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第 1章　首里城をとり戻せ

第
１
章　

首
里
城
を
と
り
戻
せ

１　

沖
縄
戦
と
首
里
城

　
古
都
首
里
は
丘
の
上
に
あ
る
。
そ
の
南
縁
部
の
頂
に
鎮
座
し
て
い
る
の
が
首
里
城
だ
（
図
1
）。
平
成
の
復

元
を
へ
て
よ
み
が
え
っ
た
朱
塗
り
の
建
物
と
白
色
の
う
ね
る
石
垣
が
南
国
の
空
に
映
え
、
夜
と
も
な
る
と
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
で
幻
想
的
な
景
観
を
み
せ
て
く
れ
る
美
し
い
城
で
あ
っ
た
。

　
首
里
城
は
、
五
百
有
余
年
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、
琉
球
王
国
の
政
治
・
経
済
・
文
化
・
外
交
の
中
心
的
役
割

を
は
た
し
て
き
た
城
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
琉
球
の
築
城
や
土
木
・
建
築
技
術
の
粋
を
集
め
て
築
城
さ
れ
た
沖
縄

を
代
表
す
る
城
で
も
あ
っ
た
。
日
本
を
は
じ
め
と
し
て
中
国
、
朝
鮮
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
交
流
を
深
め
る

な
か
で
優
れ
た
文
化
を
創
り
上
げ
て
き
た
琉
球
王
国
。
そ
の
拠
点
で
あ
っ
た
首
里
城
は
華
や
か
な
王
朝
絵
巻
の

象
徴
と
し
て
今
次
大
戦
の
直
前
ま
で
首
里
の
高
台
で
そ
の
威
容
を
誇
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
沖
縄
戦
で
は
、
一
帯
が
も
っ
と
も
激
烈
な
戦
場
と
な
る
に
お
よ
ん
で

正
殿
を
は
じ
め
城
内
お
よ

び
周
辺
の
貴
重
な
文
化
遺

産
が
失
わ
れ
た
。

　
一
九
四
一
年
（
昭
和

一
六
）
一
二
月
八
日
、
ハ

ワ
イ
の
真
珠
湾
攻
撃
に

よ
っ
て
太
平
洋
戦
争
が

は
じ
ま
っ
た
。
開
戦
当

初
、
破
竹
の
勢
い
で
進
撃

を
つ
づ
け
て
い
た
日
本
軍

は
、
一
九
四
二
年
（
昭
和

一
七
）
六
月
の
ミ
ッ
ド
ウ

ェ
ー
海
戦
を
境
に
し
て
太

平
洋
の
戦
局
は
逆
転
し

た
。
戦
況
が
悪
化
し
て
き

た
一
九
四
四
年
（
昭
和

一
九
）
三
月
、
南
西
諸
島

の
防
衛
を
目
的
に
第
三
二

図1 ●復元首里城（首里城公園）
西側上空から、復元された正殿・北殿・南殿などの建物群と曲線を描く城壁を
望む。手前右のこんもりとした緑は、城内でもっとも神聖な空間「京の内」。
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月
以
上
に
も
お
よ
ぶ
「
鉄
の
暴
風
」
が
吹
き
荒
れ

た
。
そ
の
た
め
二
十
数
万
、
と
い
う
尊
い
人
命
が

犠
牲
に
な
り
、
県
民
の
財
産
も
こ
と
ご
と
く
奪
わ

れ
た
。
同
時
に
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
数
多

く
の
貴
重
な
文
化
遺
産
も
消
失
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
と
く
に
首
里
城
跡
の
地
下
深
く
第
三
二
軍
の
総

司
令
部
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
文
化
遺
産

の
集
中
す
る
首
里
の
町
は
米
軍
の
猛
攻
撃
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
首
里
城
の
地
上
部
分
の

国
宝
建
造
物
や
神
社
仏
閣
お
よ
び
石
垣
や
赤
瓦
が

よ
く
保
存
さ
れ
て
い
た
首
里
の
町
並
み
な
ど
、
貴

重
な
文
化
遺
産
の
数
々
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（
図
2
）。
ま
た
、
一
九
五
〇
年
に
首
里
城
跡
に
琉

球
大
学
が
設
置
さ
れ
、
校
内
所
狭
し
と
校
舎
が
建

設
さ
れ
た
（
図
3
）。
そ
の
た
め
、
戦
禍
を
く
ぐ

り
抜
け
て
き
た
城
壁
の
一
部
も
、
大
学
の
設
置
建

設
工
事
に
よ
っ
て
さ
ら
に
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

軍
が
創
設
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
太
平
洋
戦
争
末
期
の
沖

縄
戦
は
、
日
米
両
軍
の
最
後
・
最
大
の
戦
闘
で
あ

り
、
激
し
い
国
内
地
上
戦
で
あ
っ
た
。
沖
縄
県
教

育
委
員
会
編
に
よ
る
『
高
校
生
の
た
め
の
　
沖
縄

の
歴
史
』
は
、
沖
縄
戦
の
特
徴
と
し
て
つ
ぎ
の
四

点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
一
つ
に
は
勝
ち
目
の
な
い
捨
て
石
作
戦
で
あ
り
、

本
土
防
衛
と
国
体
（
天
皇
制
）
護
持
の
た
め
の
時

間
稼
ぎ
の
戦
闘
で
あ
っ
た
こ
と
。
二
つ
に
は
一
般

住
民
を
巻
き
込
ん
だ
地
上
戦
が
お
こ
な
わ
れ
た
た

め
に
、
軍
人
よ
り
も
民
間
人
の
被
害
が
多
か
っ
た

こ
と
。
三
つ
に
は
軍
事
物
資
も
兵
力
も
国
民
を
総

動
員
し
て
供
給
す
る
と
い
う
国
家
総
動
員
体
制
地

方
版
と
し
て
戦
わ
れ
た
こ
と
。
四
つ
に
は
住
民
が

信
頼
し
て
い
た
日
本
軍
に
よ
る
住
民
殺
害
事
件
が

多
発
し
た
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
沖
縄
戦
で
は
、
三
カ

図2 ●沖縄戦で破壊された首里城と首里の町並み
手前の石垣は首里城跡の城壁、右が円鑑池（えんかんち）で左が龍潭（りゅ
うたん）。龍潭の北に接していた琉球国王世子邸中城御殿（なかぐすくうどぅ
ん）の建物群も焼け落ち、みるかげもなく破壊しつくされた首里の町並み。

図3 ●開学当初の琉球大学本館ビルと構内
現在の首里城奉神門前の下の御庭（うなー）方面より
撮影された琉球大学2階建ての本館。首里城正殿は本
館前の駐車場地下で検出された。
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前
に
綿
密
な
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
当
た
り
前
の
こ
と
が
、

首
里
城
の
復
元
作
業
が
は
じ
ま
る
一
九
七
〇
年

代
に
は
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
首

里
城
正
殿
の
威
容
を
よ
く
知
る
前
世
代
の
人
び

と
に
と
っ
て
首
里
城
は
沖
縄
文
化
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
り
、
そ
の
早
期
復
元
は
悲
願
で
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
、
正
殿
復
元
が
実
現
へ
む
け

て
い
よ
い
よ
動
き
出
し
て
く
る
と
、「
正
殿
を

一
日
で
も
早
く
復
元
し
て
ほ
し
い
」
と
主
張
す

る
人
び
と
の
あ
い
だ
か
ら
発
掘
調
査
の
必
要
性

は
な
い
と
す
る
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
声
の
多
く
は
、
発
掘
調
査
で
時
間
と

経
費
が
か
さ
み
正
殿
復
元
の
チ
ャ
ン
ス
が
失
わ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
か
ら

で
あ
っ
た
。

　
ま
た
そ
の
一
方
で
は
、「
正
殿
の
復
元
に
あ

２　

首
里
城
を
復
元
せ
よ

首
里
城
復
元
へ
の
沖
縄
県
民
の
想
い

　
当
然
の
こ
と
と
し
て
沖
縄
文
化
の
象
徴
を
失
っ
た
県
民
の
失
望
は
大
き
く
、
こ
れ
を
と
り
戻
し
た
い
と
す
る

心
情
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
首
里
城
の
復
元
は
戦
後
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
旧
琉
球
政
府
文
化
財
保
護
委
員
会
な
ど
に
よ
っ
て
戦

災
文
化
財
の
復
元
事
業
が
開
始
さ
れ
、「
守
礼
の
邦
」
と
い
う
扁
額
を
掲
げ
た
坊ぼ

う

門も
ん

、
守し

ゅ

礼れ
い

門も
ん

（
一
九
三
三

年
〔
昭
和
八
〕
国
宝
に
指
定
、
沖
縄
戦
で
焼
失
、
図
4
）
や
第
二
尚し

ょ
う

王
統
の
菩
提
寺
、
円
覚
寺
の
総
門

（
一
九
三
三
年
国
宝
に
指
定
、
沖
縄
戦
で
焼
失
）
な
ど
文
化
遺
産
の
復
元
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

　
一
九
七
二
年
の
復
帰
後
は
、
琉
球
大
学
の
移
転
計
画
も
あ
り
、
そ
の
跡
地
利
用
の
計
画
が
検
討
さ
れ
、
こ
れ

ら
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
や
が
て
首
里
城
跡
の
復
元
整
備
事
業
が
復
帰
後
本
格
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。文

化
財
の
復
元
に
発
掘
は
必
要
か

　
こ
う
し
て
復
元
へ
の
道
が
ひ
ら
け
た
が
、
そ
れ
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
難
関
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
。
そ
の
一

つ
が
、
文
化
財
整
備
で
重
視
さ
れ
る
は
ず
の
発
掘
調
査
の
こ
と
で
あ
る
。

　
遺
跡
の
整
備
や
復
元
は
、
文
化
財
の
〝
真
正
性
〟
を
保
つ
た
め
慎
重
か
つ
綿
密
な
調
査
研
究
と
学
術
的
な
成

果
を
ふ
ま
え
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
跡
本
来
の
状
態
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、
遺
跡
復
元
の

図4 ●復元された守礼門（首里城公園）
中国の額を掲げる門という意味の「牌楼」の流れをくむ建造物で、宮殿
の前方路上や街路に建てられる装飾建築。中国皇帝の使者が来たときに
「守礼之邦」の扁額を掲げたことから常時掲げるようになった。尚清王
代（1527 ～ 1555年）の創建、1933年（昭和8）国宝指定、沖縄戦で
破壊されたあと1958年に復元され、今日に至る。
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