
紹
　
介

近
代
沖
縄
の
歴
史
と
民
衆

申
世
に
お
け
る
個
人
と
社
会

沖
縄
歴
史
研
究
　
別
冊

近
代
沖
縄
の
歴
史
と
民
衆

　
本
書
は
、
沖
縄
歴
史
研
究
会
に
集
う
研
究
者
が
、

週
一
回
、
満
一
年
に
わ
た
る
共
同
研
究
と
討
議
の

す
え
に
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
関
心
に
し
た
が

っ
て
ま
と
め
あ
げ
た
、
九
篇
か
ら
な
る
論
文
集
で

あ
る
。
沖
縄
の
い
わ
ゆ
る
本
土
返
還
を
前
に
「
沖

縄
も
の
」
は
、
現
在
出
版
界
の
一
つ
の
ブ
ー
ム
を

な
し
て
い
る
が
、
沖
縄
歴
史
研
究
会
「
近
代
史
特

集
」
班
の
共
同
研
究
は
、
　
「
こ
う
し
た
『
ブ
ー
ム
』

と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
、
否
、
よ
り
正
確
に
は
、

こ
の
よ
う
を
な
『
ブ
ー
ム
』
に
抗
し
て
」
、
「
羅
臼

に
お
け
る
歴
史
研
究
を
科
学
的
な
基
礎
の
上
で
、

み
の
り
あ
る
研
究
と
批
判
が
な
さ
れ
る
状
況
を
つ

く
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
足
し
た
。
そ
し
て

「
第
一
に
、
近
代
以
後
の
沖
縄
の
歴
史
過
程
を
、

沖
縄
じ
た
い
で
自
己
完
結
的
に
展
開
し
た
も
の
と

し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
日
本
史
の
一
環
と
し

て
位
置
づ
け
て
行
く
こ
と
」
　
「
第
二
に
歴
史
を
基

層
に
お
い
て
う
こ
か
す
も
の
は
誰
で
あ
る
か
を
、

事
実
に
も
と
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
を
共

通
の
視
点
と
し
た
と
さ
れ
る
。
本
書
は
、
こ
う
し

た
共
通
の
問
題
意
識
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
、

在
沖
縄
の
研
究
者
に
よ
る
、
近
代
沖
縄
史
に
関
す

る
殊
玉
の
論
文
集
で
あ
る
。

　
沖
縄
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
は
む
ろ
ん
古
い
歴

史
を
も
っ
て
い
る
し
、
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て

き
て
い
る
。
し
か
し
王
朝
交
替
史
が
、
な
お
市
民

権
を
も
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
経
済
や
社

会
や
庶
民
生
活
や
文
化
の
、
個
々
の
す
ぐ
れ
た
業

績
は
あ
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
民
衆
の
立
場
に
た
っ

た
沖
縄
史
の
再
構
成
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
は
い
い

が
た
い
。
一
方
日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
も
、
沖
縄

の
歴
史
の
歩
み
を
日
本
史
の
一
環
と
し
て
と
ら
え

て
き
た
か
ど
う
か
。
沖
縄
の
歴
史
に
、
本
土
に
は

遺
存
し
な
い
珍
ら
し
い
史
料
を
求
め
る
こ
と
は
盛

ん
で
あ
る
が
、
沖
縄
の
歴
史
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
日

本
の
歴
史
の
重
要
な
一
環
で
あ
る
こ
と
を
、
は
た

し
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
顧
慮
し
て
き
た
か
ど
う
か
。

「
『
沖
縄
史
』
を
正
し
く
と
ら
え
て
行
く
こ
と
は
、

『
沖
縄
史
』
を
た
ん
に
『
日
本
史
』
の
中
に
位
置

づ
け
る
と
い
う
以
上
に
、
　
『
沖
縄
史
』
を
通
し
て

『
日
本
史
』
へ
の
重
要
な
提
言
が
な
し
う
る
も
の

と
、
私
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
」
「
沖
縄
の
正
し
い

『
近
代
史
』
像
を
構
築
し
て
行
く
こ
と
は
、
い
ま
、

歴
史
研
究
者
に
課
さ
れ
た
緊
急
な
課
題
だ
と
考
え

る
」
と
い
う
抱
負
と
提
言
は
、
戦
後
四
分
一
世
紀

の
異
民
族
支
配
に
抗
し
、
そ
の
前
四
分
一
二
世
紀
の

日
本
資
本
主
義
の
収
薫
の
実
態
を
研
究
し
つ
つ
あ

る
研
究
者
の
言
葉
を
し
て
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
個
々

の
研
究
成
果
と
と
も
に
、
千
鈎
の
重
み
を
も
っ
て

私
ど
も
に
せ
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
（
以
上
、

引
用
は
何
れ
も
本
書
、
附
録
、
　
「
近
代
史
研
究
の

意
義
と
課
題
」
か
ら
）
　
現
在
、
本
土
と
沖
縄
の

研
究
の
交
流
は
、
必
ら
ず
し
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は

な
い
。
人
為
的
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
本

土
の
研
究
に
沖
縄
へ
の
学
問
的
関
心
が
不
足
し
て

い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
提
案
を

謙
虚
に
う
け
と
め
、
沖
縄
の
研
究
者
と
密
接
に
交

流
し
な
が
ら
日
本
史
の
一
環
と
し
て
沖
縄
像
を
再

構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
た

緊
急
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
収
載
論
文
の
日
録
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
近
世
期
の
沖
縄
　
　
　
　
　
　
　
上
原
　
兼
善

　
　
一
行
藩
封
建
体
制
下
の
沖
縄
農
村
一
1

・
「
琉
球
処
分
」
と
農
村
問
題
　
　
金
城
　
正
篤
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御田

宮
古
農
民
の
人
頭
税
廃
止
運
動
　
島
尻
勝
太
郎

「
土
地
整
理
」
に
関
す
る
一
考
藁

囲
治
期
の
沖
縄
の
穂
業

移
民
と
出
稼
ぎ

　
一
そ
の
背
景
一

大
正
・
昭
和
期
の
労
働
運
動

　
1
そ
の
発
掘
と
考
察
1

西
原
文
雄

金
城
　
　
功

安
仁
屋
政
昭

田
港
　
朝
昭

沖
縄
近
代
史
に
お
け
る
本
島
と
先
島

　
一
「
差
別
」
の
構
造
と
克
服
主
体
の
形

　
　
　
成
－
　
　
　
　
　
　
　
西
里
　
喜
行

伊
波
普
献
論
覚
書
　
　
　
　
　
　
仲
地
　
哲
夫

付
録
　
近
代
史
研
究
の
意
義
と
課
題

　
－
各
テ
ー
マ
を
通
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
同
執
筆

　
（
A
5
版
　
一
～
八
○
頁
　
昭
和
四
五
年
五
月
　
那
覇

市
寄
宮
　
中
央
図
書
館
内
　
沖
縄
歴
史
研
究
会
刊

頒
価
九
〇
〇
円
）
　
　
　
　
　
　
　
（
熱
田
　
公
）

　鈴W笹木チ

に穫
お章ソ
け訳著
る

個
人
と

社
会

　
著
者
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
中
世
史
担
当
教

授
で
、
本
書
は
ア
メ
リ
カ
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ

ン
ス
大
学
で
の
頸
回
に
亘
る
講
演
を
も
と
に
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
訳
者
は
社
会
経
済
史
研

究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
中
世
イ
ギ
リ
ス
国
制
史
の

研
究
に
野
心
を
燃
や
し
て
お
ら
れ
る
方
で
、
本
書

は
丁
度
う
っ
て
つ
け
の
訳
者
を
得
た
。

　
一
見
奇
妙
な
演
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
第

一
国
で
は
、
中
世
初
期
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
か
神
と
か
に
根
ざ
す
王
権
か
ら
発
し
た
上
か

ら
の
秩
序
づ
け
と
い
う
政
治
理
念
が
支
配
的
で
あ

っ
た
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の

封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
、
そ
れ
へ
の
個
人
の
埋
没

が
説
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
本
書
の
圧
巻
は
第
二
講
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
封
建
制
度
の
な
か
に
、
実
は
、
強
い
個
人

的
な
絆
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
、
ま
た
、
契
約
と
同
意
と
の
尊
重
と
い
う

理
念
に
基
づ
く
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

そ
の
歴
史
的
発
現
を
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
求
め
、

封
建
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
、
1
に
坤
侵
し
て
い
た
臣
民
の

国
政
参
加
、
市
民
化
の
意
義
が
、
ド
イ
ツ
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
重
圧
を
体
験
し
た
教
授
自
ら
の
姿
の
如

く
、
熱
気
を
は
ら
ん
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
を
出
発
点
と
す
る
イ
ギ
リ

ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
の
力
強
い
発
展
が
始
ま
る
が
、

こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
各
階
層
の
平
等
化
を
も
た
ら

し
、
色
々
な
手
直
し
を
経
て
、
同
質
の
、
し
か
も

統
一
あ
る
王
国
共
同
体
社
会
を
生
み
出
す
こ
と
と

な
る
と
説
か
れ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ

が
、
イ
ギ
リ
ス
を
し
て
大
陸
諸
国
に
先
ん
じ
て
近
’

代
化
の
ト
ヅ
プ
を
釘
ら
し
め
た
所
以
で
あ
り
㌣
ま

た
そ
の
栄
光
は
、
中
世
千
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
法
尊
重
の
貴
重
な
伝
統
の
上
に
立
っ
て
は
じ

め
て
か
ち
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

　
第
三
講
で
は
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が
説
か
れ

る
が
、
そ
れ
も
、
中
世
思
想
家
の
中
に
み
ら
れ
る

個
人
の
尊
重
、
人
間
の
自
由
の
尊
重
が
思
想
史
的

に
解
説
さ
れ
、
封
建
制
度
が
近
代
化
へ
の
重
要
な

橋
渡
し
を
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
と
も
す
れ
ば
、
中
世
は
、
近
代
に
反
す
る
も
の
、

近
代
が
の
り
こ
え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
否
定
面
の
み
が
強
調
さ
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