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沖
縄
戦
に
つ
い
て
の
記
述
の
復
活
と
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
六
年
度
の
高
校
日
本
史
歴
史
教
科
書
の
検
定
に
お
い
て
、
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述

を
政
府
が
一
方
的
に
削
除
し
た
た
め
、
二
〇
〇
七
年
九
月
二
十
九
日
、
沖
縄
県
民
は
十
一
万
六
千
人
余
を
超
え
る
県
民
大
会
を

開
催
し
、
「
日
本
軍
に
よ
る
強
制
の
記
述
の
復
活
と
検
定
意
見
の
撤
回
」
を
求
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
は
県
民
の
要
求

に
真
摯
に
応
え
よ
う
と
せ
ず
、
そ
の
後
も
教
科
書
の
記
述
を
恣
意
的
に
捻
じ
曲
げ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
沖
縄
戦
の
実

相
を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
を
担
う
子
供
達
に
誤
っ
た
歴
史
観
を
植
え
付
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
県
民
は
強
い
憤

り
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
危
機
感
を
感
じ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
お
尋
ね
す
る
。

一

文
部
科
学
省
は
、
こ
れ
ま
で
、
各
教
科
書
に
修
正
を
義
務
付
け
る
「
検
定
意
見
書
」
は
、
文
部
科
学
省
の
教
科
書
調
査
官

が
作
成
す
る
「
調
査
意
見
書
」
を
踏
ま
え
て
、
教
科
書
検
定
審
議
会
が
独
立
し
て
検
討
す
る
と
し
て
い
た
。
実
際
に
は
調
査

官
の
作
成
し
た
「
調
査
意
見
書
」
の
約
九
割
が
そ
の
ま
ま
教
科
書
検
定
審
議
会
の
検
定
意
見
と
な
っ
て
い
る
と
の
調
査
結
果

が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
の
説
明
を
改
め
る
と
と
も
に
、
制
度
の

趣
旨
の
と
お
り
に
教
科
書
検
定
審
議
会
が
独
立
し
て
「
検
定
意
見
書
」
を
検
討
で
き
る
よ
う
に
措
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

一



二

文
部
科
学
省
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
官
が
作
成
す
る
「
調
査
意
見
書
」
の
公
表
を
拒
ん
で
き
た
。
二
〇
〇
六
年
度
の
教
科
書

検
定
問
題
に
関
し
て
生
じ
た
復
活
・
撤
回
要
求
の
民
意
に
押
さ
れ
る
形
で
は
あ
る
が
、
公
開
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
教
科

書
検
定
制
度
の
透
明
性
を
高
め
る
点
で
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
調
査
意
見
書
」
は
公
開
さ

れ
て
き
て
い
る
。
よ
っ
て
、
政
府
は
こ
の
際
、
今
後
も
公
開
を
続
け
る
と
い
う
姿
勢
を
堅
持
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

三

政
府
は
、
日
本
軍
の
軍
命
が
あ
っ
た
と
す
る
体
験
者
の
証
言
を
一
顧
だ
に
し
な
い
。
む
し
ろ
諸
説
や
学
説
が
多
数
あ
る
と

し
て
、
実
体
験
を
蔽
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
負
の
歴
史
を
直
視
し
、
そ
の
反
省
に
立
っ
て
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と

が
今
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
。
沖
縄
戦
の
体
験
者
が
高
齢
化
し
、
語
り
部
と
し
て
正
確
に
伝
承
で
き
る
今
こ

そ
、
そ
の
証
言
を
政
府
が
取
り
ま
と
め
、
そ
れ
を
歴
史
の
真
実
と
し
て
後
世
に
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

政
府
は
、
教
科
書
検
定
審
議
会
が
二
〇
〇
六
年
度
の
高
校
日
本
史
教
科
書
の
検
定
で
「
日
本
軍
に
よ
る
強
制
」
の
記
述
を

削
除
・
修
正
す
る
よ
う
求
め
た
際
、
大
江
・
岩
波
裁
判
が
訴
訟
中
で
あ
る
こ
と
を
教
科
書
検
定
意
見
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て

挙
げ
て
い
た
。
同
裁
判
が
原
告
の
訴
え
を
退
け
る
や
否
や
、
一
転
し
て
今
度
は
民
間
の
裁
判
な
の
で
何
も
答
え
ら
れ
な
い
と

の
態
度
に
転
換
し
て
い
る
。
こ
れ
は
訴
訟
に
は
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
根
拠
に
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
自
分

二



に
都
合
の
悪
い
司
法
判
断
は
尊
重
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
都
合
の
良
い
も
の
は
根
拠
に
す
る
が
、
都
合
の
悪

い
も
の
は
一
切
認
め
な
い
と
い
う
ご
都
合
主
義
で
は
な
い
か
。

五

政
府
は
、
検
定
は
終
わ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
「
日
本
軍
に
よ
る
強
制
」
の
記
述
の
回
復
と
検
定
意
見
の
撤
回
は
あ
り
得
な
い

と
し
て
い
る
。
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
今
後
も
小
中
高
校
の
歴
史
教
科
書
の
検
定
制
度
が
存
続
し
た
場
合
、
こ
れ
ま
で

と
同
様
に
検
定
が
定
期
的
に
行
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
教
科
書
の
画
一
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
、
我
が
国
の
歴
史
や
文

化
に
対
す
る
美
辞
麗
句
の
表
現
が
教
科
書
で
踊
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
憂
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
今
こ
そ
誤
り
を
認
め
て
速

や
か
に
訂
正
し
、
子
供
た
ち
に
沖
縄
戦
の
実
相
を
正
し
く
伝
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
再
び
悲
惨
な
戦
争
を
起

こ
す
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
家
族
や
肉
親
が
殺
し
あ
う
と
い
う
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。

六

政
府
は
、
小
中
高
校
の
全
て
の
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
、
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
復

活
を
認
め
る
と
と
も
に
、
二
〇
〇
六
年
度
の
教
科
書
検
定
意
見
を
撤
回
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
今
後
、
沖
縄
戦
の

実
相
を
歴
史
教
科
書
や
副
教
材
等
で
記
述
す
る
場
合
に
は
、
沖
縄
戦
の
体
験
者
の
証
言
を
基
に
記
述
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

七

政
府
は
、
「
日
本
軍
に
よ
る
強
制
」
の
記
述
を
削
除
・
修
正
さ
せ
た
教
科
書
検
定
意
見
の
撤
回
要
求
に
対
し
て
、
当
時
の

文
部
科
学
省
の
担
当
審
議
官
が
「
検
定
関
連
規
則
は
、
検
定
意
見
に
誤
り
が
あ
る
場
合
を
想
定
し
て
策
定
し
て
い
な
い
。
だ

三



か
ら
、
仮
に
検
定
意
見
が
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
判
明
し
て
も
、
文
部
科
学
省
の
責
任
で
誤
り
の
あ
る
検
定
意
見
を
撤
回

さ
せ
る
と
と
も
に
、
記
述
を
復
活
さ
せ
る
手
順
は
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
官
僚
と
し
て
は
対
応
で
き

な
い
」
と
、
極
め
て
率
直
に
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
新
聞
報
道
で
も
報
道
さ
れ
て
お
り
、
周
知
の
事
実
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
に
、
当
時
の
文
部
省
の
教
科
書
課
長
が
執
筆
者
に
対
し
、
検
定
意
見
の
誤
り
を
認
め
て
謝
罪
の
文

書
を
送
っ
た
事
例
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
至
っ
て
も
検
定
関
連
規
則
の
不
備
は
是
正
さ
れ
ず
、
教
科
書
検
定
制
度
の
公
正
・
公
平

は
一
向
に
保
た
れ
て
い
な
い
。
そ
の
主
な
原
因
は
、
検
定
基
準
や
検
定
関
連
規
則
が
文
部
科
学
省
内
で
の
官
僚
に
よ
る
密
室

の
や
り
取
り
と
大
臣
に
よ
る
独
善
的
な
決
裁
に
よ
る
こ
と
に
あ
る
。
い
わ
ば
身
内
で
制
定
や
運
用
、
改
廃
を
繰
り
返
し
、
権

限
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

ま
た
、
こ
の
際
、
政
府
は
、
教
科
書
検
定
制
度
の
透
明
性
や
公
正
、
公
平
を
高
め
る
た
め
、
検
定
基
準
や
検
定
関
連
規
則

等
の
諸
規
定
を
国
会
で
審
議
、
検
討
、
制
定
、
改
廃
で
き
る
よ
う
制
度
を
見
直
す
考
え
は
な
い
か
。

八

二
〇
一
六
年
度
中
学
歴
史
教
科
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
株
式
会
社
自
由
社
作
成
の
「
新
版
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
の
中
の

四



「
八
三

終
戦
を
め
ぐ
る
外
交
と
日
本
の
敗
戦
」
の
「
沖
縄
戦
の
記
述
」
で
は
、
注
記
も
含
め
て
極
め
て
簡
潔
で
、
か
つ
、

沖
縄
戦
の
特
色
で
あ
る
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
被
害
」
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
二
〇
〇
七
年
の
教

科
書
検
定
意
見
の
撤
回
を
求
め
ら
れ
た
際
の
政
府
答
弁
に
反
し
て
い
な
い
か
。
ま
た
、
「
近
隣
諸
国
条
項
」
で
は
、
他
の
国

の
心
情
に
配
慮
を
求
め
な
が
ら
、
同
じ
国
民
で
あ
る
沖
縄
県
民
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
配
慮
を
求
め
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
沖
縄
軽
視
と
な
ら
な
い
か
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
教
科
書
に
沖
縄
戦
の
体
験
者
の
証
言
を
基
に
し
た
、
「
沖
縄
戦
条
項
」
を
新
た
に
設
け

る
考
え
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


