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世
界
遺
産
の
首
里
城
は
、
電
気
系
統

が
火
災
の
原
因
と
疑
わ
れ
、
城
と
と

も
に
貴
重
な
文
化
財
が
消
失
し
た
。

　

そ
こ
で
、
本
市
の
重
要
文
化
財
な
ど
に

は
火
災
保
険
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
煙

感
知
器
や
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
な
ど
の
消
火

設
備
は
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　

本
市
に
は
、
大
洲
城
高
欄
櫓
、
台
所

櫓
、
苧
綿
櫓
、
三
の
丸
南
隅
櫓
、
如

法
寺
仏
殿
、
長
浜
大
橋
、
臥
龍
山
荘
臥
龍

院
、
不
老
庵
、
文
庫
の
合
計
９
つ
の
国
指

定
重
要
文
化
財
、
建
造
物
が
存
在
し
て
い

ま
す
が
、
如
法
寺
仏
殿
、
長
浜
大
橋
を
除

く
市
が
所
有
し
て
い
る
建
造
物
は
火
災
保

険
に
加
入
し
、
日
頃
か
ら
消
火
訓
練
を
実

施
す
る
な
ど
、
火
災
予
防
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
消
防
法
の
規
定
に
よ
り
、
全

て
の
建
造
物
に
火
災
報
知
機
を
設
置
し
て

い
ま
す
が
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
は
建
物
内

部
に
配
水
管
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に

よ
る
文
化
財
へ
の
影
響
、
機
器
の
誤
作
動

な
ど
を
考
慮
し
て
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
状
の
防
火
対
策
は
大

洲
城
及
び
臥
龍
山
荘
の
屋
内
に
煙
感
知
器

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
夜
間
の
監
視
警

備
を
業
者
に
委
託
し
、
火
災
の
早
期
発
見

及
び
迅
速
な
連
絡
体
制
の
徹
底
を
図
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

な
お
、
初
期
消
火
の
対
策
と
し
て
、
如

法
寺
仏
殿
に
は
国
庫
補
助
を
受
け
、
屋
外

に
放
水
銃
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
　

大
洲
の
う
か
い
は
、
寛
政
12
年
６
月

の
加
藤
家
の
君
命
録
に
よ
れ
ば
、
カ

ワ
ウ
を
使
っ
て
川
漁
を
し
て
い
た
と
の
記

述
が
あ
り
、
将
軍
家
に
も
献
上
さ
れ
て
い

た
と
あ
る
が
、
う
か
い
を
民
俗
文
化
財
と

し
て
登
録
で
き
な
い
か
。

　
　

大
洲
の
う
か
い
は
、
君
命
録
と
い
う

史
料
に
大
洲
藩
士
が
川
漁
の
際
に
ウ

を
使
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
肱
川
流
域
の
漁
法

と
し
て
の
伝
承
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

考
え
る
と
、
藩
士
の
川
漁
や
川
遊
び
の
一

つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

明
治
以
降
は
衰
退
し
た
も
の
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
の
う
か
い
は
、
観
光
事
業
と
し
て

始
め
た
も
の
で
、
全
国
11
カ
所
で
行
わ
れ

て
い
る
う
か
い
の
中
で
歴
史
的
に
最
も
新

し
く
、
他
の
う
か
い
に
比
べ
て
無
形
民
俗

文
化
財
と
し
て
の
技
術
伝
承
な
ど
の
歴
史

が
浅
い
た
め
、
現
時
点
で
の
文
化
財
指
定

は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

今
後
、
長
期
間
に
わ
た
り
う
か
い
の
技

術
が
継
承
さ
れ
、
地
域
の
特
色
を
示
す
典

型
的
な
も
の
と
し
て
さ
ら
な
る
価
値
が
見

出
さ
れ
れ
ば
、
文
化
財
指
定
も
可
能
に
な

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

沈
下
橋
と
呼
ば
れ
る
冨
士
橋
は
、
柚

木
、
如
法
寺
地
区
を
一
体
化
さ

せ
、
通
学
路
や
高
齢
者
の
生
活
道
路
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
、
冨
士
橋
の
存
続
要

望
書
に
住
民
の
約
７
割
が
署
名
し
た
こ
と

は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

河
川
整
備
事
業
の
地
元
説
明
会
に
お
い

て
、
沈
下
橋
が
な
げ
の
役
目
と
な
っ
て
如

法
寺
河
原
に
土
砂
を
堆
積
さ
せ
、
柚
木
地

区
の
浸
水
被
害
の
原
因
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
た
が
、
断
定
で
き
る
の
か
。

　
　

如
法
寺
河
原
は
、
肱
川
が
大
き
く
湾

曲
し
た
内
側
に
位
置
し
、
流
れ
が
緩

や
か
な
こ
と
や
嵩
富
川
が
上
流
位
置
に
付

け
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
然
に
土

砂
が
堆
積
し
や
す
い
環
境
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
上
に
、
冨
士
橋
の
橋
台
や
河
川
内
に

あ
る
市
道
が
流
下
を
阻
害
し
、
土
砂
の
堆

積
を
助
長
し
、
河
川
断
面
を
狭
め
て
お

り
、
洪
水
時
の
水
位
上
昇
の
一
因
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
冨
士
橋
は
、
特
に
如
法
寺
地
区

の
皆
様
に
と
っ
て
は
重
要
な
生
活
道
路
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
ま
す

が
、
ま
ず
は
治
水
上
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す

こ
と
が
最
優
先
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、

市
と
し
て
は
冨
士
橋
撤
去
後
の
如
法
寺
地

区
や
柚
木
地
区
の
生
活
環
境
整
備
や
観
光

イ
ベ
ン
ト
へ
の
配
慮
な
ど
の
検
討
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
は
、
築
堤
事
業
の
説
明
会
に
合
わ

せ
地
区
住
民
の
皆
様
に
ご
説
明
し
、
ご
理

解
を
得
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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