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【
博
士
論
文
概
要
書
】
現
代
沖
縄
文
学
の
研
究
―
―
〈
戦
争
〉
表
象
を
中
心
に 

柳
井
貴
士 

 
 
 

一
、
研
究
の
出
発
点
と
目
的 

 

本
研
究
は
、
沖
縄
の
戦
後
文
学
を
め
ぐ
る
〈
戦
争
〉
の
表
象
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

沖
縄
の
戦
後
文
学
は
、〈
沖
縄
戦
〉
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
の
支
配
―
―
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と

基
地
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
ら
え
な
い
。〈
本
土
／
ヤ
マ
ト
〉
が
、
戦
争
景
気
を
体
験
す
る
の
と
は
違
い
、
沖
縄

で
は
戦
争
そ
の
も
の
と
隣
接
し
な
が
ら
、
一
九
五
〇
年
代
の
言
説
が
展
開
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
代
に
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
勃
発
し
、
そ
れ
ま
で
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
た
〈
ア
メ
リ
カ
〉
が
綻
び
を
み
せ
た
。
一
九

五
〇
年
代
の
〈
ア
メ
リ
カ
〉
へ
の
抵
抗
の
歴
史
を
経
て
、
沖
縄
の
〈
戦
争
〉
を
め
ぐ
る
文
学
作
品
は
〈
ア
メ
リ
カ
〉
や

〈
沖
縄
／
共
同
体
〉
ま
で
を
も
相
対
化
す
る
視
座
を
得
た
と
い
え
る
。 

戦
後
、
本
土
に
お
い
て
は
戦
争
を
主
題
と
し
た
多
く
の
文
学
作
品
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
高
橋

和
己
は
戦
場
の
兵
士
に
課
さ
れ
る
極
限
的
問
い
を
三
つ
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
「
自
己
が
他
者
を
殺
す
こ
と
を
正
当
化
す

る
も
の
は
は
た
し
て
何
か
」、「
天
寿
を
待
た
ず
な
ぜ
自
分
が
そ
こ
で
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」、「
お
な
じ
状
況
下

に
あ
っ
て
自
分
で
は
な
く
人
が
な
ぜ
そ
こ
で
死
ん
で
い
く
の
か
」
で
あ
る
（
高
橋
和
己
「
戦
争
文
学
序
説
」、『
展
望
』

一
九
六
四
・
一
二
）。
例
え
ば
、
梅
崎
春
生
『
桜
島
』『
日
の
果
て
』、
大
岡
昇
平
『
俘
虜
記
』、
武
田
泰
淳
『
審
判
』『
ひ

か
り
ご
け
』、
野
間
宏
『
顔
の
中
の
赤
い
月
』『
崩
壊
感
覚
』、
島
尾
敏
雄
『
出
発
は
遂
に
訪
れ
ず
』
な
ど
、
高
橋
の
設
定

し
た
問
い
に
対
応
す
る
無
数
の
文
学
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
く
。「
戦
後
の
日
常
へ
と
自
己
回
復
す
る
た
め
に
は
、
あ
る

段
階
を
ふ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
戦
争
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
戦
争
に
よ
っ
て
生
活
と
精
神
の
う
え
に
刻
印
さ

れ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
み
つ
め
、
み
き
わ
め
る
精
神
の
営
為
が
必
要
で
あ
っ
た
」（
松
原
新
一
・
磯
田

光
一
・
秋
山
駿
『
増
補
改
訂
戦
後
日
本
文
学
史
・
年
表
』
講
談
社
、
一
九
七
九
・
八
、
七
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
戦
争
に
対
す
る
自
己
の
内
省
が
文
学
作
品
を
意
味
づ
け
る
「
精
神
の
営
為
」
と
い
え
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
戦
争
の
問
題
に
ふ
れ
た
体
験
の
思
想
的
、
文
学
的
営
為
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
日
本
内
地
に
お
け
る
沖
縄
戦
を

あ
つ
か
っ
た
文
学
作
品
の
少
な
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
。『
鉄
の
暴
風
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
〇
・
八
）
が
戦
争
体
験

の
重
要
な
記
録
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
戦
争
の
生
存
者
が
残
し
た
直
接
的
な
苦
し
み
の
「
声
」
だ

と
い
え
る
。
こ
の
本
土
と
の
相
対
的
な
文
学
状
況
は
、
近
代
日
本
に
最
後
に
編
入
さ
れ
た
「
県
」
で
あ
り
戦
後
の
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
占
領
を
解
放
軍
と
し
て
受
け
止
め
た
事
実
と
も
関
連
し
て
い
る
。
収
容
所
に
よ
る
生
活
が
続
き
、
紙
媒
体

に
よ
る
雑
誌
、
新
聞
の
発
行
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
、
ま
た
占
領
軍
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
検
閲
の
制
限
が
あ
っ
た
事
実
は

見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。 

沖
縄
戦
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
直
接
的
外
敵
と
、
日
本
兵
と
い
う
内
な
る
他
者
と
の
戦
争
と
も
い
え
た
。
こ
の
過
酷

な
状
況
が
文
学
的
営
為
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
道
筋
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
研
究
の
出
発
点
と

い
え
る
。
沖
縄
の
文
学
は
〈
本
土
／
ヤ
マ
ト
〉
を
相
対
化
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
視
座
を
も
つ
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。 

だ
が
、
沖
縄
で
の
戦
争
は
、
沖
縄
戦
に
限
ら
な
い
。
続
く
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
占
領
状
態
の
暴
力
性
は
、
戦
争
の
継

続
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
本
土
に
と
っ
て
は
〈
他
者
〉
の
戦

争
と
い
う
側
面
が
大
き
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
沖
縄
は
前
線
へ
兵
士
を
送
る
基
地
と
し
て
機
能
し
た
、
つ
ま
り
戦
争
と

連
続
し
た
場
所
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
沖
縄
の
文
学
に
お
け
る
戦
争
の
表
象
は
沖
縄
戦
に

限
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
研
究
は
占
領
状
態
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
を
含
め
た
〈
戦
争
〉
表
象
を
あ
つ

か
う
。 

 

戦
後
の
沖
縄
の
文
学
は
沖
縄
戦
を
重
要
な
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
ふ
れ
た
。
そ
の
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
記
述
は
、

記
録
性
を
重
視
す
る
記
録
文
学
の
形
式
を
も
っ
て
、ま
ず
本
土
に
お
い
て
、古
川
成
美
の
作
品
を
先
駆
け
に
登
場
し
た
。

雑
誌
『
雄
鶏
通
信
』
で
は
戦
時
下
の
記
録
文
学
特
集
が
組
ま
れ
、
広
く
原
稿
が
公
募
さ
れ
た
。
一
九
四
〇
年
代
後
半
は
、

市
民
の
語
り
の
欲
求
と
相
ま
っ
て
記
録
文
学
の
高
揚
を
み
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
沖

縄
戦
に
関
し
て
古
川
成
美
が
記
し
た
『
沖
縄
の
最
後
』、『
死
生
の
門
』
は
、
本
土
／
ヤ
マ
ト
と
沖
縄
と
の
間
に
明
確
な
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断
絶
線
を
ひ
き
、
そ
れ
を
著
者
は
無
意
識
の
う
ち
に
表
出
し
て
い
る
。
本
論
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
自
己
反
省
の
欠
如
、

戦
争
相
手
で
あ
る
米
国
へ
の
無
条
件
の
親
和
性
、沖
縄
と
い
う
戦
場
・
風
土
へ
の
ま
な
ざ
し
の
不
在
で
あ
る
と
い
え
る
。

戦
後
に
沖
縄
戦
を
扱
っ
た
初
期
の
作
品
と
し
て
、
ま
た
直
接
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
記
録
文
学
の
書
き
手
と
し
て
、
古

川
は
沖
縄
を
、戦
後
の
日
本
地
図
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
の
で
あ
る
。沖
縄
戦
に
従
軍
し
た
古
川
の
筆
致
は
、

経
済
的
格
差
や
政
治
的
差
別
構
造
に
よ
る
内
国
植
民
地
と
し
て
沖
縄
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
大
日
本
帝
国
の
〈
辺

境
〉
に
位
置
し
つ
つ
も
、〈
同
化
〉
運
動
を
内
的
に
、
あ
る
い
は
外
的
に
発
信
し
な
が
ら
経
過
し
た
沖
縄
を
、〈
本
土
／

ヤ
マ
ト
〉
の
一
兵
士
（
古
川
）
は
自
ら
の
感
傷
に
お
い
て
外
部
化
し
て
し
ま
う
。
従
軍
中
、「
東
風
平
」
と
い
う
地
名
の

「
東
風
」
と
い
う
発
音
に
本
土
へ
の
郷
愁
を
感
じ
な
が
ら
、
古
川
の
意
識
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
東
風
」
を
地

名
に
含
ん
だ
「
東
風
平
」
は
、
外
部
の
も
の
で
し
か
な
い
。〈
故
郷
／
本
土
／
ヤ
マ
ト
〉
と
〈
戦
地
／
沖
縄
〉
を
同
一
圏

内
に
配
置
す
る
意
識
は
な
い
の
で
あ
る
。 

沖
縄
は
大
日
本
帝
国
の
版
図
に
編
入
さ
れ
内
国
植
民
地
と
し
て
搾
取
の
対
象
と
み
な
さ
れ
、
〈
同
化
〉
を
強
い
ら
れ

た
が
、
一
方
で
沖
縄
内
部
か
ら
〈
同
化
〉
へ
呼
応
し
た
様
も
指
摘
で
き
る
。
こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
関
係
か
ら
生
じ
た

矛
盾
が
、
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
文
学
に
集
約
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
戦
後
沖
縄
の
〈
戦
争
〉
を
め
ぐ

る
文
学
の
出
発
点
を
見
出
し
、
ま
た
本
研
究
を
す
す
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

沖
縄
の
歴
史
経
過
に
お
い
て
〈
同
化
〉
の
問
題
が
重
要
視
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
沖
縄
を
本
土
防
衛
の
要

石
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
積
極
的
に
も
な
り
得
た
〈
国
民
〉
の
創
生
は
、
沖
縄
戦
の
惨
禍
と
ア
メ
リ
カ
の
占
領
に

よ
り
多
様
性
を
含
み
な
が
ら
中
絶
し
て
い
く
。 

 

沖
縄
は
沖
縄
戦
に
よ
る
惨
禍
と
、
そ
れ
に
続
く
〈
解
放
軍
〉
ア
メ
リ
カ
の
幻
想
、
支
配
者
ア
メ
リ
カ
と
の
葛
藤
・
格

闘
、
さ
ら
に
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
と
連
続
す
る
〈
戦
争
〉
と
関
連
付
け
ら
れ
た
島
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
古
川

の
沖
縄
戦
を
論
じ
な
が
ら
、
沖
縄
戦
を
体
験
し
て
い
な
い
世
代
の
作
家
、
目
取
真
俊
の
物
語
構
築
に
注
目
し
、
戦
争
の

〈
記
憶
〉
の
分
有
と
そ
の
不
可
能
性
を
、
共
同
体
を
加
味
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。 

ま
た
沖
縄
戦
か
ら
連
続
し
た
ア
メ
リ
カ
支
配
へ
の
抵
抗
と
し
て
一
九
五
〇
年
代
に
発
行
さ
れ
た
『
琉
大
文
学
』
と
先

行
作
家
・
大
城
立
裕
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
沖
縄
の
文
学
表
象
の
重
要
な
転
換
期
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し

た
い
。
そ
し
て
続
く
一
九
六
〇
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
め
ぐ
る
文
学
的
営
為
と
し
て
、
沖
縄
内
部
へ
の
相
対
的
視
座

を
も
っ
た
又
吉
栄
喜
の
初
期
作
品
群
を
、〈
ア
メ
リ
カ
〉、〈
沖
縄
／
共
同
体
〉
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
本
研
究

の
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
沖
縄
と
〈
戦
争
〉
の
多
様
な
関
係
性
を
、
文
学
の
表
象
に
お
い
て
確
認
、
分
析

す
る
こ
と
で
、
連
続
す
る
〈
現
在
〉
へ
と
視
野
を
拡
張
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。
沖
縄
戦
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
施
政
権
返
還
へ
と
続
く
歴
史
を
ふ
ま
え
る
と
き
、〈
戦
争
〉
と
沖
縄
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

  
 
 

二
、
本
研
究
の
構
成 

  

新
崎
盛
暉
は
ア
メ
リ
カ
占
領
下
の
沖
縄
戦
後
史
は
、
米
軍
占
領
や
軍
政
府
の
設
立
に
は
じ
ま
り
、
日
本
へ
の
返
還
に

よ
り
終
焉
す
る
と
し
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
へ
と
続
く
世
界
史
的
画
期

と
関
連
し
な
が
ら
、「
相
対
的
独
自
性
」
を
も
っ
て
展
開
す
る
と
指
摘
す
る
。
日
本
本
土
の
歴
史
に
お
け
る
占
領
の
終
了

と
、
沖
縄
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
占
領
の
時
差
は
、
民
衆
の
抵
抗
運
動
や
沖
縄
在
米
軍
の
位
相
の
変
化
、
沖
縄
県
民
の
復

帰
・
独
立
へ
の
志
向
、
一
九
七
二
年
の
返
還
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
差
異
の

中
に
あ
っ
て
、
新
崎
の
述
べ
る
「
相
対
的
独
自
性
」
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
下
に
お
け
る
本
土
（
ヤ
マ
ト
）
と
の
差
異
の

指
摘
で
あ
り
、
そ
の
独
自
の
歴
史
経
過
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
へ
の
編
入
、
沖
縄
戦
の
惨
禍
、
ア
メ
リ
カ
（
異

民
族
）
に
よ
る
支
配
、
日
本
へ
の
返
還
と
い
う
歴
史
は
、「
相
対
的
独
自
性
」
を
根
付
か
せ
る
土
壌
と
な
り
え
た
し
、
ま

た
そ
れ
ゆ
え
沖
縄
の
文
学
表
象
に
多
層
性
を
付
与
す
る
要
因
と
な
っ
た
。 

〈
日
本
／
本
土
〉
の
戦
後
文
学
は
、「
戦
後
文
学
史
の
構
想
」
に
お
い
て
、「
占
領
下
の
文
学
―
―
一
九
四
五
年
～
一
九

五
一
年
」、「
転
換
期
の
文
学
―
―
一
九
五
二
年
～
一
九
五
九
年
」、「
高
度
成
長
下
の
文
学
―
―
一
九
六
〇
年
～
一
九
七

〇
年
」、「
内
向
の
世
代
―
―
一
九
七
一
年
以
降
」
と
構
想
さ
れ
、
ま
た
『
戦
後
日
本
文
学
史
・
年
表
』
に
お
い
て
は
「
戦

後
変
革
期
の
文
学
―
―
敗
戦
か
ら
一
九
五
〇
年
代
へ
」、「
敗
戦
後
の
文
学
の
転
換
―
―
講
和
条
約
か
ら
一
九
六
〇
年
代
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へ
」、「
日
常
的
現
実
と
文
学
の
展
開
―
―
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
七
七
年
」
と
時
期
区
分
さ
れ
て
い
る
。 

 

岡
本
恵
徳
は
沖
縄
の
文
学
を
概
観
し
て
、
ま
ず
敗
戦
直
後
の
情
況
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
〈
自
然
発

生
的
〉
小
説
群
が
『
月
刊
タ
イ
ム
ス
』、『
う
る
ま
春
秋
』
と
い
っ
た
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
が
、「
そ
の
作
品
は
自
ら
の
体

験
あ
る
い
は
見
聞
し
た
事
柄
を
、
明
確
な
方
法
や
文
学
的
な
態
度
を
持
ち
え
な
い
ま
ま
に
、
小
説
化
し
た
も
の
で
あ
」

り
、「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
敗
戦
後
の
混
乱
し
た
時
期
の
沖
縄
の
街
や
農
村
の

現
実
を
素
朴
に
描
き
出
す
に
留
ま
っ
て
い
た
」。
さ
ら
に
岡
本
は
、「
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
米
軍
の
土
地
接

収
な
ど
政
治
状
況
の
激
化
と
と
も
に
、
米
軍
へ
の
抵
抗
、
状
況
の
告
発
を
主
張
し
、
方
法
と
し
て
「
社
会
主
義
リ
ア
リ

ズ
ム
」
を
標
榜
す
る
『
琉
大
文
学
』
グ
ル
ー
プ
が
登
場
し
、
文
学
の
あ
り
か
た
や
方
法
に
つ
い
て
の
自
覚
を
迫
る
こ
と

に
な
る
」
と
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
『
新
沖
縄
文
学
』
発
刊
、
大
城
立
裕
の
芥
川
賞
受
賞
（
一
九
六
七
年
）
を
経
て
、

一
九
七
〇
年
代
に
入
り
、
施
政
権
返
還
を
経
て
、
一
九
七
五
年
ご
ろ
か
ら
、
本
土
資
本
の
流
入
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
よ

る
「
土
着
的
」
な
も
の
の
喪
失
や
変
化
を
内
面
化
し
得
た
作
品
が
登
場
す
る
と
指
摘
し
た
。 

 

本
土
の
文
学
の
展
開
と
同
様
に
時
期
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
新
崎
の
述
べ
た
「
相

対
的
独
自
性
」
が
文
学
表
象
に
反
映
さ
れ
て
い
る
点
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
戦
後
の
文
学
に
強
く
影
響
を
与
え
た

の
が
沖
縄
戦
で
あ
り
、
続
く
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
土
地
の
強
制
収
用
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
展
開
は
、
沖
縄
に
お
け
る
不
可

視
の
戦
争
の
継
続
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

本
研
究
に
お
い
て
、〈
沖
縄
戦
〉
を
契
機
に
、
連
続
す
る
〈
戦
争
〉
状
態
下
の
一
九
五
〇
年
代
文
学
運
動
、
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
を
経
験
し
た
沖
縄
に
お
け
る
文
学
表
象
、
さ
ら
に
戦
争
を
体
験
し
て
い
な
い
世
代
に
よ
る
〈
沖
縄
戦
〉
の
記
憶
の

分
有
を
め
ぐ
る
文
学
作
品
の
検
討
、
考
察
を
試
み
る
所
以
は
、
上
記
の
よ
う
な
「
相
対
的
独
自
性
」
を
含
有
し
た
、
不

可
視
の
戦
争
状
態
に
お
け
る
沖
縄
の
文
学
作
品
の
考
究
を
展
開
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

仲
程
昌
徳
は
『
沖
縄
の
戦
記
』
に
お
い
て
、
戦
記
作
品
の
時
期
区
分
を
行
い
、
古
川
成
美
『
沖
縄
の
最
後
』、『
死
生

の
門
』
へ
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
仲
程
は
『
沖
縄
の
最
後
』
に
対
し
て
記
録
文
学
の
様
相
を
か
り
な
が
ら
、

「
作
者
の
思
考
の
単
純
な
二
者
択
一
性
」、「
自
己
批
判
」
の
欠
如
、「
底
の
浅
い
現
状
肯
定
の
楽
観
主
義
」
的
な
作
品
と

し
、
ま
た
『
死
生
の
門
』
に
関
し
て
、
敗
戦
後
の
社
会
常
識
か
ら
単
純
な
善
悪
論
で
展
開
さ
れ
た
と
し
て
批
判
を
く
わ

え
る
。
だ
が
、『
沖
縄
の
最
後
』
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
再
版
さ
れ
る
際
に
、
大
幅
な
書
き
換
え
が
行
わ
れ
、
そ
の
書

き
換
え
と
い
う
行
為
と
出
版
の
間
に
あ
る
問
題
に
関
し
て
は
、管
見
の
限
り
指
摘
、批
判
を
加
え
て
い
る
研
究
は
な
い
。

そ
こ
で
本
研
究
は
初
出
『
沖
縄
の
最
後
』
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
の
詳
細
な
考
察
と
、
書
き
換
え
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
持

つ
政
治
性
や
作
家
の
視
座
の
限
界
を
新
た
に
検
討
し
て
い
く
。 

沖
縄
戦
を
本
土
に
認
識
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
〈
ひ
め
ゆ
り
〉
を
め
ぐ
る
諸
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
四
九
年
『
令
女
界
』
に
連
載
さ
れ
た
石
野
径
一
郎
の
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
』
は
多
く
の

読
者
を
得
た
。
ま
た
一
九
五
三
年
に
公
開
さ
れ
た
映
画
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
』（
今
井
正
監
督
）
は
、
そ
の
後
、
一
九
六
八

年
、
一
九
八
二
年
、
一
九
九
五
年
に
リ
メ
イ
ク
さ
れ
て
い
く
。〈
ひ
め
ゆ
り
〉
を
め
ぐ
る
言
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
仲

田
晃
子
（「「
ひ
め
ゆ
り
」
を
め
ぐ
る
語
り
の
は
じ
ま
り
」『
友
軍
と
ガ
マ
―
―
沖
縄
戦
の
記
憶
』
評
論
社
、
二
〇
〇
八
・

一
〇
）、
尾
鍋
拓
美
（「「
ひ
め
ゆ
り
」
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
か
―
―
創
成
期
の
「
ひ
め
ゆ
り
」
表
象
を
中
心

に
」『
沖
縄
文
化
』
二
〇
〇
九
・
三
）
な
ど
、
近
年
、
研
究
の
進
展
が
う
か
が
え
る
。
仲
田
は
詩
歌
か
ら
と
き
お
こ
し
、

太
田
良
博
「
無
言
の
歌
」
を
〈
ひ
め
ゆ
り
〉
表
象
の
嚆
矢
と
指
摘
し
た
。〈
ひ
め
ゆ
り
〉
言
説
の
生
成
に
お
い
て
、
テ
ク

ス
ト
の
検
討
や
、〈
沖
縄
戦
〉
の
生
存
者
の
手
記
、
記
録
を
丁
寧
に
並
べ
、
捕
虜
収
容
所
か
ら
発
生
し
た
〈
ひ
め
ゆ
り
〉

言
説
と
そ
れ
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
言
説
（
仲
宗
根
政
善
の
作
品
な
ど
）
の
並
列
状
況
を
挙
げ
た
。

本
研
究
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
〈
語
り
〉
の
欲
求
に
着
目
し
、
捕
虜
収
容
所
に
お
け
る
Ｐ
・
Ｗ
た
ち
の
自
ら
の
代
理
表
象

た
る
〈
ひ
め
ゆ
り
〉
の
少
女
た
ち
と
い
う
位
相
に
注
目
し
た
。 

 

一
九
五
〇
年
代
、
琉
球
大
学
に
拠
っ
た
学
生
た
ち
の
雑
誌
『
琉
大
文
学
』
に
関
す
る
研
究
は
、
現
在
そ
の
端
緒
に
つ

い
た
と
い
え
よ
う
。『
琉
大
文
学
』
同
人
に
は
新
川
明
、
川
満
信
一
、
岡
本
恵
徳
、
齊
舎
場
順
、
嶺
井
政
和
、
豊
川
善
一
、

儀
間
進
、
い
れ
い
た
か
し
、
清
田
政
信
、
中
里
友
豪
、
岡
本
定
勝
ら
が
お
り
、
沖
縄
の
文
学
、
文
化
、
思
想
に
と
っ
て

重
要
な
人
物
を
輩
出
し
た
。『
琉
大
文
学
』
は
「
文
学
・
思
想
・
歴
史
的
に
意
義
深
い
文
芸
誌
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、『
琉
大
文
学
』
は
占
領
下
と
い
う
悪
条
件
ゆ
え
に
関
係
資
料
の
散
逸
が
甚
だ
し
く
、
原
本
を
揃
え
て
所
蔵
す
る
機
関

も
な
か
っ
た
の
が
実
状
」
だ
っ
た
が
、
鹿
野
政
直
の
研
究
を
通
過
し
、
現
在
全
体
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
占
領
下
に
お
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い
て
、『
琉
大
文
学
』
同
人
が
何
を
希
求
し
、
何
に
抵
抗
し
た
か
、
そ
の
視
点
を
も
っ
た
鹿
野
の
研
究
は
、
戦
後
に
支
配

者
と
し
て
登
場
し
た
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
否
」
の
意
志
と
し
て
『
琉
大
文
学
』
同
人
を
と
ら
え
、
さ
ら
に
一
九
五
四
年
七

月
第
六
号
に
は
じ
ま
る
先
行
世
代
へ
の
挑
戦
と
、
本
土
の
文
学
・
思
想
の
受
容
と
い
っ
た
行
き
方
を
詳
細
に
考
察
し
て

い
る
。
本
研
究
で
は
、
現
行
の
研
究
深
度
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、『
琉
大
文
学
』

と
同
人
に
お
け
る
先
行
作
家
の
ひ
と
り
大
城
立
裕
と
の
関
係
に
着
目
し
た
。
岡
本
恵
徳
に
よ
っ
て
「
敗
戦
後
の
混
乱
し

た
時
期
の
沖
縄
の
街
や
農
村
の
現
実
を
素
朴
に
描
き
出
す
」
作
品
が
あ
ら
わ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
後
半
に
登
場
し
た
大

城
の
初
期
作
品
を
検
討
し
、『
琉
大
文
学
』
同
人
と
の
論
争
を
通
し
て
、
本
土
と
の
相
対
的
位
相
、
沖
縄
内
部
へ
の
関
心

と
い
う
契
機
が
、
大
城
作
品
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
。 

 

沖
縄
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
〈
基
地
〉
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
占
領
と
い
う
事
態
が
、
土
地
の
強
制
収
用
、
島

ぐ
る
み
闘
争
、
高
等
弁
務
官
の
威
圧
的
態
度
―
―
自
治
の
神
話
、
ア
メ
リ
カ
兵
に
よ
る
多
く
の
犯
罪
な
ど
、
外
的
要
因

に
よ
る
自
己
や
本
土
と
の
相
対
的
周
縁
性
の
確
認
の
契
機
を
も
ち
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

の
泥
沼
化
と
施
政
権
返
還
の
時
期
を
経
て
、
沖
縄
の
文
学
表
象
は
新
た
な
視
点
を
獲
得
し
た
と
い
え
る
。
目
取
真
俊
の

指
摘
に
従
う
な
ら
、「『
琉
大
文
学
』
の
批
判
を
契
機
に
、〈
沖
縄
に
お
い
て
書
く
こ
と
〉
の
意
味
が
反
省
さ
れ
、
沖
縄
の

歴
史
や
文
化
の
主
体
性
を
回
復
す
る
方
向
で
創
作
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
戦
前
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
」
り
、「
日

本
本
土
へ
の
「
同
化
」
一
辺
倒
か
ら
、
本
土
を
相
対
化
す
る
視
点
が
生
み
出
さ
れ
、
沖
縄
独
自
の
神
話
、
民
俗
、
歴
史
、

言
語
が
、
沖
縄
独
自
の
表
現
へ
の
模
索
」
を
う
み
、「
こ
の
よ
う
な
方
向
性
の
獲
得
は
、
沖
縄
の
近
代
以
後
の
表
現
の
大

き
な
転
回
点
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
七
〇
年
代
以
降
の
多
様
な
表
現
に
道
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。『
琉

大
文
学
』
か
ら
七
〇
年
代
の
文
学
へ
の
展
開
を
考
え
る
と
き
、
本
研
究
で
は
、
七
〇
年
代
の
文
学
表
象
と
し
て
、
沖
縄

戦
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
支
配
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
前
衛
基
地
と
い
う
沖
縄
の
役
割
り
を
ふ
ま
え
、
又
吉
栄
喜
の
初
期

作
品
群
を
と
り
あ
げ
る
。
又
吉
の
初
期
作
品
群
は
、
一
九
七
五
年
、
第
一
回
「
沖
縄
文
学
賞
」
を
受
賞
し
た
「
海
は
蒼

く
」
を
は
じ
め
、
沖
縄
で
生
活
す
る
人
々
を
中
心
に
据
え
、
闘
牛
（「
島
袋
君
の
闘
牛
」）
と
い
っ
た
文
化
、
米
軍
と
の

対
立
構
図
（「
憲
兵
闖
入
事
件
」）、
他
者
と
し
て
現
れ
る
米
兵
と
の
階
層
（「
ジ
ョ
ー
ジ
が
射
殺
し
た
猪
」、「
パ
ラ
シ
ュ

ー
ト
兵
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」）
と
同
時
に
、
内
な
る
沖
縄
に
お
け
る
階
層
（
混
血
へ
の
差
別
、
本
島
と
諸
島
の
差
異
な
ど
―

―
「
カ
ー
ン
バ
ル
闘
牛
大
会
」、「
シ
ェ
ー
カ
ー
を
振
る
男
」）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
す
ば
る
文
学
賞
受
賞
の
「
ギ
ン

ネ
ム
屋
敷
」、
芥
川
賞
受
賞
の
「
豚
の
報
い
」
は
す
で
に
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
先
行
研
究
で
深

く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
初
期
作
品
群
に
注
目
し
、
沖
縄
と
い
う
ト
ポ
ス
が
関
連
付
け
ら
れ
る
戦
争
の

痕
跡
と
、
共
同
体
内
部
の
在
り
方
を
〈
少
年
〉
の
ま
な
ざ
し
を
中
心
に
考
察
す
る
。
沖
縄
戦
か
ら
、
占
領
体
制
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
へ
の
出
撃
前
衛
基
地
と
い
う
位
相
を
、
又
吉
は
外
部
（
ア
メ
リ
カ
）
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
内
部
（
共
同
体
）

へ
の
批
判
の
視
座
を
も
っ
て
作
品
を
構
想
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
一
九
七
〇
年
代
―
―
施
政
権
返
還
後
の
文
学
表
象
に
と
っ

て
重
要
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
沖
縄
戦
を
体
験
し
て
い
な
い
世
代
の
作
品
と
し
て
目
取
真
俊
の
「
水
滴
」、「
魂
込
め
」
を
と
り
あ
げ
る
。
戦

争
の
惨
禍
を
経
験
と
し
て
持
た
な
い
目
取
真
俊
は
、
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
的
手
法
を
用
い
な
が
ら
、
戦
争
の
痕
跡
を

丁
寧
に
、
現
在
を
生
き
る
人
々
の
中
に
見
出
し
て
い
く
。
作
品
中
、
戦
争
体
験
者
と
未
体
験
者
は
沖
縄
の
共
同
体
に
お

い
て
同
時
に
生
活
を
し
て
い
る
が
、
両
者
を
分
岐
す
る
の
は
〈
記
憶
〉
で
あ
っ
た
。「
水
滴
」、「
魂
込
め
」
に
お
い
て
重

要
に
な
る
の
は
、
戦
争
の
〈
記
憶
〉
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
点
は
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
見

落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
沖
縄
に
固
有
の
政
治
性
で
あ
る
。
日
本
本
土
に
よ
る
植
民
地
状
況
と
戦
争
の
惨
禍
、
戦
後

の
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
占
領
、
本
土
復
帰
後
も
継
続
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
基
地
問
題
、
本
土
と
の
複
数
の
差
違
が
目

取
真
俊
と
い
う
作
家
を
と
り
ま
く
要
素
と
し
て
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「
水
滴
」
の
芥
川
賞
受
賞
に
際
し
て
の
選
評
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
「
寓
意
性
」
で
あ
る
。
沖
縄
戦
体
験
者

徳
正
の
足
か
ら
零
れ
る
水
滴
を
、
同
じ
戦
争
を
体
験
し
た
死
者
た
ち
が
飲
み
に
来
る
、
ま
た
そ
の
水
滴
が
現
今
の
生
者

の
毛
生
え
薬
に
な
る
と
い
う
―
―
徳
正
の
水
滴
の
終
焉
に
よ
り
、
効
果
は
無
化
さ
れ
る
―
―
「
寓
意
性
」
は
、
作
品
を

駆
動
す
る
大
き
な
仕
掛
け
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
沖
縄
戦
の
〈
記
憶
〉
を
抱
え
込
み

生
き
る
者
の
悲
し
み
と
生
そ
の
も
の
が
含
有
す
る
歓
び
の
両
義
性
、
ま
た
そ
の
〈
記
憶
〉
の
分
有
の
不
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
本
研
究
は
、
先
行
論
文
・
研
究
を
用
い
な
が
ら
、〈
戦
争
〉
に
連
続
し
た
沖
縄
め
ぐ
っ
て
つ
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む
が
れ
た
文
学
作
品
を
研
究
対
象
と
す
る
。 


