
性
を
否
定
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る 。

こ
れ
に
対
し 、

古
琉
球
H

琉
球
王
国
を
中
世
日
本
の
枠
外
に
あ
る
独
自
の
存

在
と
捉
え
る
傾
向
を
も
っ

考
え
が
三
つ

円
の
説
で
あ
る
(
古
琉
球
H

独
自
的
存
在
論)

。

以
上
の
三
説
の
展
開
過
程
を 、

沖
縄
を
と
り
ま

く
近
代
・

現
代
史
の
文
脈
に
即
し
て
検
討
す
る
と
実
に
興
味
傑
い
問
題
が
浮
び
あ
が
っ

て
く
る
の
だ
が 、

こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
ら

な
い

。

附
膚
国
論
は
事
実
無
根
の
非
歴
史
的
な
考
え
な
の
で
論
評
に
価
し
な
い
と
思
う
が 、

残
り

説
に
対
し
私
は
要
旨
次
の
よ
う
な
認

識
を
も
っ

て
レ
る 。

古
琉
球
H

琉
球
王
国
は 、

そ
の
時
代
を
形
成
し
た
人
々
が 、

た
と
え
日
本
文
化
の
系
統
に
属
す
文
化
の
所
有
者
で
あ
っ

た
に
し
て
も 、

中
世
日
本
の
枠
内
に
お
い
て
は
理
解
で
き
な
い
独
自
な
存
在
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う 。

現
段
階
で
は
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
古
琉
球
H

琉
球
王
国
を
中
世
日
本
に
含
め
て
理
解
し
う
る
説
得
力
の
あ
る
根
拠
は
な
い

。

+口
琉
球
の
琉
球
王
国
は
生
美
大
島
か
ら
台
湾
の
子
前
の
与

那
国
島
ま
で
の
琉
球
弧
の

島
々
を
版
図
と
し
た
が

こ
の
地
域
に
外
部
勢
力
が

N
実
効
的
支
配
ρ

を
及
ぼ
し
た
こ
と
i

全
く
な
く 、

琉
球

11】琉球研究の主主本的論点

国
主
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ 、

支
配
に
必
要
な
独
自
の
国
家
機
構
(
首
里
王
府
・

中
山
王
府
な
ど
と
呼
ふ
)

を
も
っ

て
し
た

。

版
図
全
域
の

住
民
主

琉
球
文
化
圏
の
住
民
で 、

琉
球
語
(
本
土
方
言
と
三
大
別
す
る
た
め
に
言
語
学
者
の
中
に
は
琉
球
方
言
と
呼
ぶ
人
も
い
る)

を
話

す
人
々
で
あ
っ

た
。

ま
た 、

国
王
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
国
家
は
中
国
・

日
本
・

朝
鮮
及
び
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
と
の
聞
に
外
交
・

交
易
関

係
を
展
開
し
(
レ
う
ま
で
も
な
く
『
歴
代
宝
案
』

は
そ
の
ド

キ
ュ
メ
ン
ト

)
、

国
際
的
に
も
認
知
さ
れ
た
国
家
的
存
在
で
あ
っ

た
。

た
し

第l章

か
に 、

中
国
・

口
木
と
の
間
に
外
交
上
の
一

定
の
従
属
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
は
た
し
か
だ
が 、

そ
れ
は
形
式
的
な
問
題
で
向
ら
実
体
は
な

か
っ

た
。

こ
の
よ
う
な
存
在
を 、

架
し
て
中
世
日
本
の
枠
内
に
お
け
る
バ

リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
一

形
態
と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
か

。
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以
上
の
認
識
に
立
っ

て 、

肯
琉
球
H

琉
球
王
国
は 、

中
世
日
本
と
は
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
独
自
の
国
家
的
仔
在

で
あ
り 、

現
在
の
日
本
史
研
究
の
枠
組
に
お
レ
て
は
「
外
国
史」

の
対
象
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い 、

と
私
は
考
え
て
い
る 。

そ
し
て 、

古
琉
球
H

琉
球
王
国
の
沖
縄
史
全
体
に
占
め
る
伶
置
に
つ
い
て
は
安
良
城
盛
昭
の
理
解
(
『
新
・

沖
縄
史
論
』 、

一

九
八
O
年)

に
学
び
な

が
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る 。

先
史
時
代
を
経
て
肯
琉
球
に
至
り
独
自
の
国
家
を
形
成
し
た
沖
縄
は 、

島
津
侵
入

二

六
O
九
年

琉
球
処
分

二

八
七
九
年)

と
い
う
二
つ
の
事
件
を
契
機
に
段
階
的
に
日
本
社
会
に
編
成
さ
れ
た
が 、

沖
縄
戦
(

九
四
五
年)

に
よ
っ

て
日
木
社
会
か
ら
分
断
さ
れ
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
支
配
下
に
お
か
れ 、
そ
の
後
住
民
の
主
体
的
な
選
択
に
よ
り
日
木
社
会
へ
復
帰
し
た
(

九
七
二
年
五
月
十
五
日)

。

右
の
歴
史
過
程
に
占
め
る
肯
琉
球
の
位
置
は 、

沖
縄
の
地
域
的
独
自
性
を
決
定
つ
け
た
原
点
と
い
う
こ
と
で

あ
り 、

そ
の
後
の
歴
史
は 、

独
自
性
を
も
っ

た
こ
の
地
域
が
複
雑
な
過
程
を
経
て
日
本
社
会
の
一

員
に
編
成
さ
れ
て
レ
く

過
程 、

と
理
解

で
き
る 。

沖
縄
は
い
つ
の
時
点
か
ら
日
本
社
会
の
一

員
な
の
か 、

沖
縄
の
住
民
は
レ
つ
か
ら
日
本
人
と
み
な
し
う
る
の
か 、

な
ど
沖
縄
で

は
よ
く
論
議
さ
れ
る
が 、

そ
の
よ
う
な
論
議
を
多
く
の
人
々
が
さ
さ
や
く
地
域
が
沖
縄
以
外
に
あ
る
だ
ろ
う
か

。

こ
う
し
た
疑
問
を
惹
起

さ
せ
る
歴
史
的
前
提
と
し
て 、

日
本
社
会
の
枠
外
で
独
自
の
国
家
(
琉
球
王
国)

を
形
成
し
た
古
琉
球
が
重
々
し
く
位
置
し
て
レ
る 、

考
え
て
い
る 。

附
庸
国
論
は
論
外
と
し
て 、

残
り一

つ
の
古
琉
球
評
価
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト

す
る
と、

現
在
の
日
本
中
世
社
会
像
の
中
に
古
琉
球
を
位

置
づ
け
る
こ
と
は
実
証
的
・

理
論
的
に
無
理
で
あ
り 、

古
琉
球
日

中
世
日
本
論
は
成
り

立
た
な
レ

。

と
な
る
と、

古
琉
球
H

独
自
的
存
在

論
が
最
も
妥
当
と
い
え
る
が

こ
れ
は
ま
だ
あ
い
ま
い
な
形
で
し
か
提
起
さ
れ
て
お
ら
ず 、

歴
史
理
解
と
し
て
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る 。

先
述
し
た
肯
琉
球
に
関
す
る
私
の
認
識
は 、

独
自
的
存
在
論
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
の
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ

チ
で
あ
る 。

研
究
課
題
と
方
法

日
本
の
中
世
像
が
そ
の
枠
組
を
さ
ら
に
広
げ 、

中
世
社
会
像
の
構
成
要
素
を
よ
り
多
様
に
設
定
し
う
る
段
階
に
至
れ
ば 、

あ
る
い
ま

将

来
古
琉
球
も
日
本
中
世
社
会
論
の
一

環
に
位
置
づ
け
ら
れ

論
議
を
深
め
て
い
け
る
か
も
し

れ
な
い

。

そ
れ
を
念
頭
に
お
き
つ
つ

現
段

階
で
は
肯
琉
球
は
中
世
日
本
と
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
「
外
国
史
」

と
し
て
分
析
す
べ

き
だ

と
い
う
の
が
私
の
基
本
認
識
で
あ
る 。

以
上
に
述 、
べ
た
よ
う
に

研
究
史
の
把
握
・

総
括
か
ら
得
た
主
要
論
点
を
確
め
な
が
ら

で
はー

+内
琉
球
像
を
さ
ら
に
傑
く

理
解
す
る

た
め
に
は
い
か
な
る
研
究
課
題
を
設
定
す
べ

き
か

。

ま
ず

宝
案
派
の
新
し
い
研
究
蓄
積
を
吸
収
し
な
が
ら
琉
球
王
国
の
対
外
関
係 、

対

外
交
易
を
東
ア
ジ
ア
・

東
南
ア
ジ
ア
に
至
る
全
体
的
な
歴
史
像
の
中
で
再
構
成
で
き
な
い
か 、

と
考
え
た 。

と
い
う
の
ま 、

従
来
の
宝
案

派
の
研
究
で
は
対
外
関
係 、

対
外
交
易
そ
の
も
の
の
事
象 、

展
開
過
程
の
精
微
な
分
析
は
か
な
り

積
み
あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
の 、

相
手

国
の
内
情
や
事
情
を
相
手
国
の
歴
史
像
の
中
で
捉
え 、

そ
れ
と
琉
球
側
の
内
情
や
事
情
お
よ
び
歴
史
像
と
照
し
合
わ
せ
る
姿
勢
が
必
ず
し

古琉球研究の基本(J':]，，(m;，'

も
十

分
で
は
な
く 、

東
ア
ジ
ア
・

東
南
ア
シ
ア
を
ネ
ッ
ト

す
る
交
通
体
系
と
そ
れ
を
支
え
る
基
盤
の
中
で
琉
球
王
国
の
対
外
関
係 、

対
外

交
易
を
把
握
す
る
視
点
が
弱
か
っ

た 。

そ
の
点
を
克
服
し
て 、

東
ア
ジ
ア
・

東
南
ア
ジ
ア
に
至
る
全
体
的
な
歴
史
像
の
中
で
琉
球
王
国
の

対
外
関
係 、

対
外
交
易
を
捉
え 、

琉
球
王
国
そ
の
も
の
の
再
評
価
ま
で
や
り

直
す
べ

き
で
は
な
い
か 、

と
考
え
た
の
で
あ
る 。

と
こ
ろ
が

課
題
を
設
定
は
し
た
も
の
の

私
の
非
力
も
手
伝
っ

て
作
業
は
思
う
よ
う
に
は
か
ど
っ

て
い
な
い

。

特
に
悩
ま
さ
れ
て
い

第 1 f宇一

る
の
は

な
ど
琉
球
が
深
い

十一
二
i
十

六
世
紀
の
必
要
情
報
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。

中
国
に
し
て
も
福
州

福
建
省

か
か
わ
り
を
も
っ

た
地
域
の
歴
史
状
況
に
関
す
る
情
報
は
少
な
く 、

東
南
ア
ジ
ア
に
な
る
と
さ
ら
に
少
な
レ

。

東
南
ア
ジ
ア
各
地
を
三
度 、 と
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一悩
州
を
中
心
と
す
る
中
国
を
一

度
訪
ね、

史
料
及
び
研
究
状
況
を
一

瞥
し
て
き
た
が、

事
態
は
楽
観
的
で
は
な
か
っ
た。

目
下、

私
な
り

の
工
夫
を
こ
ら
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
つ
も
り
だ
が、

先
は
ま
だ
長
い
と
い
う
の
が
い
つ
わ
ら
ざ
る
実
感
で
あ
る。

課
題
の
第
二
は、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

を
古
琉
球
の
歴
史
的
研
究
に
い
か
に
活
用
で
き
る
か
で
あ
る。

伊
波
以
後
の
オ
モ
ロ
研
究
(
『
お

も
ろ
さ
う
し
』

は
編
集
物、

そ
の
中
に
収
録
さ
れ
た
歌
謡
を
オ
モ
ロ
と
呼
ぶ)

は、

個
別
分
野
の
発
展
に
よ
っ
て
細
分
化
傾
向
を
強
め、

そ
の
中
で
歴
史
的
分
析
は
相
対
的
に
後
退
し
た
印
象
さ
え
う
け
る。

諸
分
野
の
研
究
蓄
積
に
学
び
な
が
ら、

伊
波
の
方
法
を
批
判
的
に
乗

り
越
え、

オ
モ
ロ
を
肯
琉
球
研
究
の
素
材
と
し
て
い
か
に
活
用
し
う
る
か、

こ
の
基
本
課
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る。

そ
の
た
め
に
は、

オ
モ
ロ
を
通
じ
て
市
琉
球
社
会
を
捉
え
る
日
と
同
時
に、

古
琉
球
社
会
の
産
物
と
し
て
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

を
把
握
す
る
視
点
が
必
要

で
あ
り、

そ
の
う
え
で
そ
の
歌
謡
集
の
は
ら
む
構
造
や
段
階
の
吟
味
も
不
可
欠
と
な
ろ
う。

課
題
の
第
三
は、
オ
モ
ロ
・

宝
案
派
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
十
分
に
注
目
し
な
か
っ
た
史
料
を
採
り
あ
げ、

古
琉
球
の
新
た
な
局
面
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
仕
事
で
あ
る。

辞
令
書
と
金
石
文
が
そ
の
代
表
的
史
料
だ
が、

王
権
の
構
造、

地
域
支

配
の
ゾ
ス
テ
ム
、

王
府
機
構
の
構
成、

神
女
組
織
の
性
格、

軍
事
組
織

耕
地
の
存
在
形
態、

丈
量
制
度
な
ど
多
方
面
の
状
況
に
ア
プ
ロ
l

チ
で
き
る。

こ
の
史
料
の
活
用
に
よ
っ
て、

古
琉
球
研
究
も
次
第
に
新
た
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
近
年
の
特
徴
の

あ
る。だ

が、

相
対
的
に
見
れ
ば、

肯
琉
球
研
究
に
必
要
な
史
料
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
や
は
り
限
ら
れ
て
い
る。

近
代
以
後、

特
に
沖
縄
戦
に
よ

る
史
料
の
散
逸
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
レ
る
が

こ
れ
に
比
へ
れ
ば
近
世
期
の
史
料
は
ま
だ
ぼ
う
大
と
レ
え
る。

こ
の
事
態
か
ら
課
題

の
第
問
が
一帯
か
れ
る。

近
世
期
の
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
先
行
す
る
肯
琉
球
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
レ
か、

と
レ
う
問
題
で
あ
る。

近
世

の
琉
球
は、

幕
藩
体
制
の
一

環
に
位
置
つ
け
ら
れ、

士
農
分
離
制、

鎖
国
制、

七
高
制
の
適
用
を
う
け
た
が、

現
実
に
は
そ
れ
ら
の
諸
制

度
は
琉
球
独
自
の
伝
統
と
の
聞
に
ス
パ
ー
ク
を
生
み、

琉
球
社
会
を
変
容
さ
せ
る
ほ
ど
の
貫
徹
性
を
発
揮
し
た
反
面、

琉
球
の
独
自
性
に

妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り、

全
く
手
が
属
か
な
か
っ
た
り
し
て
レ
る。

こ
う
し
た
複
合
的
な
現
象
を
切
開
し、

近
世
の
社
会
状
況
の
中

か
ら
肯
琉
球
を
見
つ
け
出
す
仕
事
が
推
進
さ
れ
る、べ
き
で
あ
り、

さ
ら
に
一

歩
進
ん
で、

近
世
史
研
究
の
中
に
肯
琉
球
研
究
の
問
題
意
識

を
積
属
的
に
も
ち
こ
む
こ
と
が
不
可
欠
だ、

と
私
は
考
え
て
レ
る。

七
の
課
題
を
追
求
す
る
と、

お
の
ず
か
ら
第
五
の
課
題
が
生
ず
る。

と
い
う
の
は、

オ
モ
ロ
派
の
研
究
潮
流
に
典
型
的
な
方
法
の
一
つ、

つ
ま
り
民
俗
事
象
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
批
判
的
な
吟
味
を
な
し
う
る
地
歩
を
築
き
う
る
か
ら
で
あ
る。

近
世
の
首
里
王
府
は
古

琉
球
に
形
成
さ
れ
た
各
種
の
祭
柁
に
介
入
し、

労
働
口
の
増
加、

冗
費
減
少
に
よ
る
倹
約
の
実
現、

邪
俗
の
否
定
に
と
も
な
う
儒
教
的
価

値
観
の
流
布、

な
と
の
目
的
で
個
別
具
体
的
に
祭
紀
に
対
す
る
規
制
を
加
え
て
い
るの

近
代
以
後
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
民
俗
資
料
は、

近
世
に
お
け
る
こ
の
祭
杷
規
制
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
て
い
る
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
古
琉
球
像
の
手
が
か
り
に
は
な
ら
な
レ
。

ま
り、

近
世
の
首
里
王
府
の
眼
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
祭
杷
に
こ
そ
古
琉
球
の
祭
杷
と
の
連
続
性
を
見
出
す
べ
き
で
あ
り、

オ
モ
ロ
派
が
駆

使
し
た
近
代
以
後
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
資
料
は
無
条
件
的
に
古
琉
球
像
の
素
材
と
は
な
ら
な
レ
の
で
あ
る。

近
世
期
の
王
府
に
よ
る
祭
杷
規
制

を
転
換
点
と
す
る
こ
の
祭
杷
の
断
層
を、

オ
モ
ロ
派
は
念
頭
に
お
く
こ
と
さ
え
な
か
っ
た。

な
お、

付
言
す
れ
ば、

あ
る
祭
柁
が
古
琉
球

占有ft球研究の基本的論点

に
系
譜
を
も
つ
の
か
一台
か
を
考
え
る
際、

史
料
上
の
手
が
か
り
が
な
い
と
仮
定
し
た
場
合、

奄
美
地
方
に
お
け
る
祭
杷
の
状
況
が
一

定
の

円
安
に
な
る
と
思
う。

と
い
う
の
は

奄
美
地
方
は
島
津
侵
入
事
件

二

六
O
九
年)

後
に
琉
球
王
国
か
ら
分
割
さ
れ
薩
摩
の
直
結
領
と

工
っ
こ

っキJ
J」
l

・
7

7

j-k
f
カ

奄
美
地
方
に
も
類
似
の
祭
杷
が
存
在
す
れ
ば

そ
の
祭
杷
は
分
割
以
前

つ
ま
り
島
津
侵
入
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可

能
性
を
惣
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
(
む
ろ
ん
奄
美
・

沖
縄
両
地
域
に
お
け
る
近
世
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
カ
ウ
ン
ト
に
い
れ
た

え
で
の
話
だ

が)
。
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新

し

い

刀

法

の

開

妬

以
上 、

古
琉
球
研
究
の
新
た
な
展
開
に
必
要
な
方
法
上
の
課
題
を
五
点
述
べ
た
が 、

今一
-

点
ま
ど
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
が

あ
る
の
で
述
べ
て
み
た
い

。

そ
の

つ
は
考
+門
学
的
方
法
と
の
関
連
で
あ
る 。

戦
後
の
沖
縄
研
究
(
沖
縄
学
と
称
す
る
研
究
者
も
い
る)

の
中
で
め
ざ
ま
し
レ
発
展
を
と
げ
た
分
野
は
考
古
学
的
研
究
で
あ
ろ
っ 。

先

史
時
代
に
関
す
る
具
体
的
か
つ
多
量
の
情
報
の
大
川

九
六
0

年
代
以
後
に
提
供
さ
れ
た
も
の
だ
が 、

そ
の
結
果
と
し
て
古
琉
球
研
究

(;t 

の
中
に
考
占
学
的
方
法
が
急
速
に
台
頭
し
て
き
た 。

考
古
学
が
古
琉
球
に
提
起
し
た
論
点
は
現
在
の
と
こ
ろ
内
つ
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
る
と
思

う
第

点
は
先
史
時
代
と
十円
琉
球
を
つ
な
ぐ
時
代
と
し
て
「
グ
ス
ク

時
代
」

を
提
示
し 、

先
史
時
代
か
ら
レ
か
な
る
プ
ロ
セ
ス

を
経
て
古

琉
球
の
時
代
が
形
成

れ
た
か
を
論
じ

は
じ
め
た
こ
と 。

点
日
は 、

古
琉
球
へ
と
媒
介
す
る
グ
ス
ク

時
代
が
い
か
な
る
外
来
の
文
化
的

イ
ン
パ
ク
ト

(
そ
の
痕
跡
は
中
国
・

日
本
文
化
な
ど
に
よ
っ

て
ポ
さ
れ
る)

を
含
ん
で
い
た
か
を
示
し
た
こ
と 。
一一一
点
日
は 、

グ
ス
ク

時

代
・

肯
琉
球
へ

継
起
的
こ

展
開
す
る
歴
史
過
程
の
中
で 、

集
落
・

共
同
体
の
存
在
形
態
の
問
題
を
提
起
し
た
こ
と 。

内
点
日
は 、

史
料，」

よ
っ

て
は
知
り
え
な
い
肯
琉
球
社
会
の
状
況
を
出
土
遺
物
を
通
じ
て
具
体
的
に
提-
a小
し
は
じ

め
た
こ
と 。

以
上
を
提
供
し
つ
つ
あ
る
考
古

学
的
研
究
は 、

先
述
し
た
オ
モ
ロ

派 、

宝
案
派
と
も
異
な
る
第
三
の
潮
流 、

い
う
な
れ
ば
考
古
派
と
も
い
う
べ

き
方
法
を
形
成
し
つ
つ
あ

る 。

こ
の
潮
流
を
無
視
し
て
は
古
琉
球
研
究
の
新
た
な
展
開
は
望
め
な
い 、

と
い
う
の
が
六
0

年
代
以
後
の
研
究
状
況
で
あ
る
と
思
う。

a

例
を
あ
げ
る
と 、

私
は
肯
琉
球
に
お
け
る
地
域
支
配
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
間
切
・
シ
マ

制
度
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
が 、

そ
の
間

切
な
る
行
政
単
位
は
レ
か
な
る
状
況
ド

で
設
定
さ
れ
た
か
が
当
然
問
題
と
な
る 。

間
切
の
呼
称
は
奄
美
地
方 、

沖
縄
地
方 、

先
島
地
方
と

も
同

，

で
あ
り 、

方
言
名
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
み
ら
れ
な
い
の
で 、

あ
る
時
点
で
首
里
王
府
に
よ
っ

て
命
名
さ
れ
た
こ
と
は
疑
う
余
地

が
な
い
が 、

そ
の
際
間
切
の
線
引
き
は
王
府
の
都
合
に
よ
っ

て
全
く
恋
意
的
に
な
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か

。

言
い
換
え
る
と 、

間
切
の
区

画
』ま

府
の
政
治
的
判
断
に
よ
っ

て
の
み
設
定
さ
れ
た
も
の
な
の
か 、

と
い
う
問
題
が
当
然
う
か
び
あ
が
っ

て
く
る 。

安
里
進
の
研
究
に

よ
っ

て 、

間
切
は
遺
物
(
こ
の
場
合
は
土
器)

の
面
で
明
瞭
な
差
異
が
あ
り 、

先
史
時
代
に
端
を
発
す
る
広
域
的
な
地
域
集
団
の
テ
リ
ト

リ
ー

に
-

致
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
(
安
里
「
グ
シ
ク

土
器
の
地
域
色
と
『
く
に
』

『
世
』
」)

。

と
い
う
こ
と
は 、

間
切
区
画
は
所

与
の
ロ
|

カ
リ
テ

ィ
ー

を
前
提
と
し
た
う
え
で
王
府
に
よ
っ

て
行
政
単
位
と
し
て
上
か
ら
編
成
さ
れ
た
も
の 、

と
い
う
興
味
深
い
問
題
が

ク
ロ
ー
ス
ア
ッ

プ
す
る 。

こ
の
よ
う
に 、

考
古
学
的
方
法
と
い
う
第
三
の
方
法
は
古
琉
球
研
究
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
が 、

今
一

つ
、

私
が
模

索
し
て
い
る
方
法
上
の
課
題
に
つ
レ
て
最
後
に
触
れ
て
お
こ
う。

そ
れ
は 、

史
料
を
全
く
と
ど
め
な
い
テ
l

マ
に
対
し
て 、

考
古
学
的
研

究
や
民
俗
学
的
方
法
と
も
異
な
る
方
法
は
な
い
も
の
か
と
い
う
関
心
か
ら
浮
上
し
て
き
た
も
の
だ
が 、

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る 。

8.f)ít球研究の.Jt.4--Ó1υ命点

王
家
の
墓
と
し
て
知
ら
れ
る
玉
御
殿
(
玉
陵
と
も
書
く)

に
歴
代
国
王
の
遺
骨
を
お
さ
め
る
石
厨
子
や
厨
子
斐
が
数
多
く
蔵
さ
れ
て
い

る
が 、

そ
の
安
葬
の
状
態
か
ら
当
時
の
王
家
の
人
間
関
係
を
推
定
で
き
な
い
か 。

葬
制
は
そ
の
時
代
の
他
界
観
を
反
映
す
る
が 、

そ
の
際 、

被
葬
の
モ
デ
ル
は
こ
の
世
の
人
間
関
係
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う。

玉
御
殿
の
場
合 、

ピ
ラ
ミ
ッ
ト

や
古
墳
の
よ
う
に
国
王
そ
れ
ぞ
れ
に

独
自
の
墓
か
造
営
さ
れ
る
の
で
は
な
く

い
か
な
る
国
主
と
い
え
ど
も
集
団
墓
と
し
て
の
玉
御
殿
一

所
に
安
葬

れ
る 。

し
か
も 、

そ
の

前1 ì� 

基
宅
に
お
さ
め
ら
れ
る
石
岡
子

や
尉
子
斐
の
一

つ
ひ
と
つ
に
は
国
王
一

人
の
み
で
は
な
く 、

妃
や
王
子
・

王
女
な
ど
複
数
の
人
聞
が
お
さ

め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る 。

こ
れ
は
い
か
な
る
他
界
観
の
反
映
な
の
か 、

そ
の
他
界
観
は
い
か
な
る
現
世
の
人
間
関
係
を
反
映
し
た
も
の

nu
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な
の
か 。

ま
た 、

沖
縄
の
集
落
の
は
ず
れ
の
崖
面
に
は 、

今
で
は
全
く
人
々
の
生
活
と
は
無
関
係
と
な
っ

た
古
墓
が
多
数
存
在
す
る 。

石
灰
岩
の

岩
陰
を
利
用
し
た
り

石
灰
岩
の
崖
面
に
横
穴
を
こ
さ
え
た
り 、

天
然
の
洞
窟
の
入
口
を
利
用
し
た
り
と
い
っ

た
形
態
で
存
在
す
る
が 、

な
ぜ
か 、

そ
れ
ら
の
古
墓
は
現
在
の
人
々
に
は
全
く
無
関
係
で 、

人
々
は
別
の
地
点
に
墓
を
も
っ

て
い
る 。

そ
の
忘
れ
ら
れ
た
古
墓
を
調

査
す
る
と 、

一

所
に
少
な
く
と
も
数
十
体
以
上
の
人
骨
が
葬
ら
れ
て
い
る 。

こ
の
墓
は

し、

つ

い
か
な
る
理
由
で
付
近

体
何
な
の
か

の
集
落
の
住
民
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
る
運
命
と
な
っ

た
の
か 。

つ
ま
り 、

私
が
現
在
取
り

組
ん
で
い
る
方
法
と
は 、

現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
遺
構
や
現
象
を
観
察
し 、

そ
こ
か
ら
問
題
を
拾
い
あ
げ 、

文
献
史
学
や
考
古
学
あ
る
い
は
そ
の
他
の
分
野
の
方
法
に
投
げ
か
え
し 、

所
与
の
方
法
の
お
ち
い
り

が
ち
な
自
己
完
結
性
を
打
破
し 、

れ
を
活
性
化
す
る
試
み
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
な
眼
で
観
察
す
る
と
沖
縄
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
素
材
が
こ
ろ
が
っ

て
お
り 、

そ
の
多
く
は
古

琉
球
の
問
題
へ
と
つ
な
が
る
可
能
性
を
ひ
め
て
い
る 。

伊
波
に
代
表
さ
れ
る
オ
モ
ロ
派
に
お
い
て
も
右
の
方
法
の
は
し
り

が
示
さ
れ
て
は

い
る
が 、

彼
ら
に
お
し
て
は
観
察
が
不
卜

分
で 、

問
題
の
設
定
の
し
か
た
が
必
ず
し
も
得
意
で
は
な
か
っ

た
よ
う
だ 。

そ
の
点
を
確
認
し

な
が
ら 、

オ
モ
ロ
派
に
お
け
る
諸
方
法
を
積
極
的
に
継
承
す
る
意
味
で 、

私
は
右
の
よ
う
な
観
察 、

問
題
の
発
見 、

そ
し
て
問
題
の
解
決

と
い
う
一

連
の
プ
ロ
セ
ス
を 、

現
在
に
残
る
遺
構
・

事
象
を
出
発
点
に
展
開
し
よ
う
と
考
え
て
い
る 。

古
琉
球
と
グ
ス
ク

時
代

古
琉
球
の
性
格

既
発
表
の
仕
事
の
中
で
す
で
に
提
示
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が 、

琉
球
史
の
総
過
程
は
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
に
時
代
区
分
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る 。

先
史
時
代
(
原
始
時
代)

肯
琉
球
(
古
代
沖
縄)

近
世
琉
球
(
近
世
沖
縄)

近
代
沖
縄

戦
後
沖
縄
(
現
代
沖
縄)

古琉球研究の基本的論点

肯
琉
球
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
の
で
後
に
譲
る
と
し
て 、

ま
ず
各
時
代
の
概
略
を
述
べ
る
と 、

先
史
時
代
は
主
に
考
古
学
の
あ
つ
か
う

旧
石
器
時
代
・

貝
塚
時
代
な
ど
の
総
称 、

近
世
琉
球
は

六
O
九
年
の
島
津
侵
入
事
件
か
ら
琉
球
処
分

こ

八
七
九
年)

ま
で
の
約
二
七

0
年
間 、

近
代
沖
縄
は
琉
球
処
分
か
ら
沖
縄
戦

こ

九
四
五
年)

ま
で
の
「
沖
縄
県」

時
代 、

戦
後
沖
縄
は
沖
縄
戦
か
ら
ア
メ
リ
カ
統
治

時
代
お
よ
び
復
帰

こ

九
七

年)

後
の
「
沖
縄
県」

時
代
を
含
む
今
日
ま
で

と
い
う
こ
と
に
な
る 。

第lY-

古
琉
球
と
近
世
琉
球
を
区
切
る
の
は
島
津
侵
入
事
件 、

近
世
琉
球
と
近
代
沖
縄
を
仕
切
る
の
は
琉
球
処
分 、

近
代
沖
縄
と
戦
後
沖
縄
を

区
別
す
る
の
は
沖
縄
戦
で
あ
る
か
ら 、

右
の
時
代
区
分
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
外
的
イ
ン
パ
ク
ト
H

件
が
時
代
区
分
の
節
目
と
な
っ

て そ

円ノ臼FhJV
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い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
外
的
イ
ン
パ
ク
ト

を
重
視
し
て
レ
る
の
は 、
近
世
以
後
の
琉
球
史
は 、
内
的
要
因
を
超
え
る
形
で
外
的
要
因
が
時

代
転
換
の
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト

に
な
っ

て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り 、
ま
た 、
こ
の
他
律
的
側
面
を
直
視
す
る
こ
と
な
し
に
は

時
代
変
遷
の
推
移
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い 。

し
か
し
な
が
ら、
古
琉
球
の
時
代
に
つ
い
て
は 、
右
の
外
的
イ
ン
パ
ク
ト
H

他
律
的
側
面
(
主
に
政
治
的
事
件)
に
ア
ク
セ
ン
ト

を
お

い
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る 。
た
し

か
に 、
古
琉
球
の
終
了
は
島
津
侵
入
事
件
と
い
う
外
的
イ
ン
パ
ク
ト

に
規
定
さ
れ
て

は
い
る
が 、
し

か
し 、

そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は 、
島
津
侵
入
事
件
で
近
世
琉
球
が 、
琉
球
処
分
で
近
代
沖
縄
が 、
沖
縄
戦
で
戦
後
沖

縄
が
そ
れ
ぞ
れ
ス
タ
ー
ト
し
た
の
と
は
事
情
が
か
な
り

異
な
る
よ
う
に
思
う 。
つ
ま
り 、

他
の
三
時
代
が
外
的
要
因
を
契
機
に
展
開
さ
れ

た
の
に
対
し
て 、
古
琉
球
は
外
来
文
化
の
イ
ン
パ
ク
ト

が
加
わ
る
と
は
い
え 、
主
に
内
的
要
因
を
モ
メ
ン
ト

に
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
っ

た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る 。

コ
メ
・
ム
ギ
・
ア
ワ
な
ど
の
穀
類
栽
培
農
耕
が
沖
縄
に
お
い
て
展
開
し 、
ま
た 、
外
来
の
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト

が
お
よ
び
は
じ
め 、
全

体
と
し
て
先
史
時
代
吃
は
異
な
る
社
会
的
変
容
を
沖
縄
社
会
が
見
せ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ

た
段
階 、
と
く
に 、
首
長
ア
チ
が
発
生
し一

定
の
抗
争
を
見
せ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ

た
段
階 、
私
は
こ
れ
を
古
琉
球
の
起
点
と
考
え
る 。
つ
ま
り 、

古
琉
球
は 、
政
治
的
事
件
の
あ

れ
こ
れ
で
ス
タ
ー
ト

す
る
時
代
で
は
な
く 、
外
来
文
化
を
摂
取
し
な
が
ら
沖
縄
に
お
い
て
自
必
砂
に
形
成
さ
れ
ス
タ
ー
ト

す
る
先
史
時
代

の
帰
結

と
考
え
て
い
る 。

古
琉
球
の
起
点
に
発
生
し
た
首
長
ア
ヂ
は 、
対
立
抗
争
を
く
り

か
え
し
な
が
ら
や
が
て
三
山
の
時
代
を
生
み 、
つ
い
に

五
世
紀
初
期

に
は
尚
巴
志
の
手
で
三
山
が
統一
さ
れ
統一
王
朝
日

琉
球
王
国
が
樹
立
さ
れ
る
に
至
る 。
そ
し
て 、
琉
球
王
国
は
尚
真
王
期
に
確
立
さ
れ

展
開
を
見
る
の
で
あ
る
が 、
や
が
て
十
七
世
紀
初
頭
の
島
津
侵
入
事
件
を
契
機
に
幕
藩
体
制
の一
環
に
編
成
さ
れ 、
政
治
的
性
格
が
大
い

に
変
化
し 、
こ
れ
に
と
も
な
い
古
琉
球
も
終
点
を
迎
え
る

ーー
と
い
う
の
が
私
の
古
琉
球
理
解
の
概
要
で
あ
る 。
と
す
れ
ば 、
古
琉
球
と

は 、
琉
球
王
国
形
成
の
前
史
か
ら
島
津
侵
入
事
件
(
H

琉
球
王
国
の
変
容)
ま
で
の
一
連
の
歴
史
過
程
と
し
て
理
解
す
へ
き
時
代 、
と
規

定
で
き
る
わ
け
で
あ
る 。

右
の
理
解
を
年
代
に
お
き
か
え
る
と
ど
う
な
る
か、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
次
に
そ
の
点
が
問
題
と
な
ろ
う 。

私
は
こ
れ
ま
で 、
考
古
学
の
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
要
旨
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
た 。
貝
塚
時
代
は
十
世
紀
前
後
に
は
終
了
し 、

ひ
き
つ
つ
き
ク
ス
ク

時
代
が
登
場
す
る 。
グ
ス
ク

時
代
は 、
穀
類
栽
培
農
耕
が
一
定
の
展
開
を
見
せ
は
じ
め
た
時
期
で
あ
り 、
ま
た 、
外

来
の
文
化
的
イ
ン
パ
ク
ト

が
お
よ
び
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ

て 、
そ
の
中
で
し
だ
い
に
社
会
的
変
容
が
進
み
は
じ
め
た 。
や
が
て
十
二 、

三
世
紀
に
な
る
と
首
長
ア
ヂ
が
広
汎
に
出
現
し
て
一
定
の
対
立
抗
争
を
く
り

か
え
す
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で 、
時
代
区
分
か
ら

見
た
グ
ス
ク

時
代
は 、
十
二 、
三
世
紀
頃
に
ほ
ぼ
終
了
し
ひ
き
つ
づ
き
古
琉
球
の
時
代
を
迎
え
る
に
至
っ

た 。
つ
ま
り 、
グ
ス
ク

時
代
は 、

先
史
時
代
の
終
末
で
あ
る
と
同
時
に
古
琉
球
の
起
点
を
含
む
段
階
で
あ
る 、
と
私
は
理
解
し
て
き
た 。
そ
し
て
グ
ス
ク
時
代
の
中
か
ら
形

成
さ
れ
た
古
琉
球
は 、
三
山
の
時
代
を
経
て
琉
球
王
国
段
階
へ
と
移
行
す
る 、
と
捉
え
て
き
た
の
で
あ
っ

た 。

右
の
把
握
の
根
拠
に
な
っ

て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る 。
近
世
期
の
首
里
王
府
正
史
に
よ
れ
ば 、
統一
王
朝
(
琉
球
王
国)

が
出
現
す
る
以
前
の

00
年
間

四
一
九
年
ま
で
は
三
山
鼎
立
の
時
代
で
あ
り

つ
ま
り

延
祐
年
間
(一
三一
四
1

二
O
年)
か
ら

市琉球研究の基本的論点

さ
ら
に
は 、
三
山
鼎
立
以
前
の
卜

二
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
約
二

00
年
間
は
舜
天
(一
一
六
六
1一

二
三
七) 、

英
祖
ご
二
二
九
1

九
九)
な
ど
の
「
王」
た
ち
の
時
代
で
あ
っ

た 。
こ
れ
ら
の
「
王」
た
ち
は 、
伊
波
普
猷
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に 、
統一
王
朝
の
覇
者
と
し
て
の
王
で
は
な
く
首
長
ア
ヂ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
と
私
も
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が 、
」
の
想
定
が
も

し
正
し

け
れ
ば 、
正
史
は
す
で
に
十
二
世
紀
頃
に
は
首
長
ア
ヂ
が
各
地
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
レ
る
の
で
あ
る 。

第l章

念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば 、
舜
天
や
英
祖
な
ど
の
「
王」
リ
ア
ヂ
た
ち
は
近
世
期
の
正
史
が
勝
手
に
創
作
し
た
も
の
で
ま

な
い 。
た
と

え
ば 、

嘉
靖
元
年
二
五

)
の
国
王
頒
徳
碑
(
石
門
の
東
の
碑
文)
に
「
昔
年
舜
天
英
祖
察
度
三
代
以
後」
と
あ
り 、
ま
た 、
カ

タ

必qEJ
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ノ

ナ
の
碑
文

ご

五
円一
二

)

に
は
「
そ
ん
と
ん
よ
り
こ
の
カ
た

十
一

代
の
王
」

と
あ
る
の
で 、

琉
球
の
初
代
の
「
王
」

を
舜
天
と
し 、

彼
か
ら
当
代
の
国
王
を
何
代
と
か
ぞ
え
る
観
念
が
す
で
に
卜

六
世
紀
初
期
も
し
く
は
中
期
に
か
け
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る 。

た 、

三
山
鼎
立
の
状
況
に
つ
い
て
は 、

中
山
王
察
度
が
洪
武
帝
の
招
諭
を
う
け
て
入
頁
し
た
一

三
七
二
年
以
後
は
『
明
実
録
』

な
ど
の
同

時
代
史
料
に
よ
っ

て
ほ
ぼ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で 、

そ
れ
以
前 、

た
と
え
ば
正
史
の
い
う
延
祐
年
間
あ
た
り

か
ら
三
山
鼎
立
の
状

況
が
顕
在
化
し
た
と
い
う
の
も
状
況
と
し
て
は
納
得
で
き
る
よ
う
に
思
う 。

し
か
も
三
山
の
鼎
立
は 、

そ
の
時
代
に
先
行
す
る
ア
ヂ
た
ち

の
対
立
抗
争
の
帰
結
と
考
え
ら
れ
る
の
で 、

肯
琉
球
の
起
点
を
三
山
以
前 、

た
と
え
ば
舜
天
・

英
祖
た
ち
が
登
場
し
た
と
正
史
の
伝
え
る

十
二 、

三
世
紀
に
惣
定
し
で
も
歴
史
像
の
う
え
で
は
無
理
が
な
い
と
考
え
る 。

卜
世
紀
前
後
か
ら
十
二 、

三
世
紀
ま
で
を
グ
ス
ク

時
代
(
先
史
時
代
の
終
末
段
階) 、

そ
れ
以
後
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
を
古
琉
球
と
考

え
て
き
た
私
の
右
述
の
理
解
の
い
っ

ぽ
う
で 、

最
近 、

考
古
学
者
の
間
で
グ
ス
ク

時
代
そ
の
も
の
の
理
解
を
め
ぐ
る
大
き
な
変
化
が
あ
ら

わ
れ
は
じ

め
て
い
る 。

次
に
そ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い

。

グ
ス
ク

時
代
概
念
の
変
化

ま
ず
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は 、

考
古
学
に
お
い
て
グ
ス
ク

時
代
の
理
解
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
整
理
と
総
括
が
ぜ
ひ
と
も

必
要
で
あ
り 、

そ
の
う
え
に
立
っ

て
研
究
の
現
段
階
を
明
示
す
る
仕
事
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
う
と
同
時
に 、

グ
ス
ク

時
代
の
編
年
概
念

を
明
確
に
し 、

標
準
土
器
形
式
の
問
題
や
絶
対
年
代
の
推
定
方
法
に
関
す
る
ツ
メ
が
必
要
で
あ
る 、

と
考
え
る 。

と
い
う
の
は 、

グ
ス
ク

時
代
概
念
は
研
究
者
に
よ
っ

て
か
な
ら
ず
し
も
一

様
で
は
な
く 、

研
究
者
間
の
理
解
を
相
違
さ
せ
て
い
る
根
拠
が
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
か
ら
だ

。

ま
た 、

戦
後
の
考
古
学
研
究
史
に
照
し
合
わ
せ
て
も 、

こ
の
間
グ
ス
ク

時
代
の
概
念
は
し
だ
い
に
変
化
し
て
き
て
お
り

と
く
に
絶
対
年
代
の
想
定
に
関
し
て
は
徐
々
に
新
し
く
見
つ

も
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
な
が
ら 、

そ
の
聞
の
事
情
が
別
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
者

に
は
さ
っ

ぱ
り

要
領
を
得
な
い

と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ

て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る 。

以
上
の
問
題
点
の
解
決
は
い
ず
れ
考
古
学
者
の
手
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
の
で

」
こ
で
は
最
近
の
二
つ
の
編
年
を
手
が
か
り
に

グ
ス
ク

時
代
と
古
琉
球
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
み
た
い

。

周
知
の
よ
う
に

高
宮
広
衛
は
「
先
史
時
代
の
沖
縄
諸
島
」
(
『
沖
縄
文
化
研
究
』

6

一

九
七
九

の
中
で

旧
石
器
時
代
を
除
く
先

史
時
代
H
「
石
器
時
代
」

に
つ
い
て
大
き
く
「
前
期
」

と
「
後
期
」

に
区
分
し 、

「
前
期
」

を
さ
ら
に
五
つ
の
時
期
(
I
i
V
)

に 、

「
後

期
」

を
四
つ
の
時
期
(
I
i
N)

に
細
分
す
る
独
自
の
新
し
い
編
年
の
試
み
を
提
示
し
て
い
る 。

高
宮
の
編
年
は 、

沖
縄
の
先
史
時
代
を
基
本
的
に
日
本
の
縄
文
時
代
・

弥
生
時
代
の
編
年
を
も
と
に
構
成
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る

の
で
あ
る
が 、

そ
の
「
後
期
」

に
つ
い
て
見
る
と 、

I
期
は
弥
生
時
代
前
期
に 、

E
期
は
弥
生
中
期
に 、

E
期
は
弥
生
後
期
こ

そ
れ
ぞ
れ

比
定
さ
れ
て
い
る 。

」
こ
で
の
私
の
関
心
に
関
連
す
る
N
期
に
つ
い
て
高
宮
は

「
成
川
式
以
後
の
石
器
時
代
」

で
「
下
限
を
フ
ェ
ン
サ

合琉球研究の基本的論点

下
層
式
の
時
期
」

と
し
て
お
り 、

そ
の
絶
対
年
代
を
「
六
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
後
の
期
間
」

と
捉
え
て
い
る 。

フ
ェ
ン
サ

下
層
式
の

年
代
を
九
世
紀
前
後
と
し
て
い
る
理
由
は 、

そ
の
土
器
に
伴
っ

て
平
安
時
代
初
期
日
本
の
須
恵
器
に
類
似
し
た
須
恵
器
(
い
わ
ゆ
る
類
須

恵
器)

を
出
土
す
る
た
め
で
あ
る 。

フ
ェ

ン
サ

下
層
式
土
器
は 、

こ
れ
ま
で
貝
塚
時
代
後
期
の
土
器
型
式
の
延
長
線
に
あ
る
も
の
と
い
わ
れ 、

ま
た 、

グ
ス
ク

時
代
開
始
期

第l帝

の
状
況
を
伝
え
る
土
器
型
式
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が

高
宮
は
こ
れ
を
グ
ス
ク

時
代
か
ら
切
り

離
し
「
石
器
時
代
」

N

期
の
終
末
段
階
の
上
器
と
し
て
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る 。

と
す
る
と 、
一

体
グ
ス
ク

時
代
は
ど
う

把
握
し
直
さ
れ
る
べ

き
な
の
だ
ろ
う
か

。 ま
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残
念
な
が
ら
こ
の
点
に
関
し
て
「
先
史
時
代
の
沖
縄
諸
島」
に
は
明
確
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い。
だ
が、
高
宮
は、
フ
ェ
ン
サ
下
層

式
と
上
層
式
の
聞
に
横
た
わ
る
時
代
状
況
の
変
化
を
指
摘
し、
上
層
式
の
年
代
を
伴
出
す
る
中
国
製
陶
磁
器
か
ら
推
定
し
て
「
南
宋
1
明

初」
(
つ
ま
り
十
二
世
紀
初
頭
i
十
四
世
紀
中
期)
と
し
て
い
る
の
で、
グ
ス
ク
時
代
を
下
層
式
の
終
了
す
る
九
世
紀
前
後
以
後
か、
も

し
く
は
上
層
式
の
は
じ
ま
る
十
二
世
紀
以
後
か、
そ
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
開
始
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
九
世
紀
前
後
以

後
な
の
か、
そ
れ
と
も
十
二
世
紀
以
後
な
の
か
と
い
う
問
題
は、
グ
ス
ク
時
代
理
解
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
論
点
の一
つ
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で、
い
ず
れ
高
宮
自
身
が
グ
ス
ク
時
代
編
年
の
新
し
い
試
み
を
提
示
す
る
中
で
明
言
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し

て
し
る。

仮
に、
ク
ス
ク
時
代
を
九
世
紀
前
後
以
後
(
フ
ェ
ン
サ
下
層
式
の
終
了)
か
ら
十
四
世
紀
中
期
(
上
層
式
に
伴
出
す
る
明
初
の
陶
磁
器

の
年
代)
ま
で
と
想
定
し
て
い
る
と
考
え
る
と、
私
が
こ
れ
ま
で
理
解
し
て
き
た
ク
ス
ク
時
代
の
年
代
幅
(
十
世
紀
前
後
1
十
二、
三
世

紀)
と
ほ
ぼ
重
なっ
て
く
る
わ
け
だ
が、
逆
に
十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
中
期
と
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と、
私
の
こ
れ
ま
で
の
理

解
と
大
き
く
か
け
は
な
れ、
次
に
紹
介
す
る
安
里
進
ら
の
編
年
の
問
題
と
密
接
な
関
連
を
もっ
て
こ
さ
る
を
え
な
く
な
る。

さ
て、
安
里
進
を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
は
『
名
護
市
の
遺
跡』
ω
(一
九
八
二)
の
中
で、
「
考
古
学
を
歴
史
学
の一
部
と
把

え

考
古
学
と
文
献
史
学」
を
つ
な
ぐ
た
め
の
新
し
い
編
年
の
試
み
を
提
示
し
て
い
る。

そ
の
編
年
で
は、
ま
ず
「
先
土
器
時
代」
(
旧
石
器
時
代
を
あ
え
て
こ
う
表
現
し
て
レ
る
点
に
注
意)
が
あ
り、
一
定
の
空
白
を
経
て

「
早
期」
が
登
場
す
る。
「
早
期」
の
あ
と
に
も一
定
の
空
白
が
あ
っ
て
後
「
沖
縄
貝
塚
時
代」
と
な
る
わ
け
だ
が、
「
沖
縄
貝
塚
時
代」

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
「
前
期」
「
中
期」
「
後
期」
に
三
分
し、
そ
の
次
に
「
グ
シ
ク
時
代」
が
登
場
す
る
形
と
な
っ
て
い
る。
「
グ
シ
ク

時
代」
も
ま
た
「
前
期」
「
中
期」
「
後
期」
に
三
分
さ
れ
て
お
り、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
「
古
琉
球」
↓
「
近
世」
↓
「
近
代」
↓
「
現
代」

と
い
う
歴
史
過
程
の
把
握
が
示
さ
れ
て
い
る。
先
の
高
宮
の
編
年
と
の
全
体
的
な
比
較
検
討
は
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
の
で
割
愛
す
る

が、

私
が
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は、

こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
グ
ン
ク

時
代
」

の
概
念
規
定
で
あ
る。

古
琉
球
の
一

環
と
し
て
の
グ
ス
ク

時
代

安
里
ら
は

グ
ス
ク
(
グ
シ
ク)
時
代
を
「
グ
シ
ク
土
器
が
用
い
ら
れ
た
期
間」
と
規
定
し、
そ
の
終
末
を
十
五
世
紀
初
期
の
三
山
統

一
頃
に
お
い
て
い
る。
そ
し
て、
名
護
市一
帯
で
収
集
さ
れ
た
考
古
資
料
を
中
心
に、
「
前
期」
を
「
久士心
F
類
土
器
と
い
う
コ
ブ
状
突

起
が
つ
い
た
土
器
や、
ヤ
ジ
ャ
l
カ
マ
B
式
土
器
が
出
る
時
期」、
「
中
期」
を
「
粘
板
岩
粒
を
混
入
し
た
胎
土
H
土
器
や、
南
宋
の
青
磁、

白
磁
が
出
る
時
期」、
「
後
期」
を
「
砂
粒
を
混
入
し
た
胎
土
I
土
器
と、
表
面
に
小
穴
が
あ
り
ア
パ
タ
状
を
呈
す
る
胎
土
J
土
器
等
と
と

も
に、
明
初
の
青
磁
等、が
出
る
頃」
と
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る。
各
時
期
の
年
代
に
つ
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が、

『
名
護
市
の
遺
跡』
川
所
収
の
「
編
年
!
時
代
区
分
表」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
理
解
す
る
と、
グ
ス
ク
時
代
「
前
期」
ま
十
二

世
紀、
「
中
期」
は
十
三
世
紀、
「
後
期」
は
十
四
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
期
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
つ
ま
り、
安
里
ら
が

古琉球研究の基本的論点

規
定
す
る
グ
ス
ク
時
代
は、
十
二
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
期
ま
で
の
ほ
ぼ=

〔む
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る。
こ
の
理
解
は、
先
の
高
宮

の
い
う
グ
ス
ク
時
代
幅
を
仮
に
十
二
世
紀
か
ら

四
世
紀
中
期
と
押
え
る
と
そ
れ
に
ほ
ぼ
重
な
る
理
解
で
あ
り、
し
た
が
っ
て、
私
が
こ

れ
ま
で
理
解
し
て
き
た
時
代
幅
と
は
大
き
く
ズ
レ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

こ
こ
で
ダ
ス
ク
時
代
を
め
ぐ
る
論
点
は
よ
り
鮮
明
と
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う。
安
里
ら
の
い
う
グ
ス
ク
時
代
(
十
二
世
紀
1
十
五
世

は、
年
代
的
に
見
て、
舜
点
や
英
祖
な
ど
の
名
で
伝
承
さ
れ
る
首
長
ア
ヂ
の
時
代
か
ら
そ
の
帰
結
で
あ
る
と
こ
ろ
の
三
山
統一

第l章

紀
初
期)

の
時
代
ま
で
と
み
ご
と
に
重
な
っ
て
き
た。
そ
し
て
ま
た、
右
の
問
題
提
起
を
尊
重
す
れ
ば、
私
が
こ
れ
ま
で
理
解
し
て
き
た
グ
ス
ク
時

n6
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代
の
年
代
幅
(
i

世
紀
前
後
11
卜一 .、

」一
位
紀)
は
十

二
世
紀
か
ら
卜

五
世
紀
初
期
へ
と
大
き
く
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
の
で
あ

る
が 、
と
な
る
と 、
内
琉
球
と
グ
ス
ク

時
代
の
関
連
を
あ
ら
た
に
再
構
成
す
る
課
題
が
お
の ，
す
か
ら
生
じ
て
く
る 。
こ
れ
ま
で
の
自
説
を

修
正
し
て 、
私
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に 、
古
琉
球
と
グ
ス
ク

時
代
の
関
連
を
捉
え
直
す
こ
と
こ
し
た 。

一
つ
の
考
え
方
は 、
安
里
ら
の
よ
う
に
ト

二
世
紀
か
ら
十

五
世
紀
初
期
ま
で
2

行6
年
聞
を
グ
ス
ク

時
代
と
把
え 、
十
五
世
紀
期
の

三
山
統一
以
後
島
津
侵
入
事
件
ま
で
の
約
二

(δ
年
聞
を
古
琉
球
と
把
え
る
や
り

方
で
あ
る 。
し
か
し 、
先
述
し
た
よ
う
に 、
私
は
古
琉

球
を
琉
球
王
国
形
成
の
前
史
を
含
む
一

彦
か
骨
骨
赴
卦
と
把
握
し 、
そ
の
自
生
的
な
歴
史
的
展
開
を
重
視
す
る
立
場
か
ら 、
右
の
よ
う
に

+円
琉
球
の
起
点
を
三
山
統

H
統一
王
朝
(
琉
球
王
国)
の
出
現
と
い
う

政
治
事
件
に
解
消
す
る
理
解
は
と
り
た
く
な
い 。
先
に
強
調
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が 、
古
琉
球
は 、
「
コ
メ
・
ム
キ
・
ア
ワ
な
ど
の
穀
類
栽
培
農
耕
が
沖
縄
に
お
い
て
展
開
し 、
ま
た 、
外
来
の
文
化
的

イ
ン
パ
ク
ト

が
お
よ
び
は
じ

め 、
全
体
と
し
て
先
史
時
代
と
は
異
な
る
社
会
的
変
容
を
沖
縄
社
会
が
見
せ
は
じ

め
る
よ
う
こ

な
っ

た
段
階 、

と
く
に 、
首
長
ア
ヂ
が
発
生
し一

定
の
抗
争
を
見
せ
は
じ

め
る
よ
う
に
な
っ

た
段
階」
を
起
点
に
ス
タ
ー
ト
し 、
以
後 、
琉
球
王
国
の
形

成
・

確
立
の
形
で
推
移
し
や
が
て
島
津
侵
入
事
件
に
よ
っ

て
基
本
的
に
終
止
符
を
打
た
れ
る
時
代 、
と
考
え
て
い
る 。
し
た
が
っ

て 、
安

里
ら
の
い
う
グ
ス
ク

時
代
は 、
琉
球
王
国
形
成
の
前
史
と
し
て
む
し
ろ
古
琉
球
の
範
囲
に
含
め
て
把
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う 。

そ
し
て 、
古
琉
球
を
大
き
く二一
つ
の
時
期
H

段
階
に
区
分
し 、
そ
の
中
に
グ
ス
ク

時
代
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か 。

つ
ま
り 、

前
期
は
十

世
紀
か
ら
卜

五
世
紀
初
期
の
統一
王
朝
(
琉
球

国)
の
出
現
ま
で
の
三

00
年
間
|l

ア
ジ
の
登
場
と
抗
争 、

三
山
の
鼎
立
を
含
む
琉
球
王
国
形
成
の
前
史
で
あ
る 。
中
期
は
統一
王
朝
(
琉
球
王
国)
の
出
現
か
ら
第

尚
氏
王
朝
の
成
立
を
経
て
尚

真
王
期
二
円
七
七
i一

五
一
六)
の
手
前
ま
で
の
約
五
0
年
間

||
琉
球

国
が
独
自
の
国
家
と
し
て
形
成
さ
れ
た
段
階
で
あ
る 。
後

期
は
尚
真
主
期
か
ら
島
津
侵
入
事
件
ま
で
の一
三
O
年
余
||

琉
球
王
国
の
確
立
・

展
開
期
に
相
当
す
る 。
右
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば 、

安
里
ら
の
い
う
グ
ス
ク
時
代
と
は 、
市
琉
球
前
期
を
考
古
学
の
側
か
ら
把
握
し
た
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る

図
4
参
照) 。

17 

以
上
の
よ
う
に
再
構
成
で
き
る
と
す
れ
ば

古
琉
球
は
十
二
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
お
よ
ぶ

後
期
と
い
う

段
階
を
含
む
一

彦
か
骨
骨
赴
骨
と
把
握

18世紀

近I吐琉球

約
五

ハδ
年
の
時
代
で
あ
り 、

前
期

中
期

す
る
こ
と
が
で
き 、
ま
た 、
考
古
学
で
い
う
グ
ス
ク

時
代
も
古
琉
球
前
期
を
考
古
学
の
方
法
に
よ
っ

て
捉
え
た
時
代
H

編
年
概
念
で
あ
る 、
と
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る 。

16 

グ
ス
ク

時
代
の
概
念
と
時
代
幅
の
理
解
に
関
し
て
は 、
今
後
の
考
古
学
の
研
究
に
よ
っ

て
さ
ら
に

変
化
す
る
か
も
し

れ
な
い
が 、
し

か
し 、
当
面
の
研
究
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
こ
れ
を
常
に
時
代
区

分
の
問
題
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
歴
史
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
と
考
え
る
の
で 、
高
宮
や

古琉球時期[王分慨念

と
を
切
望
す
る
し
だ
い
で
あ
る 。
こ
の一
文
が
そ
の
作
業
の
問
題
提
起
に
な
れ
工

幸
い
で
あ
る 。

15 

記
し
て
学
思
に
感
謝
し
た
レ 。

研i

安
里
ら
の
問
題
提
起
に
学
び
な
が
ら
私
な
り

に
あ
え
て
試
案
を
提
示
し
て
み
た 。

期

ク時代

今
後 、
+門
琉
球
と
グ
ス
ク

時
代
の
関
連
に
関
す
る
多
く
の
論
議
が
輿
り 、

研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ

古車k球研究の基本的論点

11 

fl:: 

14 

l守

13 

ス

Hリ

ク

〈
付
記〉

本
節
を
草
す
る
こ

あ
た
っ

て
高
宮
広
衛
お
よ
び
安
里
進
両
氏
か
ら
有
益
な
ア
ド

ハ

12 

図4

イ
ス
を
い
た
だ
い
た 。

時
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第
二
章

辞
令
書
に
見
る
王
国
の
存
在
形
態
と
そ
の
変
化



琉
球
王
国
に
お
け
る
王
府
制
度
の
特
質

ーー
辞
令
書
に
見
る
ヒ
キ
と
庫
理
に
関
す
る
覚
書

渡
海
役
辞
令
書
の
紹
介

古
琉
抗
日

中
世

の
琉
球
王
国
に
お
い
て
は、
役
職

の
軽
重
に
関
係
な
く
任
職
に
際
し
て
国
王
名

の
辞
令
書
を
与
え
る
制
度
が
明
瞭
に
存

(2)
 

在
し
た
が 、
こ

の
制
度
は、
東
シ
ナ
海
や
南
シ
ナ
海
を
越
え
て
渡
航
す
る
使
臣
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
て
い
た 。
そ

の
こ
と
は
残

存
す
る
次

の
三
点

の
渡
海
役
辞
令
書
を
検
討
す
れ
ば
明

ら
か
と
な
る 。

辞令書に見る王国の存在形態とその変化第2章

A 

渡
唐
船
タ
カ
ラ
丸
官
舎
職
叙
任
辞
令
書
こ
五
二
三
年)

し
よ
り

の
御
ミ

事

固

た
う
へ
ま
い
る

た
か

ら
丸
か

く
わ
に
し
や
わ

せ
い
や
り
と
ミ

か
ひ
き

の

人
し
ほ
た
る
も
い
て
こ
く
に

回

た
ま
わ
り
申
候

し
よ
り
よ
り
し
ほ
た
る
も
い
て
こ
く
の
方
へ
ま
い
る

嘉
靖
二
年
八
月
廿
六
日

B 

渡
唐
船ヨ
ツ
ギ
ト
ミ

船
頭
職
叙
任
辞
令
書
(一
五
三
七
年)

{布引)

し
よ
り

の
御
ミ

口

た
う
へ
ま
い
口

回

よ
ぺ〉

は き
ゑ と

の ミ
こ カミ
お せ
り ん

口5 ロア
口 I
口)

一
人
あ
め
く

の
大
や
口
口
口
口

回

(居間}

た
ま
わ
り
申
口

(万へまtる}

し
よ
り
よ
り
あ
め
く

の
大
や
く
も
い
か
口
口
口
口
口

{廿口)

嘉
靖
十
六
年
八
月
口
口

C 

渡
南
蛮
船
セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ

筑
殿
職
叙
任
辞
令
書
こ
五
四一
年)

し
よ
り

の
御
ミ

事

回

ま
な
は
ん
ゑ
ま
い
る

一 せ
人 ち
ま 口扇あ
さ 口さら
ふ か と
ろ ね
て こ カ 、
こ ほ ち
く り く
口Eの と

の
口2

回

た
ま
わ
り
申
候

- 64一rhd
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し
よ
り
よ
り
ま
さ
ふ
ろ
て
こ
く
の
方
へ
ま
い
口

嘉
靖
廿
年
八
月
卜
日

田
名
家
文
書
(
沖
縄
県
立
博
物
館
寄
託)

と
総
称
さ
れ
る
三
二
点
の
辞
令
書
群
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
右
三
点
の
辞
令z
t
は 、

れ
も
「
古
琉
球
辞
令
範」

の
典
型
的
な
書
式
を
示
す
も
の
で
あ
る
が 、

内
容
は
大
略
次
の
と
お
り
で
あ
る
(
各
辞
令
書
の
上
部
左
右一

所
に
押
印
さ
れ
て
い
る
印
形
は
朱
方
印
「
首
里
之
印
」)

。

A
は 、

嘉
靖
二
年
(
一

五
二
三)

ノ
月
二
十
六
日
付
で
渡
唐
船
タ
カ
ラ
丸
の
官
舎
職
に
セ
イ
ヤ
リ
ト
ミ
ガ
ヒ
キ
の
シ
ホ
タ
ル
も
い
文
子

を
任
じ
た
も
の

B 
tま

同
十
六
年
(
一

五
三
七)

ノ
月
二
十
日
付
で
渡
唐
船
ヨ
ツ
ギ
ト
ミ

の
船
頭
(
勢
頭)

職
に
南
風
の
庫
理
の
天
久

八
月
十
日
付
で
真
南
蛮
(
真
は
接
頭
美
称 、

南
蛮
は
東
南
ア
ジ
ア
の

の
大
屋
子
も
い
を
任
じ
た
も
の 、

同
二
十
年

二

五
四

こ

C
は 、

へ

派
遣
さ
れ
る
使
船
セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ

の
筑
殿
(
H

筑
登
之)

職
に
口
口
カ
ネ
庫
理
の
マ
サ
ブ
ロ

文
子
を
任
じ
た
も
の 、

で
あ
る 。

(
4)

(
5)
 

田
名
家
文
書
を
伝
え
て
き
た
麻
姓
田
名
家
の
『
麻
姓
家
譜』

に
よ
る
と 、

A
の
辞
令
書
を
賜
っ

た
シ
ホ
タ
ル
も
い
文
子
は
四
世
真
孟
(
一

総
称)

四
九
四
i

一

五
七
七
年

で 、

彼
は
嘉
靖
二
年
八
月
二
十
六
日

二
九
歳
の
時
に
正
義
大
夫
鄭
縄 、

長
史
金
良
ら
進
貢
謝
恩
使
に
随
い
使

船
宝
丸
の
官
舎
と
し
て
渡
聞
し
た 。

B
の
辞
令
書
を
賜
っ

た
の
も
や
は
り

真
孟
で 、

同
十
六
年
八
月
二
十
日
正
義
大
夫
陳
賦 、

長
史
禁
廷

美
ら
進
貢
使
に
随
い
使
船
世
続
富
の
使
者
と
し
て
渡
唐
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。

C
の
辞
令
書
を
賜
っ

た
の
は
真
孟
の
嫡
子 、

(
6)

(
7)

ち
く
と
の

(
8)
》

命
(

で
あ
り 、

真
命
は
嘉
靖
二
十
年
八
月
十
日
勢
治
荒
富
の
筑
登
之
と
し
て
南
蛮
へ

赴
い
て
い
る 。

五
世
真

五

一一一
1

九
五
年)

こ
こ
で
改
め
て
確
認
す
べ

き
点
は 、

官
舎
・

船
頭
・

筑
殿
な
ど
渡
海
役
の
任
職
に
際
し
て
も
辞
令
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ

う 。

私
は
先
に 、

辞
令
書
は
一

般
に 、

①
い
つ

発
給
年
月
日) 、

②
誰
が

(
受
給
者) 、

④
何
を
(
給
与
内
容)

(
発
給
者) 、

③
誰
に

で
あ
り 、

琉
球
の
辞
令

の
場
合
の
発
給
者
は
国
王
で
あ
っ

た

と
指
摘
し
た

を
与
え
た
か 、

と
い
う
阿
つ
の
構
成
要
件
を
も
っ
公
文

(
9)
 

こ
と
が
あ
る。
A
I
C
の
辞
令
書
で
「
し
よ
り
の
御
ミ
事」
(
首
里
の
御
詔)、
「
し
よ
り
よ
り

ハ×出
〔
受
給
者〕
か
方へ
ま
い
る」
(
首

里
よ
り
受
給
者
に
こ
の
辞
令
書
は
参
る)
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
し
よ
り」
H
首
里
は、
王
都
H
首
里
あ
る
レ
は
王
宮
H
首
里
城
の
代

名
詞
て
あ
る
と
同
時
に
国
王
の
同
義
語
で
も
あ
る
が

こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に 、

辞
令
書
の
発
給
主
体
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
国
王
で
あ
っ

-
-o
 

手'わ

つ
ま
り 、

A
I
C
の
辞
令
書
は 、

琉
球
王
国
に
お
け
る
渡
海
役
の
任
職
は
国
王
名
で
発
給
さ
れ
る
辞
令

に
よ
っ

て
お
こ
な
わ
れ
て

、
-
-
、

lu

φ'い

と
い
う
一

つ
の
確
か
な
事
実
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
て
い
る 。

こ
の
事
実
は 、

琉
球
王
国
に
お
け
る
対
外
関
係
が
国
王
の
名

に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
国
家
主
導
型
の
も
の
で
あ
り 、

使
節
・

要
員
は
官
人
で
あ
り 、

使
船
も
ま
た
官
船
で
あ
っ

た 、

と
い
う
事
態
を

一

点
の
疑
い
も
な
く
例
証
し
て
い
る
と
い
え
よ
う 。

辞
ρ、
ìJ 

に

お

け

る

ヒ

キ

と

庫

理

の

用

例

辞令耳』こ見る王国のイ手伝形態とその変化

A
の
辞
令
書
に
「
せ
い
や
り
と
ミ

か
ひ
き
」 、

B
に
「
は
ゑ
の
こ
お
り

」 、

C
に
「
口
口
か
ね
こ
ほ
り

」

と
い
う
興
味
ぶ
か
い
用

さ
て 、

語
が
登
場
し
て
い
る 。

こ
れ
ら
の
語
は
辞
令
書
中
で
い
ず
れ
も
受
給
者
を
修
飾
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り 、

一

見
し
て 、

受
給
者
の
所

一

体
ヒ
キ
・

庫
理
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か

。

属
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る 。

さ
て 、

古
琉
球
辞
令
書
お
よ
び
「
過
渡
期
辞
令
都」

中
に
登
場
す
る
ヒ
キ
の
用
例
を
表
i

に
示
し
た 。

表
ー

か
ら 、

①
セ
イ
ヤ
リ
ト
ミ
ヒ
キ
(
勢

セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ
ヒ
キ
一

例 、

勢
高
富
引
一

例 、

都
合
五
タ
イ
プ

遺
富
引)

二
例

ヂ
ヤ
ク
ニ
ト
ミ
ヒ
キ
二
例

フ
サ
イ
ト
ミ
ヒ
キ
一

例 、

の
ヒ
キ
名
を
ま
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

②
ヒ
キ
名
は
受
給
者
の
所
属 、

あ
る
い
は
任
職
ポ
ス
ト

の
所
属
を
指
示
す
る
形
で
用
い
ら

セ
イ
ヤ
リ
ト
ミ
ヒ
キ
所
属
の
シ
ホ
タ
ル
も
い
文
子 、

勢
高
富
引
所
属
の
里
主
部
家
来
赤
頭
の
筑
殿
職 、

と
い
っ

第2 �そ

れ
て
い
る 。

た
と
え
ば

た
ぐ
あ
し
に 、

ヒ
キ
名
と
受
給
者
・

任
職
ポ
ス
ト

の
関
係
は
後
者
の
前
者
に
対
す
る
所
属
関
係
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る 。

③
ぬ
2
に
喜

い
ずカ

Fhu
 
phu
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」
と
が
わ
か
る 。

④
ヒ
キ
名
を
冠
す
る
官
職
は

ヒ
キ
は
海
を
越
え
て
奄
美
地
方
に
も
及
ん
で
い
た

(列

界
島
の
ケ
ー
ス
が
登
場
す
る
よ
う
に

部
家
来
赤
頭
の
筑
殿

主
部
家
来
赤
頭
の
船
頭

ヒ
キ
同
様
に 、

古
琉
球
辞
令
書
・

過
渡
期
辞
令

一
例 、

文
子
一

例 、

提
一

例 、

家
来
赤
頭
の
船
頭
一

例 、

中
に
登
場
す
る
庫
理
の
用
例
を
一

覧

で
あ
る 。

す
る
目
的
で
作
成
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る 。

表
2

か
ら 、

①
一

五
例
中 、

庫
理
名
は
北

の
庫
理 、

南
風
の
庫
理 、

ロ
ロ
カ
ネ
庫
理
の
三
タ
イ
プ
し

か
見
ら
れ
ず

ヒ
キ
に
比
べ
て

名
称
の
バ
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
が
少
な
い

。

注
目
さ
れ
る
の
は 、

損
欠
の
口
口
カ
ネ
庫
理
は

例
の
み
で
あ
り 、

他
の
用
例
は
北
の
庫
理
六
例 、

南
風
の
庫
理
八
例
と
北
・

南
風
両
庫
理

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。

②
庫
理
名
は
受
給
者
の
欄
に
は
登
場
す
る
が 、

給
与

内
容
の
欄
に
は
一

例
も
見
当
ら
な
い

。

こ
の
こ
と
は
表
l

の
ヒ
キ
の
場
合
に
比
べ
る
と
庫

理
の
用
例
の
際
立
つ
℃
特
徴
と
し
え
よ
う 。

③
ぬ
印
に
奄
美
地
方
の
例
が
登
場
す
る
よ
う

に 、
庫
理
も
ま
た
ヒ
キ
同
様
に
海
を
越
え
て
奄
美
地
方
に
も
及
ん
で
し
る
こ
と
が
わ
か
る 。

④
表
l
と
対
照
す
る
と
三
例
の
重
複
が
見
ら
れ
る 。

す
な
わ
ち 、

南
風
の
庫
理
の

大
屋
子
も
い
が
フ
サ
イ
ト
ミ
ヒ
キ
の
家
来
赤
頭
の
船
頭
職
に
叙
任
さ
れ
た
ケ
ー

ス
、

南
風

の
庫
理
の
大
嶺
の
大
屋
子
も
い
が
セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ
ヒ
キ
の
里
主
部
家
来
赤
頭
の
船
頭
職
に

叙
任
さ
れ
た
ケ
l

ス
、

北
の
庫
理
の
オ
シ
ア
ケ
ト
ミ

の
船
頭
大
屋
子
も
い
が
ヂ
ヤ
ク
ニ
卜

ミ
ヒ
キ
の
里
主
部
家
来
赤
頭
の
船
頭
職
に
叙
任
さ
れ
た
ケ
ー

ス
、

の
三
例
で
あ
る 。

庫
理

も
ヒ
キ
同
様
に
所
属
を
示
す
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で 、

右
の
④
か
ら 、

⑤
庫
理
所
属

の
人
物
が
ヒ
キ
所
属
の
役
職
へ
と
任
職
さ
れ
る
こ
と

が
お
こ
な
わ
れ
て
レ
た

と
い
う
点
を
確
認
す
る

と
が
で
き
よ
う 。

⑤
庫
理
名
を
冠
す
る
官
職
は
大
屋

子
も
い-
ノ
例

里
主
大
屋
子
も
い
(
里
之
子
大
屋
子

も

里
之
子
親
雲
上)

三
例 、

官
舎
一

例 、

文
子

{列

首
里
大
屋
子
一

例 、

船
頭
大
屋
子
も
い
一

例

で
あ
る 。

砕令�に見る王[吋の介在形態とその変化

ヒ
キ
の
も
つ

面
的
性
格

そ
も
そ
も
ヒ
キ
と
は

さ
て

体
何
か 。

表
l

に

よ
り

辞
令
書
に
お
け
る
用
例
の
実
際
は
確
認
し
え
た

が 、

し
か
し

い
る 。

ヒ
キ
の
輪
郭
は
い
ま
だ
に
漢
と
し
て

そ
こ
で 、

『
琉
球
国
由
来
誌
』

巻
二

こ

七

一

三
年
編
集

の
記
述
を
手
が
か
り

に
問
題
の
切
り

第2ÿ

円
を
き
が
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う 。

『
由
来
記
』

の
「
勢
頭
役」

の
説
明
に
よ
れ
ば

辞令汗中に登場する躍理の用例

車合Æ. 
X、

長2

No.1年代|国 王 者

(意味不明)

給 与 内 容

1 115241尚真471北の庫f哩の東風平の大屋fもい
2 115361尚清101北の庫理の官舎

111南風の庫理の天久の大屋子もい

丙原間切の天久の型主所

渡唐船ヨツキト二の船頭職

渡南蛮船セヂアラトミの筑殿職

真和，志間切の儀問の金城の明主所

151仁コヵネ庫理のマサブロ文子
191南風の庫理の天久の大屋子もい

3 115371同

4 115411 r司
5 115451同

里
山
領
の251南風の庫理の儀間金城の大屋子もし、|真和志間切の儀間の里主所

豊見城間切の大嶺の'"R主所

6 115511同

.�o 年代 凶王 1ι z 者 車合 与 内 容

1 11523 尚真46 セイヤリトiヒキのンホタんもし、 渡唐船タカラ九の官舎職文子

2 11554 尚清28 チヤクニトミヒキの沢の提 喜界の志F'楠間切のよ域の大屋「職

3 11562 尚元7 南風の庫理の大嶺の大屋子もい フサイトミヒキの家来赤頭の船頭職

4 11563 同 8 南風の庫理の大嶺のよ屋子もL、 七千アラトEヒキのLt!. t: im家:.jE，)J，!iflの船.uM倣
5 11606 尚寧18 」

属
ヒの

子
1
も
61tf

L
qlのオノアケトミの船姐人ー fヤタニトミヒキの引ト.汗I1家:.jE，.IJ;!ifiの船.uÁ職

6 11634 尚豊14 儀間子 勢遺福引の型主部家来赤頭の筑殿職

7 11660 尚質13 儀間子 勢高富引の盟主部家来亦頭の筑蹴職

辞令汗中に登場するヒキの用例ぷ!
フサイトミヒキの家来赤頭の船頭職
セFアラトミヒキのI[リ. l."ff�家来:dr、!ifi
の船民職
名瀬間切の首里大犀子職

北の庫f型ーの瀬底の大屋子もL、
南風の庫理の大嶺の大屋子もい

南風の庫理の大嶺の大屋子もし、

南風の庫理の東の首里大屋子

7 115601尚元5

8115621同 7
9 115631同 8

10115791尚永7
11115931尚寧5 北の庫理の儀聞の里主大屋子もレ|真和志間切の儀間の里L所

、 9、 12(.t炎lのぬ3、 4、 5とそれそれ藍復している。 :\0.3、 4は前掲B、 Cの辞令

12 J l606 1同 18 1 主?rmA-γアケトミの船副大 | 二ぷふ品トミヒキのf(t 1. ri11家米川氏

13116271尚豊 7 1I有風の庫周の儀間の大屋子もレ 1I河口忘間切儀間村より知行商30石
114116281同 81北の庫f型の型之子大屋子もい |仕と世奉行職

ド町16311同 111南風の庫理の儀間の里之子親雲上|真和志間切儀間村より知行高30右
Iit) >;0. 

.!?。 No. I (;t_前掲Aの辞令市。斗)

nδ
 
pnv
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同
役
は
現
在
は
九
員
で 、

昔
日
は
役
中
の
位
で
あ
っ

た
と
い
う 。

康
熊
六
年

二

六
六
七)

察
氏
本
部
親
雲
上
政
恒
が
勢
頭
役
と
な
っ

た
こ
と
が
そ
の
家
譜
に
見
え
る
が 、

た
が 、

し
か
し 、

役
を
辞
す
と
い
え
ど
も
勢
頭
位
を
有
す
る
例
と
し
た 。

属
官
に
筑
登
之
九
員
を
も
っ
と
い
う 。

尚
真
王
代
の
正
徳
年
間 、

丁
未
正
月
七
日
に
至
り 、

別
役
に
叙
せ
ら
れ

い
つ
の
時
代
に
始
ま
る
職
な
の
か
い
ま
だ
詳
な
ら
ず

『
由
来
記
』

は
述
べ
た
後 、
「
此
の
職 、

古
は
十
二
引
有
り 、

中
頃
よ
り

三
引
除
か
れ
て
九
引
と
な
る
」

と
記
し

表
3
に
示
し
た
よ
う
な

(
ロ)

ヒ
キ
の
名
称
と
そ
の
人
員
内
訳
を
掲
げ
て
い
る 。

近
世
琉
球
に
至
っ

て 、

と
く
に
向
象
賢

ヒ
キ
や
勢
頭
役
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た
か

倶
政
期

二

六
六
六
i

七
三
年)

の
王
府
機
構
再
編 、

役
位
序
列
化
の
中
で
ヒ
キ
や
勢
頭
役
に
対
し
て
い
か
な
る
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
か

(
は)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
稿
で
検
討
す
る
と
し
て 、

こ
こ
で
と
り
あ
え
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
点
は 、

①
勢
頭
役
は
往
古
十

二
引

(
N)
 

・

卜
二
員
制
で
あ
り 、

役
中
の
位
で
あ
っ

た
が 、

②
中
頃
に
三
引
・

三
員
削
減
さ
れ
て
九
引
・

九
員
制
と
な
り 、

③
康
照
六
年
の
向
象
賢

の
施
政
下
に
お
い
て
別
役
に
叙
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め 、

そ
の
地
位
が
著
し
く
低
下
・

形
骸
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う 。

表
3
に
勢
遺
富
か
ら
世
持
富
ま
で
の
九
引
・

九
員
制
時
代
の
ヒ
キ
名
と
そ
の
人
員
内
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
が 、

同
表
か
ら
ま
ず
次
の
点

こ
と
に
な
る
の
で 、

引
と
は 、

長
官
に
勢
頭 、

副
長
官
に
筑
登
之
が
お
り 、

を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う 。

第
一

に 、

勢
遺
富
引
か
ら
世
持
富
引
ま
で
の
九
引
に
対
し
勢
頭
九
員 、

属
官
筑
登
之
九
員
が
対
応
す
る

そ
の

に
ア
ザ
ナ 、

中
門
セ
ド 、

中
門
な
ど
の
F

役
が
配
さ

れ
る
組
織
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
(
『
由
来
記
』

巻
二
の
筑
登
之
の
項
は 、

往
昔
は
筑
登
之
と
い
え
ば
引
の
筑
登
之
の
こ
と
で
あ
り 、

平
等
所
筆
者
等
は
区
別
し
て
儀
者
の
筑
登
之
と
称
し
た 、

と
説
明
し
て
い
る)

。

第
二
に 、

勢
遺
富
が
丑
日
番
の
引
頭 、

謝
国
富
が
巳
日

そ
れ
ら
が
三
番
に
属
し
て
い
た
こ
と
で

番
の
引
頭 、

勢
治
荒
富
が
酉
口
番
の
引
頭
と
あ
る
よ
う
に 、

引
の
中
に
筆
頭
格
の
三
引
が
あ
り 、

巳
日
番 、

酉
日
番
の

あ
る 。

第
三
に 、

筆
頭
格
の
引
を
中
心
に
九
引
は
三
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
ら
れ 、

そ
の
三
グ
ル
ー

プ
が
丑
日
番 、

三
番
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る 。

第
四
に 、

削
減
さ
れ
た
雲
子
富
以
下
の
三
引
も 、

も
と
も
と
は
右
の

一

グ
ル
ー

プ
四

引

三
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
お
り、

『
由
来
記
』

の
い
う
古
の
卜
二

引
は
三
番
に
対
応
し
て
三
グ
ル
ー
プ

制、

制
を
と
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
推
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る。

第
五
に 、

低
下
・

形
骸
化
以
前
の
古
の
ト

二
引
の
全
ヒ
キ
名
が
判
明

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。

そ
し
て
第
六
に 、

十
二
引
の
う
ち
六
引
は

同
時
代
史
料
で
あ
る
辞
令

に
よ
っ

て
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る

と
で
あ
る 。

以
上
の
点
か
ら

ヒ
キ
と
は

定
の
職
制
を
備
え
た
編
成
組
織

で
あ
り 、

辞
令
書
の
受
給
者
と
な
る
の
は
こ
の
組
織
内
に

定
の
ポ

ス
ト

を
占
め
て
い
る
者 、

あ
る
い
は
ま
た 、

あ
る
人
物
が
辞
令
書
に

よ
り

任
職
さ
れ
る
の
は
こ
の
組
織
内
の
特
定
の
ポ
ス
ト

で
あ
る

6字令古に見るE同の#tr.形態とその変化

い
う
仮
定
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る 。

だ
が 、

第
3
で
見
る
か
ぎ
り

ヒ
キ
の
機
能
は
著
し
く
限
定
さ
れ

て
お
り 、

役
職
も
軽
職
で
あ
る 。

向
象
賢
施
政
以
後
の
勢
頭
・

筑
登

之
の
序
列
の
低
F

ヒ
キ
そ
の
も
の
の
形
骸
化
を
如
実
に
反
映
し
た

組
織
と
な
っ

て
い
る
わ
け
だ
が 、

た
と
え
ば 、

ア
ザ
ナ
と
は 、

首
里

城
の
東
西

ヵ

所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
物
見
台
(
高
ア
ザ
ナ 、

島
添

ア
ザ
ナ

の
番
役
の
こ
と
で
あ
る 。

こ
の
よ
う
に 、

表
3
の
人
員
は

第2r，T

全
体
に
首
聖
域
の

備
・

門
番
を
担
当
す
る
御
番
役
の
下

率
で
占
め

ら
れ
て
レ
る 。

こ
の
事
態
と、

辞
令
主
の
伝
え
る
十

六
世
紀
初
期
1 と

ヒキの名称と人員

。勢遺富
l --mll員……11W 常

11:者l員。

アザナ3員、中門l員、家来亦頭10員、常住者l員。

イ-長3

Ol止高富

l じ叩 ~ 員 判明頭 l 員……10員

| アザナ3員、 中 門l員、家米赤:gIl1O員。

| アザナ3員、中門l員、家来亦頭9員、 常住者3員、 時 1 t1。

O勢治荒富寸|白I1醤引頑。 アザナ 4員、中門セ卜l員、中門2員、家*亦頭14員。

コ相応富 11アザナ4員、中門2員、家来赤頭12員、常住者3員、作eド2f1。
世持富 JIアサナ10員、中門8 員、 御橋大38員。

斗) 巻2による。 ヒキの読みは尚良かそう入。 O印のヒキは炎lに萱場するもの。rrk球巾米記

浮豊見

謝国富

島内富

! _) 押明富

雲F富

世次富

安舞富

と
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十
七
階一
紀
中
期
の
ヒ
キ
像
と
の
間
に
は
際
立っ
た
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
す
な
わ
ち 、
第
に 、
里
主
部
家
来
赤
頭
の
船

頭

部
家
来
赤
頭
の
筑
殿 、
家
来
赤
頭
の
船
頭 、
文
子 、
提
と
い
っ

た
肯
琉
球
辞
令
書
に
登
場
す
る
職
制
と 、
表
3
の
近
世
の
引
の

里

人
員
内
訳
と
は
う
ま
く
重
な
ら
な
い 。
第
に 、
奄
美
地
方
の
役
lee-ノ
ま
で
も
が
ヒ
キ
に
属
す
る
古
琉
球
の
ヒ
キ
と
表
3
の
示
す
首
里
城
御

番
役
下
率
と
し
て
の
引
と
は
大
き
く
か
け
は
な
れ
て
い
る 。
そ
の
象
徴
的
な
例
は 、
表
l・
2
に
見
る
ご
と
く 、
古
琉
球
の
ヒ
キ
は
船
頭

職
が
シ
マ
を
領
す
る
大
屋
子
も
い
ク
ラ
ス
の
任
職
ポ
ス
ト

で
あ
る
点
に
よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
る 。
右
の
点
か
ら 、
古
琉
球
に
お
け
る
ヒ
キ

は
近
世
の
そ
れ
よ
り
も
高
度
の
役
割
を
発
揮
す
る
編
成
組
織
で
あっ
た 、
と
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う 。

と
こ
ろ
で 、
表
3
の
卜

二
引
の
名
称
を一
覧
し
て
気
づ
く
点
は 、
ヒ
キ
の
名
辞
が
例
外
な
し
に
琉
球
古
来
の
美
称・
敬
称
で
呼
ば
れ 、

し
か
も
末
尾
に
富
の
呼
称
を
も
つ
こ
と
で
あ
ろ
う 。
ト
ミ

(
富)
は 、
オ
モ
ロ
で
は
大
型
船
に
つ
く
接
尾
美
称
で 、
原
義
は
ト
ヨ
ミ

(
豊

(日)

見
と
宛
て
る
場
合
が
多
い 。
例 、
豊
見
城
な
ど
て
つ
ま
り
「
鳴
り

轟
く」
「
名
高
く
な
る」
の
意
か
ら
転
じ
た
敬
称
辞
で
あ
る
(
表
3
で

浮
豊
見
の
み
が
「
富」
で
は
な
く
「
豊
見」
と
書
か
れ
る
の
は 、
右
の
語
義
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ま

何
ら
矛
盾
は
な
く 、
接
尾
美
称
と
し

て
両
者
は
全
く
同
義
で
あ
る) 。

B
で
渡
唐
船
の
名
称
が
ヨ
ツ
ギ
ト
ミ

(
世
次
富)
と
称
さ

ト
ミ

(
富)
が
船
名
に
つ
く
美
称・
敬
称
で
あ
る
こ
と
は 、
前
掲
の
辞
令=

C
の
辞
令
書
で
渡
南
蛮
船
名
が
セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ

(
勢
治
荒
富)
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
瞭
に
確
認
で
き
る
の

れ
て
い
る
こ
と 、

で
あ
る
が 、
た
と
え
ば
『
お
も
ろ
さ
う
し』
巻
三 、
「
か
く
ら
と
よ
て
か
ふ
し」
に
は 、

き
こ
ゑ
大
き
み
ぎ
や、

と
よ
む
せ
た
か
こ
が

み
し
ま
い
の
ら
れ
斗

又

し
よ
り
も
り、

ち
よ
わ
る、

ま
た
ま
も
り、

ち
よ
わ
る

又

な
さ
い
き
よ
も
い 、
あ
ん
し
お
そ
い

あ
ち\

か
な
で 、
あ
ん
し
お
そ
い

大
き
み
よ
い
長」
よ
て

せ
た
か
こ
よ
い
会」
よ
て

又

ゑ
そ
こ 、
な
こ
よ
わ
ち
へ 、

み
お
ね 、
な
こ
よ
わ
ち
へ

あ
ま
の 、
そ
こ
ら
し
ゃ
に 、

あ
ま
の

ま
う
れ
し
ゃ
に

S平令苫に見る王国の存在形態とその変化

世
ひ
き
と
み

お
し
う
け
て

又

せ
ち
あ
ら
と
み

お
し
う
け
て

世
っ
き
と
み

又

お
し
う
け
て

く
も
こ
と
み

お
し
う
け
て

あ
ま
へ
と
み

又

お
し
う
け
て

お
し
あ
け
と
み
お
し
う
け
て

又

た
け

/\
に
い
の
て

第2章

JhU
灼ノ
Jも
れノ
ト4 、
い
の
て

又

あ
お
り

や

と
り
よ
わ

や
り
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て
お
り
や 、
と
り
よ 、
わ 、
や
り 、

又

ゑ
そ
こ
か
す 、
つ
け
わ
ち
へ 、

み
お
ね
か
す 、
つ
け
わ
ち
へ

又

な
ご
や
け
て

そ
さ
ん

あ
ふ
な
み
よ 、
と
い与
や
ち
へ

又

お
し
う
け
か
す 、
み 、
ま
ぶ
り

く
り
う
け
か
す 、
み 、
ま
ぶ
り

又

き
み

/\
し
ょ

ゆ
し
ら
め 、

ぬ
し

/〈\
し
ょ 、
よ
し
ら
め

(
傍
点
引
用
者 、
仲
原
善
忠・
外
間
守
善
編
『
校
本
お
も
ろ
さ
う
し』

二
二
1一

二
二
頁 、
角
川
書
店

と
う
た
わ
れ
て
お
り 、
そ
の
中
で
「
世
ひ
き
と
み」
「
せ
ち
あ
ら
と
み」
「
世
っ
き
と
み」
「
く
も
こ
と
み」
「
あ
ま
へ
と
み」
「
お
し
あ
け

�1 
約

と
み」
の
名
称
を
も
っ
六
般
の
船
の
航
海
安
全
祈
願
が
な
さ
れ
て
い
る 。
右
の
オ
モ
ロ
を
含
め
て 、
『
お
も
ろ
さ
う
し』
中
の
オ
モ
ロ
に

ト
ミ

が
船
舶
名
に

内
例
の
ト
ミ

名
を
も
っ
船
舶
が
登
場
す
る 。
表
4
に
示
し
た
の
が
そ
の
事
例
で
あ
る
が 、
見
ら
れ
る
よ
う
に

つ
く
接
尾
美
称
で
あ
る
こ
と
は
全
く
疑
う
余
地
が
な
い 。
こ
こ
で
念
の
た
め 、
当
時
の
琉
球
の
船
舶
名
称
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト

を

加
え
て
お
こ
う 。

ハ
三)
八
月
内
日
付
で
マ
ラ
ッ

カ
(
満
刺
加)

と
く
に
海
船
タ
イ
プ
の
船
は
三
つ
の
異
なっ
た
名
称
を
も
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る 。
た
と
え
ば 、

順
七
年
二
四

琉
球
の
船
舶 、

王
国
に
派
遣
さ
れ
た
船
舶
(
正
使
呉
実
堅 、
副
使
那
嘉
明
泰)
の
場
合
を
例
に
と
る
と 、

同
船
舶
は
千
字
文
を
冠
し
た
船
字
号
名
「
恭
字
号
」

を
も
っ

と
同
時
に
「
控
之
羅
麻
魯
」

と
も
名
乗
っ

て
い
る
(『
歴
代
宝
案』
第一
集

右
二
様
の
名
称
の
ほ
か
に
用
い
ら
れ
た
の
が 、
実
は
前
掲
B 、

巻
四
十

二
。

控
之
羅
麻
魯
の
よ
う
な
呼
称
は
前
掲
A
の
辞
令
書
に
タ
カ
ラ
丸
と
あ
る
の
と
同
工
で
あ
る
が、

外
交
文
書
に
記
載
さ
れ
る

セ
ヂ
ア
ラ
ト
ミ 、

あ
る
い
は
表

4
に
示
し
た
よ
う
な
琉
球
古

C
の
辞
令

に
登
場
す
る
ヨ
ツ
ギ
ト

の
美
称
辞
で
表
現
さ
れ
る
ト
ミ

名
の
船
舶
呼
称
で
あ
る 。
こ
の
美
称
辞
は
船
舶
に
対
す
る
宗
教
的
な
予
祝

儀
礼
を
と
も
な
い
つ
つ 、

さ
て 、

お
そ
ら
く
聞
得
大
君
な
ど
の
神
女
に
よ
っ

て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

一
定
の
職
制
を
備
え
た
編
成
組
織
で
あ
る
と
こ
ろ

そ
こ
で
当
然
の
こ
と
な
が
ら
次
の
疑
問
が
お
の
ず
か
ら
浮
び
上
っ

て
く
る 。

の
ヒ
キ
と 、
外
洋
を
航
海
す
る
海
船
タ
イ
プ
の
船
舶
と
が 、
と
も
に
琉
球
古
来
の
共
通
し
た
美
称
辞
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
の
は一
体
な

ぜ
か 。
さ
ら
に 、
中
国
へ
渡
海
す
る
船
舶
ヨ
ツ
ギ
ト
:

の
船
頭
職
(
前
掲
B
の
辞
令
書)
の
よ
う
に 、
純
然
た
る
渡
海
役
で
あ
る
船
頭
と 、

フ
サ
イ
ト
ミ
ヒ
キ
の
家
来
赤
頭
の
船
頭
職
(
表
l

の
3)
の
よ
う
に 、
編
成
組
織
ヒ
キ
の
職
制
の一
つ
で
あ
る
船
頭
と
が 、
と
も
に
船
頭

と
呼
ば
れ
る
の
は
何
故
な
の
か 。
古
琉
球
に
お
け
る
ヒ
キ
を
解
く
カ
ギ
ェ 、

れ
ば
な
ら
な
い 。

に見る王国の存在形態とその変化

オモロに見るトミ名をもっ船舶

① おしあけとみ ⑬ ちゃく;ことλ

② あまへとみ 14 てよりとみ

① せちあらとみ 15 (1�)うちとム

4 かほうとみ 16 ; 1 へbとλ

① くもことみ ⑪ ふさL、とみ

6 こかねとみ 18 まさりとみ

7 しないとみ 19 まやL、とみ

③ しまうちとみ 20 やらL、とみ

9 すっとλ @ ド上っきとみ

10 すへと人 22 よひきとみ

。 せいやりとみ @ l吐もちとみ

12 せりきうとみ 24 よLせとみ

辞令

長4

第2京

証) í佼本おもろ�うしa による。 マノL

開L‘の数字(1表3のヒキ名と一致す

るもの。

ま
さ
し
く
こ
の
疑
問
の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け

私
見
を
述
べ
る
前
に
今
少
し

補
足
し
て
お
き
た
い
の
ま 、

ま
ず 、

表
3
の
十

二
引
の
う
ち
世
高
富・
浮
豊
見
の

つ
は
表
4
に
見
当
ら

ず 、
逆
に
表
4
に
は
表
3
の
ヒ
キ
名
に
は
登
場
し
な
い
「
か
ほ
う
と

み」
以
下一
四
の
名
称
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る 。
『
琉
球
国
由
来

記』
は
十
二
引
の
「
外
に 、
世
引
富・
世
寄
富
こ
れ
有
り
た
る
由 、

諸
家
譜
に
見
ゆ 。
あ
る
い
は
往
昔

此
の
引
有
り
た
る
か」
と
述
べ

て 、
十
二
引
以
前
に
ま

な
お
多
く
の
ヒ
キ
が
存
在
し
た
か
も
し

れ
な

い
と
し
て
い
る 。

「
世い
引
宮」
「
世
家
富」
の
二
っ
と
も

た
し

か
こ 、

A斗司i- 75-



表

4

に

掲

げ

た

よ

う

に

オ

モ

ロ

に

そ

の

名

称

が

登

場

す

る

の

で
、

『

由

来

記
』

が

述
べ

る

よ

う

な

可

能

性

を

念

頭

に

お

く

べ

き

か

も

し

れ

な

い
。

今
-

つ
、

表

l

の

5

に

登

場

す

る

北

の

理

の

オ

シ

ア

ケ

ト

ミ

の

船

頭

大

屋

子

も

い
、

と

い

う

場

合

の

「

オ

シ

ア

ケ

ト

ミ
」

と

は
、

ヒ

キ

の

名

辞

は

欠

く

も

の

の

や

は

り

ヒ

キ

の
一

つ

オ

シ

ア

ケ

ト

ミ

ヒ

キ

押

明

富

引

の

こ

と

と

思

わ

れ

る
。

そ

こ

で
、

先

の

一

つ

の

疑

問

点

だ

が
、

そ

れ

を

解

決

す

る

論

理

は

次

の

よ

う

に

な

る

の

で

は

な

い

か
。

①

古

琉

球

の

琉

球

王

国

で

は

海

船

名

と

共

通

す

る

美

称

辞

を

も

っ

ヒ

キ

と

呼

ば

れ

る

編

成

組

織

が

存

在

し

た

が
、

そ

れ

は

ヒ

キ

が

H

地

上

の

海

船
H

と

し

て

イ

メ

l

シ

さ

れ

て

い

た

か

ら

だ

と

思

わ

れ

る
。

②

海

船

の

航

海

を

モ

デ

ル

と

し

た

ヒ

キ

は
、

海

船

が

数

隻

の

船

団

編

成

で

渡

海

す

る

の

と

同

様

に
、

数

ヒ

キ

(

お

そ

ら

く

本

来

は

内

ヒ

キ

も

し

く

は

そ

れ

以

上

を

集

め

て

つ

の

グ

ル

ー

プ

を

構

成

し

た

と

推

定

さ

れ

る
。

③

海

船

の

航

海

責

任

者

が

船

頭

と

呼

ま

れ

ヒ

キ

の

長

官

が

同

様

に

船

頭

と

称

さ

れ

た

の

は

そ

の

た

め

で

あ

り
、

さ

ら

に

ま

た
、

航

海

の

副

責

任

者

が

筑

殿

(

筑

登

之
)

と

呼

ば

れ
、

ヒ

キ

の

副

長

官

が

同

様

に

筑

殿

(

筑

登

之
)

と

称

さ

れ

た

の

も

そ

の

た

め

で

あ

る
。

右

の

想

定

が

正

し

け

れ

ば
、

④

ヒ

キ

と

ま
、

一

定

の

職

制

を

備

え

た

編

成

組

織

で

あ

る

と

い

う
一

面

と
、

海

船

の

航

海

体

制

を

モ

デ

ル

と

し

た

H

地

上

の

航

海

体

制
H

と

い

う

側

面

と

を

あ

わ

せ

も

っ

と

こ

ろ

の
、

貿

易

国

家

琉

球

王

国

の

特

質

を

あ

ざ

や

か

に

象

徴

す

る

制

度

だ

っ

た

と

い

え

る
。

ヒ
キ
・

庫
理
を
め
ぐ
る
論
点

トh

の

惣

定

に

立
っ

て
、

次

に

ヒ

キ

と

庫

理

の

関

係

を

考

え

る

論

点

を

検

討

し

て

み

た

い
。

庫

理

が
、

そ

れ

に

属

す

る

職

制

を

も

ち
、

辞

令

書

に

は

南

風

の

庫

理
、

北

の

庫

理
、

口

口

カ

ネ

庫

理

の

三

例

し

か

登

場

し

な

い

点

に

つ

レ
て
よ
先
に
触
れ
た
が、

実
の
と
こ
ろ、

古
琉
球
の
庫
理
に
関
し
て
は
そ
の
性
格
を
検
討
し
う
る
手
が
か
り
が
な
く
不
明
の
点
が
あ
ま
り

に
も
多
い
。

庫
理
の
名
称
と
し
て
は、

近
世
の
首
里
王
府
機
構
中
に
「
双
紙
庫
理
」
「
下
庫
理
」
「
金
庫
理
」

が
あ
り、

ま
た、

聖
地
斎
場

御

山獄

内

の

「

大

庫

理
」

「

三

庫

理
」

な

ど

が

知

ら

れ

て

い

る

も

の

の
、

」

れ

ら

の

庫

理

か

ら

古

琉

球

の

庫

理

を

直

ち

に

イ

メ

ー

ジ

す

る

と

は

む

つ

か

し

い
。

な

ぜ

な

ら
、

た

と

え

ば

双

紙

庫

理

は

取

次

職
、

下

庫

理

は

諸

規

式

を

掌

る

役 、

斎

場

御

獄

内

の

大

庫

理
・

三

庫

理

は

祭

場

で

あ

る

か

ら

大

屋

子

も

い

ク

ラ

ス

の

官

人

が

属

し

奄

美

地

方

の

役

人

ま

で

も

が

所

属

す

る

と

こ

ろ

の

古

琉

球

の

庫

理

と

の

聞

に

著

し

い

ギ

ャ

ッ

プ

が

あ

る

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

で

あ

る
。

伊

波

普

猷

は

『

沖

縄

考
』

(
一

九

四

二

年

刊
)

に

収

め

た

論

文

「

庫

裡

に

つ

い

な
」

(
一

九

四

O

年
)

の

中

で
、

庫

理

(

庫

裡
)

の

名

称

は

禅

僧

の

渡

来

と

と

も

に

日

本

か

ら

琉

球

に

も

た

ら

さ

れ

た
ャ
」

と

(口)

の

二

点

を

指

摘

し

て

い

る
。

れ

た

こ

と

や

が

て

こ

の

語

は

「

首

里

域

内

の

或

役

所

の

意

味
」

肯

琉

球

に

お

け

る

禅

僧

の

渡

来
・

活

動

状

況

か

ら

見

て
、

と

し

て

用

い

ら

た

し

か

に

伊

波

普

猷

の

指

摘

の

第

一

は

妥

当

と

思

わ

れ

る
。

庫

理

(

庫

裡
)

を

「

首

里

域

内

の

或

役

所

の

意

味
」

と

す

る

伊

波

の

第

二

の

指

摘

に

つ

い

て

は
、

次

の

よ

う

な

辞令書に見る主国の存症形態とその変化

補

足

を

加

え

た

う

え

で

お

お

む

ね

了

解

で

き

る

よ

う

に

思

う
。

庫

理

を

「

首

里

城

内

の

或

役

所
」

と

考

え

た

場

合
、

王

宮

首

里

域

内

に

は

北

の

庫

理
、

南

風

の

庫

理

を

は

じ

め

な

お

い

く

つ

か

の

庫

理

が

あ

り
、

用

例

の

頻

度

か

ら

し

て

北

の

庫

理
、

南

風

の

庫

理

が

主

要

な

「

役

所
」

で

あ
っ

た

と

思

う
。

庫

理

H

「

役

所
」

に

は

そ

れ

ぞ

れ

大

屋

子

も

い

里

主

大

屋

子

も

い
、

官

舎
、

文

子
、

船

頭

大

屋

子

も

い

な

ど

の

官

人

が

属

し

て

い

た

こ

と

は

先

に

見

た

と

お

り

で

あ

る

が

こ

れ

ら

庫

理

所

属

の

官

人

が

ヒ

キ

の

役

職

へ

任

職

さ

れ

る

ケ

|

ス

が

見

ら

れ

る

こ

と

か

ら

す

る

と
、

庫

理

と

ヒ

キ

は

定

の

区

別

を

も

っ

存

在

と

い

っ

て

よ

い
。

し

か

し

な

が

ら
、

表

2

の

陥

刊

に
一

例

の

み

見

ら

れ

る

よ

う

に
、

ヒ

キ

の
一

つ

オ

シ

ア

ケ

ト

ミ

の

船

頭

大

屋

子

も

い

が

北

の

庫

理

に

属

し

て

い

る

こ

と

か

ら

考

え

る

と
、

庫

理

と

ヒ

キ

は
、

上

位
・

下

位

の
一

体

関

係

か
、

さ

も

な

く

ば

所

属

の

論

理

を

異

第2 r戸

に

す

る

も

の

か

両

者

は

相

互

提

携

関

係

を

も

っ

存

在

と

二

様

の

可

能

性

を

想

定

で

き

る

の

で

あ

る

が

そ

の

い

ず

れ

で

あ

る

に

せ

よ

見

る

べ

き

だ

ろ

う
。

ま

た

ヒ

キ

同

様

に
、

奄

地

方

の

役

人

が

庫

理

に

所

属

す

る

例

か

ら

推

し

て
、

庫

理

の

「

役

所
」

業

務

は

首

里

城

一76-
-77-



内
に
と
ど
ま
ら
ず 、
地
方
行
政
に
も
関
与
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

」
こ
で
の
庫
理
は

日
常
出
仕
す
べ
き
「
役

し
か
も 、

所」
な
の
で
は
な
く 、
首
里
よ
り

遠
く
隔
っ

た
奄
美
の
地
で
首
里
大
屋
子
職
の
ま
ま
で
勤
め
う
る
と
こ
ろ
の
行
政
上
の
業
務
と
し
て
の
性

格
を
帯
び
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る 。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に 、
地
方
役
人
の
勤
め
る
業
務
を
含
む
首
里
域
内
の
行
政
機
関 、
と
い
う
意
味
で
伊
波
普
猷
の
庫
理
H
「
役
所」

説
は
妥
当
性
を
も
っ
と
い
う
へ
き
で
あ
ろ
う 。
こ
の
よ
う
な
王
府
機
関
と
し
て
の
庫
理
と、
一
定
の
職
制
を
備
え
た
編
成
組
織
で
あ
る
ヒ

キ
と
が .
と
う
関
係
す
る
の
か 、

今
の
と
こ
ろ
確
か
な
手
が
か
り

は
な
い 。
右
に
述
べ
た
よ
う
に 、
両
者
の
間
に
は
職
制
上一
定
の
区
別
が

見
ら
れ
る
と
同
時
に 、
た
と
え
ば
ヒ
キ
の
船
頭
大
屋
子
も
い
が
北
の
庫
理
に
属
す
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に 、
両
者
聞
に
は
ま
た
相
互
提
携

関
係
も
存
在
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が 、
し
か
し 、
そ
れ
以
上
の
点
に
な
る
と
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い 。

伊
波
普
猷
は 、
庫
理
に
つ
い
て
短
い
意
見
を
述 、、へ
た
前
掲
の
「
庫
理
に
つ
い
て」
の
ほ
か
に 、

の
『
ひ
き
制
度』
に
つ
い
て

||
琉
球
文
化
の
欄
熟
期
に
関
す
る一
考
察

||」
を平

ヒ
キ
に
関
す
る
長
大
な
論
文
「
古
琉
球

レ
て
レ
る
が 、
残
念
な
こ
と
に
彼
は
庫
理
と
ヒ
キ

の
関
係
に
つ
い
て
両
論
文
の
中
で
全
く
言
及
し
て
い
な
い 。
し
か
し 、
ヒ
キ
に
つ
い
て
は
注
日
す
べ
き
意
見
を
「
古
琉
球
の
『
ひ
き
制
度』

に
つ
い
て」
の
中
で
述
べ
て
い
る 。

本
節
の
テ
1

マ
と
の
関
連
で
要
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば 、
第一
に 、
伊
波
は
ヒ
キ
名
と
貿
易
船
名
の

致
を
指
摘
し 、
ま
た 、
ヒ
キ
の

役
職
(
船
頭
リ

勢
頭 、
筑
殿
H

筑
登
之

致
点
も
挙 .
げ
た
う
え
で 、
「
古
琉
球
人
の
活
動
の
中
心
が
航
海
貿
易

と
貿
易
船
の
職
名
と
の

に
あ
っ

た
為
に 、
自
然
政
道
も
船
頭
が
船
を
操
縦
す
る
や
う
な
も
の
だ
と
悟
っ

て 、
そ
れ
に
因
ん
で
転
用
し
た
も
の
と
思
は
れ
る」 、

す
で
に
妥

な
見
解
を
述
べ
て
レ
る 。
第
二
は

三
番
の
長
官
と
し
て
三
人
制
の
「
世
あ
す
た
ベ
」
(
三
司

ヒ
キ
が
三
番
に
編
成
さ
れ

官)
が
あ
り

ヒ
キ
は
そ
の
配
下
に
あ
っ

て
「
政
治
宗
教
経
済
軍
事
等
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
を
連
結
し
た 、
一
大
統
制」
と
し
て
機
能

す
る
制
度
で
あ
っ

た
こ
と、

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
ヒ
キ
は
三
番
を
含
め
た

コ
二
番
の
ひ
き
制
度
」

と
捉
え
る
べ

き
で
あ
る、

と
し
て
い
る
。

第
三
は、
「
三
番
の
ひ
き
制
度
」

が
聞
得
大
君
を
頂
点
と
す
る
神
女
組
織
と
同
様
の
経
緯
で
形
成
さ
れ、
「
尚
真
王
時
代
の
充
実
し
た
国
力
」

を
表
現
す
る
制
度
の一
つ
で
あ
っ

た 、
と
述
べ
て
い
る 。
伊
波
普
猷
の
第一
の
指
摘
に
つ
い
て
は 、
先
に
論
述
し
た
ご
と
く
私
も一
致
し

た
結
論
を
得
た
の
で
く
り

か
え
さ
な
い 。
第
三
の
指
摘
に
つ
い
て
は 、
尚
真
王
期
(
在
位一
四
七
七
1一

五
二
六
年)

(初)

占
め
る
意
義
か
ら
推
し
て 、
伊
波
の
想
定
は
妥
当
だ
と
考
え
て
い
る 。
第
二
の
指
摘
も
興
味
ぶ
か
い
意
見
で
あ
る
が 、

の
琉
球
王
国
史
に

」
の
問
題
に
つ
い

て
は
若
干
の
コ
メ
ン
ト

が
必
要
で
あ
ろ
う 。

ヒ
キ
が
三
番
に
編
成
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
『
琉
球
国
由
来
記』
に
も
とごつ
い
て
作
成
し
た
表
3
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る 。

い
う
ま
で
も
な
く
三
番
は 、

(引)

い
る
も
の
だ
が 、
伊
波
は 、
屋
良
座
杜
城
の
碑
文
ご
五
五
四
年
建
立)
中
に
登
場
す
る
「
三
ば
ん
の
御
ま
へ
」
は
三
人
の
世
あ
す
た
べ

丑
日
番、

巳
日
番、

酉
日
番
に
分
れ 、
三
交
代
制
の
隔
日
勤
務
を
基
本
と
す
る
出
仕
制
度
と
し
て
知
ら
れ
て

(
三
司
官)
の
こ
と
を
指
す 、
と
し
て
世
あ
す
た
べ
(
三
司
官)
H

三
番
の
長
官
説
を
説
い
て
い
る 。
こ
の
説
は 、
世
あ
す
た
ベ
(
三
司

辞令書に見る王国の存在形態とその変化

官)
は
何
故
に
三
人
制
な
の
か 、
三
人
の
任
務
職
掌
は
ど
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
か 、
と
い
う

疑
問
に
対
す
る
示
唆
を
含
ん
だ
魅

力
的
な
見
解
で
あ
り 、

私
も
同
様
の
想
定
を
い
だ
い
て
い
る 。
ヒ
キ
を
「
政
治
宗
教
経
済
軍
事
等
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
制
度
を
連
結
し
た 、

一
大
統
制」
と
想
定
す
る
場
合
の
伊
波
の
根
拠
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が 、
ヒ
キ
が
政
治
行
政
上
の
編
成
組
織
で
あ
り 、
ま
た 、

貿
易
船
の
渡
航
に
関
係
す
る
制
度
で
あ
る
と
同
時
に 、
神
女
組
織
と
の
聞
に
制
度
上
の
提
携
関
係
を
も
つ
こ
と
な
ど
か
ら
し
て 、
そ
の
「
政

治
宗
教
経
済」
的
性
格
を
伊
波
は
イ
メ
ー

ジ
し
た
の
で
あ
ろ
う 。
ヒ
キ
の
も
つ
「
軍
事」
的
性
格
に
関
し
て
は 、
古
琉
球
碑
文
に
散
見
さ

れ
る
那
覇
港・
首
里
城
な
ど
の
防
禦
体
制
を
挙
げ 、
三
番
の
長
官
た
る
三
人
の
世
あ
す
た
ベ

一
司
官

に
統
率
さ
れ
た
国
軍
が
あ
り

そ
の
編
成
は
ヒ
キ
を
主
体
と
し
た
も
の
で
あ
る 、
と
の
認
識
を
述
べ
て
い
る 。
仲
原
善
忠
も 、
首
里
城
の
「
警
備
土」
と
し
て
ヒ
キ
を
捉

(n)
 

え
て
お
り 、

伊
波
同
様
に
碑
文
の
伝
え
る
防
禦
体
制
の
主
体
は
ヒ
キ
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る 。

第2章

た
し
か
に 、
古
琉
球
碑
文
の
中
に
番
編
成
の
防
禦
制
が
登
場
し 、

琉
球
王
国
に
お
け
る
国
軍
的
な
役
割
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は と
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了
解

れ
る
点
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、

真
珠
湊
の
碑
文

こ

五
二
二
年
建
立)

の
中
に
は
「
と
よ
み
ぐ
す
く

」
(
豊
見
城)

と
「
ね
た
て

ひ
が
わ
」
(
根
立
樋
川

の
格
護
の
た
め
に

一

番
の
里
主
部
家
来
赤
頭
と
南
風
原
・

島
添
大
里
・

知
念
・

佐
敷
の
各
間
切
の
手
勢
と
が

真
玉
橋
を
渡
り 、

下
島
尻
の
手
勢
と
と
も
に
垣
花
の
地
に
合
流
し
て
防
備
に
当
た
る
べ

し 、

と
の
規
定
が
あ
る 。

屋
良
座
杜
城
の
碑
文
に

a 

一

日一
緩
急
あ
れ
ば 、

三
番
の
御
前
の
う
ち
一

番
の
勢
は
首
里
城
の
防
備
に 、

一

番
の
勢
お
よ
び
南
風

そ
れ
ぞ
れ
当
る
べ

し
と
さ
れ
て
い
る 。

碑

一

番
の
勢
は
那
覇
の
警
備
に

原
・

島
添
大
里
・

知
念
・

佐
敷
・

下
島
尻
・

喜
屋
武
の
勢
は
垣
花
・

屋
良
座
杜
域
の
守
備
に 、

文
に
い
う
一

番
が
先
述
の
三
番
の
い
ず
れ
か
を
指
し 、

同
時
に
ま
た 、

島
尻
の
各
間
切
の
手
勢
が
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
キ
に
編
成
さ
れ
た
も
の
だ

と
仮
定
す
れ
ば 、

伊
波
や
仲
原
の
い
う
よ
う
に

ヒ
キ
と
は
明
瞭
に
軍
隊
と
し
て
の
性
格
を
も
あ
わ
せ
も
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

ょ
う。

若
干
の
総
括

以
上
に
述
べ

た
拙
論
の
要
点
を
総
括
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う。

① 

古
琉
球
の
琉
球
王
国
で
は
官
人
の
任
職
に
さ
い
し
て
国
王
名
の
辞
令
書
が
発
給
さ
れ
た
が 、

」
れ
は
渡
海
役
に
対
し
て
も
例
外
な

し
に
適
用
さ
れ
て
い
た

。

② 

右
の
事
態
は 、

対
外
関
係
が
国
王
の
名
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
国
家
主
導
型
の
も
の
で
あ
り 、

使
節
・

要
員
は
官
人
で
あ
り 、

そ
し
て
使
船
も
ま
た
官
船
で
あ
っ

た 、

と
い
う
琉
球
王
国
の
海
外
交
通
史
の
特
徴
を
み
ご
と
に
象
徴
し
て
い
る 。

① 

古
琉
球
辞
令
書
あ
る
い
は
過
渡
期
辞
令
書
の
中
に
ヒ
キ
お
よ
び
庫
理
の
用
例
が
か
な
り
登
場
す
る。

④ 

ヒ
キ
は
向
象
賢
撰
政
期

二

六
六
六
i
七
三
年)

の
王
府
機
構
再
編、

役
位
序
列
化
の
過
程
で
形
骸
化
し
た
が、

古
琉
球
に
お
レ

て
は、

三
グ
ル
ー
プ

一

〆
ル
ー
プ
四
ヒ
キ
(
も
し
く
は
そ
れ
以
上)

に
編
成
さ
れ 、

そ
の
内
に
一

定
の
職
制
を
備
え
た
編
成
組
織

と
し
て 、

王
府
制
度
の
重
要
な
一

環
を
構
成
し
た
と
推
定
さ
れ
る 。

⑤ 

海
外
渡
航
の
海
船
の
名
称
と
ヒ
キ
名
は
と
も
に
共
通
の
美
称
辞
で
呼
ば
れ
て
お
り 、

さ
ら
に
ま
た 、

海
船
の
職
名
と
ヒ
キ
の
職
名

も
一

致
し
て
い
る 。

こ
の
こ
と
か
ら

ヒ
キ
は
海
船
の
航
海
体
制
を
モ
デ
ル
と
し
た

H
地
上
の
航
海
体
制H

と
い
う
性
格
を
帯
び
て

い
た
と
推
定
さ
れ 、

こ
の
点
を
最
初
に
指
摘
し
た
伊
波
普
猷
の
見
解
は
妥
当
な
も
の
と
い
え
る 。

⑥ 

庫
理
を
首
里
域
内
の
「
役
所
」

と
捉
え
る
伊
波
普
猷
説
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
が 、

今
少
し

厳
密
に
い
え
ば 、

地
方
役
人
を
も

そ
の
業
務
上
に
含
ん
だ
王
府
機
関 、

と
規
定
す
べ

き
で
あ
る 。

⑦ 

ヒ
キ
と
庫
理
の
関
係
は 、

現
存
の
史
料
状
況
か
ら
い
え
ば
不
明
と
す
べ

き
で
あ
る 。

た
だ
し 、

両
者
間
に
は
職
制
上

定
の
区
別

辞令;t;fこ見る七回のイヂ存形態とその変化

が
う
か
が
え
る
と
同
時
に 、

相
互
提
携
関
係
も
ま
た
存
在
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る 。

③ 

ヒ
キ
は
三
番
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が 、

三
番
の
長
官
と
し
て
三
人
制
の
世
あ
す
た
べ

一
司
官

を
考
え
る
伊
波
普
猷
説
は
妥
当

だ
と
思
う。

ま
た 、

こ
の
「
三
番
の
ひ
き
制
度
」
(
三
番
ヒ
キ
制
度)

が
尚
真
王
期
に
確
立
し
た
と
見
る
伊
波
説
も
妥
当
と
い
え
よ

う
⑤ 

ヒ
キ
は 、

伊
波
や
仲
原
善
忠
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に 、

琉
球
王
国
に
お
け
る
国
軍
編
成
と
し
て
軍
事
的
性
格
を
も
帯
び
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る 。

以
上
が
本
節
で
述
べ

た
拙
論
の
骨
子
で
あ
る
が 、

ご
高
覧
い
た
だ
い
て
す
で
に
お
気
づ
き
の
よ
う
に 、

拙
論
は
ま
だ
問
題
発
見
の
域
を

第2苛:

出
て
お
ら
ず 、

L
府
制
度
の
特
質
を
解
明
す
る
ま
で
に
は
至
っ

て
い
な
い

。

筆
者
の
力
量
不
足
も
さ
る
こ
と
な
が
ら 、

史
料
的
制
約
が
は

な
は
だ
大
き
い
点
も
ご
賢
察
レ
た
だ
け
れ
ば
と
思
う。

に
も
か
か
わ
ら
ず 、

節
の
テ
l

マ

を
あ
え
て
扱
っ

た
の
は 、

古
琉
球
に
お
け
る
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琉
球
主
国
史
の
研
究
が、
『
歴
代
宝
案』

を
主
要
典
拠
と
す
る
対
外
関
係
史
の
研
究
潮
流
と、
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

を
主
要
典
拠
と
す
る
文

学
・

言
語
・

民
俗
方
面
の
研
究
潮
流
と
に

(
M)
 

横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
未
開
拓
の
テ
l
マ

を、

従
来
軽
視
さ
れ
つ、.
つ
け
て
き
た
辞
令
書
を
中
心
に
追
求
し
て
み

分
さ
れ、

王
国
内
部、

こ
と
に
王
府
制
度
の
究
明
が
大
幅
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
研
究
状
況
が

-
-
、、

φ'h

luv
 

と
い
う
の
が
筆
者
の
設
定
し
た
課
題
で
あ
っ

た。

ま
た、

こ
の
課
題
は、

私
の
問
題
意
識
に
即
し
て
い
えe
主、

古
琉
球
に
お
い
て

活
発
な
対
外
関
係
・

貿
易
を
展
開
し
た
琉
球
王
国
の
内
部
条
件
の
解
明
と
も
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

今
後
と
も
あ
ら
ゆ
る
角
度
か

ら
検
討
を
推
し
進
め
る
つ
も
り
で
い
る。

〔
註
〕

十
二
世
紀
頃
か
ら-
六
O
九
年
(
島
津
侵
入
事
件)
ま
で
の
約
五
0
0
年
間 、
日
本
史
の
中
世
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
時
期
を
近
年
の
琉
球
史
研
究
で

は
「
古
琉
球」
と
称
し 、

琉
球
王
国
の
形
成・
成
立・
展
開
と
い
う一
連
の
基
調
を
もっ
時
代 、
と
規
定
す
る
よ
う
に
な
りつ
つ
あ
る 。
拙
著
『
新

版・
琉
球
の
時
代
||

大
レ
な
る
歴
史
像
を
求
め
て』
(一
九
八
九
年 、
ひ
る
ぎ
社)
参
照 。

2 

古
琉
球
期
の
辞
令
書
の
全
体
的
特
徴
に
つ
レ
て
は
拙
稿
「
古
琉
球
辞
令
書
の
形
式
に
つ
い
て」
(一
九
七
八
年 、
拙
著
『
沖
縄
歴
史
論
序
説』

八
O
年 、
三一
3
房
に
収
録)
を
参
照 。

3 

琉
球
に
お
け
る
辞
令
書
は
「
古
琉
球
辞
令
書」
↓
「
過
渡
期
辞
令
書」

「
近
世
琉
球
辞
令
書」
と
継
起
的
に
推
移
し 、
形
式
上
も
上
記
三
タ
イ

プ
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る 。
拙
稿
「
古
琉
球
辞
令
書
の
形
式
に
つ
い
て」
お
よ
び
沖
縄
県
教
育
委
員
会
『
辞
令
書
等
古
文
書
調
査
報
告
書』
ご
九
七

九
年)
参
照 。

4 

『
那
覇
市
史』
資
料
篇
第
巻
七
二
九
八
二
年)
所
収 。

5 

真
孟
の
名
は
近
世
の
系
図
編
集
の
際
に
追
付
さ
れ
た
もの
で 、
『
麻
姓
家
譜』
の
記
す
童
名
「
小
樽」
が
真
孟
の
当
時
の
名
で
あ
る 。
づ
樽
は
シ
ホ

タ
ル
の
宛
字、

も
レ
は
接
尾
美
称
て
あ
る。

7 

『
麻
姓
家
譜
』

に
よ
る
と
真
命
の
童
名
は
「
真
三
郎
」、

C
辞
令
書
の
マ
サ
フ
ロ

に
-

致
す
る。

『
麻
姓
家
譜』
は
真
命
の
南
蛮
渡
航
を
「
嘉
靖 ・4
十

五
年
乎
丑
八
月
十
日」
と
し
て
い
る
が 、
「
嘉
靖二
十

年
辛
丑
八
月
十
日」
の
誤
記で
あ
ろ
う 。

8 

真
孟・
真
命
父
子

の
渡
海
は
別
の
史
料
て
も
裏
付
け
ら
れ
る 。
た
と
え
は 、
『
明
実
録』
世
宗
実
録
嘉
靖三
年
円
月
の
条
に 、
琉
球
国
中
山
王
尚
真

か
長
史
金
良
等二
O
人
を
遣
わ
し

馬・
万
物
を
献
じ
て
き
た
と
あ
り 、
ま
た 、
同
嘉
靖
十
七
年
三
月
の
条
に
は 、
琉
球
国
中
山
王
尚
清
派
遣
の
陪
臣

陳
賦
ら
が
入
賞
し
た
と
あ
る 。
和
田
久
徳
「
明
録
の
沖
縄
史
料」
で一)
(『
南
島
史
学』
創
刊
号 、
一
九
七
二
年)
参
照 。
さ
ら
に 、
『
歴
代
宝
案』

第-
集
巻
四
十
三

に
は
嘉
靖
十
年
九
月
七
日
付
で
買
満
度
を
長
と
す
る
遅
羅へ
の
遺
使・
使
船
を
示
す
執
照
が
収
め
ら
れ
て
い
る 。
〉・
同o
g
g・

冨

冨
ω門的
E
P

同
ヲH
W
苫ω
口
同
色
mZ
5
5

5片
町

問
。
zm凶
ω
ロ
己
ω
o
E
Y
ω
g
no
c
HM門
ユ
2・

s
s-

参
照 。

9 

拙
稿
「
トコ
琉
球
辞
令
3
の
形
式
に
つ
レ
て」
参
照 。

10 

註
(
3)
参
照 。
過
渡
期
辞
令
書
は一
六
O
九
年
(
島
津
侵
入
事
件)
か
ら一
六
六
七
年
(
向
象
賢
路
線
開
始
時
点)
ま
で
の
期
間
用
レ
ら
れ 、

辞令古に見るL倒のfUE形態とその変化

そ
れ
以
前
の
吉
琉
球
辞
令
占 、
そ
れ
以
後の
近
世
琉
球
辞
令
書
と
形
式
上
区
別
さ
れ
る 。
な
お 、
過
渡
期
辞
令
書
の
全
体
的
分
析
に
つ
い
て
は
本支

第一 -
章
三
節
「
多
良
間
島の
辞
令
書
と
そ
の
背
景
||

琉
球
社
会
に
お
け
る
近
世
的
転
換
の一
端」
参
照 。

『
琉
球
史
料
叢
書』
第

11 

( -
九
六
二
年 、
井
上
主
房)
所
収 。

12 

同
種
の
記
述
は
『
球
陽』
巻一二 、
尚
真
王
卜

六
年
ご
四
九
三)
に
も
あ
る 。
球
陽
研
究
会
編
『
球
陽』
読
み
下
し

編
ご
九
七
四
年 、
角
川翌

←←・u

四」ハ
1一

四
七
頁 。

13 

向
象
賢
慎
政
期
の
政
治
路
線 、
い
わ
ゆ
る
向
象
賢
路
線
の
特
質
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
たっ
て
書
第
五
章
節
「ユ
タ
禁
圧
の
前
提
||

古
琉
球

不内
定
策
の
登
場」
を
参
照 。

第2�

14 

年
代
の
特
定
に
関
し
て
は
後
日
検
討
を
加
え
る
の
で
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い 。

15 

仲
原
普
忠・
外
問
守
善
『
お
も
ろ
う
し
許
典
総
索
引』
第 aa
版
こ
九
七
八
年 、
角
川
書
店)
44

四
四
1両J

四
六
頁
参
照 。

九
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