
　
「
真
志
喜
佐
喜
真
家
文
書
」
と

　
　
　
　
　
レ
プ
リ
カ
作
製
に
つ
い
て

　

市
立
博
物
館
で
は
貴
重
な
資
料
の
複
製
品

を
作
製
し
、
そ
れ
ら
を
展
示
・
公
開
す
る
取

り
組
み
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
年
度

は
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
市
指
定
有
形
文
化
財

「
真ま

し

き

さ

き

ま

け

志
喜
佐
喜
真
家
文ぶ

ん
し
ょ書
」
の
レ
プ
リ
カ
を
作
製

し
ま
し
た
。

　

「
真
志
喜
佐
喜
真
家
文
書
」
と
は
、
佐
喜
真
家
が

首
里
王
府
に
提
出
し
た
文
書
の
控
え
で
、
口

こ
う
じ
ょ
う上

覚
お
ぼ
え

４
点
、
覚

お
ぼ
え

１
点
、
言

ご
ん
じ
ょ
う上

写
う
つ
し

１
点
の
合
計
６
点
あ

り
ま
す
。
正
確
な
作
成
年
は
不
明
で
す
が
、
18
世

紀
後
半
の
酉
年
か
ら
次
の
戌
年
の
間
に
書
か
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
容
は
、「
謝
名
の
ろ

職
」
の
跡
継
ぎ
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
当
時
、
宜
野
湾
間ま

ぎ

り切
に
は
、
野
嵩
・
宜
野
湾
・

謝
名
に
一
人
ず
つ
「
の
ろ
」
と
呼
ば
れ
る
村ム

ラ

々
を

宗
教
的
に
治
め
る
女
性
神
役
が
お
り
、
村
の
祭
祀

で
は
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
「
の
ろ
」
職
は
、
特
定
の
家
筋
か
ら
選
ば
れ
て
い

た
よ
う
で
す
が
、
真
志
喜
村
の
屋や

ご

う号
奥お

く

ま間
と
大
謝

名
村
の
蔵く

ら
に
ー根

が
そ
れ
ぞ
れ
、「
の
ろ
」
は
自
分
た
ち

の
家
が
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
願
い
出
た
と
こ
ろ
、

王
府
は
奥
間
家
の
主
張
を
採
用
し
ま
し
た
。
文
書

に
は
、
そ
の
い
き
さ
つ
が
年
代
順
に
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
奥
間
家
は
「
謝
名
の
ろ
」
を
輩
出
し

た
家
柄
で
あ
り
、
中
山
王
・
察
度
が
生
ま
れ
た
家

で
も
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、「
真
志
喜
佐
喜
真
家
文
書
」
の
実
物
は
、

部
分
的
に
害
虫
に
よ
る
破
れ
も
見
ら
れ
、
経
年
に

よ
る
紙
の
劣
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
同
資

料
は
個
人
所
有
の
た
め
、
普
段
は
あ
ま
り
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
資
料
保
存
と
教
育
普

及
の
た
め
、
所
有
者
の
許
可
を
受
け
て
二
冊
の
レ

プ
リ
カ
を
作
製
し
ま
し
た
。
今
後
、
一
冊
は
企
画

展
や
常
設
展
示
室
に
て
展
示
す
る
予
定
で
す
。
も

う
一
冊
は
閲
覧
用
に
作
製
し
て
お
り
、
研
究
や
小

学
校
で
の
出
前
授
業
な
ど
で
活
用
を
考
え
て
い

ま
す
。
普
段
は
古
文
書
を
見
る
機
会
の
な
い
子
ど

も
た
ち
が
、
実
際
に
手
に
取
っ
て
、
そ
の
時
代
の

歴
史
を
感
じ
、
学
習
で
き
る
よ
う
普
及
に
活
か
し

て
い
き
ま
す
。

　

レ
プ
リ
カ
は
、
３
月
開
催
の
「
ぎ
の
わ
ん
の
字あ

ざ

展
」
で
展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
博

物
館
へ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
立
博
物
館　

☎
８
７
0

−

９
３
１
７

は
く
ぶ
つ
か
ん
の

部
屋

60

市立博物館の
イメージキャラクター

天女ちゃん

7 市報   2022・3・10

～
察
度
王
の
そ
の
後
～

　

生
誕
７
０
０
年
記
念
「
中
山
王
察
度
」
特
集
は
、

こ
れ
で
い
よ
い
よ
最
終
回
で
す
。

　

奥お

く

ま

う

ふ

や

間
大
親
と
天
女
の
間
に
生
ま
れ
、
勝
連
按
司

の
娘
を
奥
さ
ん
と
し
て
、
持
っ
て
い
た
黄
金
で
大

和
の
商
人
か
ら
鉄
を
買
い
、
そ
れ
で
農
具
を
作
ら

せ
て
、
惜
し
げ
も
な
く
人
び
と
に
分
け
与
え
た
こ

と
か
ら
、
中
山
王
に
推
さ
れ
た
察
度
の
、
そ
の
後

は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
１
６
５
０
（
永

暦
４
）
年
、
琉
球
最
初
の
正
史
『
中ち

ゅ
う
ざ
ん
せ
い
か
ん

山
世
鑑
』
に
は
、

ち
ょ
っ
と
気
味
の
悪
い
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
び
と
に
親
切
な
察
度
で
し
た
が
、
中
山
王
と

な
っ
た
後
は
、
思
い
あ
が
っ
た
振
る
舞
い
を
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
と
て
も
高
い
楼
閣
で
あ
る

「
高
ヨ
サ
ウ
リ
」
と
い
う
建
物
を
造
ら
せ
、
そ
こ
か

ら
の
眺
め
を
楽
し
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
あ
る
と

き
察
度
は
、
ふ
ざ
け
て
「
高
ヨ
サ
ウ
リ
の
上
に
い

れ
ば
、
こ
の
私
に
害
を
加
え
る
ヤ
ツ
は
い
な
い
」

と
言
い
は
な
っ
た
そ
う
で
す
。
さ
す
が
に
天
の
神

様
も
、
お
ご
り
高
ぶ
っ
た
察
度
を
懲こ

ら
し
め
よ
う

と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
晩
、「
高
ヨ
サ
ウ

リ
」
の
高
楼
で
、
察
度
は
毒
蛇
に
か
ま
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
左
手
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
話
に
は
、
続
き
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ば
に

つ
か
え
る
家
来
の
一
人
が
、「
王
様
が
こ
の
ま
ま

片
手
で
は
、
ど
う
し
て
面
会
の
儀
礼
や
神
の
祭
礼

が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
恐
れ
な
が
ら
私
の
手
を
差

し
上
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
、
左
手
を
ひ
じ
の
と
こ

ろ
で
切
り
落
と
し
ま
し
た
。
そ
の
手
を
察
度
に
く

っ
つ
け
る
治
療
を
し
た
と
こ
ろ
、
見
事
に
つ
な
が

っ
た
そ
う
で
す
。
た
だ
、
察
度
と
家
来
は
肌
の
色

な
ど
が
違
っ
て
い
た
た
め
、
察
度
の
左
手
は
、
ひ

じ
か
ら
先
が
黒
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
察
度
は
、

46
年
間
王
位
に
つ
い
て
、
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

享
年
76
歳
で
し
た
。
毒
蛇
に
か
ま
れ
た
後
、
反
省

し
て
よ
い
王
様
に
戻
っ
た
か
ど
う
か
は
、
記
録
に

あ
り
ま
せ
ん
。

　

察
度
の
墓
は
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
、
言
い
伝

え
が
な
い
の
で
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

字あ
ざ

新
城
出
身
で
、
戦
前
の
民
俗
研
究
者
で
あ
る

佐さ

き

ま

喜
真
興こ

う
え
い英
が
、
調
査
結
果
を
書
き
記
し
た
ノ
ー

ト
に
よ
る
と
、
察
度
の
墓
は
、
大
謝
名
の
軍

い
く
さ
ば
な
ば
る

花
原
（
小

字
名
）
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
墓
の
様
子
は
、
自
然

の
洞
窟
地
形
を
利
用
し
て
、
入
口
は
自
然
石
の
石

積
み
で
ふ
さ
い
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

軍
花
原
は
戦
中
の
普
天
間
飛
行
場
の
造
成
工

事
に
伴
い
、
石
炭
岩
の
山
が
削
ら
れ
ま
し
た
。
も

し
佐
喜
真
の
話
が
正
し
け
れ
ば
、
残
念
な
が
ら
破

壊
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】
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お茶を飲みながら、ぎのわんの
歴史をのぞいてみませんか？

「琉球研究」（手稿）

　佐喜真興英の調査

記録ノート。察度の墓

の記述部分▶︎

◀︎『中山世鑑』

　王命により羽地朝

秀が編さんした。察度

の伝記部分。

▲「真志喜佐喜真家文書」のレプリカ

◀
市
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
は
コ
チ
ラ


