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序
文

著
者
の
沖
縄
・
琉
球
の
イ
メ
ー
ジ

沖
縄
に
足
繁
く
通
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
九
年
、
も
う
二
〇
年
を
超
え

て
し
ま
っ
た
。こ
の
間
に
、著
者
の
沖
縄
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
次
第
に
固
ま
っ

た
。
ま
ず
第
一
に
、
日
本
と
沖
縄
の
比
較
で
あ
る
。
私
の
認
識
で
は
、
①
沖
縄
の

近
世
に
は
日
本
本
土
と
異
な
り
「
小
農
の
自
立
」
と
い
う
歴
史
的
過
程
が
な
く
、

地
割
制
度
が
近
世
を
通
じ
て
存
続
し
た
こ
と
、
②
沖
縄
社
会
は
、「
天
皇
制
の
欠

如
し
た
日
本
」
で
あ
る
が
、
異
な
っ
た
歴
史
を
持
つ
こ
と
、
③
日
本
本
土
と
同
じ

よ
う
に
父
系
的
親
族
集
団
を
も
つ
が
、
日
本
本
土
の
同
族
集
団
は
〈
家
〉
連
合
の

形
態
を
と
り
、
扶
養
共
同
体
と
し
て
相
互
扶
助
の
集
団
で
あ
る
の
に
対
し
、
沖
縄

の
門
中
集

＊
１団

は
純
粋
な
祭
祀
共
同
体
で
あ
り
、
純
粋
な
父
系
血
縁
の
原
理
が
支
配

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

沖
縄
の
父
系
親
族
集
団
は
、
中
国
・
朝
鮮
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
形
態
と
も
異

な
る
。
沖
縄
で
は
大
陸
の
同
姓
不
婚
の
慣
行
を
欠
如
し
て
い
る
が
、
異
姓
不
養
は

共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
集
団
の
中
で
の
系
譜
意
識
は
明
確
で
あ
り
、
そ
の

系
譜
は
〈
家
〉
の
系
譜
で
は
な
く
、
沖
縄
で
は
「
サ
ニ
（
種
）
の
原
理
」
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
系
譜
の
承
継
と
サ
ニ
の
伝
承
が
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
サ
ニ
の
原
理
と
は
、
か
つ
て
松
園
万
亀
雄
が
精
子
主
義
と
い
う
こ
と
ば
で

父
系
主
義
を
表
現
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
（
松
園　

一
九
八
五
・
一
九
八
七
）。

日
本
で
は
「
家
」
の
存
続
の
た
め
に
婿
養
子
制
度
を
発
達
さ
せ
た
が
、
沖
縄
で
は

婿
養
子
の
慣
行
は
一
般
的
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
（
森　

二
〇
一
三　

三
一
七
）。

も
っ
と
も
、
門
中
集
団
に
お
い
て
は
「
サ
ニ
の
原
理
」
が
支
配
し
て
い
る
が
、

沖
縄
の
す
べ
て
の
地
域
で
こ
の
親
族
集
団
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
分
布

に
は
地
域
性
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
本
土
で
は
、
父
系
的
な
親
族
集
団
が
希
薄
な

地
域
に
お
い
て
は
年
齢
階
梯
制
的
な
社
会
構
造
が
見
ら
れ
る
地
域
が
多
い
が
、
沖

縄
特
に
本
島
に
お
い
て
は
そ
の
社
会
構
造
が
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

沖
縄
の
社
会
構
造
は
本
土
と
同
じ
で
は
な
い
が
、
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
と
し
て
中
国
・
朝
鮮
・
沖
縄
・
日
本
の
父
系
的

親
族
集
団
を
比
較
し
た
と
き
、
沖
縄
は
中
国
や
朝
鮮
に
比
べ
て
日
本
に
相
対
的
に

琉
球
処
分
に
つ
い
て
の
考
察
（
一
）

― 

琉
球
処
分
前
史 

―
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近
い
と
い
え
る
。
中
国
や
朝
鮮
は
「
朱
子
家
礼
」
に
基
づ
い
た
儒
教
文
化
が
色
濃

く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
本
土
と
沖
縄
は
そ
の
文
化
圏
か
ら
比
較
的

自
由
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
一
定
の
共
通
性
が
あ
る
。

琉
球
＝
沖
縄
を｢

天
皇
制
の
な
い
日
本｣

と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
琉
球

が
天
皇
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ

り
な
が
ら
「
サ
ニ
の
原
理
」
は
、
日
本
古
代
の
親
族
系
譜
、
天
皇
家
の
「
万
世
一

系
の
原
理
」
の
承
継
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
、と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
は
、
沖
縄
の
祭
祀
の
問
題
で
あ
る
。
琉
球
王
府
と
し
て
公
認
さ
れ
て
き
た

も
の
は
、「
御
嶽
と
ノ
ロ
（
聞
得
大
君
）」
が
有
名
で
、
こ
の
御
嶽
は
し
ば
し
ば
門

中
祭
祀
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
他
方
で
は
、
八
重
山
地
方
に
分
布
す
る
秘
密
結
社

＝
男
子
結
社
と
し
て
の
「
赤
ま
た
・
黒
ま
た
」
の
祭
儀
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
祭

儀
は
、
琉
球
王
府
＝
第
一
尚
氏
の
成
立
す
る
以
前
に
琉
球
の
基
層
文
化
と
し
て
定

着
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
琉
球
王
府
＝
第
二
尚
氏
が
成
立
と
と
も
に
、
王
権
の
安

定
・
継
続
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
異
質
な
文
化
と
し
て
弾
圧
さ
れ
た
歴
史
を
も
つ

（
沖
縄
県　

二
〇
〇
五　

四
四
一

－

二
）。

王
府
の
祭
祀
と
は
、「
御
嶽
や
ノ
ロ
（
聞
得
大
君
）」
で
あ
り
「
サ
ニ
の
原
理
」

が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、｢

赤
ま
た
・
黒
ま
た｣
文
化
は
マ
レ
ビ
ト
信
仰

と
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
両
者
は
異
質
な
文
化
と
し
て
琉
球
の
な
か
で
多
様
に
重

層
化
し
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
認
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
琉
球
民
族
」
と
い

う
場
合
に
も
、
こ
の
多
様
性
な
文
化
を
前
提
と
し
て｢

琉
球
民
族｣

と
い
う
概
念

が
ど
の
よ
う
に
統
一
化
さ
れ
た
か
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
は
、
琉
球
王
国
と
倭
寇
と
の
関
連
で
あ
る
。
古
く
は
折
口
信
夫
の
「
琉
球

の
出
自
」
や
稲
村
賢
敷
の
﹃
琉
球
諸
島
に
お
け
る
倭
寇
史
跡
の
研
究
﹄
な
ど
に
よ

る
琉
球
王
国
の
構
成
の
関
連
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
り
、
近
年
で
は
吉
成
直
樹
ら

が
精
力
的
に
琉
球
王
国
と
倭
寇
の
関
連
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
議
論
を
展
開
し
て

い
る
（
吉
成
・
福　

二
〇
〇
七
）。
こ
の
知
見
を
前
提
に
考
え
る
な
ら
ば
、
琉
球

列
島
は
、
お
そ
ら
く
十
一
世
紀
以
降
に
「
サ
ニ
の
文
化
」
を
持
っ
た
人
々
が
渡
来

し
、
古
琉
球
を
形
成
し
た
と
。

乱
暴
な
議
論
に
な
る
が
、「
南
か
ら
の
文
化
」
が
グ
ス
ク
時
代
あ
る
い
は
そ
れ

以
前
に
複
数
回
に
わ
た
る
文
化
の
渡
来
、「
北
か
ら
の
文
化
」
は
グ
ス
ク
時
代
以

降
か
ら
数
回
に
わ
た
っ
て
渡
来
、
こ
の
二
つ
の
文
化
複
合
が
琉
球
の
基
層
文
化
を

形
成
し
、
そ
の
上
に
古
琉
球
時
代
に
倭
寇
や
明
朝
か
ら
渡
来
し
た
人
々
の
文
化
が

混
合
さ
れ
て
「
琉
球
人
」
が
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
は
、
歴
史
的
に
は
、
十
六
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
、
琉
球
は
中
継
貿
易

の
拠
点
と
し
て
東
シ
ナ
海
に
君
臨
し
て
き
た
。
こ
の
頃
の
琉
球
の
勢
い
は
、
北

方
で
は
奄
美
諸
島
を
内
国
化
し
、
南
方
で
は
石
垣
・
宮
古
の
先
島
諸
島
の
併
合

に
成
功
し
て
い
た
。
後
者
が
い
わ
ゆ
る
「
オ
ヤ
ケ
・
ア
カ
ハ
タ
の
乱
」（
矢
野　

二
〇
一
四　

一
七
一
）
の
平
定
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
は
じ
め
、
琉
球
諸
島
の
先

島
諸
島
の
支
配
を
拡
大
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
一
五
一
一
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ

る
マ
ラ
ッ
カ
の
陥
落
は
、
こ
れ
ま
で
自
由
奔
放
に
交
易
を
し
て
い
た
琉
球
国
の
凋

落
の
端
緒
と
な
る
（
村
井　

一
九
九
八
、
高
良　

一
九
九

＊
２

八
）。 

他
方
で
は
、
十
六
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
東
シ
ナ
海
の
制
海
権
を
失
っ
た
琉
球

国
は
次
第
に
中
継
貿
易
の
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
く
。
こ
の
頃
日
本

本
土
で
は
、
琉
球
国
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
、
一
五
四
三
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
倭

寇
に
よ
っ
て
鉄
砲
、
一
五
四
九
年
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来

＊
３し

、
こ
れ
か
ら
ほ
ぼ

五
〇
年
の
間
に
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
を
経
て
中
央
集
権
的
な
徳
川
幕
藩
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
本
土
の
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
の
確
立
と
と
も
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海
時
代
に
組
み
込
ま
れ
た
琉
球
国
で
は
勢
力
を
衰
退
さ
せ
、

十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
の
初
頭
に
は
薩
摩
に
よ
る
侵
攻
（
一
六
〇
七
）
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
薩
摩
の
侵
攻
は
、
そ
の
後
の
琉
球
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

⑴
こ
の
薩
摩
の
侵
攻
は
薩
摩
だ
け
の
独
自
の
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
そ
の
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背
後
に
は
豊
臣
秀
吉
そ
し
て
江
戸
幕
府
の
中
央
集
権
的
な
権
力
機
構
が
あ
り
、

琉
球
国
の
石
高
が
薩
摩
藩
の
郷
帳
に
記
載
さ
れ
、
幕
藩
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

⑵
薩
摩
藩
の
侵
攻
に
よ
っ
て
、
琉
球
国
の
内
政
的
仕
組
み
に
も
変
化
を
与
え
て
い

く
。
古
琉
球
で
は
役
人
層
に
お
い
て
位
階
制
度
は
存
在
し
て
い
た
が
、
身
分
制

度
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
近
世
琉
球
国
に
お
け
る
位
階
制
度
と
身
分
制
度

の
二
重
構
造
は
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
薩
摩
の
支
配
を
通
じ
て
一
六
一
一
年
か

ら
実
施
さ
れ
る
検
地
や
宗
門
人
別
帳
の
作
成
に
よ
っ
て
「
士
族
」
と
「
百
姓
」

と
身
分
階
層
化
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
士
族
身
分
に
は
家
譜
を
編
纂

し
、
系
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
身
分
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
（
田
名　

二
〇
〇
三　

一
七
七

－

）。
た
だ
、
こ
の
士
族
身
分
の
承
継
は
、
本
土
の
士
族

身
分
の
よ
う
に
「
家
」
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
サ
ニ
の
原
理
」
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

⑶
こ
の
身
分
制
度
の
形
成
は
琉
球
全
体
に
階
層
社
会
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
先
島
諸
島
の
役
人
層
に
家
譜
の
編
纂
を
容
認
す
る
の
は
一
七
二
九
年
で

あ
る
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
琉
球
藩
と
し
て
士
族
の
数
を
中
央
政
府
に
報
告

し
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
先
島
で
の
士
族
の
数
は
「
ゼ
ロ
」
で
あ
る
（
沖
縄
県　

一
九
六
五　

四
二
）。
首
里
王
府
は
先
島
の
士
族
を
公
式
に
は
認
め
ず
、
差
別

化
を
し
た
の
で
あ
る
。

著
者
の
こ
の
よ
う
な
琉
球
＝
沖
縄
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
琉
球
処
分
に
つ
い
て

の
理
解
も
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
琉
球
処
分
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

琉
球
処
分
に
つ
い
て
の
勉
強
を
始
め
る
と
、
日
琉
同
祖
論
、
琉
球
国
の
独
立
・

自
立
性
、
華
夷
秩
序
（
中
華
思
想
）、
万
国
公
法
主
義
等
の
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
頭
に
浮
か
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
手
垢
の
つ
い
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
き
、い
さ
さ
か
腰
が
引
け
る
こ
と
も
あ
る
。
近
年
で
は「
琉

球
処
分
」
と
い
う
行
政
用
語
で
さ
え
、「
処
分
」
と
い
う
「
上
か
ら
目
線
」
の
用

語
に
反
応
し
て
、
学
問
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
政
治
的
利
用
を
す
る
傾
向
も
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
ば
に
含
意
す
る
意
味
と
琉
球
併
合
の
性
格
あ
る
い
そ
の
プ

ロ
セ
ス
が
重
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
民
族
・
人
種
問
題
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

機
微
を
刺
激
し
て
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
問
題
が
複
雑
・
先
鋭
化
す
る
宿
命
に
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。

維
新
政
府
は
、
天
皇
の
版
図
で
は
な
か
っ
た
琉
球
国
を
日
本
に
併
合
し
た
。
そ

の
根
拠
に
な
っ
た
の
は
、
琉
球
国
が
一
六
〇
七
年
か
ら
薩
摩
藩
の
附
庸
で
あ
っ
た

こ
と
、
維
新
政
府
も
こ
こ
を
重
要
視
す
る
。
そ
し
て
、
一
八
七
三（
明
治
六
）年
の

中
国
＝
清
国
側
に
よ
る
琉
球
人
を
日
本
人
と
す
る
不
用
意
な
発
言
に
よ
っ
て
、
こ

の
二
つ
の
段
階
を
経
て
、
琉
球
処
分
は
行
政
的
に
琉
球
＝
沖
縄
の
領
域
を
日
本
の

領
域
に
併
合
し
て
い
っ
た
。
維
新
政
府
が
琉
球
王
府
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
考

え
て
い
た
と
し
て
も
、
琉
球
国
王
は
薩
摩
藩
の
附
庸
国
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も

の
の
、
併
合
を
自
主
的
に
は
容
認
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
後
も
琉
球
処
分

の
実
施
に
つ
い
て
賛
否
両
論
が
噴
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
時
の
「
併
合
」
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
、「
日
琉
同
祖
論
」
が
利
用

さ
れ
る
。
そ
の
同
祖
論
が
展
開
さ
れ
る
時
期
は
、
一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
「
琉

球
藩
の
設
置
」
で
は
な

＊
４い

。
こ
の
段
階
で
は
、
維
新
政
府
は
国
境
の
劃
定
を
目
論

ん
で
い
た
が
、
こ
の
併
合
正
当
化
の
た
め
に
同
祖
論
や
民
族
の
統
一
と
い
う
新
し

い
議
論
が
生
ま
れ
て
く
る
に
は
ま
だ
し
ば
ら
く
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
国
家
＝

国
境
の
画
定
の
議
論
が
先
に
あ
り
、
そ
の
後
か
ら
民
族
統
一
の
議
論
が
生
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
る
（
與
那
覇　

二
〇
一
四　

一
七
一
）。

「
民
族
の
統
一
」
と
い
う
言
説
と
も
う
一
つ
の
対
局
に
あ
る
こ
と
ば
が
「
琉
球

民
族
」
で
あ
る
。「
琉
球
民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
は
伊
波
普
猷
に
よ
っ
て
も
用
い

ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、伊
波
の
「
琉
球
民
族
」
の
誇
り
高
い
歴
史
の
上
に
「
沖
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縄
学
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
琉
球
民
族
」
の
学
的
な
発
展
と
し
て
高
良
倉

吉
等
に
よ
る
「
琉
球
国
家
論
」
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

伊
波
の
「
琉
球
民
族
」
の
議
論
は
日
本
と
琉
球
の
分
断
を
意
図
す
る
も
の
で
は

な
く
、〈
よ
り
高
度
な
国
民
＝
日
本
人
と
し
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
理
念
〉

に
支
え
ら
れ
て
い
た
（
小
熊　

一
九
九
八　

二
九
八
）。
彼
の
同
祖
論
は
こ
の
高

度
な
理
念
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
琉
球
民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
に

接
す
る
と
、そ
れ
が
琉
球
の
自
立
性
や
独
立
と
結
び
つ
け
た
り
、あ
る
人
々
に
と
っ

て
は
統
合
の
一
つ
の
契
機
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
統
合
を
望
ま
な
い
人
々
に

は
分
断
の
契
機
と
も
な
り
、
こ
の
こ
と
ば
は
諸
刃
の
剣
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
＊
５る

。
別
の
問
題
も
あ
る
。「
琉
球
民
族
」
と
い
う
こ
と
ば
が
琉
球
王
府
を
中
心
と
し

て
「
琉
球
王
国
」
を
構
成
し
た
人
々
で
あ
る
と
し
て
も
、
琉
球
王
府
に
従
属
し
た

農
民
の
存
在
や
、
琉
球
王
府
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
た
先
島
・
八
重
山
諸
島
の
人
々

が
明
治
初
年
の
こ
の
段
階
で
琉
球
国
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
た
か
ど

う
か
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
段
階
で
は
「
琉
球
民
族
」
の
概
念
自
体
も
抽
象
的

で
そ
の
内
実
は
矛
盾
を
抱
え
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
い

＊
６る

。 

も
う
一
つ
は
、
中
華
思
想
・
華
夷
秩
序
の
問
題
で
あ
る
。
一
八
六
九（
明
治
二
）

年
、
本
土
で
版
籍
奉
還
が
行
わ
れ
た
と
き
、
琉
球
国
王
尚
泰
の
下
で
次
の
よ
う
な

議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
新
旧
交
代
の
政
変
が
琉
球
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
及
ぶ

か
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
、そ
の
対
応
策
と
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

①
琉
球
を
直
轄
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
薩
摩
の
附
庸
で
あ
る
こ
と
を
陳

情
す
る
、
②
そ
れ
が
認
め
ら
れ
ず
、
直
轄
に
な
る
と
す
れ
ば
、
薩
摩
の
管
下
に
中

で
朝
廷
へ
の
お
勤
め
を
果
た
す
こ
と
、
③
朝
廷
へ
の
挨
拶
は
こ
れ
ま
で
通
り
行
う

が
、
琉
球
の
使
節
も
薩
使
と
と
も
に
上
京
す
る
こ
と
、
④
五
島
の
由
来
・
琉
球
の

石
高
に
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば
、
万
事
薩
摩
と
内
談
の
上
決
め
る
こ
と
、
⑤
薩
摩

が
新
政
府
に
五
島
を
転
属
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
五
島
は
琉
球
の
所
属
で
あ
る
こ

と
（
東
恩
納
寛
惇
編　

一
九
七
一（
一
九
二
四
）、
一
七
六

－

七
）
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
本
土
で
の
版
籍
奉
還
を
、
琉
球
国
が
ど
の
よ
う
に
認
識
を
も
っ
て
い

た
か
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
こ
の

時
期
に
琉
球
国
が
「
独
立
国
」＝
主
権
国
家
を
目
指
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
琉
球
国
が
固
執
し
た
こ
と
は
日
本
と
中
国
へ
の
両
属
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
琉
球
国
が
「
独
立
」
で
は
な
く
「
両
属
」
に
こ
だ
わ
っ
た
か
の
か
、
そ
れ

が
中
華
思
想
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
、
高
良
の
「
万
国
津し

ん

梁り
よ
う

の
鐘
」
の
解
釈
を
見
た
と
き
、
す
こ
し
そ
の
理
解

に
公
明
が
見
え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
梵
鐘
に
は
、「
琉
球
国
は
南
海
の
勝
地
に

し
て
、
三
韓
︹
朝
鮮
︺
の
秀
を
錍あ

つ

め
、
大
明
︹
中
国
︺
を
以
て
輔ほ

車し
や

︹
荷
台
︺
と

な
し
、
日
域
︹
日
本
」︺
を
以
て
脣し

ん

歯し

︹
唇
と
歯
・
輔
車
脣
歯
は
い
と
つ
の
こ
と

ば
で
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
存
続
で
き
る
よ
う
な
関
係
を

い
う
言
葉
︺
と
な
す
。
此
の
中
間
に
在
り
て
、湧
出
す
る
蓬
莱
島
な
り
。
舟し

ゆ
う

楫し
ゆ
う

︹
水

運
︺
を
以
て
万
国
の
津し

ん

梁り
よ
う

︹
架
け
橋
︺
と
な
し
、
異
産
・
至
宝
は
十じ

つ

方ぽ
う

刹さ
つ

に
充
満

せ
り
」（︹
内
は
著
者
︺）
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

琉
球
王
府
は
朝
鮮
・
中
国
・
日
本
の
架
け
橋
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
の
琉
球
国
の

試
み
を
、
高
良
は
先
人
の
偉
業
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
道
し
る
べ
と
論
じ
て
い
る
。

琉
球
国
は
、
東
ア
ジ
ア
の
、
中
華
世
界
を
前
提
に
し
て
、
架
け
橋
と
し
て
存
在
意

義
が
あ
る
の
だ
と
認
識
し
、
そ
こ
に
琉
球
国
の
「
誇
り
」
が
あ
っ
た
、
と
。
だ
が
、

著
者
は
少
し
異
な
っ
た
解
釈
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
琉
球
国
の
存
在
意
義
を
近
代

の
、
し
か
も
世
界
で
帝
国
主
義
が
支
配
す
る
時
代
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
意
義
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

琉
球
国
が
、
日
本
を
中
国
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
宗
主
国
と
し
て
「
両
属
」
と
し

て
い
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
日
本
を
こ
の
中
華
体
制
の

一
員
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
琉
球
処
分
は
中
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国
の
中
華
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
日
本
か
ら
明
確
に
拒
絶
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
の
最
後
の
決
断
は
大
久
保
利
通
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
一
八
七
四（
明
治
七
）

年
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
も
問
題
は
、
琉
球
国
が
中
華
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
を
こ
れ
ま
で
の
沖
縄
＝
琉
球
研
究
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
き
た
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
＝
維
新
政
府
が
そ
の
中
華
体
制
か
ら
離
れ

て
、
近
代
化
＝
文
明
化
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
か
、
そ
れ
が
琉
球

処
分
の
性
格
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
の
視
点

本
稿
の
目
的
は
、琉
球
処
分
を
沖
縄
か
ら
の
観
点
で
は
な
く
、あ
え
て
日
本
（
本

土
）
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
国
境
の
劃
定
は
、
明
治
維
新
に
お

い
て
、「
近
代
日
本
」を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
に
関
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
り
、

そ
の
近
代
化
の
方
向
性
は
、
西
洋
諸
国
と
の
不
平
等
条
約
の
是
正
の
た
め
に
、
文

明
化
＝
西
洋
化
を
推
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
大
政
奉
還
・
版
籍

奉
還
か
ら
地
租
改
正
に
至
る
過
程
で
、
土
地
の
所
有
権
制
度
を
整
え
、
ど
の
よ
う

に
資
本
主
義
化
を
成
し
遂
げ
る
か
と
い
う
課
題
を
果
た
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
西

洋
列
強
の
な
か
で
、
後
進
国
日
本
が
植
民
地
化
さ
れ
ず
に
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
主

権
国
家
と
し
て
確
立
し
て
い
く
の
か
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
た
。

国
境
の
劃
定
は
外
交
問
題
で
あ
り
、
北
方
に
お
い
て
は
一
八
七
四（
明
治
七
）年

の
千
島
・
樺
太
交
換
条
約
に
よ
っ
て
劃
定
し
、
南
方
の
国
境
は
中
国
と
の
折
り
合

い
が
つ
か
な
い
ま
ま
一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
の
「
琉
球
処
分
」
ま
で
実
施
が
先

送
り
さ
れ
た
。
明
治
維
新
の
こ
の
時
期
、
日
本
は
ま
だ
産
業
革
命
の
萌
芽
も
見
え

な
い
な
か
、
西
洋
列
強
に
取
り
囲
ま
れ
、
ま
だ
中
華
体
制
か
ら
の
脱
却
を
で
き
な

い
ま
ま
の
後
進
国
（
＝
半
文
明
国
）
で
あ
っ
た
。

混
沌
と
し
た
明
治
維
新
に
一
つ
の
画
期
を
齎も

た
ら

し
た
の
は
、
や
は
り
「
明
治
六
年

の
政
変
」
で
あ
ろ
う
。
政
変
の
中
心
人
物
で
あ
る
大
久
保
利
通
が
外
務
卿
副
島
種

臣
に
代
わ
り
、外
交
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
副
島
は
一
八
七
一（
明

治
四
）年
の
日
清
修
好
条
規
の
批
准
の
た
め
に
清
国
に
赴
く
が
、
中
国
外
交
官
の

不
用
意
な
発
言
＝
台
湾
蕃
族
は
「
化
外
の
民
」
の
発
言
を
引
き
出
す
。
こ
の
発
言

を
最
大
限
に
利
用
し
て
台
湾
蕃
族
事
件
の
交
渉
を
行
い
、
新
し
い
全
権
大
使
大
久

保
利
通
が
中
国
か
ら
撫ぶ

恤じ
ゆ
つ

銀
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
背
後
に
は
、

御
雇
外
国
人
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
そ
れ
を
補
佐
し
た
井
上
毅
が
い
た
。
こ
の
外
交

交
渉
が
、
万
国
公
法
主
義
に
基
づ
い
た
新
し
い
外
交
の
夜
明
け
で
あ
っ
た
し
、
こ

の
万
国
公
法
＝
近
代
国
際
法
こ
そ
が
、
不
平
等
条
約
の
是
正
を
見
通
し
た
、
中
華

思
想
・
華
夷
秩
序
に
対
峙
す
る
方
法
で
あ
る
と
大
久
保
利
通
は
考
え
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

一
八
七
四（
明
治
七
）年
十
二
月
十
五
日
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
は
三
條
太
政
官

に
琉
球
処
分
に
つ
い
て
の
伺
書
を
提
出
す
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
「
琉
球
島
見
込

案
」
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
る
の
は
翌
三
月
十
七
日
で
あ
る
。
松
田
道
之
が
五
月

十
七
日
に
琉
球
処
分
を
実
行
す
る
た
め
の
「
見
込
案
」
を
三
条
太
政
大
臣
に
提
出

し
て
那
覇
へ
向
か
う
。
沖
縄
で
は
「
処
分
」
の
執
行
官
と
し
て
極
悪
人
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
も
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
行
政
官
で
あ
り
。

政
府
の
政
策
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

著
者
は
、
明
治
七
年
末
ま
で
を｢

琉
球
処
分
前
史
」
と
し
て
、
こ
れ
以
降

一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
ま
で
の
時
期
を｢

琉
球
処
分
期
」
と
位
置
づ
け
て
お
く
。

た
だ
、
内
政
問
題
だ
け
が
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
東
京
に
滞
在
し
て
い

た
幸
地
親
方
（
向
徳
宏
）
が
一
八
八
七（
明
治
十
）年
三
月
に
福
州
に
到
達
し
、
日

本
政
府
に
よ
り
朝
貢
が
阻
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
清
国
に
直
訴
す
る
よ
う
に
な
る

と
、
問
題
は
対
中
国
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
世
界
の
注
目
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
明
治
政
府
は
一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
に
強
制
的
に
行

政
処
分
を
実
行
す
る
。
こ
の｢

処
分｣

に
対
す
る
中
国
を
は
じ
め
国
際
世
論
の
反
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発
は
厳
し
く
、
日
本
は
窮
地
の
追
い
込
ま
れ
る
。
中
国
の
攻
勢
は
特
に
厳
し
く
、

戦
争
の
危
機
の
な
か
ア
メ
リ
カ
が
仲
裁
に
入
り
、
ア
メ
リ
カ
前
大
統
領
ブ
ラ
ン
ト

（
提
案
時
は
大
統
領
職
を
辞
し
て
い
た
）
に
よ
っ
て
沖
縄
分
割
案
が
提
案
さ
れ
る
。

国
内
的
に
は
、
明
治
政
府
は
旧
慣
温
存
政
策
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
旧
慣
温
存
政
策
は
、
日
中
紛
争
の
た
め
に
内
国
化
を
ゆ
っ
く
り
進
め
た
と
い

う
政
策
で
は
な
く
、
沖
縄
内
部
ー
特
に
先
島
地
域
に
お
け
る
那
覇
＝
旧
士
族
に

対
す
る
不
平
不
満
を
緩
和
す
る
た
め
の
政
策
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の

一
八
七
九
年
以
降
の
時
期
を
「
琉
球
処
分
そ
の
後｣

と
し
て
問
題
点
を
整
理
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

二　

版
籍
奉
還
と
琉
球
（
沖
縄
）

二
ー
一　

版
籍
奉
還
を
め
ぐ
る
安
良
城
盛
昭
の
議
論

一
八
六
九（
明
治
二
）年
、
版
籍
奉
還
が
行
わ
れ
、
そ
れ
は
明
治
政
府
の
布
告
と

い
う
形
を
と
る
の
で
は
な
く
、
大
政
奉
還
に
続
き
、
自
主
的
な
返
納
と
い
う
形
を

と
っ
た
。
版
籍
奉
還
は
「
全
国
の
各
藩
主
が
そ
の
土
地
（
版
）
と
人
民
（
籍
）
を

朝
廷
に
返
還
し
た
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
る
。「
返
還
」
の
意
味
か
ら
考
え
る
と
、

一
般
論
と
し
て
は
、
そ
の
領
域
は
か
つ
て
天
皇
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
前
提
に
版
籍
奉
還
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
琉
球
の
領
域
で
は
こ

の
よ
う
な
論
理
構
造
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
琉
球=

沖
縄
は
こ
れ
ま
で
一

度
も
天
皇
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
安
良
城
盛
昭
は
琉
球
国
の
日
本
併
合
を
「
版
籍
奉
還
な
き
廃
藩
置

県
」（
安
良
城　

一
九
八
〇　

一
七
八

－

）
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
安
良
城
の
問
題

提
示
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
刺
激
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
が
、
た
だ
そ
の
指

摘
の
意
味
に
つ
い
て
つ
い
て
の
理
解
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。つ
ま
り
安
良
城
は
、

「
廃
藩
置
県
な
き
廃
藩
置
県
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
日
本
に
よ
る
琉
球
併

合
に
法
的
瑕
疵
が
あ
っ
た
、と
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
る
人
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
川
畑
恵
は
、
安
良
城
に
と
っ
て
「
廃
藩
置
県
に
は
版
籍
奉
還
が
前
提

と
し
て
必
要
さ
れ
た
こ
と
、
廃
藩
置
県
の
過
渡
的
段
階
と
し
て
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
お
り
」
と
論
じ
、「
琉
球
王
の
琉
球
版
籍
の
自
主
的
な
返
上
と
い
う
形
を

と
っ
て
、
は
じ
め
て
沖
縄
県
設
置
と
開
始
で
き
た
」（
川
畑
、
一
四
九
頁
）
と
論

じ
て
い
る
。
こ
の
川
畑
の
「
琉
球
王
の
自
主
的
返
還
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
は
じ

め
て
沖
縄
県
設
置
が
開
始
で
き
た
」
と
す
る
意
見
に
は
同
意
し
な
が
ら
も
（
川
畑　

二
〇
〇
八　

一
四
九
）、安
良
城
が
「
版
籍
奉
還
な
き
琉
球
処
分
」
と
言
っ
た
の
は
、

版
籍
奉
還
の
代
替
策
と
し
て
琉
球
藩
設
置
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
沖
縄

に
お
い
て
版
籍
の
奉
還
は
論
理
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
ど
の
よ
う
な

論
理
で
琉
球
の
版
籍
を
維
新
国
家
に
吸
収
し
た
の
か
、
そ
の
支
配
の
正
当
性
を
問

う
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

安
良
城
は
、「
琉
球
は
版
籍
奉
還
か
ら
客
観
的
に
は
除
外
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
十
分
な
根
拠
が
存
在
す
る
」
と
し
た
上
で
、「
薩
摩
藩
主
島
津
久
光
の
版

籍
奉
還
は
、
島
津
の
琉
球
に
対
す
る
明
治
二（
一
八
六
九
）年
の
島
津
久
光
の
版
籍

奉
還
は
琉
球
を
も
含
ん
で
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
の
版
籍
奉
還
は
、

島
津
久
光
の
琉
球
支
配
権
の
返
上
＝
放
棄
で
は
あ
り
え
て
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち

に
、
琉
球
国
王
尚
泰
の
琉
球
統
治
権
の
天
皇
へ
の
返
上
に
必
ず
し
も
直
結
し
な
い

と
こ
ろ
に
、当
時
の
琉
球
の
歴
史
的
地
位
の
特
殊
性
が
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
」（
安

良
城　

一
九
八
〇　

一
八
一

－

二
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
薩
摩
藩
の
版

籍
奉
還
に
琉
球
の
支
配
権
の
返
上
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
尚
泰
の

琉
球
統
治
権
の
返
上
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
安
良
城
の
議
論

で
あ
る
。

著
者
な
り
に
整
理
す
れ
ば
、
琉
球
国
の
琉
球
藩
へ
の
組
み
替
え
、
尚
泰
を
册
封

し
て
藩
王
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
琉
球
藩
を
天
皇
制
の
枠
組
み
に
位
置
づ

け
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
明
治
国
家
の
沖
縄
併
合
の
方
法
は
確

定
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
こ
の
ま
ま
で
琉
球
の
版
籍
が
自
ず
と
維
新
政
府
へ
移
行
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す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
維
新
政
府
も
そ
う
考
え
て
い
た
し
、
そ
し
て
安
良
城

も
こ
こ
に
問
題
が
残
る
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
尚
泰
は
「
土
地
と
人

民
」
を
天
皇
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
琉
球
国
の

版
籍
を
日
本
国
に
併
合
す
る
た
め
に
は
、
琉
球
国
の
国
王
で
あ
っ
た
尚
泰
に
よ
る

同
意

4

4

が
必
要
で
あ
っ
た
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
土
の
版
籍
奉
還
は
、
天
皇
の
命
令
に
も
基
づ
く
も
の

で
は
な
く
、
全
国
の
各
藩
主
が
長
州･

土
佐･

薩
摩･

備
前
藩
の
建
白
書
に
よ
っ

て
領
地
（
版
）
と
人
民
（
籍
）
と
を
朝
廷
に
返
還
し
た
と
い
う
体
裁
を
整
え
た
。

そ
こ
に
勅
令
や
布
告･

通
達
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
自
主
的
に

返
納
し
な
か
っ
た
藩
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
少
数
派
で
あ
り
、
彼
ら
は
多
勢
に
無

勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
廃
藩
置
県
は
「
詔
勅
」
で
あ
り
、
天
皇
の
命
令
と
い
う

形
態
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
、
討
幕
運
動
に
加
担
し
た
諸
藩
・
藩

士
達
が
自
分
達
の
存
在
あ
る
い
は
生
活
基
盤
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱

き
、
維
新
政
府
に
対
し
て
反
抗
を
企
て
る
こ
と
に
な
る
。
法
形
式
上
は
、
版
籍
奉

還
ま
で
は
自
主
返
納
で
あ
る
の
に
対
し
、
廃
藩
置
県
は
勅
令
そ
し
て
政
府
の
行
政

行
為
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

さ
て
、
琉
球
国
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
薩
摩
藩
の
版
籍
奉
還
に
よ
り
、

薩
摩
藩
は
琉
球
国
に
対
す
る
支
配
権
を
放
棄
し
た
。
こ
の
と
き
に
琉
球
国
に
は
論4

理
的
に
は

4

4

4

4

い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
薩
摩
藩
が
琉
球
王
国
の

支
配
権
（
特
に
、
貢
租
徴
収
の
権
利
）
を
放
棄
し
た
段
階
で
、
①
薩
摩
藩
を
天
皇

＝
国
家
に
置
き
換
え
る
こ
と
、
清
国
と
の
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
両
国
へ
の
従
属

関
係
を
維
持
す
る
こ
と
、
②
幕
府
を
天
皇
＝
国
家
に
置
き
換
え
、
鹿
児
島
県
の
一

部
分
と
し
て
琉
球
国
を
位
置
づ
け
、
清
国
と
両
属
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
、
③
清

国
と
の
支
配
に
服
し
、
琉
球
王
国
を
維
持
す
る
こ
と
。
④
清
国
や
日
本
か
ら
自
立

し
、
独
立
国
家
と
し
て
歩
む
こ
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
の
時
期
に
一
度
も
主
張

し
た
こ
と
は
な
い
。
⑤
日
本
の
領
土
の
一
部
と
し
て
、
日
本
の
支
配
に
服
す
る
こ

と
、
で
あ

＊
７る

。

琉
球
国
が
選
択
し
た
こ
と
は
①
で
あ
り
、
薩
摩
と
の
関
係
を
断
ち
切
り
、
清
国

と
の
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
、
両
属
関
係
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
維
新
政
府
の
政
策
は
版
籍
奉
還
の
段
階
で
は
定
ま
っ
た
も
の
で
は

な
く
、
一
八
七
二（
明
治
五
）年
に
な
っ
て
「
琉
球
藩
設
置
」
を
詔
勅
で
定
め
、
中

国
風
の
冊
封
を
与
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
冊
封
を
与
え

た
と
し
て
も
、
つ
ま
り
尚
泰
を
藩
王
に
封
じ
た
と
し
て
も
、
琉
球
の
版
籍
「
奉
還
」

が
論
理
的
に
可
能
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
＝
清
国
も
ま
た

以
前
か
ら
琉
球
国
を
册
封
し
て
い
る
以
上
、
今
度
は
中
国
と
の
話
し
合
い
＝
中
国

側
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
ー
二　

琉
球
支
配
の
正
当
性
の
根
拠
の
模
索

幕
藩
体
制
か
ら
明
治
維
新
体
制
へ
の
移
行
は
、
武
力
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、
法
的
な
連
続
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、｢

革
命｣

で
は
な
く｢

改
革｣

で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。
一
九
七
一（
明
治
四
）年
の
廃
藩
置
県
の
段
階
に
至
っ
た
と
き
、

天
皇
の
命
令
＝
勅
令
に
基
づ
い
た
政
府
の
行
政
行
為
と
し
て
展
開
す
る
。
こ
の
段

階
に
至
る
ま
で
、
沖
縄
＝
琉
球
は
内
政
の
「
蚊
帳
の
外
」
で
あ
っ
た
が
、
日
本
が

近
代
国
家
と
し
て
新
し
い
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
否
応
な
く
国
境
の

劃
定
作
業
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
琉
球
国
の
併
合
問
題
が
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
断
っ
て
お
く
と
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
天
皇
（
国
家
）
と

幕
府
あ
る
い
は
諸
大
名
と
の
社
会
関
係
が
近
代
的
な
契
約
関
係
を
構
築
す
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、「
日
本
型
華
夷
秩
序
」（
荒
野　

一
九
八
七
）
を
背
景
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
改
革
が
新
し
い
日
本
の
近
代
を
作
り
出
す
前
提
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
近
代
的
な
社
会
関
係
と
は
程
遠
い
「
改
革
」
で
あ
っ
た
。
明
治
政

府
に
は
近
代
的
な
「
法
の
支
配
」
と
い
う
枠
組
み
が
な
く
、「
武
威
」
を
背
景
と
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し
た
支
配
服
属
の
関
係
だ
け
で
あ
っ
た
。
当
時
の
維
新
政
府
は
こ
の
伝
統
的
な
枠

組
み
の
な
か
で
、
琉
球
併
合
も
出
来
る
と
考
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
と

は
そ
う
単
純
で
は
な
か
っ
た
。

ま
え
に
、
沖
縄
併
合
の
た
め
に
は
、
版
籍
奉
還
に
代
わ
る
琉
球
王
と
し
て
の
尚

泰
の
「
同
意
」
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
た
。
琉
球
国
が
中
華
体
制
の
な
か
に
あ
る

の
で
、
日
本
は
沖
縄
併
合
の
た
め
に
は
中
華
体
制
の
あ
り
方
と
も
戦
う
必
要
が
生

ま
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
中
国
の
同
意
も
必
要
な
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
二
つ
の｢

同
意｣
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
中
国
と
の
「
同
意
」
は

西
洋
列
強
が
東
ア
ジ
ア
を
虎
視
眈
々
と
狙
っ
て
い
る
な
か
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ア
ジ
ア
的
な
曖
昧
な
解
決
で
は
な
く
、
近
代
国
際
法
に
基
づ
い
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
新
し
い
解
決
策
は｢

明
治
六
年
の
政
変｣

後
に
大
久
保
利
通
を
通
じ
て
展

開
さ
れ
、
御
雇
外
国
人
の
協
力
を
得
て
、
近
代
国
際
法
＝｢

万
国
公
法
主
義｣

に

基
づ
く
解
決
策
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
に
問
わ
れ
る
の
が
、
琉
球
国
が
「
独
立
国｣
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ

る
。
井
上
清
は
、
幕
末
の
琉
球
国
を
「
独
立
国
」（
後
に
、「
独
自
の
国
」「
独
自

の
小
国
家
」
に
表
現
を
変
え
る
）
と
し
た
上
で
、
一
体
の
民
族
社
会
が
形
成
さ
れ

て
い
な
い
二
つ
の
社
会
の
間
で
、・
・
武
力
な
ど
の
威
圧
を
も
っ
て
こ
れ
を
併
合

し
、
そ
の
国
家
的
存
在
を
抹
殺
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
を
侵
略
と
い
わ
な
い
で
こ
れ

を
な
ん
と
い
う
の
だ
ろ
う
」（
井
上
清
、
一
九
七
二　

四
三
〇
）
と
い
う
。

た
だ
、
こ
の
井
上
清
は
、
幕
末
期
に
お
い
て
中
国
と
日
本
に
両
属
を
し
て
い
た

琉
球
国
を
「
主
権
国
家
」
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
独
自
の
国
」
と
位
置
づ
け

て
い
る
。
こ
の
「
独
自
の
国
」
の
理
解
こ
そ
が
、
琉
球
処
分
の
政
治
的
性
格
の
根

幹
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

朝
貢
・
册
封
関
係
の
国
々
が
宗
主
国
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
必
ず
し

も
一
様
で
は
な
く
、
慣
行
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
の
か
、
単
に
儀
礼
的
な
も
の

で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
宗
主
国
の
主
観
的
な
裁
量
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
か
、
い

ず
れ
に
し
て
も
明
確
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
中
国
＝
清
国
は
、
李
朝
朝
鮮
国
を
朝
貢
国
で
あ
り
な
が
ら｢

独
自

の
国｣

と
呼
び
、
琉
球
国
は
中
国
と
の
関
係
を
儀
礼
的
関
係
と
説
明
し
て
い
て
も
、

中
国
は
琉
球
が
日
本
に
併
合
さ
れ
る
と｢

独
自
の
国｣

で
あ
っ
た
と
主
張
し
、
ま

た
台
湾
に
つ
い
て
は｢

化
外
の
民｣

と
し
な
が
ら
も
中
国
の
昔
か
ら
の
版
図
で
あ

る
と
主
張
す
る
。
日
本
は
、
中
国
の
干
渉
を
排
除
し
て
日
朝
修
好
条
規
を
締
結
す

る
た
め
に
、
中
国
に
対
し
て
李
朝
朝
鮮
を｢

独
自
の
国｣

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

日
本
は
琉
球
に
つ
い
て
「
属
国｣

あ
る
い
は｢

附
庸
国
」
と
表
現
し
、｢

独
自
の

国｣

で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
か
っ
た
。

曖
昧
模
糊
と
し
て
規
範
性
の
な
い
漠
然
と
し
た
関
係
が
東
ア
ジ
ア
の
国
々
で
支

配
す
る
の
が
朝
貢
・
册
封
関
係
の
特
徴
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
関
係
の
な
か
で
「
属
国
」
と
し
て
位
置
づ
け
、他
方
で
は
ど
の
よ
う
論
理
で
「
独

自
の
国｣

と
見
な
す
の
か
、
こ
の
点
が
後
の
日
清
交
渉
の
論
点
と
な
る
。
と
も
あ

れ
、
少
な
く
と
も
「
主
権
」
国
家
で
は
な

＊
８い

。

日
本
政
府
は
こ
の
よ
う
な
華
夷
秩
序
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
目
標
に
、｢

琉
球
処

分｣

へ
の
道
を
歩
み
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
華
夷
秩
序
の
中
の
琉
球
国
か
ら
拒
絶

さ
れ
、
中
華
思
想
の
中
心
に
い
た
中
国
＝
清
国
か
ら
も
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
日
本
は
そ
れ
で
も｢

文
明
化｣

の
道
を
進
む
こ
と
に
な
る
。

三　

琉
球
藩
の
設
置
か
ら
台
湾
事
件
へ

三
ー
一　

東
ア
ジ
ア
の
外
交
関
係

明
治
維
新
政
府
が
「
開
国
」
を
選
択
し
た
が
、
こ
の
段
階
で
ど
の
よ
う
な
外
交

政
策
を
展
開
す
る
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
か
っ
た
。
幕
藩
体
制
の
も
と
で
結

ば
れ
た
欧
米
と
の
不
平
等
条
約
を
で
き
る
だ
け
早
く
改
正
し
、
平
等
な
条
約
に
移

行
し
よ
う
と
す
る
方
針
は
明
確
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
欧
米
諸
国
が
そ
の
話
し
合
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い
に
す
ぐ
に
応
じ
る
こ
と
は
期
待
を
も
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
隣
の

東
ア
ジ
ア
で
は
新
し
い
条
約
の
締
結
が
で
き
る
と
、
つ
ま
り
対
朝
鮮
と
の
間
で
は

平
等
な
条
約
＝
外
交
関
係
を
樹
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
。

一
八
六
八（
明
治
元
）年
一
二
月
に
明
治
政
府
が
樹
立
す
る
と
す
ぐ
に
書
契
、
す

な
わ
ち
国
書
を
江
戸
時
代
か
ら
の
日
朝
関
係
を
媒
介
し
た
対
馬
藩
の
宗
氏
を
通
じ

て
送
っ
た
。
し
か
し
、
国
書
に
は
「
皇
」
や
「
奉
勅
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
使
用

さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
李
朝
朝
鮮
側
は
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
。

朝
鮮
側
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
中
国
と
の
冊
封
関
係
に
留
ま
り
、
そ
の
中
に
日
本

と
の
関
係
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
前
近
代
に
お
け
る
冊
封
体
制
下
に
お

い
て
、「
皇
上
」
や
「
奉
勅
」
と
い
う
こ
と
ば
は
中
国
の
王
朝
に
の
み
許
さ
れ
た

こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
日
本
が
そ
れ
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
よ
り
も
日

本
の
国
際
地
位
を
上
位
に
お
く
こ
と
を
画
策
し
た
も
の
だ
と
朝
鮮
は
捉
え
た
。

こ
の
「
受
け
取
り
拒
否
」
事
件
は
、
李
氏
朝
鮮
が
中
華
体
制
の
下
で
の
外
交
関

係
を
維
持
し
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
の
外
交
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
朝
鮮
に

対
し
、日
本
は
「
近
代
的
」
な
国
際
関
係
の
樹
立
＝
開
国
を
目
標
と
し
た
も
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
に
は
大
き
な
差
が
あ
っ

＊
９た

。
た
と
え
ば
、
両
国
の
外
交
政
策
と

し
て
は
、
鎖
国
を
前
提
と
し
釜
山
の
倭
館
に
限
定
し
た
国
交
を
望
む
朝
鮮
側
と
、

対
馬
宗
氏
か
ら
外
交
権
を
取
り
上
げ
て
外
交
を
一
元
化
し
て
開
国
を
迫
る
日
本
と

の
間
の
対
立
と
な
り
、
こ
の
受
け
取
り
拒
否
に
よ
り
日
本
で
は
明
治
初
年
の
「
征

韓
論
」
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。

李
氏
朝
鮮
と
の
国
交
問
題
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
中
、
朝
鮮
の
宗
主
国
で

あ
る
清
国
と
の
国
交
締
結
を
優
先
す
べ
き
と
の
考
え
が
主
流
に
な
り
、
清
国
と
の

間
で
一
八
七
〇（
明
治
三
）年
の
予
備
交
渉
を
へ
て
、
一
八
七
一（
明
治
四
）年
の
日

清
修
好
条
規
＝
条
約
の
締
結
を
行
っ
た
。
こ
の
条
約
は
平
等
条
約
で
は
あ
っ
た

が
、
欧
米
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
不
平
等
条
約
の
内
容
を
相
互
に
認
め
も
の

で
あ
っ
た
し
、
こ
の
条
規
に
よ
っ
て
め
ざ
す
も
の
も
次
に
述
べ
る
よ
う
に
同
床
異

夢
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

10
＊い

。

清
国
と
平
等
の
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
は
李
氏
朝
鮮
を
慌
て
さ
せ
た
。
清
国
に
は

中
華
思
想
を
踏
ま
え
た
上
で
西
欧
列
強
の
侵
略
か
ら
共
同
戦
線
を
も
っ
て
対
抗
し

よ
う
と
す
る
日
清
連
帯
の
意
図
も
垣
間
見
る
が
、
日
本
は
平
等
な
条
約
を
締
結
で

き
た
こ
と
に
満
足
し
、
清
国
の
考
え
る
よ
う
な
意
図
は
持
た
な
か
っ
た
。
実
際
、

こ
れ
以
降
の
日
本
は
逆
に
脱
亜
論
の
方
向
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
八
六
八（
明
治
一
）年
の
朝
鮮
に
よ
る
対
馬
藩
の
王
政
復
古
の
通
告
の
受
け
取

り
拒
否
事
件
（
書
契
事
件
）、
一
八
七
一（
明
治
四
）年
清
国
と
の
修
好
条
規
の
締

結
等
、
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
環
境
が
変
化
す
る
な
か
で
、
国
内
的
に
は
廃
藩
置
県

が
実
施
さ
れ
た
。
廃
藩
置
県
は
「
全
国
一
致
之
政
体
」（
大
隈
重
信
）
の
実
行
で

あ
り
、藩
の
廃
止
と
も
に
新
し
い
軍
制
の
再
構
築
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
事
業
は
、

岩
倉
使
節
団
の
外
遊
中
に
留
守
政
府
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
、
徴
兵
令
・
学
制
・
司

法
改
革
・
地
租
改
正
が
実
施
さ
れ
る
激
動
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
富
国
強

兵
政
策
は
、
中
華
体
制
に
中
に
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
の
状
況
を
不
安
定
要
因
と
し
て

展
開
す
る
。

一
六
世
紀
以
来
、
日
清
両
国
の
海
禁
・
鎖
国
政
策
の
中
で
、
日
本
と
中
国
と
の

正
式
の
国
交
は
な
か
っ
た
が
、
日
清
修
好
条
規
の
締
結
で
東
ア
ジ
ア
最
初
の
変
化

が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
と
の
間
の
条
約
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
さ
に

こ
の
最
中
、
一
九
七
一（
明
治
四
）年
に
台
湾
先
住
民
に
よ
る
宮
古
漂
着
民
殺
害
事

件
が
勃
発
す
る
。

東
ア
ジ
ア
を
取
り
巻
く
環
境
と
し
て
、
日
本
は
ま
ず
中
華
体
制
の
宗
主
国
で
あ

る
中
国
＝
清
国
と
の
間
で
は
「
平
等
」
な
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し

て
、
中
国
を
宗
主
国
と
仰
ぐ
李
朝
朝
鮮
と
の
間
で
は
ま
だ
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で

き
ず
、
さ
ら
に
琉
球
国
は
中
国
と
日
本
に
両
属
し
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
の
所
属

問
題
は
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
後
に
述
べ
る
台
湾
で
宮
古
漂
着
民

殺
害
事
件
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
国
内
で
は
、
一
方
で
は
、
征
韓
論
が
盛
り
上
が
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り
、
他
方
で
は
台
湾
に
関
し
て
も
討
伐
論
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
段
階
で
は
、
日
本
が
東
ア
ジ
ア
の
中
華
体
制
と
ど
の

よ
う
に
対
応
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
意
図
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
勝

田
政
治
は
、
明
治
政
府
が
一
八
六
八
年
に
「
対
外
和
睦
の
布

11
＊告

」
を
出
し
、
こ
れ

が「
宇
内
の
公
法
」が「
万
国
公

12
＊法

」と
し
て
い
る（
勝
田
政
治　

二
〇
一
六　

四
）。

「
万
国
公
法
」
の
考
え
方
は
幕
末
期
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
が
、「
万
国
公
法
」

の
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
こ
の
段
階
で
「
万
国
」
と
い
っ
て
も
、
欧
米
＝
西
洋
諸
国
だ
け
が
「
文

明
国
」
＝
自
主
的
な
主
権
国
家
で
あ
り
、日
本
・
中
国
・
ト
ル
コ
等
は
「
半
文
明
国
」

と
呼
ば
れ
、不
平
等
上
条
約
を
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、｢

半
文
明
国
」

と
し
て
日
本
は
こ
の
不
平
等
条
約
を
打
破
す
る
た
め
に
「
文
明
開
化
」
を
実
現
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、ア
フ
リ
カ
な
ど
は
「
未
開
国
」＝「
化
外
の
地
」

「
無
主
の
地
」
と
し
て
植
民
地
の
対
象
に
な
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
植
民
地
主
義
を
正
当
化
す
る
論
理
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
中
華
世
界
は
別
の
原
理
が
支
配
し
て
い
た
。
琉
球
国
や
朝
鮮

等
の
朝
貢
国
は
、
宗
主
国
の
属
国
（
附
庸
国
）
と
見
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
朝
貢

国
は
宗
主
国
の
保
護
の
対
象
と
み
な
さ
れ
、
万
国
公
法
（
＝
近
代
国
際
法
）
の
も

と
で
は
「
独
立
し
た
主
権
国
家
」
と
し
て
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
華
夷
秩
序
に
基
づ
く
朝
貢
＝
册
封
体
制
も
、
ア
ジ
ア
的
植
民
地
主
義
と
呼
び

う
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
原
理
が
一
九
世
紀
特
に
ア
ヘ
ン
戦
争

以
降
は
ア
ジ
ア
の
地
域
の
中
で
対
立
・
摩
擦
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

一
八
五
三
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
艦
隊
が
沖
縄
に
来
航
し
た
時
、
琉
球
国
を

日
本
の
属
国
と
見
な
し
な
が
ら
も
、日
本
が
開
国
を
拒
絶
し
た
時
に
は
沖
縄
を「
独

立
の
国
」
と
し
て
武
力
に
よ
る
占
領
の
計
画
し
た
と
言
わ
れ
、
中
華
体
制
お
け
る

朝
貢
国
へ
の
対
処
方
法
は
、「
文
明
国
」
と
し
て
の
西
欧
諸
国
に
お
い
て
も
あ
る

程
度
の
枠
組
み
が
で
き
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
二
つ
の
原
理
の
対
立
は
中

国
と
西
欧
諸
国
と
の
軋
轢
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
も
中
華
体
制
か
ら

脱
皮
を
目
指
す
国
と
し
て
複
雑
に
関
わ
り
あ
う
こ
と
に
な
る
。

日
本
政
府
も
、
琉
球
が
中
国
と
日
本
の
両
属
に
あ
る
こ
と
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
。
し
か
し
、
一
七
世
紀
の
琉
球
へ
の
侵
攻
に
よ
り
、
日
本
政
府
は
薩
摩
藩
の
附

庸
国
で
あ
り
実
質
的
な
支
配
権
は
日
本
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
他
方
で
は
、
琉

球
国
が
中
国
と
の
朝
貢
関
係
に
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
の
で
、
中
国
を
無
視
し

た
沖
縄
の
日
本
へ
の
包
摂
は
両
者
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
戦
争
を
惹
起
す
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
も
充
分
に
あ
っ
た
。

一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
琉
球
藩
の
設
置
は
、国
内
に
お
い
て
は
「
文
明
開
化
」

を
望
み
な
が
ら
も
、
な
お
中
華
体
制
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
上
に
新
た
な

枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。

三
ー
二　

対
立
す
る
意
見
と
琉
球
藩
設
置
ー
井
上
馨
と
太
政
官
左
院
、
そ
し
て
副

島
種
臣

一
八
七
二（
明
治
五
）年
、
明
治
維
新
政
府
も
決
し
て
一
枚
板
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
段
階
で
華
夷
秩
序
を
乗
り
越
え
、
万
国
公
法
主
義
に
基
づ

い
て
外
交
政
策
の
展
開
を
試
み
た
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
政
府
部
内
に
お
い
て

比
較
的
急
進
的
な
改
革
で
あ
っ
た
大
蔵
卿
井
上
馨
が
琉
球
（
沖
縄
）
帰
属
問
題
に

つ
い
て
、
最
初
の
発
議
を
提
唱
し
た
。

井
上
の
論
理
は
、「
慶
長
年
間
、
島
津
義
久
琉
球
ヲ
征
シ
、
中
山
王
尚
寧
ヲ
擒き

ん

獲か
く

（
い
け
ど
り
に
す
る
こ
と

－

引
用
者
）
シ　

皇
国
ニ
服
従
セ
シ
メ
候
ヨ
リ
以

来
、
同
国
ノ
義
ハ
薩
摩
ノ
附
庸
卜
看
做
シ
（
他
国
の
支
配
下
に
あ
る
国

－

引
用

者
）、
諸
事
同
藩
ニ
致
委
任
、・
・
・
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
薩
摩
の
附
庸
国

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
「
彼
従
前
支
那
ノ
正せ

い

朔さ
く

ヲ
奉
シ
（
臣
下
に
な
っ
て

－

引
用
者
）
封
冊
ヲ
受
侯
由
相
聞
」
と
延
べ
、
中
国
か
ら
冊
封
を
受
け
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、「
従
前
曖
昧
ノ
陋ろ

う

轍て
つ

︹
先
例

－

引
用
者
︺
ヲ
一
掃
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シ
改
テ　

皇
國
ノ
規
模
御
擴
張
ノ
御
措
置
有
之
度
・（
略
）・
・
表
見
ス
ル
證
跡
ヲ

舉
テ
詳
細
ニ
説
明
シ
、・（
略
）・
・
、
然
後
速
ニ
其
版
籍
ヲ
收
メ
明
ニ
我
所
轄
ニ

歸
シ
、
章
待
遇
交
渉
ノ
上
ニ
、
表
見
ス
ル
證
跡
ヲ
舉
テ
詳
細
ニ
説
明
シ
、
彼
ヲ
使

テ
悔け

過か

謝
罪
茅ぼ

う

土ど

ノ
不
可
私
有
ヲ
了
得
セ
シ
メ
、
然
後
速
ニ
其
版
籍
ヲ
收
メ
明
ニ

我
所
轄
ニ
帰
」
す
よ
う
に
正
院
に
建
議
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
琉
球
が
両

属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
が
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
版
籍

を
納
め
て
日
本
所
轄
に
す
る
こ
と
を
、
大
蔵
卿
井
上
は
正
院
に
建
議
し
た
の
で
あ

る
（
一
八
七
二
︹
明
治
︺
五
年
五
月
三
十
日
。）

井
上
の
重
要
な
論
点
は
、
⑴
琉
球
が
薩
摩
の
附
庸
国
で
あ
り
、
そ
の
薩
摩
が
版

籍
を
奉
還
し
た
と
し
て
も
当
然
に
日
本
に
琉
球
の
版
籍
が
属
す
る
と
は
主
張
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
井
上
の
論
理
は
、
一
つ
は
両
属
を
し
て
い
る
沖
縄
の
状
況

に
対
し
、
⑵
そ
の
所
轄
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
皇
國
ノ
規
模
御
擴
張
ノ

御
措
置
」
の
た
め
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、「
・
・
・

去さ
り
な
が
ら迚

威
カ
ヲ
挟
侵
奪
ノ
所
爲
ニ
出
侯
テ
ハ
不
可
然
、
依
テ
彼
ノ
酋
長
ヲ
近
々
闕け

つ

下か

（
天
子
の
前
）
ニ
招
致
シ
其
不
臣
ノ
罪
ヲ
譴
責
シ
、
且
前
文
慶
長
大た

い

捷し
ょ
う

以
後
ノ
情

呪
順
逆
ノ
大
義
、
土
地
ノ
形
勢
其
他
傳
紀
典
章
待
遇
交
渉
ノ
上
ニ
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
⑶
版
籍
を
収
め
る
た
め
に
は
「
威
カ
ヲ
挟
侵
奪
ノ
所
爲
」
に
出
る
の

で
は
な
く
、「
交
渉
ノ
上
ニ
」
つ
ま
り
相
手
方
を
説
得
し
て
行
う
べ
き
だ
と
す
る
。

維
新
政
府
の
中
で
共
通
し
て
い
た
こ
と
は
、琉
球
が
薩
摩
の
附
庸
国
で
あ
っ
て
、

実
質
的
な
支
配
権
は
日
本
に
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
正
院
か

ら
下
問
さ
れ
た
左
院
も
「
清
ノ
封
冊
ヲ
受
夕
正
朔
ヲ
奉
セ
シ
ム
ル
ハ
虚
文
ノ
名
ニ

シ
テ
、
島
津
氏
ノ
士
官
ヲ
遣
シ
、
其
国
ヲ
鎮
撫
ス
ル
ハ
要
務
ノ
実
ナ
リ
。
我
其
要

務
ノ
実
ヲ
得
タ
レ
ハ
、・・・
」
と
し
て
「
要
務
の
実
」
は
日
本
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
左
院
は
、「
要
務
の
実
」
を
日
本
が
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

現
状
維
持
を
求
め
、
両
属
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
（
同
年
六
月
二
日
）。
左
院
の

答
儀
で
は「
琉
球
国
ノ
両
属
セ
ル
ヲ
以
テ
、名
義
不
止
ト
ナ
シ
、今
若
シ
之
ヲ
正
シ
、

我
ヵ
一
方
ニ
属
セ
ン
ト
ス
レ
ハ
、
清
卜
争
端
ヲ
闢ひ

ら

ク
ニ
至
ラ
ン
」
と
清
国
と
の
争

い
（
戦
争
）
を
警
戒
す
る
。
こ
こ
で
日
本
の
左
院
が
警
戒
し
て
い
る
の
は
、
あ
く

ま
で
も
名
義
だ
け
の
宗
主
国
で
あ
る
清
国
と
の
争
い
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
段
階
で
出
し
た
明
治
政
府
の
答
え
は
、
一
八
七
二（
明

治
五
）年
九
月
の
「
琉
球
国
王
」
を
「
藩
王
」
と
す
る
こ
と
、
藩
王
を
華
族
に
列

す
る
と
い
う
詔
勅
で
あ
る
。
た
だ
、こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
も
、

維
新
政
府
内
部
に
お
い
て
も
、
こ
の
措
置
自
体
を
共
通
の
了
解
事
項
と
し
て
い
た

訳
で
は
な
い
。
詔
勅
は
、
左
院
の
答
儀
と
は
異
な
る
内
容
の
も
の
に
な
っ
た
。

左
院
の
答
儀
は
、
Ａ
琉
球
の
こ
と
を
外
務
省
で
管
轄
し
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
内
国
の
事
務
で
あ
る
こ
と
、
Ｂ
琉
球
藩
王
の
宣
下
や
華
族
の
称
を
与
え
る
こ

と
に
は
異
議
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
皇
族
・
華
族
・
士
族
と
い
う

と
い
う
身
分
は
国
内
人
類
（
＝
内
地
人
）
に
妥
当
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
琉
球
人

に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
、
②
琉
球
は
藩
号
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
く
は
な
く
、「
皇

国
ニ
藩
屏
タ
ル
能
ハ
サ
ル
ハ
世
ノ
知
ル
處
ナ
レ
ハ
」と
論
じ
て
い
る
。
も
と
も
と
、

「
藩
」
と
い
う
と
い
う
こ
と
ば
ば
江
戸
時
代
で
は
公
式
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な

く
、明
治
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
公
式
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
藩
」
は
「
守

護
す
る
も
の
。
特
に
、
王
家
を
守
護
す
る
も
の
」
を
意
味
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、「
藩
王
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、「
華
族
に
列
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
、

沖
縄
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
太
政
官
左
院
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
左

院
の
反
対
を
押
し
切
り
、
維
新
政
府
は
「
琉
球
藩
王
の
宣
下
や
華
族
の
称
を
与
え

る
こ
と
」
に
な
っ
た
。

明
治
五
年
九
月
十
四
日
の
詔
勅
の
内
容
は
「
今
琉
球
近
ク
南な

ん

服ぽ
う

ニ
存
気き

類る
い

相あ
い

同お
な
じ
く

言げ
ん

文ぶ
ん
ん

殊こ
と

ナ
ル
ニ
無
ク
、
世
々
薩
摩
ノ
附
庸
タ
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の

版
図
で
は
な
か
っ
た
が
、似
通
っ
た
仲
間
で
あ
り
言
語
も
異
な
っ
て
お
ら
ず
、ず
っ

と
薩
摩
の
附
庸
で
あ
っ
た
の
で
、
今
天
皇
の
爵
位
を
与
え
、
琉
球
藩
を
設
置
す
る
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と
い
う
も
の
で
あ
る

こ
の
左
院
意
見
に
対
し
て
、
詔
勅
の
内
容
が
変
更
に
な
っ
た
の
は
、
外
務
卿
副

島
種
臣
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
一
八
七
二（
明
治
五
）

年
当
時
の
外
務
卿
副
島
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。「
末

文
答
議
ニ
係
ル
條
款
中
、
外
務
省
建
議
等
ノ
如
キ
ハ
常
時
機
密
ニ
渉
ル
ヲ
以
、
卿

ヨ
リ
大
臣
殿
へ
直
チ
ニ
上
呈
、
今
書
類
無
之
卜
云
フ
」
と
あ
る
。

た
だ
、
太
政
官
左
院
の
見
解
は
、
琉
球
国
を
附
庸
国
の
ま
ま
日
本
に
併
合
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
務
卿
副
島
も
、
両
者
に
程
度
の
差
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
＝
琉
球
が
中
華
体
制
＝
華
夷
秩
序
の
中
に
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
琉
球
国
の
両
属
関
係
を
認
め
よ
う
と
し
た
。

前
に
、
薩
摩
藩
が
統
治
権
を
放
棄
し
た
と
き
、
琉
球
国
に
は
理
論
上
は
五
つ
の

選
択
肢
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
そ
の
選
択
肢
に
従
え
ば
、
左
院
が
主
張
し
た
の
は

②
の
選
択
で
あ
り
、
副
島
が
主
張
し
た
の
は
①
の
選
択
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
井

上
馨
が
主
張
し
た
の
は
⑤
の
選
択
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
は
清
国
が
主
張
す
る
余

地
も
あ
っ
た
が
主
張
し
な
か
っ
た
し
、
④
に
つ
い
て
は
琉
球
国
が
主
張
す
る
余
地

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
清
国
も
日
本
も
同
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
詔
勅
は
①
の
枠
組
み
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
⑤
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
副
島
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
る
。「
此
度
琉
球
使︵

マ
マ
︶官

尚
泰
ニ
代
リ
、
封
冊
ノ
詔
書
ヲ
謹き

ん

領り
よ
う

シ
候
上
ハ
弥

い
よ
い
よ

以

我
藩
属
ノ
体
制
徹
底
ニ
至
リ
候
様
御
処
分
有
之
度
件
々
左
ニ
申
上
候
」
と
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
副
島
も
「
版
籍
奉
還
」
に
対

応
す
る
も
の
が
こ
の
詔
勅
で
あ
り
、
こ
の
詔
勅
に
よ
っ
て
天
皇
の
版
図
に
併
合
さ

れ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
川
畑
、
二
〇
〇
八
、一
四
九
頁
）。
た
だ
、
琉
球

国
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
か
っ
た
。
副
島
自
身
も
、
こ
の
詔
勅
に
よ
り
版
図
に

組
み
込
ま
れ
た
と
し
な
が
ら
も
、
琉
球
国
に
対
し
て
中
国
と
の
両
属
関
係
を
容
認

し
、
本
領
安
堵
を
保
障
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
る
（
副
島
は
口
述
で
あ
っ
た
が
、

伊
地
知
が
そ
れ
を
確
認
＝
一
八
七
三
・
八
月
）。
こ
こ
に
副
島
は
矛
盾
が
あ
る
。

三
ー
三　

副
島
種
臣
と
東
ア
ジ
ア
外
交

－

台
湾
事
件
を
中
心
に

一
八
七
一（
明
治
四
）年
十
月
、
台
湾
蕃
族
に
よ
る
宮
古
島
民
殺
害
事
件
が
起

こ
る
。
宮
古
島
民
が
遭
難
し
台
湾
蕃
族
に
よ
り
虐
殺
さ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
、

一
八
七
二（
明
治
五
）年
に
琉
球
藩
を
設
置
し
て
宮
古
島
民
も
日
本
「
国
民
」
と
し

た
の
で
、維
新
政
府
も
主
権
国
家
と
し
て
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

そ
の
解
決
策
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
維
新
政
府
は
、
こ
の
解
決

を
通
じ
て
、
琉
球
の
帰
属
問
題
を
明
確
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
事
件
が
、
琉
球
を
管
轄
し
て
い
た
鹿
児
島
県
参
事
の
大
山
綱
良
を
通
じ
て

外
務
省
に
連
絡
が
入
る
の
は
翌
一
八
七
三
年
五
月
で
あ
り
、
大
山
は
、
政
府
に
殺
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年

沖
縄
・
日
本
の
歴
史
（
月
）

１
８
７
１

（
Ｍ
４
）

01
台
湾
遭
難
事
件
54
人
殺
害
、
07
廃
藩
置
県
・
日
清
修
好
条
規
、
太
政
官
三

院
八
省
制
、
11
岩
倉
使
節
団
欧
米
使
節
団
出
発

１
８
７
２

（
Ｍ
５
）

01
伊
地
知
貞
馨
・
奈
良
原
繁
琉
球
派
遣
、
05
井
上
馨
建
議
、
06
太
政
官
左
院

答
申
、
台
湾
遭
難
者
12
人
帰
る
、
07
琉
球
三
司
官
来
朝
、
09
琉
球
藩
の
設
置
・

琉
球
外
務
省
管
轄
と
な
る
、
10
米
国
公
使
デ
・
ロ
ン
グ
外
務
省
に
照
会
、
リ

ゼ
イ
ド
ル
と
会
談
・
琉
球
中
国
に
進
貢
、
11
副
島
に
渡
清
の
勅
令
・
琉
球
藩

政
府
に
征
台
の
中
止
の
陳
情

１
８
７
３

（
Ｍ
６
）

01
徴
兵
令
施
行　

03
副
島
中
国
に
出
発
、
鹿
児
島
に
立
ち
寄
り
西
郷
隆
盛
と

会
談
・
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
、
小
田
県
民
遭
難
事
件
、
06
改
訂
律
例　

07
地
租

改
正
、
副
島
帰
着
、
08
西
郷
隆
盛
朝
鮮
派
遣
決
定
、
伊
地
知
琉
球
に
国
体
維

持
を
約
束
、
09
欧
米
使
節
団
帰
国
、
10
政
変
、
11
内
務
省
設
置

１
８
７
３

（
Ｍ
７)

01
大
久
保
・
大
隈
「
台
湾
蕃
地
要
略
」、
民
選
議
員
設
立
建
白
書
、
02
同
閣

議
決
定
・
佐
賀
の
乱
、
05
台
湾
出
兵　

07
琉
球
内
務
省
管
轄
、
08
大
久
保
渡

清
出
発
、
10
英
国
公
使
ウ
ェ
ー
ド
調
停
・
日
清
議
定
書
調
印　

12
寺
島
宗
則

外
務
卿
就
任
、
大
久
保
琉
球
藩
処
分
建
議

森
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害
の
責
任
追
及
の
た
め
の
出
兵
を
求
め
た
。
こ
の
出
兵
に
対
し
て
、
積
極
的
な
反

応
を
示
す
の
が
当
時
外
務
卿
で
あ
っ
た
副
島
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
副
島
は
大
山
の
意
見
に
基
づ
き
出
兵
を
主
張
し
た
訳
で
は
な
い
。

副
島
は
一
八
七
二（
明
治
五
）年
十
月
に
外
務
卿
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
公
使
デ

ロ
ン
グ
や
リ
ゼ
ン
ド

13
＊ル

と
会
談
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
デ
ロ
ン
グ
が
台
湾
に
つ

い
て
「
浮
き
物
」
＝
無
主
物
と
い
う
発
言
を
行
い
、
リ
ゼ
ン
ド
ル
は
朝
鮮
・
台

湾
を
は
じ
め
澎
湖
諸
島
は
「
日
本
の
内
地
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
毛
利　

一
九
九
六　

二
十
九
）。
つ
ま
り
、
二
人
は
、
日
本
＝
副
島
に
台
湾
出
兵
を
促
し

た
の
で
あ
る
。
副
島
は
も
と
も
と
出
兵
論
者
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の

提
案
に
強
く
背
中
を
押
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
二
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
る
。
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
公
使
達
は
熱
心
の
台
湾

出
兵
を
促
し
た
の
か
、
そ
の
目
論
見
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
今
後
の
研
究
に
委

ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
こ
と
は
言
え

そ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
含
め
て
西
欧
列
強
に
と
っ
て
は
、
日
本
と
中
国
が
対

立
し
戦
争
に
な
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
は
「
望
む
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に

と
っ
て
は
戦
争
か
平
和
的
解
決
か
ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
良
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
万

国
公
法
の
「
文
明
国
」
的
解
決
を
日
本
に
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
恩
を

売
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
日
本
を
ア
ジ
ア
の
「
文
明
国
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ア
ジ
ア
の
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
将
来

有
利
に
な
る
と
い
う
判
断
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
副
島
種
臣
が
な
ぜ
台
湾
出
兵
を
必
要
だ
と
思
い
、
ア
メ
リ
カ
の

提
言
に
従
っ
た
か
で
あ
る
。
副
島
は
、
琉
球
の
帰
属
に
つ
い
て
、
琉
球
藩
を
設
置

す
れ
ば
藩
王
の
同
意
を
得
た
と
見
な
し
て
、
す
ぐ
に
で
も
日
本
に
併
合
で
き
る
と

想
い
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
併
合
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
台
湾
無
主
物
」
論
の
展
開

に
よ
っ
て
こ
の
事
態
を
打
破
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
信
じ
た
こ
と
、
華
夷
秩
序

に
組
み
込
ま
れ
た
琉
球
に
し
て
中
国
の
影
響
力
の
抑
止
が
で
き
る
と
考
え
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
も
「
朝
鮮
征
伐
」
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
新
政
府
に
不
平
を
も
つ
士
族
の
不
満
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
台
湾
出

兵
は
好
都
合
な
事
情
が
あ
っ
た
。
た
だ
、
国
内
に
お
い
て
は
、
太
政
官
を
は
じ
め
、

井
上
馨
や
ま
だ
帰
国
し
て
い
な
い
洋
行
組
も
出
兵
に
は
反
対
し
て
い
た
。
台
湾
へ

の
出
兵
は
中
国
＝
清
国
と
の
対
立
を
決
定
的
に
し
、｢

戦
争｣

を
引
き
起
こ
す
可

能
性
が
あ
る
と
の
判
断
も
あ
っ
た
。

副
島
が
、
一
八
七
二（
明
治
五
）年
十
一
月
十
九
に
渡
清
の
勅
令
が
お
り
、
翌
年

三
月
十
二
日
に
横
浜
港
か
ら
軍
艦
に
乗
り
込
み
、
十
九
日
に
鹿
児
島
に
立
ち
寄
り

一
時
帰
国
し
て
い
た
西
郷
隆
盛
を
訪
ね
て
い
る
。
こ
の
会
談
で
何
を
話
し
た
か
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
台
湾
出
兵
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
公
使

達
の
意
見
を
確
認
し
、不
平
士
族
の
た
め
に
出
兵
を
確
認
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

未
開
の
土
地
＝
無
主
の
土
地
＝
植
民
地
と
い
う
の
は
、
万
国
公
法
主
義
と
い
う

は
当
時
の
通
説
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
図
式
に
副
島
が
乗
っ
た
た
め

に
彼
は
植
民
地
主
義
者
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

当
時
の
日
本
は
西
欧
諸
国
の
不
平
等
条
約
に
苦
し
め
ら
れ｢

半
文
明
国｣

と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
経
済
水
準
と
し
て
も
資
本
主
義
的
経
済
も
未
成
熟
で
あ

り
、
日
本
は
ま
だ
帝
国
主
義
的
な
植
民
地
主
義
云
々
の
時
代
で
な
か
っ
た
と
思
う

が
、
副
島
が
当
時
の
政
治
家
諸
氏
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
一
方
で
は
、
副
島

は
従
来
の
中
華
思
想
を
払
拭
し
な
い
ま
ま
、
他
方
で
は
万
国
公
法
主
義
を
新
た
に

学
び
、
対
清
＝
中
国
に
対
し
て
は
西
欧
並
み
の｢

文
明
国｣

扱
い
を
要
求
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
問
題
は
、
条
約
批
准
書
を
携
え
た
副
島
が
皇
帝
に
謁
見

す
る
と
き
の
態
度
に
も
象
徴
さ
れ
る
（
毛
利　

一
九
九
六　

四
二
）。

た
だ
、
副
島
は
対
清
交
渉
に
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

副
島
に
同
行
し
た
柳
原
前

14
＊光

が
中
国
側
の
担
当
者
か
ら
、
台
湾
を
「〈
化
外
〉
の

野
蕃
な
れ
ば
、
甚
だ
之
を
利
せ
ざ
る
也｣

と
か
「
我
が
政
教
の
逮
及
せ
ざ
る
所
な
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り
」
の
よ
う
に
、
清
国
の
管
轄
外
（
日
本
で
は
わ
か
り
や
す
く｢

化
外
の
地｣

と

引
用
さ
れ
る
）
と
表
現
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
台
湾
を
無
主
地
と
解
釈
す
る
言
質

を
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
柳
原
は
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
も
中
国
＝
清
国
が

「
属
国
と
称
す
れ
ど
も
、
内
政
政
令
に
至
っ
て
は
皆
関
与
す
る
こ
と
な
し
」
と
の

回
答
が
あ
り
、
関
与
し
て
こ
な
い
と
い
う
感
触
を
得
た
。

副
島
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
携
え
て
、
一
八
七
三（
明
治
六
）年
七
月
二
十
五
日
に

横
浜
港
に
帰
着
す
る
。「
明
治
六
年
の
政
変
」
で
副
島
が
政
府
か
ら
去
る
の
は
、

同
年
十
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

三
ー
四　

大
久
保
利
通
と
東
ア
ジ
ア
外
交
ー
華
夷
秩
序
と
万
国
公
法
主
義

副
島
の
一
八
七
三（
明
治
六
）年
の
外
交
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、宮
古
島
民（
琉

球
人
）
＝
国
民
の
保
護
、
そ
の
意
味
で
は
主
権
の
主
張
と
い
う
意
味
と
、
他
方
で

は
「
化
外
の
地
」
＝
無
主
地
と
し
て
の
台
湾
の
領
有
＝
植
民
地
化
論
で
あ
っ
た
。

出
兵
の
目
的
は
、
宮
古
島
民
殺
害
に
対
す
る
問
罪
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て

琉
球
の
日
本
帰
属
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
の
副
島
の
外
交
成
果
を
踏
ま
え
て
、
副
島
が
政
府
か
ら
去
っ
た
後
も
、
台

湾
出
兵
論
が
大
き
な
流
れ
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
一
八
七
四（
明
治
七
）年
一
月

二
十
六
日
に
新
た
に
台
湾
問
題
の
担
当
者
に
な
っ
た
大
久
保
利
通
と
大
隈
重
信
に

よ
る｢

台
湾
蕃
地
処
分
要
略｣

を
作
成
、
二
月
六
日
に
は
閣
議
決
定
を
行
う
。
そ

こ
で
は
、
台
湾
は
無
主
の
地
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
琉
球
人
民
殺

害
に
対
す
る｢

報
復｣

だ
け
を
規
定
し
、
台
湾
の
「
拠
有
す
べ
き
」
と
す
る
台
湾

領
有
論
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

も
と
も
と
、
大
久
保
利
通
は
内
治
優
先
主
義
者
で
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
出
兵
論

に
傾
い
た
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
に
な
る
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
毛
利
敏
彦
が
新

し
い
説
を
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
毛
利
に
よ
る
と
、｢

台
湾
出
兵
と
は
、
明

治
六
年
政
変
の
誤
算
に
危
機
感
を
抱
い
た
大
久
保
利
通
が
、
西
郷
従
道
や
大
隈
重

信
等
と
組
ん
で
、
台
湾
先
住
民
地
域
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
強
引
に
推
進
し
よ
う

と
し
た
暴
挙
（
官
製
倭
寇
！
）
だ
っ
た
」
と
（
毛
利
、
一
九
九
六
、一
四
二
頁
）。

た
だ
、
私
は
こ
の
学
説
に
は
い
く
つ
か
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
と
い
う

の
は
、
台
湾
出
兵
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
後
も
、
一
悶
着
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
台
湾
出
兵
は
国
内
で
も
反
対
論
が
強
か
っ
た
。
太
政
官
左
院
も
反
対
し

て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
八
七
二（
明
治
五
）年
の
左
院
の
立
場
を
踏
襲
し
琉
球

人
は
内
国
人
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
台
湾
を
植
民
地
に
す
る
利
益
が
な
い
こ
と
を

そ
の
根
拠
に
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
新
聞
の
論
調
も
批
判
的
な
意
見
が
多
く
、
何

よ
り
も
木
戸
孝
允
が
台
湾
領
有
に
反
対
し
、
参
議
を
辞
職
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
月
六
日
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
台
湾
領
有
を
踏
ま
え
た
、
大
隈
重

信
・
西
郷
従
道
・
柳
原
前
光
外
務
大
丞
・
寺
島
宗
則
外
務
卿
に
よ
る
「
蕃
地
処
分

目
的
十
三
条
」
が
定
め
ら
れ
、
台
湾
藩
地
事
務
局
が
四
月
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の

背
後
に
は
外
国
雇
人
に
な
っ
た
リ
ゼ
ン
ド
ル
が
台
湾
領
有
論
の
た
め
に
奔
走
し
て

い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
こ
ろ
、
大
久
保
は
二
月
の
閣
議
決
定
の
翌
日
に
佐
賀
の
乱
の
鎮
圧
の
た
め

の
嘆
願
者
を
提
出
、
十
日
に
東
京
を
出
発
し
て
い
る
。
大
隈
ら
に
よ
る
台
湾
の
植

民
地
化
の
要
求
は
大
久
保
の
留
守
中
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
に
お

い
て
は
佐
賀
行
き
の
途
中
、
大
阪
か
ら
台
湾
出
兵
に
反
対
を
し
て
い
た
黒
田
清
隆

に
台
湾
出
兵
を
貫
徹
す
る
よ
う
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

こ
の
最
中
に
、台
湾
出
兵
が
英
米
の
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、

イ
ギ
リ
ス
公
使
バ
ー
ク
ス
の
批
判
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
公
使
ビ
ン
ガ
ム
の
抗
議
で

あ
る
。
こ
う
な
る
と
リ
ゼ
ン
ド
ル
に
煽
ら
れ
て
展
開
さ
れ
た
台
湾
領
有
論
自
体
の

見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
台
湾
出
兵
を
め
ぐ
る
国
内
で
の
対
立
、
そ
れ
を

め
ぐ
る
国
際
的
人
間
関
係
の
状
況
と
駆
け
引
き
、
す
べ
て
が
興
味
深
い
問
題
で
は

あ
る
が
、
こ
の
議
論
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
史
や
外
交
史
の
研
究
に
譲
る
こ
と
に
し

た
い
。
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台
湾
出
兵
に
つ
い
て
、
英
米
か
ら
の
抗
議
に
よ
り
、
出
兵
の
時
期
を
三
月
か
ら

五
月
に
延
期
し
た
。
出
兵
が
決
ま
っ
た
段
階
か
ら
は
じ
ま
り
、
と
り
あ
え
ず
和
平

が
整
っ
て
か
ら
も
、
英
米
、
西
洋
列
強
か
ら
の
干
渉
は
そ
れ
以
降
も
ず
っ
と
続
く

こ
と
に
な
る
。

台
湾
出
兵
に
は
国
内
で
も
反
対
論
者
と
賛
成
論
者
が
い
た
。
ま
た
、
出
兵
賛
成

論
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
内
容
は
同
じ
で
は
な
い
。
一
つ
は
、
台
湾
出
兵
は
琉
球
人

は
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
そ
の
殺
害
を
主
権
の
侵
害
と
捉
え
て
、
そ
の

問
責
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
は
、
副
島
＝
リ
ゼ
ン
ド
ル
か
ら
齎も

た
ら

さ
れ

た
「
う
ま
い
話
」
に
乗
り
台
湾
を
領
有
＝
植
民
地
化
に
共
鳴
す
る
政
治
家
も
い
た
。

こ
の
人
々
も
当
時
の
万
国
公
法
主
義
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
も
厳

格
な｢

法
適
用｣

を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

琉
球
人
が
殺
害
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
国
は
こ
の
事
態
に
何
の
対
応
も

し
な
か
っ
た
（
琉
球
国
も
同
じ
で
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
万
国
公
法

主
義
＝
近
代
国
際
法
に
基
づ
い
て
国
民
の
保
護
を
理
由
と
し
て
こ
れ
に
対
応
し

た
。
中
国
の
中
華
思
想
＝
華
夷
秩
序
に
維
持
を
明
確
に
し
、
台
湾
は
中
国
の
領
土

で
あ
り
琉
球
国
は
日
本
と
中
国
に
両
属
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、
日
本
の

台
湾
出
兵
は
中
国
領
土
へ
の
侵
害
、
日
清
修
好
条
規
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、

中
国
＝
清
国
は
こ
れ
を
到
底
受
容
で
き
な
か
っ
た
。
日
本
が
こ
の｢
う
ま
い
話｣

に
固
執
す
る
限
り
、
戦
争
は
不
可
避
で
あ
り
、
日
本
で
も
開
戦
論
が
沸
騰
し
た
。

大
久
保
利
通
は
、
八
月
六
日
に
横
浜
港
を
出
発
し
、
九
月
十
日
に
北
京
に
到
着

す
る
。
随
行
し
た
の
は｢

法
律
顧
問｣

と
し
て
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
で
あ
る
。
大
久

保
泰
甫
は
、
台
湾
出
兵
の
前
の
大
久
保
利
通
か
ら
の
「
お
尋
ね｣

の
回
答
書
を
紹

介
し
て
い
る
。
そ
れ
を
私
な
り
に
整
理
す
る
と
、
①
台
湾
の
生
蕃
地
が
中
国
の
管

轄
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
出
兵
は
中
国
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
②
そ
の
蕃
地
を
他
国
人
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
れ
ば
そ
れ
を
防
衛
す
る
こ

と
が
自
国
の｢

利｣

と
考
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
、
③
中
国
政
府
に
よ
る
明

確
な
承
諾
が
な
い
限
り
、開
戦
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、と
す
る
。そ
し
て
、

④
中
国
が
自
ら
台
湾
の
原
住
民
を｢

開
花｣

せ
ず
、｢

開
花｣

す
る
こ
と
を
拒
否
し

た
と
き
に
は
、
日
本
は
自
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
上
で
、

⑤
戦
争
は
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
、
回
答
し
て
い
る
（
大
久
保
泰
甫　

二
〇
一
六　

一
七
五

－

一
八
七
）。

大
久
保
利
通
が
北
京
に
到
着
し
て
最
初
の
会
談
は
柳
原
公
使
を
伴
い
九
月
十
日

に
行
わ
れ
た
。
日
本
側
の
主
張
は
、
蕃
地
は
無
主
物
で
あ
り
、
蕃
族
に
対
し
て
処

罰
を
し
な
い
の
は
日
本
の
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
蕃
人
を
問
責
す
る
た
め

に
出
兵
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
中
国
側
の
主
張
は
蕃
地
に
つ
い
て
中
国
の

属
地
で
あ
り
、
清
国
の
版
図
で
あ
り
、
管
轄
地
で
あ
る
と
す
る
。

日
本
が
万
国
公
法
に
従
っ
て
交
渉
を
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
中
国

側
は｢

万
国
公
法
は
西
洋
の
事
を
記
載
す
る
も
の
」
と
し
て
折
り
合
い
は
つ
か
な

か
っ
た
。
た
だ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
大
久
保
が
清
国
と
の
交
渉
中
に
も
彼
に
全
部

で
十
九
通
の
覚
書
を
提
出
し
、
こ
の
清
国
の
反
応
に
対
し
て
も
回
答
を
用
意
し
て

い
た
。
そ
の
内
容
が｢

勃
氏
趣
意
書｣

と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
（
大
久
保
泰
甫
、

二
〇
一
六
、一
九
六
以
下
）、
覚
書
⑤
と
⑥
に
お
い
て
そ
れ
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

大
久
保
利
通
は
問
題
の
解
決
の
糸
口
を｢

万
国
公
法｣

＝
近
代
国
際
法
秩
序
に

求
め
た
。
清
国
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
「
万
国
公
法
」
に
つ
い
て
は
研
究
を
重
ね

て
き
た
も
の
の
、
ア
ジ
ア
の
地
域
の
問
題
解
決
に｢

万
国
公
法
」
が
援
用
さ
れ
る

こ
と
に
は
容
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
清
国
が
な
ぜ
か
た
く
頑
な
に｢

万

国
公
法｣

の
援
用
を
避
け
た
の
か
、
そ
れ
は
次
の
章
に
委
ね
た
い
。

こ
の
交
渉
に
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
ウ
ェ
ー
ド
も
斡
旋
案
を
示
す
な
ど
の
一
定
の
関

わ
り
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
日
清
と
も
に
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
、
次
の
三
つ

の
妥
協
案
が
提
示
さ
れ
、
収
束
に
向
か
う
事
に
な
る
。
そ
の
結
果
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
⑴
日
本
の
台
湾
出
兵
は
、
日
本
属
国
民
の
保
護
の
た
め
に
義
挙
と
認
め
、

⑵
日
本
は
台
湾
か
ら
撤
兵
す
る
こ
と
、
⑶
清
国
は
、
撫ぶ

恤じ
ゆ
つ

銀
十
万
両
と｢

償
金｣
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四
〇
万
両
、
計
五
〇
万
両
と
い
う
支
払
う
こ
と
で
合
意
が
成
立
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
合
意
は
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
清
国
は
琉
球
人
を
日
本
属
国

人
と
し
て
認
め
た
が
、
日
本
臣
民
で
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
撫
恤

銀
は
損
害
賠
償
と
し
て
認
め
た
の
で
な
く
、
琉
球
人
に
憐
れ
み
を
も
っ
て
施
し
た

「
撫
恤
」（
あ
わ
れ
み
い
つ
く
し
む
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て

は
、
台
湾
出
兵
を
「
義
挙
」
と
し
て
認
め
た
こ
と
、
中
国
が
撫
恤
銀
を
支
払
っ
た

こ
と
は
琉
球
人
を
日
本
人
と
認
め
た
と
し
て
判
断
を
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
大
き

な
成
果
と
し
て
考
え
た
。
も
う
一
つ
大
き
な
意
義
は
、
こ
の
一
八
七
四（
明
治
七
）

年
の
外
交
交
渉
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
、
万
国
公
法
主
義
に
基
づ
い
た
交
渉
あ
り
、

こ
れ
は
外
交
交
渉
に
お
け
る｢
文
明
開
化｣

の
端
緒
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
日

本
近
代
外
交
の
曙
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
国
境
劃
定
作
業
は
国
内
問
題
で

は
な
く
、
隣
国
と
の
外
交
交
渉
で
あ
る
。
北
方
の
国
境
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の

一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の｢

千
島
・
樺
太
交
換
条
約｣

に
よ
っ
て
解
決
す
る
が
、

ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
の
中
で
朝
鮮
半
島
の
問
題
も
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い

た
。
南
方
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
周
辺
地
域
を
属
国
と
し
た
位
置
づ
け
た
華
夷
秩

序
の
な
か
で
、｢

文
明
国｣

を
目
指
し
た
日
本
は｢

万
国
公
法｣
に
従
っ
た
国
境
の

劃
定
を
急
務
と
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
台
湾
を
め
ぐ
る
紛
争
は
そ
の
突
破

口
と
し
て
格
好
の
材
料
で
あ
っ
た
。

【
註
】

＊
１　

著
者
の
沖
縄
の
門
中
組
織
の
理
解
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
読
谷
村
楚
辺
に

は
、
村
（
シ
マ
）
を
構
成
す
る
二
六
の
門
中
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
門
中
は

一
七
世
紀
以
降
に
、
そ
の
す
べ
て
が
シ
マ
の
外
部
か
ら
侵
入
し
、
既
存
の
村

を
新
た
に
再
編
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
地
付
き
で
あ
る
の
は

シ
マ
の
娘
で
、
門
中
集
団
の
始
祖
に
な
る
の
は
地
付
き
の
女
子
で
は
な
く
、

外
部
か
ら
の
移
住
者
＝
男
子
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
始
祖
か
ら
二
～
三
世

代
ま
で
夫
は
妻
家
に
居
住
し
、
婿
入
り
あ
る
い
は
妻
問
い
の
形
態
を
と
る
こ

と
が
多
い
、
と
（
森　

二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

＊
２　

村
井
も
高
良
も
琉
球
国
が
中
継
貿
易
の
地
位
を
失
っ
て
い
く
要
因
を
マ

ラ
ッ
カ
の
陥
落
に
求
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
明
国
の
海
禁
政
策
の
弛
緩
や
第

二
次
倭
寇
の
影
響
お
よ
び
日
本
商
人
の
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
を
あ
げ
て
い

る
。

＊
３　

鉄
砲
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
村
井
（
二
〇
一
三
）
の
「
鉄
砲
伝
来
再
考
」

を
参
照
。

＊
４　

例
え
ば
、
下
村
富
士
雄
は
、「
琉
球
は
、
慶
長
の
い
わ
ゆ
る
征
伐
以
来
日

本
国
の
領
域
で
あ
り
、
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
形
式
儀
礼
的
に
は

朝
貢
関
係
で
清
国
に
も
属
し
、
そ
の
意
味
で
日
清
両
属
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

明
治
政
府
の
廃
藩
・
置
県
は
軍
隊
を
出
動
さ
せ
強
行
し
た
が
、
慶
長
の
征
伐

の
よ
う
に
戦
火
を
交
え
ず
、
慶
長
以
来
の
歴
史
的
沿
革
と
同
一
民
族
と
い
う

理
由
の
下
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
近
代
化
で
あ
り
、
進
歩
的
で
あ
り
、「
歴

史
的
方
向
」
に
合
致
し
、
長
期
的
に
は
琉
球
民
族
の
希
望
を
実
現
し
た
も
の

で
あ
っ
た
」
と
論
じ
る
（
下
村
富
士
雄　

一
九
七
二　

四
三
〇
）。

＊
５　

伊
波
普
猷
の｢

琉
球
民
族｣

と
い
う
こ
と
ば
も
明
治
初
年
の
こ
と
ば
で
は

な
く
、
明
治
末
期
に
生
み
だ
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
彼
の
こ

と
ば
に
よ
っ
て｢

琉
球
民
族｣

は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
定
着
し
た
よ

う
に
思
う
。

＊
６　

｢

琉
球
処
分｣

を
正
当
化
す
る
た
め
の
「
民
族
の
統
一
」
論
と
伊
波
普
猷

の
同
祖
論
は
、
同
根
で
は
な
く
、
全
く
異
な
っ
た
背
景
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

こ
の
「
民
族
統
一
」
の
議
論
は
、
異
質
な
も
の
が
幾
重
に
も
重
な
っ
た
、
入

れ
子
構
造
に
な
っ
た
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
沖
縄
に

お
け
る
「
民
族
統
一
」
の
議
論
は
、
琉
球
処
分
以
降
の
旧
慣
温
存
期
の
皇
民
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化
教
育
論
、
戦
後
の
祖
国
復
帰
運
動
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
時
代
で
違
っ
た

顔
を
見
せ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
平
面
的
な
「
民
族
の
統
一
」
論
と
し
て

整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
民
族
の
統
一
」、
特
に
沖
縄
の
人
々

が
展
開
す
る
日
琉
同
祖
論
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
は
「
差
別
意
識
」
の
問

題
で
あ
る
。
維
新
政
府
が
琉
球
の
版
籍
を
日
本
国
に
あ
る
と
位
置
づ
け
た
の

は
、
薩
摩
藩
の
附
庸
国
で
あ
っ
た
琉
球
の
版
籍
を
日
本
に
収
め
る
方
策
で

あ
っ
た
し
、
琉
球
を
版
籍
に
収
め
る
こ
と
に
よ
り
、
琉
球
人
を
日
本
人
と
し

て
容
認
す
る
に
な
る
。そ
し
て
、そ
れ
に
よ
っ
て
差
別
も
生
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
小
熊
英
二
が
提
示
し
て
き
た
「
包
摂
と
排
除
」
の
問
題
と
関
わ
り
、
こ

れ
を
一
遍
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

＊
７　

こ
の
分
類
は
、
井
上
清
︹
一
九
七
二
、四
二
三

－
四
三
四
︺
を
土
台
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
井
上
は
、
③
に
つ
い
て
は
想
定
し
て
い
な
い
が
、
論
理
的

に
は
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
著
者
が
こ
れ
を
付
け
加
え
た
。
も
う
一
つ
の
現

実
的
な
選
択
肢
と
し
て
あ
る
の
は
、
沖
縄
国
が
西
洋
列
強
の
国
々
（
ア
メ
リ

カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
等
）
の
植
民
地
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
万
国
公

法
＝
近
代
国
際
法
の
下
で
、
西
洋
列
強
が
こ
の
選
択
肢
を
行
使
で
き
な
か
っ

た
の
は
、
琉
球
国
が
二
つ
の
宗
主
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
と

も
理
解
で
き
る
。

＊
８　

西
里
喜
行
は
、
沖
縄
県
史
の
自
ら
の
執
筆
部
分
で
、
こ
の
時
期
の
琉
球
国

を
「
主
権
」
国
家
と
捉
え
る
「
沖
縄
県　

二
〇
一
一
」。
一
応
、「
主
権
」
を

括
弧
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
西
里
は
、「
沖
縄

の
選
択
」
と
し
て
前
に
著
者
が
分
類
し
た
③
の
方
向
（
２

－

１
を
参
照)
に

向
か
う
運
動
に
高
い
評
価
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
西
里
は
琉
球
が

中
華
体
制
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
積
極
的
・
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

＊
９　

こ
こ
で
、
明
治
初
年
の
日
本
の
対
朝
鮮
の
外
交
関
係
を
、「
近
代
的
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
る
。ど
の
よ
う
意
図
の
下
で
開
国
を
要
求
し
た
か
、

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。

＊
10　

清
国
に
お
い
て
は
、
日
本
と
の
こ
の
よ
う
な
条
約
の
締
結
が
中
華
体
制
の

崩
壊
に
繋
が
り
兼
ね
な
い
と
い
う
反
対
論
も
あ
り
、日
本
側
か
ら
す
れ
ば「
条

約
改
正
」
の
障
害
に
な
る
と
い
う
双
方
の
国
の
反
対
論
を
抱
え
な
が
ら
、
と

に
か
く
平
等
な
条
約
の
締
結
を
行
っ
た
。

＊
11　

た
だ
、「
対
外
和
睦
の
布
告
」
の
布
告
が
ど
の
よ
う
も
の
で
あ
る
か
は
私

は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
五
箇
条
の
御
誓
文
に
「
天
地
の
公
道
」
と
い
う

こ
と
ば
あ
り
、
こ
れ
が
「
宇
内
の
公
道
」
す
な
わ
ち
「
万
国
公
法
」
で
あ
る

と
す
る
説
も
あ
る
。

＊
12　

も
と
も
と
は
「
国
際
法
」
の
翻
訳
で
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
の

「Elem
ents of internatinal Law

」
を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
と
き
に
「
万

国
公
法
」
と
訳
し
た
。｢

万
国
公
法｣

が
人
間
の
「
平
等
」
と
「
人
権
」
を

基
礎
お
い
た
自
然
法
を
土
台
に
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

「
徳
」
に
よ
っ
て
華
夷
秩
序
を
基
礎
づ
け
る
中
華
思
想
と
は
対
照
的
で
あ
る

が
、
そ
の
理
念
を
度
外
視
す
れ
ば
万
国
公
法
で
あ
れ
、
華
夷
秩
序
で
あ
り
、

｢

近
代｣

と
い
う
時
代
に
お
い
て
現
実
社
会
の
優
劣
を
基
礎
づ
け
る
意
味
で

は
、
差
別
を
正
当
化
す
る
同
じ
機
能
を
有
し
て
い
る
。

＊
13　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ロ
ン
グ
（C

harles E
. D

eLong, 1832-1876

）
日

本
駐
在
ア
メ
リ
カ
公
使
（1869-1874

）、
日
本
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
公
使
：

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
セ
フ
・
エ
ミ
ー
ル
・
ル
ゼ
ン
ド
ル

（C
harles W

illiam
 (G

uillaum
) Joseph É

m
ile Le G

endre, 1839-
1899

）、フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
、外
交
官
。
リ
ジ
ャ
ン
ド
ル
、

李
仙
得
、
李
善
得
と
も
言
う
。
明
治
政
府
の
外
交
顧
問
（1872-1875

）

＊
14　

柳
原
前
光
（1850-1894

）一
八
七
一（
明
治
四
）年
に
外
務
大
丞
と
し
て

大
蔵
卿
・
伊
達
宗
城
と
共
に
清
へ
渡
り
李
鴻
章
と
の
間
で
日
清
修
好
条
規
を

締
結
す
る
。
正
天
皇
の
生
母
の
柳
原
愛
子
は
妹
。
白
蓮
事
件
で
知
ら
れ
る
歌
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琉
球
処
分
に
つ
い
て
の
考
察
（
一
）
― 

琉
球
処
分
前
史 

―

一
七



人
の
柳
原
燁
子
（
白
蓮
）
は
次
女
。　

【
参
考
文
献
】

荒
野
泰
典　

一
九
八
七　
「
日
本
型
華
夷
秩
序
の
形
成
」﹃
講
座　

日
本
の
社
会
史

Ⅰ
﹄
岩
波
書
店

安
良
城
盛
昭　

一
九
八
〇　
﹃
新
・
沖
縄
史
論
﹄
沖
縄
タ
イ
ム
ズ
社

石
垣
市　

一
九
九
二 ﹃
与
世
山
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
﹄
石
垣
市
役
所

井
上
清　

一
九
六
二
（
一
九
七
二
）　
「
琉
球
処
分
と
そ
の
後
」
新
里
恵
二
編
﹃
沖

縄
文
化
論
叢1　

歴
史
編
﹄
平
凡
社

伊
波
普
猷　

一
九
三
一
（
一
九
七
四
）　
「
南
島
史
講
」  

﹃
伊
波
普
猷
全
集　

第
三

巻
﹄
平
凡
社

上
間
創
一
郎　

二
〇
〇
八　
「
近
代
天
皇
制
と
琉
球
処
分
」﹃
応
用
社
会
学
﹄
五
〇

号

大
久
保
泰
甫　

二
〇
一
六　
﹃
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
国
際
法

－

台
湾
出
兵
事
件
の
透

視
図
﹄
岩
波
書
店

小
熊
英
二　

一
九
九
八　
﹃〈
日
本
人
〉
の
境
界
ー
沖
縄
・
ア
イ
ヌ
・
台
湾　

植
民

地
支
配
と
復
帰
運
動
ま
で
﹄　

新
曜
社

大
里
知
子　

二
〇
一
二　
「｢

琉
球
処
分
」
論
と
歴
史
認
識
」﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄

三
八　

法
政
大
学

沖
縄
県　

二
〇
一
一　
﹃
沖
縄
県
史　

各
論　

第
五
巻　

近
代
﹄
沖
縄
県
教
育
委

員
会

沖
縄
県　

二
〇
〇
五　
﹃
沖
縄
県
史　

各
論　

第
四
巻　

近
世
﹄
沖
縄
県
教
育
委

員
会

金
城
正
篤　

一
九
七
八　
﹃
琉
球
処
分
論
﹄　

沖
縄
タ
イ
ム
ズ
社

金
城
正
篤
・
高
良
倉
吉　

一
九
八
四　
﹃
沖
縄
学
の
父　

伊
波
普
猷
﹄
清
水
書
院

後
藤
新　

二
〇
〇
九　
「
台
湾
出
兵
と
国
際
法

－

台
湾
蕃
地
事
務
局
に
よ
る
戦
時

国
際
法
の
研
究
を
中
心
に
」﹃
法
学
研
究
﹄
八
二

－

二　

慶
応
義
塾
大
学

加
藤
周
一
・
丸
山
真
男　

一
九
九
一 

﹃
翻
訳
の
思
想

－

日
本
近
代
思
想
体
系

十
五
﹄
岩
波
書
店

勝
田
政
治　

二
〇
一
六　
﹃
大
久
保
利
通
と
東
ア
ジ
ア

－

国
家
構
想
と
外
交
戦
略
﹄

吉
川
弘
文
堂

勝
田
政
治　

二
〇
〇
一　
「
大
久
保
利
通
と
台
湾
出
兵
」﹃
国
士
舘
大
学
人
文
学
会

紀
要
﹄
三
四
号

我
部
政
男　

一
九
七
九　
﹃
明
治
国
家
と
沖
縄
﹄
三
一
書
房

供
偉
翔　

二
〇
一
三　
﹃
台
湾
出
兵
の
考
察
﹄（
台
湾
九
）
国
立
政
治
大
学
日
本
語

文
学
系
碩
士
論
文
（
千
乃
明
指
導
）

川
畑
恵　

一
九
九
〇　
「
台
湾
出
兵
に
つ
い
て
の
一
考
察
」﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄

一
六　

法
政
大
学

川
畑
恵　

一
九
九
三　
「「
琉
球
処
分
」
過
程
研
究
に
関
す
る
一
試
論

－

大
久
保
内

務
卿
期
を
中
心
に
覚
書
」
風
に
」﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄
二
〇

川
畑
恵　

二
〇
〇
八　
「
琉
球
国
か
ら
琉
球
藩
」﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄
三
〇　

法
政

大
学

川
尻
文
彦　

二
〇
一
七　
「
万
国
公
法
の
運
命

－

近
代
に
お
け
る
日
中
間
の｢

思

想
連
関｣

の
観
点
か
ら
」﹃
愛
知
学
院
大
学
紀
要
（
言
語
・
文
学
編
）﹄
四
九

号

小
風
秀
雅　

二
〇
〇
一　
「
華
夷
秩
序
と
日
本
外
交

－

琉
球
と
朝
鮮
を
め
ぐ
っ
て
」

明
治
維
新
学
会
編
﹃
明
治
維
新
と
ア
ジ
ア
﹄
吉
川
弘
文
館

後
藤
新　

二
〇
〇
九　
「
台
湾
出
兵
と
国
際
法

－

台
湾
藩
地
事
務
局
に
お
け
る
戦

時
国
際
法
を
中
心
と
し
て
」﹃
法
学
研
究
﹄
八
十
二
巻
二
号

佐
藤
三
郎　

一
九
五
四　

｢

琉
球
藩
処
分
問
題
の
考
察
」﹃
山
形
大
学
紀
要
（
人

文
科
学
）﹄
三

－

一

下
村
富
士
雄　

一
九
六
三
（
一
九
七
二
）　
「「
琉
球
王
国
」
論
」
新
里
恵
二
編
﹃
沖
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森
　
　
　
謙
　
二

一
八



縄
文
化
論
叢1　

歴
史
編
﹄
平
凡
社

住
谷
一
彦　

一
九
八
二　
﹃
日
本
の
意
識

－

思
想
に
受
け
る
人
間
の
研
究
﹄
岩
波

書
店

高
良
倉
吉　

一
九
八
九　
﹃
琉
球
王
国
史
の
課
題
﹄
ひ
る
ぎ
社

高
良
倉
吉　

一
九
九
八
﹃
ア
ジ
ア
の
中
の
琉
球
王
国
﹄
吉
川
弘
文
館

阿
部
美
菜
子
・
中
本
謙
・
吉
成
直
樹　

二
〇
〇
九　
﹃
沖
縄
文
化
は
ど
こ
か
ら
来

た
か
﹄
森
和
社

田
里
修
編　

二
〇
〇
五　
﹃
沖
縄
に
お
け
る
近
代
法
の
形
成
と
現
代
に
お
け
る
法

的
問
題
﹄
平
成
一
三

－

一
六
年
科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
報
告
書
（
Ａ
）

沖
縄
大
学

田
里
修
・
森
謙
二
編　

二
〇
一
三　
﹃
沖
縄
近
代
法
の
形
成
と
展
開
﹄
榕
樹
書
林

田
名
真
之　

二
〇
〇
三　
「
自
立
へ
の
模
索
」
豊
見
山
和
行
編
﹃
琉
球
・
沖
縄
史

の
世
界
﹄
吉
川
弘
文
館

曾　

煥
棋　

二
〇
〇
五　
「
日
清
に
朝
貢
す
る
琉
球
国
に
対
す
る
薩
摩
藩
の
姿
勢

と
態
度
」
財
団
法
人
交
流
協
会
日
台
交
換
セ
ン
タ
ー
歴
史
研
究
者
交
流
事
業

報
告
書

帳　

偉
雄　

一
九
九
九　

｢

日
本
初
年
日
中
間
の
文
化
交
流
と
外
交
交
渉

－

初
代

駐
日
公
使
何
如
璋
を
中
心
に
」﹃
札
幌
大
学
総
合
論
集
﹄
七
号

帳　

啓
雄　

一
九
九
〇　
「
中
華
世
界
秩
序
の
構
想
の
展
開
と
破
綻
ー
李
鴻
章
の

再
評
価
を
絡
め
て
」　
﹃
沖
縄
文
化
研
究
﹄
一
六　

法
政
大
学

張　

天
恩　

二
〇
二
〇　
「
琉
球
問
題
を
め
ぐ
る
日
清
交
渉
と
国
際
法

－

清
国
の

国
際
法
受
容
の
様
相
」﹃
ソ
シ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
﹄
二
六
号

豊
見
山
和
行
編　

二
〇
〇
三　
﹃
琉
球
・
沖
縄
史
の
世
界
﹄
吉
川
弘
文
館

遠
山
秀
樹　

一
九
五
七
（
一
九
七
二
）「
琉
球
処
分
と
そ
の
後
」
新
里
恵
二
編
﹃
沖

縄
文
化
論
叢
１　

歴
史
編
﹄
平
凡
社

仲
里　

譲　

二
〇
〇
一　
﹃
琉
球
処
分
の
全
貌
－
公
文
書
通
読
の
ガ
イ
ド
﹄
ク
ォ

リ
テ
ィ
出
版

波
平
恒
男　

二
〇
〇
九　
「｢

琉
球
処
分｣

再
考
」﹃
政
策
科
学
・
国
際
関
係
論
論
集
﹄

十
一
号　

琉
球
大
学

波
平
恒
男 

二
〇
一
四　
﹃
近
代
東
ア
ジ
ア
史
の
な
か
の
琉
球
併
合
﹄
岩
波
書
店

西
敦
子　

二
〇
〇
八　
「
台
湾
出
兵
に
見
る
琉
球
政
策
の
転
換
点
」﹃
史
論
﹄（
東

京
女
子
大
）
六
一
号

西
里
喜
行　

一
九
八
一　
﹃
論
集　

沖
縄
近
代
史

－

沖
縄
差
別
と
は
何
か
﹄
沖
縄

時
事
出
版

西
里
喜
行　

二
〇
〇
五　
﹃
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
﹄
京
都
大
学
出
版
会

東
恩
納
寛
惇
編　

一
九
七
一
（
一
九
二
四
）　
﹃
尚
泰
候
実
録
﹄　

原
書
房

布
和　

二
〇
〇
〇　
「
一
八
七
四
年
乃
台
湾
事
件
に
お
け
る
清
国
琉
球
政
策
の
変

化
」﹃
桜
花
学
園
大
学
紀
要
﹄
三

布
和　

二
〇
二
〇　
「
琉
球
処
分
と
一
八
八
〇
年
代
初
期
の
清
国
の
朝
鮮
政
策

（
Ⅰ
）」﹃
桜
花
学
園
大
学
紀
要
﹄
一
二

松
園
万
亀
雄　

一
九
八
五　
「
父
系
親
族
組
織
に
お
け
る
卵
子
主
義
と
精
子
主
義
」

﹃
文
化
人
類
学
Ⅰ
﹄
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会

松
園
万
亀
雄　

一
九
八
七　

｢

父
系
集
団
に
お
け
る｣

子
孫
確
保
の
方
法
に
つ
い

て
」﹃
人
文
学
報
﹄
一
九
五　

東
京
都
立
大
学

宮
良
高
弘　

一
九
七
二　
「
八
重
山
の
い
わ
ゆ
る
秘
密
結
社｣

﹃
南
島
史
論

－

富

村
真
演
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
﹄
琉
球
大
学
史
学
会

村
井
章
介
・
三
谷
博　

二
〇
一
一　
﹃
琉
球
か
ら
見
た
世
界
史
﹄
山
川
出
版
社

村
井
章
介　

二
〇
一
三　
﹃
日
本
中
世
境
界
史
論
﹄
岩
波
書
店

村
井
章
介　

二
〇
一
四　
﹃
境
界
史
の
構
想

－

日
本
歴
史
の
最
新
講
義
﹄
敬
文
社

毛
利
敏
彦　
　

一
九
九
六　
﹃
台
湾
出
兵

－

大
日
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Study of the Ryukyu disposal

MORI Kenji 

The Ryukyu Disposition in 1879 is an administrative act to abolish the Ryukyu-han and 
establish Okinawa Prefecture(domain). In 1872, the Ryukyu Kingdom was abolished and the 
Ryukyu-han was established. The Meiji Government had a hard time annexing the Ryukyu 
(unification of domestic affairs).

In the Edo period, Ryukyu Kingdom was coordinated by the Satsuma-han, and was under the 
control of the Shogunate system through Satsuma. However, Satsuma-han has not interfered with 
the internal affairs of Ryukyu Kingdom in principle. With the opening diplomatic relations, when 
Japan planned “Modernization” and “Civilization” under the Meiji Restoration government, it 
was necessary to internalize Ryukyu = Okinawa in the framework of a modern Emperor System.

The Meiji government believed that the annexation of Ryukyu Kingdom into Japan required 
the “agreement” of the Ryukyu king and China. Because both Ryukyu and Qing dynasty claimed 
that Ryukyu nation “belongs to both Qing dynasty and Japan” under the Chinese system. Japan 
negotiated with China in order to annex Ryukyu, based on universal public law (the order of 
modern international law) as Japanese national diplomatic policy. Japanese government wanted 
to abolish the “unequal treaty” since the Edo period, and to be accepted by Western countries as a 
civilized nation.

The annexation of Okinawa had two stages: the “establishment of the Ryukyu domain” in 
1872 and the Ryukyu disposal in 1879. The subject of this paper is the process leading up to the 
Ryukyu disposal in 1879, and the part directly related to the Ryukyu disposal will be written in 
the next paper. In the process of negotiations with China about the dispatch of troops to Taiwan in 
1873, Japanese government under the influence of the Chinese regime, undertook policy changes 
based on modern international law (Bankoku-kouho-shugi), and its key player was Toshimichi 
Okubo. 
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