
〈
書

（　一　）

本
書
は
、
一高
等
学
校
用
教
科
書
の
体
裁
を
と
り
つ
つ
、
琉
球
諸
島
Ｔ
）の
通
史

を
記
述
し
て
い
る
。
著
者
は
沖
縄
県
在
住
の
高
校
教
員
で
あ
り
、
本
書
に
つ
い

て
、
「私
た
ち
に
と

っ
て
の
地
域
と
は
、
も
ち
ろ
ん
琉
球
・沖
縄
の
こ
と
で
あ
る
。

琉
球

。
沖
縄
の
歴
史
か
ら
先
人
の
経
験
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
日
本
、
ア
ジ
ア
、

そ
し
て
世
界
の
歴
史
を
見
る
日
を
養
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
、
本
書
を
ま
と
め

た
」
「
は
じ
め
に
し

と
記
し
て
い
る
。
本
書
は
、
琉
球

。
沖
縄
と
い
う
、
現
在

日
本
国
に
あ
り
な
が
ら
も
、
国
内
の
他
地
域
と
は
歴
史
的

・
文
化
的
内
容
を
大

き
く
異
に
す
る
地
域
を
、
一昌
校
生
と
と
も
に
学
ぶ
手
が
か
り
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

既
に
沖
縄
県
内
の
約
半
数
の
高
校
で
は
、
選
択
科
日
の

「副
読
本
」
な
ど
と
し

て
実
際
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
今
後
利
用
の
範
囲
が
広
ま
る
こ
と
は
確
実
と
思

わ
れ
る

，
Ｖ

（
二
）

『琉
球

。
沖
縄
史
」
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と

っ
て
い
る
。
本
書
の
特
色
は

章
立
て
よ
り
も
、
そ
の
な
か
の
節
立
て
に
こ
そ
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
省
略
す
る
。

第

一
部
　
先
史
時
代

第

一
章
　
琉
球
文
化
の
あ
け
ぼ
の

第
二
部
　
古
琉
球

第
二
章
　
琉
球
王
国
の
成
立

第
二
章
　
大
交
易
時
代
の
琉
球

第
二
部
　
近
世
琉
球

第
四
章
　
島
津
の
侵
人

第
五
章
　
琉
球
処
分

本

第
四
部
　
近
代
沖
縄

第
六
章
　
沖
縄
県
政
の
は
じ
め

第
七
章
　
一
五
年
戦
争
と
沖
縄

第
五
部
　
戦
後
沖
縄

第
八
章
　
米
軍
占
領

・
支
配
と
祖
回
復
帰
運
動

第
九
章
　
施
政
権
返
還
後
の
沖
縄

各
部
は
そ
の
ま
ま
琉
球

。
沖
縄
史
の
時
代
区
分
を
意
味
し
て
い
る
。
各
章
の

冒
頭
に
は
、
「世
界
と
日
本
の
情
勢
」
に
つ
い
て
ま
と
め
た
記
述
が
あ
り
、
欧
米

や
中
国

・
日
本
の
歴
史
的
動
向
の
な
か
に
該
期
の
琉
球

・
沖
縄
を
位
置
づ
け
て

い
る
。
で
は
、
本
書
の
歴
史
叙
述
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
点
に
み
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
各
時
代
の
概
要
に
触
れ
な
が
ら
、
代
表
的
な
高
校
用

「
日
本

史
」
教
科
書
と
の
比
較
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。
比
較
の
対
象
に
は

『新
詳

説
日
本
史
』
■

九
九
二
年
、
山
川
出
版
社
。
以
下

『詳
説
』
と
略
す
）
を
使
用

す
る
↑
了

琉
球
諸
島
に
お
け
る
先
史
時
代
は
、
「
日
本
」
と
は
大
き
く
異
な
り

一
二
世
紀

頃
ま
で
を
指
す
が
、
こ
の
時
代
の
文
化
的
様
相
や
時
期
区
分
は
、
沖
縄
島
と
先

島
諸
島

（宮
古

・
八
重
山
）
で
は
ま
た
異
な
る
。
筆
者
は
各
々
の
地
域
に
つ
い

て
考
古
学
的
な
時
期
区
分
に
従

っ
て
詳
述
し
て
い
る
。
第

一
部
の
特
色
と
し
て
、

最
近
の
考
古
学
的
研
究
の
成
果
が
、
か
な
り
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
本
書
で
は
随
所
に
コ
ラ
ム
欄
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
先
島
諸
島
の

土
器
編
年
に
関
わ
る
そ
れ
は
非
常
に
専
門
的
な
内
容
で
あ
り
、
高
校
生
な
ら
ず

と
も

一
読
し
た
だ
け
で
は
理
解
し
づ
ら
い
の
で
は
、
と
懸
念
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

る
。
琉
球
諸
島
で
は
日
本
の
律
令
体
制
期
に
み
ら
れ
る
政
治
史
や
制
度
史
な
ど

の
諸
記
述
が
省
け
る
た
め
、
考
古
学
的
内
容
が
詳
細
に
な
る
の
は
必
然
的
な
面

も
あ
る
が
、
『詳
説
』
の
第

一
章

「古
代
国
家
の
起
源
」
に
お
け
る

「
旧
石
器
」

評
〉

新
城
俊
昭
著

「高
等
学
校
　
琉
球

・
沖
縄
史
」

―
―
沖
縄
の
歴
史

「教
科
書
」
―
―
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～
占
墳
時
代
の
説
明
は
、
十
年
間
ま

っ
た
く
変
わ
ら
ぬ
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で

（し
、
両
者
の
編
集
方
針
の
違
い
は
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
二
部

「古
琉
球
」
は
、
琉
球
王
国
の
成
立
と

「人
交
易
時
代
」
を
中
心
に

展
開
す
る
。
日
本
の
中
世
に
は
ぼ
相
当
す
る
時
期
で
あ
る
。
琉
球
諸
島
に
遺
る

当
該
期
の
文
献
資
料
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
王
国
内
の
権
力
闘
争
を
中
心
と
す
る

記
述
は
、　
一
七
世
紀
以
降
に
Ｆ
府
で
編
纂
さ
れ
た

「正
史
」
類
と
各
地
で
流
布

し
て
い
る
伝
説
的
な
史
話
に
依
拠
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
た
め
著
者
は
、
数
々

の
王
朝
交
代
劇
や
英
雄
伝
説
が
、
易
姓
革
命
論
や

「
こ
う
し
た
時
代
に
よ
く
み

ら
れ
る
為
政
者
側
の
論
理
」
（四
五
頁
）
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返

し
解
説
し
て
い
る
。
有
名
な
八
重
山
の

「オ
ヤ
ケ
ア
カ

ハ
チ
の
乱
」
は
、
四
頁

に
わ
た
っ
て
扱
い
、
通
説
の
問
題
点
な
ど
を
Ｆ
寧
に
述
べ
て
い
る
。
若
者
は
、

記
述
が
人
物
と
事
件
の
羅
列
に
な
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
　
資
料
が
絶
対
的
に
少

な
い
こ
の
時
期
を
巧
み
に
ま
と
め
た
。
な
お
琉
球
王
国
の

「三
山
分
立
」
は
、

『詳
説
』
の
琉
球

・
沖
縄
に
関
す
る
本
文
の
記
述
中
、
も

っ
と
も
分
量
が
割
か

れ
て
い
る
事
項
で
、
挿
図
と
本
文
六
行
分

（
一
二
六
頁
）
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

第
二
部

「近
世
琉
球
」
で
は
、　
三
ハ
〇
九
年
の
島
津
氏
に
よ
る
琉
球
侵
略
か

ら

「琉
球
処
分
」
に
至
る
ま
で
の
王
府
の
政
治
と
琉
球
社
会
の
様
相
が
、
日
本

と
清
と
の
関
係
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
島
津
氏
の
琉
球
支
配

は
、
■
府
に
よ
る
苛
酷
な
先
島
統
治
を
も
た
ら
す
が
、
先
島
諸
島
の
状
況
も
詳

し
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
部
を
読
む
と
、
「琉
球
処
分
」
以
前
の
琉
球
が
、

中
国
と
い
か
に
関
係
が
深
く
、
ま
た
そ
の
関
係
を
重
視
し
て
い
た
か
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
王
府
は
島
津
氏
の
支
配
を
受
け
て
い
る
こ
と

を
明

・
清
に
対
し
隠
蔽
し
続
け
、
ま
た
＝
清
戦
争
以
前
の
上
国
内
で
は
、
親
中

国
派
と
親
日
派
と
の
角
逐
が
し
ば
し
ば
起
き
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
島
津
氏
の
琉
球
侵
略
は
、
奄
美
諸
島
の
日
本
編
入
と
琉
球
王
国

の
独
立
国
と
し
て
の
実
質
的
な
終
焉
を
も
た
ら
し
、
今
日
的
日
本
国
家
の
成
立

を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し

『詳
説
」
で
は
、
こ

の
こ
と
に
第
六
章
第
二
飾

「幕
藩
体
制
の
成
立
」
の
な
か
の
一
項
＝
、
「初
期
の

外
交
」
の
ご
く

一
部
を
あ
て
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

（
一
七
七
頁
）。

い
わ
ゆ
る
「琉
球
処
分
Ｌ
■
を
め
ぐ
る
本
書
の
記
述
も
興
味
深
い
。
こ
の
「処

分
」
に
関
連
し
て
は
、　
一
人
七
四
年
の

「征
台
の
役
」
↑
詳
説
』
二
五
〇
頁
）

の
日
実
と
な
り
、
琉
球
人
が

「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
清
に
認
め
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た

「琉
球
船
の
台
湾
遭
難
事
件
」
と
、
宮
古

・
八
重
山
を
清
領
に
編

入
す
る
こ
と
で
、
日
清
間
で

一
度
は
合
意
に
達
し
た

「分
島

・
増
約
」
案
の
間

題

（
一
八
八
〇
年
）
と
い
う
、
や
は
り
日
本
国
家
の
成
立
に
と
っ
て
見
逃
せ
な

い
二
つ
の
事
件
が
存
在
し
て
い
た
。
『詳
説
』
は
前
者
に
つ
い
て

「琉
球
民
保
護

の
責
任
問
題
が
も
つ
れ
」
と
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、
後
者
に
関
し
て
は
何
も

触
れ
て
い
な
い
〓
了

宗
主
国
の
清
を
た
の
ん
で
日
本
帰
属
を
拒
否
し
た
琉
球

が
、
結
局
強
制
的
に

「併
合
」
さ
れ
る
過
程
も
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

琉
球
王
国
の
存
在
と
解
体
は
、
沖
縄
県
内
の
高
校
生
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
州

系
日
本
人
に
と

っ
て
も
、
確
実
に
示
さ
れ
る
べ
き
胚
史
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も

本
書
と
既
成
の
教
科
書
と
の
乖
離
は
余
り
に
大
き
い
。

（
一二
）

『琉
球

・
沖
縄
史
」
は
、
註

・
コ
ラ
ム
の
形
式
な
ど
を
合
め

「詳
説
」
と
よ

く
似
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。　
一
頁
あ
た
り
の
字
数
も
同
じ
で
、
本
文
の
頁
数

は
後
者
が
三
六
三
頁
、
前
者
は
三
〇
六
頁
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
以
降
の
頁

数
で
は

一詳
説
』
が
三
頁
ほ
ど
多
い
に
す
ぎ
ず
、
近

・
現
代
史
叙
述
の
充
実
は

本
書
の
際
立

っ
た
特
徴
と
い
え
よ
う
。
三
六
頁
に
及
ぶ
第
七
章
の
う
ち

「沖
縄

戦
」
に
関
す
る
記
述
は

一
七
頁
に
わ
た
り
、
そ
の
内
容
は
こ
の
戦
争
の
事
実
と

特
徴
を
知
る
格
好
の
概
説
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
本
章
で
は
日
本
や
辛
亥
革
命

以
降
の
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
向
も
平
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
、　
一
九
八
〇
年
代
に

「第
二
次
教
科
書
訴
訟
」
で
争
点
と
さ
れ
て
き
た
よ

う
な
諸
事
実
は
、
近
年
の
社
会
的
動
向
も
踏
ま
え
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
ア
ジ
ア

・
大
平
洋
戦
争
に
お
け
る

「沖
縄
戦
」
は
、
多
く
の
本
州
系

日
本
人
に
と
っ
て
、
「
日
本
史
」
上
の
一
事
件
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
沖
縄
社
会
に
は
、
そ
こ
に
起
源
を
有
す
る
多
く
の
深
刻
な
問
題
が
、　
い

ま
も

っ
て
解
決
の
糸
口
も
担
め
ず
に
残
さ
れ
た
ま
ま
に
あ
る
。
筆
者
は
、
米
軍

に
よ
る
占
領
・
統
治
と
基
地
問
題
が
、
「沖
縄
戦
」
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る

（二
六
三
頁
）。
「沖
縄
戦
」
の
ま
と
め
に
は
、
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そ
れ
を

「
日
本
帝
国
主
義
」
と
の

「
一
体
化
の
裏
返
し
に
は
か
な
ら
な
い
差
別

と
偏
見
が
も

っ
と
も
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
た
局
面
」
と
し
て
認
識
す
る

『沖
縄
県

史
』
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
第
六
章

で
は

「
一
体
化
」
の
開
始
、
す
な
わ
ち

「沖
縄
県
政
の
は
じ
め
、　
い
わ
ゆ
る
大

和
世

（ヤ
マ
ト
ユ
ー
）
の
幕
開
け
」
（
一
七
三
頁
）
に
お
け
る
、
「
日
本
国
民
の

権
利
よ
り
も
義
務
を
先
行
さ
せ
」
公
一〇
〇
頁
）
た
東
京
政
府
の
諸
政
策
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る

，
γ

筆
者
は
、
「沖
縄
戦
」
と
そ
の
後
に
も
た
ら
さ
れ
た

状
況
の
原
因
を
、
沖
縄
県
の
地
政
学
的
条
件
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
的

な
経
過
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
今
回

『詳
説
』
を
検
討
し
て
み
て
、
客
観
的

・
事
項
羅
列
的
で
受
験

向
き
、
と

一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
の
教
科
書
に
は
、
と
り

わ
け
近
代
史
の
記
述
に
多
大
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ

け
ら
れ
た
Ｔ
Ｙ
そ
れ
で
も
、
沖
縄
近
代
史
の
過
程
に
は

一
瞥
が
与
え
ら
れ
て
お

り
、
「近
代
の
沖
縄
」
と
題
す
る
九
行
ほ
ど
の
コ
ラ
ム

（二
五

一
頁
）
が
掲
載
さ

れ
、
島
津
氏
の
支
配
か
ら

「復
帰
」
ま
で
の
沖
縄
の

「悲
劇
」
を
通
観
し
て
い

，０
。第

二
部
は
、　
い
わ
ゆ
る

「
ア
メ
リ
カ
世
」
か
ら
今
日
ま
で
に
至
る
現
代
編
と

な
る
。
著
者
は
占
領
下
の
政
治
の
推
移
と
社
会
の
様
相
を
、
沖
縄
戦
後
史
を
語

る
際
の
い
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
ご
け
れ
ら
れ
た
島
」
「太
平
洋
の
要
石
」

「島
ぐ
る
み
闘
争
」
と
い
っ
た
言
葉
を
絡
め
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
。
米
軍
占

領
下
の
琉
球
諸
島
に
つ
い
て
は
、
や
は
り

『詳
説
』
で
は

一
切
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
「ガ
リ
オ
ア
資
金
」
「冷
た
い
戦
争
」
「朝
鮮
戦
争
」
等
の
事
項
は
、

『詳
説
』
で
も
当
然
に
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
と
占
領
下
の
沖
縄
と
の
関
連
性

を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
解
説
を
求
め
る
の
は
無
理
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
九
章
は
、
「新
生
沖
縄
県
の
出
発
」
と
し
て

一
九
七
二
年
二
月

一
五
日
か
ら

始
ま
る
。
「復
帰
」
に
と
も
な
う
社
会

。
経
済
政
策
と
自
然
環
境
問
題
を
中
心
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
二
十
数
年
ほ
ど
の
過
去
に

一
七
ペ
ー
ジ
を
要
し
て
い
る

こ
と
は
、
や
は
り
従
来
の
教
科
書
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
●
γ
本
章
で
は
政

治
動
向
を
記
す
な
か
に
、
し
ば
し
ば

「保
守
」
と

「革
新
」
と
い
う
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
る
。
「復
帰
」
後
の
沖
縄
政
治
は
、
ほ
ぼ

一
貫
し
て

「保
革
」
の
別
が

明
瞭
で
あ
り
、
両
者
は
政
治
勢
力
と
し
て
拮
抗
し
て
き
た
。
と
は
い
え
、
沖
縄

県
に
お
け
る

「保
守
」
と
は
何
か
、
「革
新
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
県
内

諸
政
党
の
変
遷
図

（二
六
八
頁
）
な
ど
と
関
わ
ら
せ
て
、
ど
こ
か
で
説
明
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
四
）

『琉
球

・
沖
縄
史
』
の
具
体
的
な
記
述
内
容
に
つ
い
て
、
『新
詳
説
日
本
史
』

と
の
比
較
を
通
し
て
時
代
別
に
そ
の
概
要
を
述
べ
て
き
た
。
「教
科
書
」
と
し
て

は
非
常
に
個
性
的
な
本
書
の
記
述
は
、
こ
の
本
が

一
人
の
筆
者
に
よ
っ
て
著
さ

れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
単
独
の
著
作
者
に
よ
る
歴
史
教
科
書
と

い
え
ば
、
家
永
二
郎
に
よ
る

『新
日
本
史
』
Ｔ
一省
堂
）
が
想
起
さ
れ
る
が
、
本

書
は

「家
永
日
本
史
」
と
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
著
作
者
の
歴
史
の
見

方
が
存
分
に
加
味
さ
れ
た
、　
一
冊
の
歴
史
の
本
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「は
じ
め
に
」
で
は
、
「抽
象
的

・
一
般
的
な
形
で
ま
と
め
ら
れ

た
歴
史
像
に
、
地
域
の
よ
り
具
体
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
た
歴
史
事
象
を
照
ら
し

あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
肝
史
の
本
質
に
せ
ま
る
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
本
書
は
、
文
部
省
検
定
済
の

「
一
般
的
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
」
は
ず

の

「日
本
史
」
像
に
対
し
て
、
む
し
ろ
根
底
的
と
も
い
う
べ
き
見
直
し
を
追
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
琉
球
諸
島
と
い
う

「地
域
」
は
、
そ
れ

が
国
家
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
点
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
日
本
史
研

究
の
な
か
で
従
来
論
議
さ
れ
て
き
た

「地
方
」
「地
域
」
と
は
明
確
に
異
な
る
存

在
で
あ
る
。
今
日
で
は
歴
史
学
も
よ
う
や
く
琉
球

。
沖
縄
を
、
ア
イ
ヌ
民
族
の

存
在
と
と
も
に
、
「日
本
」
を
考
え
る
う
え
で
重
要
か
つ
不
可
欠
な
、
新
し
い
視

点
と
し
て
位
置
づ
け
る
に
至
っ
て
い
る
６
了
本
書
も

「琉
球
処
分
」
を
め
ぐ
る

コ
ラ
ム

（
一
七
二
頁
）
や

「日
琉
同
祖
論
」
に
関
わ
る
文
脈
を
通
じ
て
、
日
本

国
家
と

「民
族
」と
い
う
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
し
か
し

教
材
と
し
て
の
性
格
か
ら
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
結
論
的
な
何
か
を
直
接
提
示

す
る
よ
う
な
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
琉
球

・
沖
縄
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ

け
を
与
え
る
の
か
は
、
読
後
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
と
り
わ
け

一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
沖
縄
の
側
か
ら
強
調
さ
れ
る
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よ
う
に
な

っ
た
、
「本
土

（ヤ
マ
ト
ご

に
対
し
て

「沖
縄

（ウ
チ
ナ
ー
と

を
相

対
化
し
て
捉
え
る
思
想

・
視
点
に
触
言
し
て
お
き
た
い
。
具
体
的
に
は

「琉
球

弧
」
と
い
う
概
念
の
定
着

ｎ
）や
、
「大
和
マ
ス
コ
ミ
の
沖
縄
ブ
ー
ム
」
と
は

「意

味
合
い
が
か
な
り
違
う
」
と
指
摘
さ
れ
た
、
「沖
縄
内
の
沖
縄
ブ
ー
ム
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
な
潮
流

Ｄ
）な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
は
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た

っ
て

最
も
剖
目
す
べ
き
は
、
客
観
的
に
は
右
の
よ
う
な
思
潮
に
連
な
り
な
が
ら
、　
つ

い
に
沖
縄
で
は
国
家
公
認
の
歴
史
像
を
相
対
化
す
る
試
み
が
始
め
ら
れ
た
、
と

い
う
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
一
国
の
な
か
で
、
多
様
な
教
育
内
容
が
あ
る
程
度

許
容
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、　
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
な
ど
で
は
今
日
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

「単

一
」
の
民
族
構
成
と
国
家
的
価
値
に
基
づ
く

歴
史
観
を
標
榜
し
続
け
よ
う
と
す
る
日
本
国
に
お
い
て
、
本
書
の
登
場
は
画
期

的
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

刊
行
間
も
な
い
本
書
に
は
、
歴
史
的
用
語
や
表
現
の
整
備
に
お
い
て
見
直
す

べ
き
と
思
し
き
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
今
後
、
本
書
が
よ
り
よ
い
改
訂
を
加
え

な
が
ら
、
「本
土
」
の
学
校
に
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（沖
縄
県
歴
史
教
育
研
究
会
　
一
九
九
四
年
第

一
刷
　
頒
価

一
〇
〇
〇
円
）

注（１
）

本
稿
で
は
奄
美

・
沖
縄

・
宮
古

・
八
重
山
の
各
諸
島
の
総
称
を
指
す
。

（２
）
　

本
書
の
利
用
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
新
城
俊
昭
氏
よ
り
御
教
示
を
項

い
た
。

（３
）
　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
教
科
書
は
全
国
で
採
択
さ
れ
る

「
日
本
史
」

教
科
書
の
う
ち
約
五
割
の
比
率
を
占
め
て
い
る
。

（４
）
　

一
九
八
四
年
発
行
の

『詳
説
日
本
史
』
と
の
記
述
内
容
に
お
け
る
実

質
的
相
違
は
ま

っ
た
く
な
い
。
な
お
、
『詳
説
』
は

「南
島
文
化
」
に
つ

い
て
註
で

一
行
足
ら
ず
触
れ
て
い
る

（
一
六
頁
）
。

（５
）
　

「琉
球
処
分
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
書
の
な
か
で
鉤
括
弧
な
し
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
よ
る
琉
球
王
国
の
解
体

・
俳
呑
を
、
本
書
が

旧
来
通
り
の
用
語
で
呼
称
す
る
こ
と
に
は
、
や
や
違
和
感
も
覚
え
る
。

（６
）
　

「
分
島

・
増
約
」
案
を
と
り
あ
げ
た

「
日
本
史
」
教
科
書
が
存
在
す

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（７
）
　

「
旧
慣
温
存
政
策
」
は
廃
藩
当
初
か
ら
の
政
府
の
政
策
で
は
な
か
っ

た
、
と
す
る
説
な
ど
も
併
記
さ
れ
て
い
る

（
一
七
四
頁
の
註
）
。

（８
）

例
え
ば
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
を

「満
州

・
朝
鮮
」
へ
の

「侵
入
」
Ｔ
一

三
四
頁
）
と
記
す
の
に
対
し
、
日
本
に
よ
る
中
国
侵
略
は

「華
北
へ
の

進
出
」、
「軍
事
行
動
」
の

「拡
大
」
Ｔ
〓
〓
一頁
）
等
と
さ
れ
る
。
日
本

の
対
外
侵
略
を
め
ぐ
る
諸
々
の
記
述
と
用
語
に
は
、
概
し
て
そ
の
侵
略

性
を
糊
塗

・
緩
和
す
る
よ
う
な
表
現
が
慎
重
に
選
ば
れ
て
い
る
。

（９
）
　

『詳
説
』
に
お
け
る

一
九
七
〇
年
以
降
の
記
述
は
七
頁
で
あ
る
。
内

容
の
改
訂
に
は
同
期
の
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
国
内
の
政
治
動
向
は

一
九
九
四
年
ま
で
跡
づ
け
て
い
な
が
ら

公
ニ
ハ
○
頁
）、
世
界
の
情
勢
は

一
九
八
九
年
段
階
の
東
欧

・
ソ
連
の
動
向
を
記
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い

る

（三
五
八
頁
）。

（
１０

）
1112

植
山
淳

「
『戦
後
の
歴
史
学
と
歴
史
意
識
』
と
そ
の
後
の
四
半
世
紀
」

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第
九
号

（
一
九
九
二
年
）
、
参
照
。
そ
の
際
、
沖

縄
の
特
質
か
ら

「
日
本
相
対
化
の
歴
史
的
必
然
性
」
を
指
摘
し
続
け
て

き
た
安
良
城
盛
昭
の
議
論
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

（『天
皇
・
天
皇

制

・
百
姓

・
沖
縄
』

一
九
八
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

「本
土

（ヤ
マ
ト
）
と
拮
抗
す
る
独
自
文
化
圏
を
指
す
も
の
と
し
て

「琉
球
弧
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
大
衆
性
を
獲
得
し
市
民
権
を
え
た
の

は
、
こ
こ
数
年
来
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
は
、　
一
九
八
二

年
で
あ
る

（新
崎
盛
暉

「″本
土
化
″
の
奔
流
に
抵
抗
」
『毎
日
新
聞
』

一
九
丞

一年

三

一月

一
〇
日
）。

新
城
和
博

「
つ
ち
あ
た
い
の
日
々
』
３

九
九
二
年
、
ポ
ー
ダ
ー
イ
ン

ク
）
に
よ
る
。
例
え
ば
、　
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
て
地
元
の
本
と
し

て
は
破
格
の
売
れ
行
き
を
示
し
た
と
い
う
、
ま
ぶ
い
組
編

『事
典
版
お

き
な
わ
キ
ー
ワ
ー
ド
コ
ラ
ム
ブ
ッ
ク
」
（沖
縄
出
版
）
は
、
沖
縄

・
先
島

の
社
会
と
文
化
の
独
自
性
に
対
す
る
、
「復
帰
」
後
世
代
に
よ
る
再
評
価

作
業
と
い
っ
た
色
彩
を
有
し
て
い
る
。
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