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一

秋
の
日
は
、
沖
縄
島
を
憶
ふ
。
静
か
に
燃
ゆ
る
道
の
上
の
日
光
。
島
を
廻
る
、

果
て
も
な
い
青
海
。
目
の
限
り
遥
か
な
水
平
線
の
あ
た
り
に
、
必
白
く
砕
け

る
干ヒ
瀬セ
　
　
珊
瑚
礁
の
波
。
私
は
、
島
の
兄
弟
ら
が
、
今
ど
ん
な
新
し
い
経

験
を
し
て
ゐ
る
か
、
身
に
沁
み
て
思
ふ
の
で
あ
る
。

島
の
寂
し
い
生
活
も
、
も
少
し
努
力
す
れ
ば
、
心
だ
け
は
豊
か
に
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
た
筈
で
あ
つ
た
。
元
々
、
我
々
「
本
土
日
本
人
」
と
毫
も
異
な
る

所
な
き
、
血
の
同
種
を
、
沖
縄
び
と
の
上
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
我

々
は
、
今
ま
で
経
過
し
て
来
た
。
今
に
な
つ
て
も
、
ま
だ
し
み
／
″
＼
と
血
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を
分
け
た
島
の
兄
弟
の
上
を
思
ひ
得
ぬ
の
は
、
誰
よ
り
も
、
歴
史
・
民
族
の

学
徒
が
、
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
咎
で
あ
る
。

我
々
と
、
島
の
兄
弟
と
が
、
血
と
歴
史
と
に
お
い
て
、
こ
ん
な
に
親
近
な
関

係
に
あ
つ
た
こ
と
を
、
本
土
と
、
島
の
全
日
本
に
、
も
つ
と
早
く
学
問
の
上

か
ら
呑
み
こ
ま
せ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
離

れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
繋
り
と
、
因
縁
と
を
、
な
ぜ
は
つ
き
り
告
げ
て
置
か
な

か
つ
た
か
と
言
ふ
後
悔
が
、
此
頃
頻
り
に
私
の
心
を
噛
む
。

支
那
か
ら
殖
民
し
た
も
の
ゝ
子
孫
だ
と
い
ふ
風
に
、
沖
縄
び
と
の
出
自
を
空

想
し
て
ゐ
た
こ
と
が
久
し
か
つ
た
。
そ
の
妄
想
が
、
少
く
と
も
島
の
知
識
人

の
間
で
は
、
近
年
可
な
り
正
さ
れ
て
来
て
ゐ
た
。
我
々
の
兄
弟
で
あ
る
こ
と

を
悟
つ
て
喜
び
誇
り
、
手
を
取
つ
て
、
相
離
れ
ぬ
深
い
因
縁
を
感
謝
し
た
こ
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と
で
あ
つ
た
。
併
し
其
間
も
、
日
本
本
土
の
人
々
は
、
知
識
あ
る
も
、
又
そ

れ
の
乏
し
き
も
、
さ
う
言
ふ
こ
と
に
は
、
関
心
も
感
激
も
、
持
た
ぬ
様
な
顔

を
し
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
さ
す
が
に
、
半
世
紀
昔
の
や
う
な
、
新
し
く
領
属

し
た
島
及
び
住
民
だ
と
謂
つ
た
考
へ
方
は
、
せ
ぬ
様
に
な
つ
て
居
た
。

く
り
返
し
て
言
ふ
。

沖
縄
の
人
々
は
、
学
問
上
我
々
と
、
最
近
い
血
族
で
あ
つ
た
。
我
々
の
祖
先

の
主
要
な
る
者
は
、
曾
て
は
、
沖
縄
の
島
々
を
経
由
し
て
、
移
動
し
て
来
た

も
の
で
あ
つ
た
。
其
故
、
沖
縄
本
島
を
中
心
と
し
た
沖
縄
県
の
島
々
及
び
、

其
北
に
散
在
す
る
若
干
の
他
府
県
の
島
々
は
、
日
本
民
族
の
曾
て
持
つ
て
ゐ

た
、
最
古
い
生
活
様
式
を
、
最
古
い
姿
に
お
い
て
伝
へ
る
血
の
濃
い
兄
弟
の

現
に
居
る
土
地
で
あ
る
。
此
だ
け
は
、
永
遠
に
我
々
の
記
憶
に
印
象
し
て
お
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か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
実
で
あ
る
。

こ
の
島
々
、
今
後
地
図
の
色
わ
け
は
ど
う
な
つ
て
行
か
う
と
も
、
寂
寥
な
る

人
生
の
連
続
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
ち
つ
と
も
変
る
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
。

さ
う
言
ふ
島
の
人
生
の
間
に
も
、
こ
の
血
の
歴
史
を
思
ひ
な
ぐ
さ
む
よ
す
が

と
し
て
、
空
漠
た
る
此
か
ら
先
の
長
い
年
月
を
、
健
康
に
長
ら
へ
て
行
つ
て

く
れ
た
ま
へ
、
と
私
は
か
う
言
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

島
に
は
ま
だ
、
独
自
の
芸
術
の
生
ま
れ
る
機
会
は
な
か
つ
た
。
さ
う
言
ふ
博

い
人
生
の
存
在
を
暗
示
す
る
文
化
が
興
る
に
は
、
島
の
社
会
は
、
狭
き
に
過
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ぎ
て
ゐ
た
。
た
と
へ
ば
、
些
少
の
誇
張
を
用
ゐ
れ
ば
、
王
宮
の
門
と
、
町
民

の
背
戸
と
は
、
相
望
む
こ
と
が
出
来
た
。
事
実
に
お
い
て
も
、
「
尚
シ
ヤ
ウ」
王
家

の
数
代
前
の
御
主
ヌ
オ
シ
「 

顥  

王 

カ
ウ
ワ
ウ

」
な
ど
言
ふ
御
人
は
、
離
宮
で
作
つ
た
瓠
フ
ク
ベを
、

那
覇
の
市
で
売
ら
し
め
た
。
人
之
を
「  

王    

様    

瓢  

ワ
ウ
ガ
ナ
シ
チ
ブ
ル

」
と
称
へ
て
、
購
ひ

求
め
た
と
伝
へ
て
ゐ
た
。
其
程
、
王
と
市
民
と
の
生
活
は
、
接
近
し
て
居
た
。

ほ
ゝ
笑
ま
し
い
生
活
で
は
あ
つ
た
。
が
、
あ
ま
り
に
も
世
間
が
狭
過
ぎ
た
。

歴
史
上
久
し
く
、
日
本
と
支
那
に
両
属
す
る
と
謂
つ
た
、
首
鼠
両
端
の
生
活

を
破
算
し
て
、
元
の
姿
に
戻
つ
た
の
は
、
明
治
初
年
以
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

彼
我
共
に
、
歴
史
と
歴
史
以
前
の
民
族
の
繋
り
に
知
識
乏
し
い
人
々
は
、
此

時
を
以
て
、
琉
球
が
支
那
領
を
離
れ
た
時
だ
と
言
ふ
風
に
誤
解
し
て
来
た
の

で
あ
る
。
此
ほ
ど
、
間
違
つ
た
事
は
な
い
。
我
々
の
親
し
い
琉
球
の
歴
史
・
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民
族
を
そ
ん
な
風
に
理
会
し
、
整
頓
し
て
居
た
の
だ
か
ら
、
今
日
の
や
う
な

形
に
到
達
し
た
の
も
無
理
は
な
い
と
も
言
へ
よ
う
。

藩
籍
奉
還
の
後
、
俄
浪
士
の
嘗
め
た
辛
酸
は
、
激
し
か
つ
た
。
殊
に
江
戸
の

町
侍
は
、
最
苛
烈
な
経
験
を
し
た
。
琉
球
で
も
、
廃
藩
後
日
清
戦
争
ま
で
と

言
ふ
か
ら
、
二
十
年
の
長
き
に
渉
つ
て
、
首
里
の
旧
士
人
の
生
活
は
、
全
く

傷
ま
し
い
も
の
だ
つ
た
相
で
あ
る
。
蛇
皮
線
を
愉
し
む
だ
け
の
余
裕
す
ら
失

つ
た
彼
ら
は
、
唯
二
人
三
人
相
寄
つ
て
、
ひ
そ
か
に
指
拳
ナ
ン
コ
を
遊
ん
だ
と
言
ふ
。

今
も
一
つ
話
に
伝
へ
て
ゐ
る
。
大
き
な
社
会
を
背
負
は
な
い
と
こ
ろ
に
は
、

当
然
芸
術
に
対
す
る
擁
護
力
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
又
、
一
躍
し
て
大
芸
術
の

生
れ
る
素
地
と
な
る
べ
き
、
面
の
広
い
技
術
な
ど
も
、
興
つ
て
来
に
く
い
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
芸
能
は
あ
つ
て
も
、
芸
術
に
飛
躍
す
る
時
が
な
か
つ
た
。
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芸
術
に
迫
る
程
の
芸
能
は
あ
つ
て
も
、
其
を
躍
進
す
る
だ
け
技
術
が
進
ん
で

ゐ
な
か
つ
た
。

民
俗
芸
術
と
、
一
口
に
言
ふ
が
、
そ
の
内
容
は
、
水
と
油
の
様
な
も
の
を
一

つ
に
し
て
、
命ツ
け
た
名
で
あ
る
。
所
謂
民
芸
な
ど
略
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
造
形

物
に
は
、
家
具
調
度
の
外
に
、
農
具
・
建
築
の
類
ま
で
あ
つ
て
、
其
が
更
に
、

も
つ
と
広
い
言
語
技
術
に
関
す
る
も
の
、
舞
踊
・
演
劇
の
素
朴
な
種
類
ま
で

含
む
。
芸
能
と
い
ふ
語
を
以
て
し
て
も
、
や
は
り
此
位
の
範
囲
は
、
指
す
こ

と
に
な
つ
て
居
る
。

芸
能
と
謂
つ
て
よ
い
限
り
に
於
い
て
は
、
沖
縄
に
は
可
な
り
優
秀
な
物
と
件

と
が
あ
る
。
画
や
建
築
は
発
達
し
さ
う
な
種
子
を
十
分
に
示
し
て
居
な
が
ら
、

狭
い
社
会
が
、
之
を
発
揮
せ
し
め
な
か
つ
た
。
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手
芸
に
属
す
る
所
謂
「
民
芸
品
」
は
、
柳
宗
悦
さ
ん
の
同
人
方
が
、
ほ
ゞ
調

査
し
尽
し
て
居
ら
れ
る
。
殊
に
女
の
手
芸
に
、
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
何
し

ろ
島
の
月
日
は
、
「
暇
」
と
「
根
気
」
と
に
飽
か
せ
た
為
事
を
す
る
に
、
十

分
で
あ
つ
た
。
「 

紅  

型 
ビ
ン
ガ
タ

」
と
し
て
、
以
前
か
ら
愛
好
者
の
あ
つ
た
染
め
物

な
ど
を
見
る
と
、
家
庭
工
芸
の
虔
し
や
か
な
成
迹
の
、
段
々
高
ま
つ
て
来
た

径
路
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

沖
縄
に
は
種
類
は
少
く
て
も
、
他
に
類
例
が
な
い
程
、
壺
屋
の
技
術
が
発
達

し
た
。
つ
ま
り
琉
球
焼
き
と
い
ふ
の
が
、
其
で
あ
る
。
瓦
と
壺
と
の
間
を
行

10沖縄を憶ふ



く
様
な
物
で
、
実
は
、
墓
に
置
く
骨
甕
の
用
が
多
い
所
か
ら
、
出
来
た
産
物

で
あ
る
。
却
て
泡
盛
容
れ
の
徳
利
な
ど
は
、
沖
縄
の
地
出
来
で
は
な
い
様
で

あ
る
。

古
渡
り
の
工
芸
品
と
い
へ
ば
、
玉
ギ
ヨ
クの
類
だ
が
、
之
は
古
く
は
、
首
里
王
宮
か

ら
下
げ
ら
れ
、
後
に
は
佩
用
者
自
身
が
買
ひ
求
め
る
や
う
に
な
つ
た
ら
し
い

が
、
そ
の
水
晶
或
は
が﹅
ら﹅
す﹅
玉
を
貫
い
た 

御  

統 

ミ
ス
マ
ル

の
珠
の
多
く
は
、
我
々
の

夢
に
も
知
ら
な
か
つ
た
間
に
、
本
土
の
玉
磨
り
の
手
か
ら
交
易
し
て
求
め
た

物
が
多
い
ら
し
い
。
今
日
見
る
と
、
極
め
て
古
い
由
緒
を
言
ひ
立
て
る
邑
々

の
巫
女
の
伝
へ
る
物
も
、
心
惹
く
こ
と
少
き
工
芸
品
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
記

録
も
伝
説
も
伝
へ
ず
、
想
像
す
ら
入
れ
る
余
地
の
な
か
つ
た
や﹅
ま﹅
と﹅
と
島
と

の
交
通
が
、
か
う
い
ふ
品
々
か
ら
考
へ
ら
れ
て
来
る
。
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織
り
と
染
め
と
は
、
や﹅
ま﹅
と﹅
で
も
、
王
朝
の
昔
か
ら
、
家
庭
の
女
、
殊
に
主

婦
の
手﹅
わ﹅
ざ﹅
の
第
一
義
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
や
ま
と
女
は
、
早
く
染
め
物

だ
け
は
、
専
門
の
染
め
屋
の
手
に
任
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
島
で
は
今
も
、

年
中
手
を
藍
色
に
し
て
、
女
た
ち
が
染
め
の
工
夫
に
う﹅
き﹅
身﹅
を
や
つ
し
て
ゐ

る
。

女
の
為
さ
う
な
こ
と
で
、
之
に
手
を
ふ
れ
る
の
を
厭
う
て
居
る
の
は
、
楽
器

類
殊
に
三
味
線
　
　
所
謂
蛇
皮
線
で
あ
る
。
之
を
弾
く
者
は
男
で
あ
り
、
女

は
遊
女
に
限
つ
て
、
糸
を
爪
弾
く
。
だ
か
ら
、
「
何
々
節プシ
」
と
謂
は
れ
る
も

の
を
謡
ひ
乍
ら
三
味
線
を
弾
く
こ
と
は
、
紳
士
の
表
芸
と
し
て
や﹅
ま﹅
と﹅
の
社

会
よ
り
も
、
高
く
見
ら
れ
て
来
た
。
唄
も
踊ヲド
り
も
、
地
方
で
は
男
女
共
に
謡

ひ
又
は
踊
る
機
会
は
多
く
、
訝
し
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
都
で
は
や
は
り
、
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男
芸
と
な
つ
て
居
た
。
田
舎
の
唄
・
踊
り
は
、
ま
だ
風
の
音
・
浪
の
響
き
さ

な
が
ら
の
歌
で
あ
り
、
野
の
魅
霊
ス
ダ
マ
・
山
の
木
霊
コ
ダ
マ
の
踊
り
を
思
は
せ
る
ほ
ど
、

自
然
の
中
か
ら
遊
離
し
た
ば
か
り
の
感
じ
の
深
い
も
の
だ
が
、
首
里
那
覇
の

は
、
既
に
芸
能
か
ら
、
芸
術
に
す
ら
踏
み
入
つ
て
ゐ
た
。
其
だ
け
に
、
之
を

謡
ひ
踊
り
す
る
者
は
、
本
格
的
に
は
、
男
の
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
唄
も
踊

り
も
、
さ
う
し
て
地
方
の
も
の
を
、
都
会
で
と
り
あ
げ
、
修
正
し
整
頓
し
、

主
題
を
明
示
し
た
。
多
少
と
も
芸
術
的
評
価
を
受
け
て
よ
い
「
某
々
節
」
と

称
す
る
多
く
の
曲
目
が
其
だ
。
其
だ
け
自
然
の
魂
魄
は
、
地
方
民
謡
に
あ
つ

て
、
王
宮
貴
族
の
間
で
改
調
せ
ら
れ
た
謡
に
は
、
正
雅
は
あ
つ
て
も
、
純
朴

は
失
は
れ
て
居
る
。
踊
り
の
場
合
だ
つ
て
、
同
じ
で
あ
る
。
都
の
踊
り
は
、

芸
術
と
し
て
見
て
も
相
当
な
も
の
は
あ
る
が
、
や
は
り
溌
剌
と
し
た
所
を
失
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う
て
ゐ
る
。
さ
う
言
ふ
こ
と
自
身
が
、
こ
の
舞
踊
の
価
値
と
品
位
の
あ
る
所

以
だ
と
さ
へ
思
は
れ
て
来
た
。
今
は
、
良
家
の
女
の
踊
る
こ
と
も
あ
る
が
、

や
は
り
正
し
く
は
、
男
が
女
装
し
て
踊
る
の
で
あ
つ
た
。

併
し
琉
球
舞
踊
と
し
て
、
誰
が
見
て
も
、
特
殊
な
感
覚
、
異
常
な
る
新
鮮
味
、

更
に
、
島
の
芸
能
と
し
て
の
価
値
の
大
半
を
定
め
る
異
郷
趣
致
は
、
地
方
的

な
踊
り
に
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
却
て
芸
術
化
し
た
御
殿
踊
り
と
も
言
ふ

べ
き
も
の
に
は
、
そ
れ
が
失
は
れ
て
居
る
。
殊
に
、
地
方
の
男
女
が
月
夜
、

謡
ひ
乍
ら
踊
る 

毛  

遊 

モ
ウ
ア
ソ

び
そ
の
他
の
群
舞
、
伝
説
を
断
片
化
し
た
短
篇
舞
曲

な
ど
の
早
間
な
も
の
に
、
沖
縄
芸
能
の
高
潮
し
た
情
熱
を
疼イタ
い
程
に
感
受
す

る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
此
種
の
地
方
舞
踊
と
御
殿
踊
り
と
を
折
り
合
せ
、
編
曲
の
基
礎
を
や
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ま
と
の
申
楽
能
や
歌
舞
妓
狂
言
に
取
つ
た
と
思
は
れ
る
組
踊
り
は
、
楽
劇
と

し
て
、
最
異
色
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

風
の
た
よ
り
に
聞
け
ば
、
今
度
の
壊
滅
で
、
三
味
線
を
弾
く
紳
士
た
ち
は
、

あ
ら
方
戦
死
し
た
ら
し
い
。
組
踊
り
を
演
出
す
る
こ
と
の
出
来
る
先
輩
役
者

も
死
に
絶
え
た
。
辛
う
じ
て
其
部
分
々
々
を
習
ひ
覚
え
た
中
年
の
俳
優
た
ち

も
、
流
離
し
尽
し
た
ら
し
い
。

 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

の
山
の
緋
桜
の
や
う
に
、
寂
し
い
け
れ
ど
、
ぽ
つ
か
り
と
の﹅
ど﹅
か﹅
に﹅

匂
う
て
居
た
沖
縄
の
音
楽
・
舞
踊
・
演
劇
を
綜
合
し
た
組
踊
り
も
、
今
は
再

見
ら
れ
ぬ
夢
と
消
え
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

あ
ゝ
蛇
皮
線
の
糸
の
途
絶
え
　
　
。
そ
の
や
う
に
思
ひ
が
け
な
く
、
ぷ
つ
ゝ

り
と
　
　
と
ぎ
れ
た
や﹅
ま﹅
と﹅
・
沖
縄
の
民
族
の
縁
エ
ニ
シの
糸
　
　
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
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」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
卷
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日
発
行

初
出
：
「
時
事
新
報
」

　
　
　1946

（
昭
和21

）
年8
月29
〜31

日

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
二
十
一
年
八
月
二
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九
・
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十
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十
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日
「
時
事
新
報
」
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま

し
た
。
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
フ
ク
ポ
ー

2019

年6
月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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