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聖
公
会
新
聞
に
よ
り
ま
す
と
、五
月
の
総
会

で
「
沖
縄
週
間
」
設
置
の
件
が
再
び
可
決
さ

れ
、一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
守
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

沖
縄
週
間
は
九
四
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
、

日
本
聖
公
会
第
四
六
（
定
期
）
総
会
の
に
て
決

議
さ
れ
ま
し
た
が
そ
の
提
案
理
由
は
、

豊
か
な
自
然
と
独
自
な
文
化
に
恵
ま
れ
た
沖

縄
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
地
上
戦
の

経
験
、
そ
の
後
二
七
年
間
に
及
ぶ
米
軍
に
よ

る
統
治
、
現
在
も
叫
び
続
け
て
い
る
多
く
の

正
義
と
平
和
の
課
題
を
、
沖
縄
の
現
実
に
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
び
、
沖
縄
教
区
の
教

役
者
・
信
徒
と
共
に
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

日
常
生
活
の
中
で
信
仰
の
課
題
と
し
て
担
っ

て
い
く
契
機
と
す
る
。

「
正
義
と
平
和
」
委
員
会
は
一
九
八
六
年
の

第
三
九
定
期
総
会
で
沖
縄
教
区
の
提
案
に

よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
一
九
八
八
年
第
一
回

正
義
と
平
和
協
議
会
を
沖
縄
で
開
催
。
九
〇

年
東
京
と
川
崎
で
、九
二
年
は
広
島
で
、
体

験
学
習
と
聖
書
の
学
び
を
結
び
付
け
共
有
す

る
行
動
を
行
っ
て
き
た
。
今
後
さ
ら
に
沖
縄

教
区
と
の
協
力
を
深
め
、
日
本
聖
公
会
の
教

役
者
・
信
徒
が
「
一
つ
の
体
」
と
し
て
、「
共

に
苦
し
み
、
共
に
喜
ぶ
」（
コ
リ
ン
ト
の
信

徒
へ
の
手
紙
一
一
二
二
〇
〜
二
六
）
も
の

と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ

る
。
と
し
、
沖
縄
教
区
が
置
か
れ
て
い
る
沖

縄
の
現
実
、
と
く
に
正
義
と
平
和
に
関
わ
る

課
題
を
、
日
本
聖
公
会
全
体
の
宣
教
に
有
機

的
に
つ
な
が
る
重
要
な
宣
教
課
題
と
し
て
ひ

ろ
く
共
有
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
沖

縄
週
間
」
を
設
置
す
る
。

毎
年
、
沖
縄
慰
霊
の
日
（
六
月
二
三
日
）
を

含
む
一
週
間
を
「
沖
縄
週
間
」
と
し
、
以
下

の
活
動
を
行
う
。

一）

沖
縄
の
宣
教
課
題
を
具
体
的
に
共
有
す

る
祈
り
、
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
と
配
布
。

二）

日
本
聖
公
会
一
〇
教
区
の
教
役
者
・
信

徒
が
沖
縄
教
区
の
教
役
者
・
信
徒
と
交

いっしょに学ぼう、思い起こそう
― 沖縄週間 （６月２１日～２７日） ―

日本聖公会総会で「沖縄週間」設置にあたって

横浜教区　司祭　河崎　望む
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流
す
る
た
め
の
企
画
・
実
施
等
。

三）

な
お
期
間
は
一
九
九
五
年
か
ら

一
九
九
八
年
の
四
年
間
と
す
る
。

尚
、
こ
の
議
案
は
、「
正
義
と
平
和
」委
員
会

と
日
本
聖
公
会
沖
縄
教
区
常
置
委
員
会
の
提

出
議
案
で
可
決
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
一
九
九
五
年
六
月

一
八
日
か
ら
二
四
日
ま
で
の
一
週
間
、
第
一
回

沖
縄
週
間
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
沖

縄
週
間
の
た
め
の
特
祷
が
下
記
の
よ
う
に
定
め

ら
れ
ま
し
た
。

沖
縄
週
間
特
祷

全
能
の
神
よ
、
あ
な
た
は
福
音
の
光
に
よ
っ

て
、
わ
た
し
た
ち
を
使
徒
た
ち
か
ら
の
唯
一
の

聖
な
る
公
会
に
召
し
、
主
に
仕
え
さ
せ
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
ま
た
わ
た
し
た
ち
を
祝
し
、
今
沖

縄
戦
五
〇
周
年
を
記
念
す
る
機
会
を
与
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
、
心
よ
り
感
謝
い
た
し

ま
す
。
今
わ
た
し
た
ち
は
沖
縄
戦
お
よ
び
他
の

戦
争
に
よ
っ
て
、
命
を
失
っ
た
人
々
の
死
を
悼

み
、
そ
の
魂
を
主
の
憐
れ
み
の
み
手
に
ゆ
だ
ね

ま
す
。
ど
う
か
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
犠
牲
を
む

な
し
く
せ
ず
、
悲
し
む
者
を
慰
め
、
助
け
、
と

も
に
主
に
あ
る
平
和
を
追
い
求
め
さ
せ
て
く
だ

さ
い
。
悲
し
み
を
喜
び
に
、
憎
し
み
を
愛
に
変

え
て
く
だ
さ
る
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ

て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ア
ー
メ
ン

今
総
会
で
再
び
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
こ
と
は
、
私
た
ち
の
沖
縄
に
対
す
る
理
解
が

ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
こ
と
の
表
れ
だ
と
思
い
ま

す
。以

下
に
沖
縄
に
つ
い
て
、
先
の
戦
争
を
中
心

に
、
簡
単
で
す
が
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
何
か
の
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
す
。

は
じ
め
に

沖
縄
は
一
九
七
二
年
五
月
一
五
日
の
施
政
権

返
還
（
い
わ
ゆ
る
「
本
土
復
帰
」）
以
来
、二
六

年
を
経
過
し
て
、
外
見
上
は
日
本
の
社
会
の
中

に
溶
け
込
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
沖
縄
は
今
、
県
民
一
人
当
た
り
平
均

所
得
で
は
全
国
の
最
下
位
、
失
業
率
は
、
全
国

平
均
の
ほ
ぼ
二
倍
と
い
う
経
済
問
題
を
抱
え
続

け
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
全
国
の
米
軍

専
用
基
地
の
七
五
％
が
沖
縄
県
、
特
に
沖
縄
本

島
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
米
兵
に
よ
る
犯
罪
と

軍
事
演
習
な
ど
に
よ
る
被
害
は
、
復
帰
以
前
と

変
わ
る
こ
と
な
く
、
住
民
を
脅
か
し
て
い
ま

す
。九

五
年
九
月
に
起
き
た
米
兵
に
よ
る
少
女
暴

行
事
件
に
対
す
る
沖
縄
県
民
の
怒
り
と
行
動

は
、
戦
後
五
〇
年
と
言
わ
れ
て
も
、
沖
縄
で
は

戦
後
で
な
い
こ
と
の
主
張
で
も
あ
り
ま
し
た
。

先
の
大
戦
で
は
、
ア
ジ
ア
の
関
係
諸
国
は
じ

め
、
広
島
、
長
崎
の
悲
劇
と
共
に
、
日
本
国
民
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全
て
が
辛
く
、
悲
し
い
思
い
を
も
っ
て
い
ま

す
。先

の
大
戦
が
一
体
何
だ
っ
た
の
か
は
、
平
和

を
考
え
る
時
、
そ
れ
を
振
り
返
る
こ
と
は
大
切

な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
沖
縄
戦
に

は
、
振
り
返
り
に
必
要
な
全
て
の
こ
と
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。

一

な
ぜ
沖
縄
戦
が
起
こ
っ
た
の
か

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
一
二
月
八

日
、
日
本
軍
は
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
と
英
領
マ

レ
ー
半
島
と
を
奇
襲
攻
撃
し
、
い
わ
ゆ
る
太
平

洋
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。
始
め
は
、
予
想
以

上
の
戦
果
を
あ
げ
、
翌
年
の
三
月
ま
で
に
東
南

ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
を
占
領
す
る
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
成
功
は
日
本
軍
の

十
分
な
準
備
と
奇
襲
攻
撃
に
対
し
て
、
連
合
国

側
は
、
装
備
や
士
気
に
劣
る
植
民
地
軍
で
し
か

対
抗
出
来
な
か
っ
た
こ
と
の
結
果
で
し
た
。

一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
年
）
六
月
、
ミ
ッ

ド
ウ
ェ
ー
海
戦
で
日
本
軍
が
惨
敗
し
た
こ
と
を

転
機
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
本
格
的
な
反

撃
を
開
始
し
ま
し
た
。
一
九
四
四
年
（
昭
和

一
九
年
）
に
入
る
と
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
中
部
太

平
洋
か
ら
マ
リ
ア
ナ
諸
島
を
支
配
し
、六
月
に

は
、
サ
イ
パ
ン
島
に
上
陸
し
、
日
本
軍
は
大
打

撃
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
ア
メ
リ

カ
軍
は
、
マ
リ
ア
ナ
基
地
か
ら
Ｂ
二
九
爆
撃
機

を
発
進
さ
せ
、
日
本
本
土
を
空
襲
す
る
こ
と
が

出
来
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
日

本
軍
の
敗
北
は
決
定
的
と
な
り
、
こ
れ
以
後
の

戦
闘
は
、
無
意
味
な
流
血
、
無
駄
な
犠
牲
を
意

味
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
軍
は
一
九
四
四
年
一
〇
月
に
、
沖

縄
上
陸
作
戦
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
沖

縄
を
占
領
し
、
強
力
な
基
地
を
設
定
す
る
た
め

で
し
た
。

ア
メ
リ
カ
軍
に
と
っ
て
沖
縄
の
軍
事
的
価
値

は
非
常
に
高
く
、
沖
縄
を
獲
得
出
来
れ
ば
、
日

本
本
土
を
余
裕
を
も
っ
て
空
爆
で
き
る
だ
け
で

な
く
、
台
湾
、
東
シ
ナ
海
、
朝
鮮
半
島
、
対
馬

海
峡
、
中
国
東
部
な
ど
を
制
圧
出
来
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
地
理
的
条
件
と
共

に
、
沖
縄
に
は
、
本
島
と
伊
江
島
を
合
わ
せ
れ

ば
、八
〇
〇
機
を
収
容
出
来
る
飛
行
場
と
、
多

数
の
軍
艦
が
停
泊
出
来
る
港
が
二
か
所
あ
り
、

物
資
の
輸
送
、
集
積
に
も
便
利
で
、
ま
た
、
台

湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
方
の
日
本
軍
を
完
全
に

本
土
切
り
離
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
沖
縄
戦
に
投
入
し
た
の

は
、
艦
船
一

四
五
七
隻
、
兵
員
五
〇
万
人
以

上
と
い
う
も
の
す
ご
い
も
の
で
し
た
。

こ
の
時
ア
メ
リ
カ
軍
は
既
に
、
日
本
本
土
と

沖
縄
の
相
違
点
に
着
目
し
、
沖
縄
を
本
土
か
ら

分
離
す
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

沖
縄
の
歴
史
、
地
理
や
社
会
、
文
化
に
つ
い
て

の
調
査
を
進
め
、
上
陸
と
同
時
に
、
軍
政
府
を

開
設
し
、
琉
球
列
島
の
日
本
本
土
か
ら
の
分
離

を
宣
言
し
た
の
で
し
た
。
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二

沖
縄
守
備
軍
の
配
備

大
本
営
が
沖
縄
守
備
軍
と
し
て
、
第
三
二
軍

を
設
置
し
た
の
は
、一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九

年
）
三
月
二
二
日
の
こ
と
で
し
た
。
当
初
は
飛

行
場
の
守
備
隊
程
度
で
良
い
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
た
の
で
す
。

し
か
し
サ
イ
パ
ン
で
の
戦
い
が
始
ま
っ
た
六

月
ご
ろ
か
ら
、
大
本
営
は
本
腰
を
入
れ
て
沖
縄

守
備
軍
の
強
化
に
乗
り
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ

は
、
本
土
防
衛
の
必
要
か
ら
で
し
た
。
準
備
不

足
の
本
土
防
衛
の
た
め
の
前
線
地
帯
と
し
て
、

時
間
か
せ
ぎ
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
だ
け
だ
っ

た
の
で
す
。▽

ち
ゅ
う
ざ
ん
お
う
し
ょ
う

沖
縄
は
、一
五
世
紀
の
始
め
に
中
山
王
尚

氏
に
よ
っ
て
琉
球
王
国
が
形
成
さ
れ
、
中
国

（
明
）、
朝
鮮
や
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の

中
継
貿
易
を
活
発
に
行
な
い
、一
四
世
紀
か
ら

一
六
世
紀
ま
で
の
約
三
〇
〇
年
間
を
「
沖
縄
の

大
交
易
時
代
」
と
呼
び
、
交
易
相
手
国
の
人
々

か
ら
は
、「
正
直
で
奴
隷
を
買
わ
な
い
し
、
自

分
た
ち
の
同
胞
を
決
し
て
裏
切
ら
な
い
優
れ
た

人
々
」
と
一
目
も
二
目
も
置
か
れ
て
い
ま
し

た
。し

か
し
、一
七
世
紀
初
頭
に
、
薩
摩
島
津
氏

が
徳
川
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
琉
球
王
国
に
侵

入
し
ま
し
た
。
薩
摩
は
、
沖
縄
の
中
継
貿
易
を

禁
止
し
、
独
自
に
中
国
と
の
貿
易
の
た
め
沖
縄

を
利
用
し
、
ま
た
、
沖
縄
の
貴
重
な
産
物
で
あ

る
砂
糖
の
大
半
を
、
年
貢
ま
た
は
買
上
げ
品
と

し
て
、
薩
摩
に
上
納
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
一

方
、
薩
摩
は
、
幕
府
に
対
し
て
沖
縄
が
外
国
で

あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
た
め
将
軍
の
代
替

わ
り
の
時
に
は
慶
賀
使
を
、
琉
球
王
の
代
替
わ

り
の
時
に
は
謝
恩
使
を
江
戸
に
送
ら
せ
ま
し

た
。
身
分
制
度
と
差
別
が
徹
底
し
て
い
た
江
戸

時
代
の
社
会
で
、
沖
縄
の
人
々
は
幕
藩
体
制
の

枠
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
差
別
的
に
見
下
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

一
九
世
紀
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ

カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
日
本
の
開
国
を
求
め
た

時
、
彼
ら
は
沖
縄
と
の
交
易
だ
け
で
な
く
領
有

ま
で
も
目
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
幕
府
は
自
ら

に
余
力
が
な
い
た
め
に
沖
縄
の
処
理
は
薩
摩
に

任
せ
、
薩
摩
も
同
じ
理
由
か
ら
沖
縄
を
守
る
意

志
を
放
棄
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の
苦
境
か
ら
沖

縄
を
救
っ
た
の
は
、
沖
縄
の
人
々
で
し
た
。
欧

米
諸
国
の
本
心
を
見
抜
い
て
い
た
沖
縄
の
人
々

は
、
彼
ら
に
つ
け
入
れ
ら
れ
る
ス
キ
を
与
え
ま

せ
ん
で
し
た
。
ペ
リ
ー
は
、
戦
闘
に
備
え
る
と

共
に
挑
発
に
も
な
る
測
量
を
実
施
し
ま
し
た

が
、
戦
闘
に
ま
で
こ
と
を
進
め
ら
れ
な
い
ま
ま

に
沖
縄
を
去
り
ま
し
た
。

▽

明
治
政
府
に
な
っ
て
も
沖
縄
差
別
は
繰
り
返

さ
れ
ま
し
た
。
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
廃

藩
置
県
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
翌
年
に

沖
縄
は
琉
球
藩
と
さ
れ
た
の
で
す
。
沖
縄
を
日

本
の
領
土
と
し
て
明
確
に
す
る
意
味
で
、
沖
縄

県
と
し
た
の
は
一
八
七
九
年
の
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
県
民
に
対
し
て
は
、
他
府
県
の
人
々
と

同
等
の
資
格
や
権
利
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
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た
。
例
え
ば
、一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
年
）衆

議
院
議
員
選
挙
法
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
沖

縄
で
実
施
さ
れ
た
の
は
一
九
一
二
年
の
こ
と
で

し
た
。
た
だ
、
納
税
や
兵
役
の
義
務
だ
け
は
早

く
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
差
別
の
中
で
も
最
も
ひ
ど
い
も
の

は
、一
九
〇
三
年
（
明
治
三
六
年
）
に
大
阪
で

開
催
さ
れ
た
勧
業
博
覧
会
で
「
人
類
館
事
件
」

と
い
う
の
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
茅
葺

小
屋
の
前
に
二
人
の
沖
縄
の
女
性
が
立
た
さ

れ
、
説
明
者
が
「
此
奴
は
、
此
奴
は
」
と
ム
チ

で
指
し
な
が
ら
動
物
の
見
世
物
さ
な
が
ら
に
沖

縄
の
生
活
様
式
を
説
明
し
た
の
で
す
。
こ
れ
を

見
た
一
人
の
沖
縄
県
人
の
新
聞
へ
の
投
書
に
よ

り
、
こ
の
見
世
物
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
就
職
や
、
結
婚
で
の
差
別
も
ひ
ど
く
、「
但

し
、
朝
鮮
人
、
台
湾
人
、
沖
縄
人
は
お
断
わ
り
」

と
の
張
紙
も
張
ら
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
差
別
の
中
で
沖
縄
の
人
々
が
生

き
て
行
く
に
は
、「
同
化
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

教
育
勅
語
は
、
こ
の
「
同
化
」
に
一
役
も
二

役
も
貢
献
し
ま
し
た
。
教
育
勅
語

は
、一
八
九
〇
年（
明
治
二
三
年
）に
、
忠
君
愛

国
の
思
想
を
子
供
達
に
植
え
付
け
る
、
皇
民
化

教
育
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
沖
縄
で
は
、
本
土
以
上
の
努
力
が
は
ら
わ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
も
日
本
人
と

し
て
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で

し
た
。
で
す
か
ら
、
天
皇
の
忠
良
な
る
臣
民
と

し
て
皇
国
の
た
め
に
尽
く
す
義
務
を
果
た
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
一
人
前
の
日
本
国
民
と

見
な
さ
れ
る
た
め
の
努
力
が
は
ら
わ
れ
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
教
育
状
況
を
背
景
と
し
て
、

ひ
め
ゆ
り
部
隊
や
鉄
血
勤
皇
隊
の
悲
劇
は
不
可

避
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
沖
縄
差
別
の
中
で
、
日
本
軍
は

沖
縄
と
沖
縄
の
人
々
を
守
る
と
い
う
意
識
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
本
土
決
戦
を
引
伸
す
た
め

に
、
時
間
稼
ぎ
と
し
て
抵
抗
し
た
の
で
す
。
沖

縄
の
人
々
を
巻
き
込
ん
で
。

第
三
二
軍
の
新
設
に
よ
り
、
続
々
と
沖
縄
に

移
動
し
て
く
る
部
隊
に
よ
っ
て
沖
縄
は
混
乱
状

態
に
陥
り
ま
し
た
。
兵
舎
の
準
備
が
な
い
た

め
、
学
校
、
公
民
館
、
公
共
施
設
、
が
接
収
さ

れ
、
そ
れ
で
も
足
り
ず
民
家
に
分
宿
ま
で
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
普
段
で

も
豊
か
で
は
な
い
食
糧
事
情
は
一
層
悪
化
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
、
沖
縄
の
人
々
は
、「
無

敵
皇
軍
が
自
分
た
ち
の
島
を
守
っ
て
く
れ
る
」

と
い
う
期
待
を
も
っ
て
軍
を
見
て
い
ま
し
た
の

で
、
出
来
る
こ
と
を
精
一
杯
し
た
の
で
す
。

三

沖
縄
戦
の
始
ま
り

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
半
ば
ご
ろ
か

ら
沖
縄
周
辺
の
海
域
で
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
潜

水
艦
の
活
動
が
活
発
化
し
、
日
本
軍
の
船
舶
の

被
害
が
急
増
し
、
兵
員
や
物
資
の
輸
送
が
困
難

に
な
っ
て
き
ま
し
た
し
か
し
日
本
政
府
は
、
沖

縄
の
子
供
達
や
お
年
寄
り
を
九
州
や
台
湾
に
疎

開
さ
せ
る
閣
議
決
定
を
行
な
い
ま
し
た
。
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沖
縄
の
人
々
は
、
海
を
越
え
て
幼
い
子
供
た

ち
を
危
険
な
船
旅
に
出
す
こ
と
に
不
安
を
感
じ

て
い
ま
し
た
が
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
不
安

は
、八
月
二
二
日
に
現
実
の
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
八
月
二
一
日
に
那
覇
港
を
出
港
し
た
対
馬

丸
他
二
隻
の
疎
開
船
は
、二
隻
の
駆
逐
艦
に
護

衛
さ
れ
な
が
ら
鹿
児
島
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

二
二
日
深
夜
、
悪
石
あ
く
せ
き
島
沖
に
さ
し
か

か
っ
た
時
、
適
潜
水
艦
の
攻
撃
を
受
け
、
対
馬

丸
に
三
発
の
魚
雷
が
命
中
し
、
子
供
だ
け
で
も

七
五
八
人
、
全
部
で
一
四
八
四
人
が
亡
く
な
り

ま
し
た
。
対
馬
丸
の
沈
没
は
、
極
秘
に
さ
れ
ま

し
た
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
情
報
は
流
れ
疎

開
す
る
人
の
数
は
極
端
に
少
な
く
な
り
ま
し

た
。

▽

一
〇
月
一
〇
日
の
早
朝
か
ら
ア
メ
リ
カ
軍

は
、
延
べ
一
四
〇
〇
機
の
爆
撃
機
を
五
回
に
分

け
て
沖
縄
本
島
上
空
に
飛
来
さ
せ
、九
時
間
に

わ
た
る
攻
撃
に
よ
っ
て
、
本
島
は
大
打
撃
を
受

け
、
特
に
、
那
覇
市
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
焼

失
し
、
船
や
倉
庫
の
被
害
も
大
き
く
、
食
料
の

被
害
も
深
刻
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
、

沖
縄
を
防
衛
す
る
海
軍
力
も
航
空
兵
力
も
消
失

し
、
沖
縄
は
完
全
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
手
中
に
落

ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

四

ア
メ
リ
カ
軍
の
上
陸

ア
メ
リ
カ
軍
の
具
体
的
な
沖
縄
本
島
上
陸
作

戦
は
、一
九
四
五
年
三
月
二
三
日
の
艦
載
機
に

よ
る
低
空
攻
撃
に
よ
つ
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
Ｂ
24
爆
撃
機
の
空
襲
だ
け
だ
っ

た
の
で
す
が
、
艦
載
機
に
よ
る
攻
撃
は
、
ア
メ

リ
カ
軍
の
機
動
部
隊
が
沖
縄
近
海
に
接
近
し
て

い
る
証
拠
で
し
た
。
二
四
日
に
は
、
本
島
南
部

の
沖
合
に
大
艦
隊
が
お
し
よ
せ
、
艦
砲
射
撃
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
艦
砲
射
撃
は
三
ケ
月

余
り
に
わ
た
っ
て
昼
夜
を
分
か
た
ず
続
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

三
月
二
六
日
に
な
る
と
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
慶

良
間
諸
島
へ
の
上
陸
を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
れ

は
本
島
へ
の
上
陸
に
先
立
ち
、
安
全
な
港
を
求

め
て
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
日
か
ら
沖
縄
の

人
々
に
と
っ
て
最
も
辛
い
日
々
が
始
ま
る
の
で

し
た
。

慶
良
間
諸
島
に
配
備
さ
れ
て
い
た
日
本
軍

は
、
海
上
特
攻
隊
の
三
個
戦
隊
だ
け
で
、
そ
の

特
攻
艇
も
三
日
間
の
砲
爆
撃
で
ほ
と
ん
ど
破
壊

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
部
隊
は
な
す
す
べ
も
な
く

山
中
に
退
避
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ア
メ
リ
カ
軍
の
上
陸
部
隊
は
、
ほ
と
ん
ど
無
傷

で
諸
島
の
平
地
部
を
占
領
し
、
巨
大
な
補
給
基

地
を
建
設
し
た
の
で
す
。

住
民
は
ア
メ
リ
カ
軍
を
恐
れ
、
パ
ニ
ッ
ク
状

態
に
お
ち
い
り
、
援
護
を
求
め
て
日
本
軍
陣
地

に
殺
到
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
作
戦
の
じ
ゃ
ま

に
な
る
と
追
い
返
さ
れ
ま
し
た
。
座
間
味
島
で

は
、
部
隊
長
の
名
で
「
住
民
は
男
女
を
問
わ
ず

軍
の
戦
闘
に
協
力
し
、
老
人
子
供
は
忠
魂
碑
前

に
集
合
、
全
員
自
決
せ
よ
」
と
の
通
達
が
出
さ

れ
、
自
決
用
の
手
榴
弾
が
配
ら
れ
ま
し
た
。
ほ
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か
の
島
も
同
様
で
し
た
。
逃
げ
場
を
失
っ
た

人
々
は
、
山
中
で
、
あ
る
い
は
家
庭
壕
で
、
家

族
、
親
族
ぐ
る
み
で
自
決
を
決
行
し
た
の
で

す
。
ま
た
日
本
兵
に
よ
っ
て
多
数
の
住
民
が
殺

害
さ
れ
ま
し
た
。

慶
良
間
諸
島
で
集
団
自
決
し
た
人
の
数

は
、
五
五
三
名
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
慶
良
間
諸
島
で
の
集
団
自
決
や
日
本

兵
に
よ
る
住
民
殺
害
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
上
陸
第

一
日
目
に
、
沖
縄
戦
の
縮
図
が
出
現
し
た
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
集
団
自
決
は
こ
の
後
、
伊
江

島
、
中
部
、
南
部
の
各
戦
線
で
、
日
本
兵
に
よ

る
住
民
殺
害
も
各
地
で
多
発
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
今
や
、
沖
縄
本
島
は
、
空
母
四
〇
隻
、

戦
艦
二
〇
隻
を
中
心
と
す
る
一
五
〇
〇
隻
に
及

ぶ
艦
隊
に
包
囲
さ
れ
、
猛
烈
な
艦
砲
射
撃

と
、一
六
〇
〇
機
に
及
ぶ
空
母
塔
載
機
に
よ
る

銃
撃
、
爆
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

▽

ア
メ
リ
カ
軍
の
本
島
へ
の
上
陸
は
、四
月
一

日
午
前
八
時
三
〇
分
に
、
中
部
西
海
岸
か
ら
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
上
陸
に
先
だ
っ
て
、
海
岸
に

は
約
一
〇
万
発
の
砲
弾
、
ロ
ケ
ッ
ト
弾
が
撃
ち

込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
上
陸
が
激
戦
に
な
る

と
の
考
え
か
ら
で
し
た
が
、
上
陸
に
際
し
て
日

本
軍
の
反
撃
は
ほ
と
ん
ど
な
く
そ
の
日
の
午
後

四
時
ま
で
に
六
万
人
の
ア
メ
リ
カ
兵
が
上
陸
を

完
了
し
た
の
で
す
。

五

長
く
て
激
し
い
国
内
唯
一
の
地

上
戦

沖
縄
戦
は
、三
月
二
三
日
か
ら
始
ま
り
、
日

本
軍
の
組
織
的
抵
抗
の
終
了
（
六
月
一
九

日
）、
軍
司
令
官
牛
島
満
中
将
の
自
決
（
六
月

二
三
日
）
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
沖
縄
作
戦

終
了
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
七
月
二
日
を
も
っ
て

一
応
の
集
結
と
な
り
ま
す
が
、
公
式
に
降
伏
調

印
式
が
行
な
わ
れ
た
の
は
九
月
七
日
の
こ
と
で

し
た
。

沖
縄
戦
の
終
戦
の
日
を
い
つ
に
す
る
か
に
は

諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
ま
し
て

も
、
南
北
約
一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
細
長
い

沖
縄
本
島
を
主
戦
場
に
し
て
戦
わ
れ
た
戦
闘
に

し
て
は
異
常
な
長
期
戦
で
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
の

掃
討
作
戦
が
終
了
し
た
六
月
末
日
と
考
え
て

も
、一
〇
〇
日
間
に
及
び
ま
す
し
、
公
式
の
降

伏
日
ま
で
を
数
え
ま
す
と
半
年
近
く
に
な
り
ま

す
。
問
題
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
長
期
戦
に

な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
一
の
原
因
は
、
沖
縄
守
備
軍
の
作
戦
方
針

が
「
戦
略
持
久
戦
」
に
置
か
れ
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
本
土
決
戦
を
有
利
に
導
く
た
め
の
時

間
稼
ぎ
の
捨
て
石
作
戦
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

の
結
果
、「
鉄
の
暴
風
」
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど

の
激
し
い
砲
爆
撃
が
三
か
月
以
上
続
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

第
二
の
原
因
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
に
と
っ
て
沖

縄
は
こ
の
う
え
な
い
地
理
的
条
件
を
備
え
て
い

た
た
め
、

（
太
平
洋
の
要

石
）
と
し
て
、
沖
縄
を
奪
取
し
基
地
と
し
て
長

期
的
に
確
保
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
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▽

こ
の
よ
う
な
中
で
戦
闘
を
続
け
る
日
本
軍
に

と
っ
て
、
現
地
自
給
の
総
動
員
作
戦
は
不
可
欠

な
も
の
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

一
九
四
五
年
六
月
二
二
日
に
公
布
さ
れ
た

「
国
民
義
勇
兵
役
法
」
は
、
本
土
決
戦
に
備
え
、

「
一
億
玉
砕
」
の
合
言
葉
の
下
に
、
全
国
の
戦

闘
参
加
能
力
の
あ
る
男
女
を
軍
の
指
揮
下
に
置

く
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
国
民
の
根
こ

そ
ぎ
動
員
は
既
に
沖
縄
で
実
験
済
の
も
の
だ
っ

た
の
で
す
。
防
衛
隊
、
義
勇
隊
学
徒
隊
な
ど
の

名
目
で
根
こ
そ
ぎ
動
員
さ
れ
た
沖
縄
県
民
の

「
軍
民
一
体
の
戦
闘
協
力
」
が
、
国
民
義
勇
兵

役
法
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味

で
も
、
沖
縄
戦
は
、
本
土
決
戦
の
実
験
版
だ
っ

た
の
で
す
。

沖
縄
戦
と
聞
く
と
す
ぐ
に
「
ひ
め
ゆ
り
」
と

連
想
さ
れ
る
程
に
、
ひ
め
ゆ
り
学
徒
隊
は
有
名

で
す
。
沖
縄
本
島
の
南
部
、
米
須
こ
め
す
の
、

ひ
め
ゆ
り
の
塔
が
建
っ
て
い
る
そ
ば
の
壕
は
、

陸
軍
病
院
の
第
三
外
科
が
最
後
に
あ
っ
た
壕

で
、
沖
縄
戦
が
終
ろ
う
と
し
て
い
た
六
月
一
九

日
に
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
を
う
け
、
ひ
め
ゆ

り
隊
の
女
生
徒
三
五
名
と
教
師
五
名
、
ほ
か
に

看
護
婦
な
ど
合
わ
せ
て
約
一
〇
〇
名
が
最
期
を

遂
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
壕
に
い
た
女
生
徒

で
生
き
残
っ
た
の
は
僅
か
に
五
名
で
し
た
。

ひ
め
ゆ
り
隊
は
そ
の
前
日
に
解
散
命
令
を
受

け
て
壕
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
す

が
、
脱
出
す
る
前
に
攻
撃
を
受
け
た
の
で
す
。

別
の
壕
の
女
生
徒
た
ち
の
大
部
分
は
脱
出
出
来

た
も
の
の
、
逃
げ
場
も
な
く
砲
火
に
さ
ら
さ
れ

た
り
、
集
団
自
決
を
し
て
多
く
の
犠
牲
を
出
し

ま
し
た
。
女
生
徒
を
使
う
だ
け
使
っ
て
、
最
後

に
は
彼
女
た
ち
を
戦
場
に
放
り
出
し
、
ア
メ
リ

カ
軍
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
も
許
さ
な
か
っ
た
軍

の
勝
手
さ
、
降
伏
を
認
め
ず
、
死
を
強
要
す
る

皇
民
化
教
育
が
こ
の
悲
劇
を
生
ん
だ
の
で
す
。

ひ
め
ゆ
り
隊
と
は
、
沖
縄
師
範
学
校
女
子
部

と
県
立
第
一
女
学
校
の
生
徒
の
隊
の
名
前
で
、

戦
後
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
が
、
女
子
学
徒
隊
は
こ
の
他
に
も
、五
つ

の
高
等
女
学
校
か
ら
動
員
さ
れ
、五
七
％
に
あ

た
る
三
三
四
名
も
の
女
学
生
が
犠
牲
に
な
っ
た

の
で
す
。

ま
た
、
男
子
生
徒
の
下
級
生
は
、
通
信
隊
員

と
し
て
、
上
級
生
は
戦
闘
要
員
と
し
て
「
鉄
血

勤
皇
隊
」
の
名
で
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
通
信
隊

は
、
砲
火
の
中
を
伝
令
と
し
て
壕
か
ら
壕
へ
と

飛
び
回
り
七
〇
％
に
あ
た
る
二
四
七
名
が
戦
死

す
る
と
い
う
大
き
な
犠
牲
を
出
し
ま
し
た
。
学

徒
隊
の
全
犠
牲
者
は
、
半
数
以
上
に
及
ぶ

一
二
二
四
名
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
青
年
学

校
の
男
女
生
徒
の
数
は
い
ま
だ
に
不
明
で
、
全

体
で
は
二
千
名
を
越
え
る
犠
牲
者
に
な
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
学
徒
隊
へ
の
参
加
は
、
法
的

な
根
拠
が
な
い
た
め
、
生
徒
の
志
願
と
い
う
か

た
ち
が
取
ら
れ
、
保
護
者
の
承
認
が
必
要
で
し

た
が
、
学
校
が
勝
手
に
印
鑑
を
つ
く
り
書
類
作

成
を
し
た
こ
と
も
あ
り
、
事
実
上
、
強
制
参
加

と
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
生
徒
た
ち

は
、
天
皇
と
祖
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
こ
と

を
当
然
と
思
う
よ
う
に
日
頃
か
ら
徹
底
し
て
教
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育
さ
れ
て
お
り
、
学
徒
隊
へ
の
参
加
に
疑
問
を

も
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

▽

先
に
国
内
唯
一
の
地
上
戦
と
記
し
ま
し
た

が
、
正
確
に
は
硫
黄
島
で
も
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
は
、
硫
黄

島
の
場
合
は
住
民
全
て
が
島
外
に
疎
開
し
た
の

に
対
し
て
、
沖
縄
戦
で
は
、
住
民
を
巻
き
込
ん

で
の
戦
い
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、一
般
邦

人
を
巻
き
込
ん
で
の
戦
い
は
、
サ
イ
パ
ン
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
満
豪
で
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ

れ
ら
は
引
き
上
げ
の
機
を
逸
し
た
結
果
の
こ
と

で
し
た
が
、
老
幼
婦
女
子
ま
で
も
戦
力
化
し
て

敵
前
に
送
り
込
ん
だ
の
は
、
沖
縄
を
お
い
て
他

に
は
な
い
の
で
す
。

戦
場
に
お
け
る
住
民
は
、
軍
か
ら
見
れ
ば
危

険
な
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ

は
、
戦
闘
協
力
者
と
し
て
利
用
出
来
る
面
と
、

反
面
、
作
戦
の
足
手
ま
と
い
に
な
る
邪
魔
物
と

し
て
の
存
在
で
す
。
こ
の
二
つ
の
面
が
、
戦
局

の
状
況
に
よ
っ
て
陰
陽
様
々
に
織
り
な
さ
れ
た

の
が
、
沖
縄
戦
の
悲
劇
の
源
泉
で
し
た
。

沖
縄
で
は
鍾
乳
洞
の
こ
と
を
「
ガ
マ
」
と
呼

び
ま
す
。
時
に
は
、
壕
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
。

ガ
マ
は
南
部
一
帯
に
特
に
多
く
、
規
模
も
大
き

い
た
め
、
住
民
だ
け
で
な
く
軍
に
と
っ
て
も
格

好
の
避
難
場
所
で
し
た
。
戦
線
が
南
部
に
移
る

と
、
軍
に
よ
る
壕
追
い
出
し
が
頻
発
し
ま
す
。

軍
民
が
雑
居
し
た
壕
で
は
、
食
料
強
奪
、
幼
児

虐
殺
、
ス
パ
イ
容
疑
に
よ
る
住
民
虐
殺
な
ど
の

惨
劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
軍
は
ガ
マ
の
中
の
日
本

軍
を
せ
ん
滅
す
る
た
め
に
、
火
焔
放
射
器
、
爆

雷
、
黄
燐
弾
な
ど
を
無
差
別
に
穴
口
か
ら
仕
掛

け
た
た
め
、
多
数
の
住
民
も
、
ガ
マ
の
中
で
死

ん
で
行
っ
た
の
で
す
。

▽

沖
縄
戦
で
の
戦
死
者
数
は
正
確
な
と
こ
ろ
は

不
明
で
す
が
、
沖
縄
県
援
護
課
が
ま
と
め
た
推

定
数
だ
け
で
も
、
本
土
出
身
兵
六
万
五
九
〇
八

名
、
沖
縄
出
身
軍
人
軍
属
二
万
八
二
二
八
名
、

戦
闘
参
加
者
五
万
五
二
四
六
名
、一
般
住
民
三

万
八
七
五
四
名
、
ア
メ
リ
カ
軍
一
万
二
五
二
〇

名
、
合
計
二
〇
万
六
五
六
名
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
う
ち
戦
闘
参
加
者
と
は
、
援
護
法
の
適

用
を
受
け
た
一
般
住
民
の
こ
と
で
す
か
ら
、一

般
住
民
の
犠
牲
者
は
九
万
四
〇
〇
〇
名
に
な
り

ま
す
。
沖
縄
県
出
身
軍
人
軍
属
の
中
に
は
、
学

徒
隊
や
防
衛
隊
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
実

質
的
に
は
正
規
軍
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
マ
ラ
リ
ア
病
死
、
餓
死
な
ど
を

含
め
ま
す
と
、
一
般
沖
縄
県
民
の
犠
牲
者
数

は
、一
五
万
人
前
後
に
な
る
だ
ろ
う
と
推
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
県
人
口
約
六
〇
万
人
の

う
ち
実
に
四
人
に
一
人
が
戦
没
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
の
一
般
住
民
の
高
い
死
亡
率
は
何
が
原
因

な
の
で
し
ょ
う
か
。
疎
開
の
不
徹
底
、
激
し
い

無
差
別
砲
爆
撃
、
逃
げ
場
の
な
い
孤
島
の
地
理

的
条
件
、
食
糧
不
足
、
医
療
品
不
足
等
々
、
多

く
の
悪
条
件
が
重
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
軍
の
玉
砕
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Study Notes

精
神
、「
生
キ
テ
捕
囚
ノ
辱
メ
ヲ
受
ケ
ズ
」
な

の
で
す
。

正
規
軍
人
を
上
回
る
住
民
犠
牲
は
沖
縄
に

限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
場
合

も
、
戦
場
で
最
大
の
犠
牲
を
被
る
の
は
現
地
の

住
民
な
の
で
す
。
先
の
大
戦
を
考
え
る
時
、
中

国
大
陸
で
、
東
南
ア
ジ
ア
で
、
太
平
洋
諸
島
で

最
も
多
く
亡
く
な
っ
た
の
は
、
現
地
の
一
般
住

民
だ
っ
た
の
で
す
。

六

ア
メ
リ
カ
軍
の
沖
縄
占
領
の
長

期
化

三
月
二
六
日
に
慶
良
間
諸
島
に
上
陸
し
た
ア

メ
リ
カ
軍
は
、
同
地
域
に
お
け
る
日
本
政
府
の

行
政
権
と
司
法
権
の
停
止
を
趣
旨
と
す
る
布
告

を
公
布
（
米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
一
号
）

し
、
沖
縄
で
の
軍
政
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま

よ
み
た
ん
そ
ん

と

た
、
本
島
に
上
陸
後
五
日
目
に
は
、
読
谷
村
渡

ぐ

ち

具
知
軍
政
府
を
開
設
し
、
米
国
海
軍
軍
政
府
布

告
第
一
号
（
太
平
洋
方
面
最
高
司
令
官
ニ
ミ
ッ

ツ
元
帥
の
名
を
取
っ
て
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
と
呼
ば

れ
る
）
に
よ
っ
て
琉
球
諸
島
の
本
土
か
ら
の
分

離
を
宣
言
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、一
九
四
六
年

一
月
二
九
日
に
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
覚

書
に
よ
っ
て
北
緯
三
〇
度
以
南
の
南
西
諸
島
は

正
式
に
日
本
の
行
政
か
ら
分
離
さ
れ
た
の
で

す
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
絶
対
的
な
軍
事

支
配
が
沖
縄
の
人
々
に
乗
り
か
か
る
こ
と
を
意

味
し
た
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
政
府
の
、
沖
縄

切
り
捨
て
政
策
は
、
沖
縄
戦
最
中
の
五
月
一
一

日
に
開
催
さ
れ
た
、
最
高
戦
争
指
導
者
会
議
で

の
、
米
内
外
相
の
、
国
体
護
持
の
た
め
に
沖

縄
、
小
笠
原
、
樺
太
、
北
千
島
を
適
の
手
に
渡

し
て
も
よ
い
、
と
い
う
意
味
の
発
言
の
中
に

は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま

た
、一
九
四
七
年
九
月
二
二
日
付
け
の
い
わ
ゆ

る
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
文
書
に
は
「
米
国
が
沖
縄

そ
の
他
の
琉
球
諸
島
の
軍
事
占
領
を
続
け
る
よ

う
日
本
の
天
皇
が
希
望
し
て
い
る
」
と
明
記
さ

れ
、
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
態
度

が
、一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
た

「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
第
三
条
に
よ
る
沖

縄
分
離
ま
で
一
貫
し
て
い
た
の
で
す
。

▽

こ
の
よ
う
な
中
で
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
大
手
を

振
っ
て
沖
縄
の
軍
事
基
地
化
を
進
め
て
行
く
の

で
す
。
住
民
の
生
活
を
無
視
し
て
。

第
二
次
世
界
大
戦
は
、
世
界
に
幾
つ
か
の
分

裂
国
家
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
日
本
も
、
敗
戦

直
後
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
要
求
し
た
よ
う
に
北
海

道
の
東
半
分
を
ソ
連
が
占
領
し
て
い
た
な
ら

ば
、
分
裂
国
家
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

分
裂
国
家
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
日
本
に
と
っ

て
幸
運
な
こ
と
で
し
た
。
日
本
国
民
の
大
多
数

に
と
っ
て
は
確
か
に
そ
う
で
し
た
。
し
か
し
、

沖
縄
県
民
に
と
っ
て
戦
後
二
七
年
間
の
歴
史

は
、
分
裂
国
家
以
上
の
苦
し
み
だ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
は
沖
縄
に
は
主
権
が
な
か
っ
た
の
で

す
。
主
権
は
事
実
上
施
政
権
を
も
つ
ア
メ
リ
カ

の
手
に
あ
り
ま
し
た
。
沖
縄
人
を
主
席
と
す
る
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琉
球
政
府
は
存
在
し
ま
し
た
が
、
そ
の
自
治
は

限
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
態
が
、
二
六
年
前
の

一
九
七
二
年
五
月
一
五
日
ま
で
二
七
年
間
も
続

い
た
の
で
す
。

▽

復
帰
当
時
に
歌
わ
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ

に
、
ド
ゥ
ー
チ
ュ
イ
ム
ニ
ー
（
独
り
ご
と
）
と

い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
二
五
番
に
も
及
ぶ
膨
大

な
歌
詞
で
、
沖
縄
の
方
言
で
歌
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
五
番
を
標
準
語
に
し
ま
す
と
、
唐
の
支
配

か
ら
大
和
の
支
配
へ
大
和
の
支
配
か
ら
ア
メ
リ

カ
の
支
配
へ
ア
メ
リ
カ
の
支
配
か
ら
大
和
の
支

配
へ
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
変
わ
っ
て
行
く
の
か

俺
の
沖
縄
よ
と
な
り
ま
す
。
こ
の
短
い
歌
詞
の

中
に
、
沖
縄
の
苦
し
み
と
悲
し
み
の
歴
史
が
歌

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

沖
縄
県
立
平
和
祈
念
資
料
館
の
展
示
の
結
び

の
言
葉
を
示
し
て
こ
の
文
を
終
了
致
し
ま
す
。

沖
縄
戦
の
実
相
に
ふ
れ
る
た
び
に

戦
争
と
い
う
も
の
は

こ
れ
ほ
ど
残
忍
で
こ
れ
ほ
ど
汚
辱
に
ま

み
れ
た
も
の
は
な
い

と
思
う
の
で
す

こ
の

な
ま
な
ま
し
い
体
験
の
前
で
は

い
か
な
る
人
で
も

戦
争
を
肯
定
し
美
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
は
ず
で
す

戦
争
を
お
こ
す
の
は

た
し
か
に

人

間
で
す

し
か
し
そ
れ
以
上
に

戦
争
を
許
さ
な
い
努
力
の
で
き
る
の
も

私
た
ち

人
間

で
は
な
い
で
し
ょ
う

か戦
後
こ
の
か
た

私
た
ち
は

あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
憎
み

平
和
な
島
を
建
設
せ
ね
ば

と
思
い
つ

づ
け
て
き
ま
し
た

こ
れ
が

あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
た
代
償
を
払
っ

て
得
た

ゆ
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い

私
た
ち
の
信
条
な
の
で
す

横
浜
教
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館
山
聖
ア
ン
デ
レ
教
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