
正
月
明
け
の
８
日
〜
12
日
の
５

日
間
、
沖
縄
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

㈱
旅
シ
ス
テ
ム
の
企
画
〝
沖
縄
平

和
を
考
え
る
ツ
ア
ー
〞
の
参
加
で

す
。
内
容
の
濃
い
充
実
し
た
旅
で
、

沖
縄
の
不
屈
の
精
神
を
自
分
の
魂

に
宿
す
、
そ
ん
な
学
び
の
旅
で
し

た
。
民
意
に
従
わ
ず
民
意
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
政
治
と
い
う
も
の

に
対
峙
し
不
屈
の
精
神
を
持
ち
続

け
る
民
衆
の
過
去
と
現
在
の
姿
に

感
銘
し
ま
し
た
。

今
改
め
て
民
主
主
義
っ
て
何
だ

と
問
い
返
し
て
い
ま
す
。

昭
和
30
年
刊
行
さ
れ
た
佐
藤
功

の
書
『
憲
法
と
君
た
ち
』
が
昨
年

10
月
に
復
刻
新
装
版
に
な
っ
た
の

で
読
み
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
次

の
言
葉
が
胸
に
響
い
て
き
ま
す
。

「
人
間
は
憲
法
を
、
『
人
民
の
、

人
民
に
よ
る
、
人
民
の
た
め
の
憲

法
』
に
す
る
よ
う
に
と
今
ま
で
努

力
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
か
ら
も
い
っ
そ
う
、
憲
法
を

そ
の
よ
う
な
憲
法
に
し
て
い
く
こ

と
が
人
間
の
仕
事
で
あ
る
。
」

民
主
主
義
と
は
、
国
民
の
政
治
・

憲
法
を
国
民
に
よ
る
政
治
・
憲
法

、
国
民
の
た
め
の
政
治
・
憲
法
と

す
る
国
民
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
な

ん
だ
と
納
得
し
ま
す
。

物
事
は
多
数
決
で
決
め
る
こ
と

が
民
主
主
義
で
あ
る
と
簡
単
な
言

葉
で
表
し
ま
す
。
し
か
し
こ
の
こ

と
は
民
主
主
義
の
一
側
面
で
あ
る

と
知
る
べ
き
で
す
。
確
か
に
日
本

国
憲
法
の
前
文
で
「
日
本
国
民
は
、

正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け

る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
」
と

あ
り
、
議
会
制
民
主
主
義
が
建
て

前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
が
小
選
挙

区
制
や
議
員
の
得
る
有
権
者
数

（
1
票
の
価
値
）
の
大
き
な
格
差

そ
し
て
選
挙
活
動
の
自
由
規
制
は

国
民
に
よ
る
政
治
を
逸
脱
し
て
い

ま
す
。
ま
た
安
倍
政
権
の
数
ま
か

せ
の
国
会
運
営
や
沖
縄
、
原
発
再

稼
働
や
戦
争
法
の
成
立
な
ど
に
見

る
民
意
の
押
さ
え
こ
み
は
国
民
に

よ
る
国
民
の
た
め
の
政
治
と
い
え

ま
せ
ん
。
民
主
主
義
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
情
報
が
公
開
さ
れ
活

発
な
議
論
や
表
現
の
自
由
が
保
障

さ
れ
少
数
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る

こ
と
が
民
主
主
義
の
土
台
で
す
。

政
権
が
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
国
民

が
声
を
上
げ
て
止
め
る
、
行
動
す

る
こ
と
も
民
主
主
義
で
す
。
シ
ー

ル
ズ
の
若
者
が
国
会
前
で
「
民
主

主
義
っ
て
何
だ
？
」
「
こ
れ
だ
！
」

と
呼
応
す
る
。
そ
の
こ
れ
だ
！
と

は
「
自
分
の
行
動
だ
！
」
と
い
う

民
主
主
義
の
担
い
手
の
表
示
な
の

で
す
。
又
、
辺
野
古
や
高
江
の
非

暴
力
の
行
動
も
民
主
主
義
で
す
。

沖
縄
の
「
カ
メ
ジ
ロ
ウ
」
の
愛

称
で
慕
わ
れ
た
瀬
長
亀
治
郎
は
民

主
主
義
を
信
条
に
不
屈
の
精
神
を

貫
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
翁
長
知

事
も
そ
の
民
主
主
義
を
オ
ー
ル
沖

縄
の
意
思
と
し
て
受
け
つ
い
で
い

る
事
を
今
回
の
沖
縄
ツ
ア
ー
か
ら

学
び
ま
し
た
。
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民
主
主
義
っ
て
何
だ
！

阿
倍
政
権
を
終
わ
ら
せ
よ
う

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

函
館
平
和
委
員
会
会
長

徳
永

好
治



１
月
15
日
（
日
）
午
後
２
時
か

ら
は
こ
だ
て
音
楽
鑑
賞
協
会
会
館

で
２
０
１
７
年
新
年
交
流
会
が
開

か
れ
、
22
名
の
会

員
が
参
加
し
ま
し

た
。祝

杯
を
あ
げ
る

前
に
、
落
語
の
高

座
が
設
け
ら
れ
、

会
員
の
二
杯
亭
小

酔
楽
さ
ん
が
一
席

を
披
露
し
ま
し
た
。

演
目
は
古
典
落
語
「
鼓
ヶ
滝
」

名
の
あ
る
歌
人
の
法
師
が
鼓
ヶ
滝

で
歌
を
詠
み
、
あ
た
り
が
暗
く
な
っ

た
の
で
民
家
に
宿
を
借

り
た
。
そ
こ
で
自
分
の

歌
を
披
露
す
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
宿
の
翁
、

婆
、
娘
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
手
直
し
を

さ
れ
て
し
ま
う
。
腹
立
た
し
い
思

い
を
こ
ら
え
て
元
歌
よ
り
良
く
な
っ

て
い
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

実
は
そ
の
場
面
は
寝
込
ん
で
し
ま
っ

て
の
夢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い

た
木
こ
り
が
、
手
直
し
を
認
め
た

素
直
な
心
を
ほ
め
た
。

法
師
は
自
分
の
未
熟

さ
を
和
歌
の
神
が
現

れ
て
罰
を
与
え
た
と

気
づ
き
自
分
を
戒
め

た
。
木
こ
り
は
「
こ

の
滝
は
鼓
で
バ
チ
は

あ
た
ら
な
い
」
（
落

ち
語
り
）

参
加
者
は
こ
の
落

語
を
味
わ
い
深
く
聞

き
入
っ
た
。
誰
し
も

夢
で
問
題
を
解
決
で

き
た
よ
う
な
経
験
を

も
っ
て
い
る
。
素
直

な
心
が
夢
で
良
き
生

き
方
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
教
訓
噺
で
あ
っ
た
。

全
員
が
楽
し
く
ト
ー
ク

食
事
は
会
員
推
薦
の
お
店
の
中

華
オ
ー
ド
ブ
ル
。
さ
ら
に
多
く
の

差
し
入
れ
。
パ
ン
、
ぶ
り
大
根
、

卵
焼
き
、
中
華
風
豆
も
や
し
サ
ラ

ダ
、
漬
け
物
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
ケ
ー

キ
等
。
そ
し
て
日
本
酒
３
本
、
焼

酎
、
泡
盛
、
お
茶
等
の
差
し
入
れ

が
あ
り
、
皆
大
満
足
。

参
加
者
一
人
一
人
か
ら
沖
縄
の

こ
と
、
原
発
の
こ
と
、
三
沢
平
和

大
会
の
こ
と
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

こ
と
、
自
分
を
ど
う
輝
か
せ
た
い

か
、
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
平
和
運
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動
、
そ
し
て
腹
の
立
つ
こ
と
な
ど

な
ど
ス
ピ
ー
チ
が
あ
り
、
笑
い
が

絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
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函
館
平
和
委
員
会
の
会
計
を
担

当
し
て
い
ま
す
。
平
和
委
員
会
が

そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
加
入
し
て

い
た
い
と
思
わ
れ
る
組
織
で
あ
り

続
け
る
た
め
に
、
大
い
な
る
頑
張

り
が
必
要
だ
な
〜
と
、
新
年
を
迎

え
思
う
次
第
で
す
。
今
年
も
宜
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

組
織
と
名
の
つ
く
も
の
、
そ
の

円
滑
な
運
営
に
会
費
は
と
て
も
大

切
で
す
。
が
、
何
せ
自
由
な
個
人

加
盟
だ
し
リ
タ
イ
ア
組
が
圧
倒
的

多
数
で
集
金
が
儘
な
り
ま
せ
ん
。

た
ま
た
ま
何
か
の
集
会
・
行
事
で

出
会
う
会
員
さ
ん
達
が
、
色
々
な

ル
ー
ト
を
辿
っ
て
私
に
届
け
て
く

れ
た
り
、
振
込
用
紙
を
使
っ
て
郵

便
局
に
出
向
い
て
く
れ
た
り
し
ま

す
。
会
計
の
私
が
手
に
す
る
ま
で

結
構
時
間
が
か
か
る
し
、
さ
ら
に

領
収
書
と
な
る
と
新
聞
ル
ー
ト
に

乗
せ
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
の
で

す
が
月
一
の
会
議
で
や
り
取
り
す

る
の
で
会
員
さ
ん
に
渡
る
の
は
下

手
す
る
と
２
〜
３
カ
月
遅
れ
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
１
０
０
十
数

人
の
会
員
の
皆
さ
ん
文
句
も
言
わ

ず
協
力
し
て
下
さ
る
の
で
、
今
年

も
赤
字
な
く
年
を
越
せ
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

で
も
、
会
員
が
願
う
活
動
に
ど

れ
だ
け
会
費
が
有
効
に
使
わ
れ
て

い
る
か
と
な
る
と
課
題
も
多
い
な
ー

と
思
い
ま
す
。
い
ざ
平
和
大
会
や

ら
原
水
禁
大
会
や
ら
の
行
動
に
会

員
さ
ん
を
派
遣
す
る
と
な
る
と
、

組
ん
だ
予
算
で
は
ま
か
な
え
ず
、

手
分
け
を
し
て
カ
ン
パ
集
め
に
奔

走
し
そ
の
結
果
次
第
の
取
り
組
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
一
年
で
５
人
の
新
会
員
を

迎
え
ま
し
た
。
今
年
も
仲
間
づ
く

り
に
お
力
を
お
か
し
く
だ
さ
い
。

赤
字
な
く
年
を
越
せ
ま
し
た

会
計
担
当
か
ら
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

百
島

直
子

川
村
清
さ
ん
が
相
撲
甚
句

の
前
歌
・
本
歌
・
後
歌
を

解
説
交
え
て
披
露



函
館
平
和
委
員
会
の
元
常
任
理

事
・
副
会
長
を
務
め
て
い
た
だ
き
、

１
９
９
７
年
に
横
浜
市
に
転
居
さ

れ
た
高
田
敞
充
さ
ん
か
ら
函
平
に

お
手
紙
と
小
論
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
高
田
さ
ん
は
今
「
九
条
の
会
・

保
土
ケ
谷
」
の
代
表
世
話
人
を
さ

れ
て
い
ま
す
。
以
下
小
論
を
掲
載

し
ま
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

最
近
の
「
か
ん
Ｐ
Ａ
Ｉ
Ｘ
」
を

拝
読
し
、
函
館
平
和
委
員
会
が
新

し
い
会
員
を
迎
え
て
頑
張
っ
て
お

ら
れ
る
様
子
が
よ
く
わ
か
り
嬉
し

く
思
い
ま
し
た
。
私
の
小
論
な
ど

入
る
余
地
は
無
い
か
と
思
い
ま
す

が
余
地
が
あ
れ
ば
お
願
い
し
ま
す
。

私
の
名
前
を
お
ぼ
え
て
い
る
人
が

お
ら
れ
て
少
し
で
も
力
に
な
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

高
田

敞
充

横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
西
久
保
町

１
２
１
ノ
３
０
７

憲
法
改
悪
の
策
動
を
許
さ
な

い
た
た
か
い
を
！

憲
法
に
育
て
ら
れ
、
憲
法
と

と
も
に
生
き
た
世
代
の
一
人

と
し
て
！

高
田

敞
充

先
の
参
議
院
選
挙
の
結
果
、
改

憲
勢
力
に
２
／
３
の
議
席
を
許
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
憲
法
審
査
会

が
再
作
動
し
、
改
憲
の
具
体
的
な

中
味
に
議
論
を
す
す
め
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
９
条
守
れ
の
運
動
を

す
す
め
て
き
た
私
達
に
と
っ
て
の

正
念
場
を
む
か
え
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。
私
は
歴
史
の
弁
証
法
を
信

じ
ま
す
。
来
た
る
べ
き
総
選
挙
、

そ
し
て
確
実
に
あ
る
３
年
後
の
参

院
選
で
は
先
の
参
院
選
の
教
訓
と

成
果
が
生
か
さ
れ
改
憲
勢
力
に

２
／
３
の
議
席
を
許
さ
な
い
た
た

か
い
と
、
、
日
本
の
国
の
あ
り
方
、

国
民
一
人
一
人
の
個
人
の
尊
厳

（
憲
法
13
条
）
を
か
け
た
た
た
か

い
に
勝
利
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と

の
重
大
性
を
つ
く
づ
く
感
じ
て
お

り
ま
す
。

私
は
改
め
て
80
才
を
越
え
た
自

分
自
身
の
生
涯
に
思
い
を
致
し
ま

す
。
昭
和
９
年
（
１
９
３
４
）
・

昭
和
ひ
と
け
た
生
ま
れ
の
者
に
は
、

昭
和
16
年
（
１
９
４
１
）
太
平
洋

戦
争
の
始
ま
っ
た
年
が
「
国
民
学

校
」
一
年
生
で
、
戦
争
で
命
を
捧

げ
る
少
国
民
を
育
成
す
る
た
め
の

学
生
改
革
、
教
育
制
度
の
軍
隊
化

の
始
ま
り
で
し
た
。
五
年
生
中
頃

ま
で
軍
国
少
年
と
し
て
育
て
ら
れ

た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
昭
和
20
年

（
１
９
４
５
）
の
終
戦
、
す
べ
て

の
面
で
従
来
の
価
値
観
の
転
換
が

行
わ
れ
教
育
制
度
も
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
昭
和
22
年
か
ら
始
ま
っ

た
現
在
の
６
・
３
・
３
制
の
新
学

制
。私

は
新
制
度
の
最
初
の
一
年
生

と
し
て
中
学
生
に
な
り
ま
し
た
。

校
舎
も
机
も
満
足
に
な
い
条
件
の

中
で
も
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る

日
本
の
希
望
、
子
ど
も
な
が
ら
そ

の
思
い
で
一
杯
で
し
た
.
そ
し
て

現
在
の
憲
法
施
行
で
、
全
生
徒
に

配
布
さ
れ
た
文
部
省
の
「
新
し
い

憲
法
の
は
な
し
」
は
生
き
る
方
向

を
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
日
本
は
、

平
和
国
家
、
文
化
国
家
と
し
て
生

き
て
い
く
の
だ
、
物
の
な
い
貧
し

い
生
活
で
し
た
が
、
未
来
は
輝
い

て
い
ま
し
た
。
自
由
で
の
び
の
び

と
勉
強
し
た
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
私
達
の
世
代
は
、
ま

さ
に
今
の
憲
法
に
よ
っ
て
育
て
ら

れ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
に
限
り
な
い
誇
り
を
思
わ

ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
以
来
私

の
職
業
人
生
は
、
高
校
の
社
会
科

の
教
師
と
な
り
「
教
え
子
を
戦
場

に
送
ら
な
い
」
「
職
場
に
自
由
を
・

教
室
に
真
実
を
」
を
実
践
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
し
て
、
憲
法
を
語
り
、
教

職
員
組
合
運
動
・
平
和
運
動
に
参

加
し
つ
つ
憲
法
と
と
も
に
生
き
て

き
た
生
涯
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
国
民
学
校
」
一
年
生
、
そ
し

て
「
新
制
中
学
」
一
年
生
を
生
き

た
世
代
、
憲
法
に
育
て
ら
れ
、
憲

法
と
と
も
に
生
き
た
世
代
の
存
在

理
由
を
か
け
て
、
も
う
少
し
頑
張

ら
な
け
れ
ば
と
の
思
い
を
新
た
に

し
て
い
ま
す
。
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私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ


