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沖
縄
の
文
学
を
英
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
言
語
と
文
化
の

越
境
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
一
九
八
九
年
に
︑
大
城
立
裕
﹁
カ
ク
テ
ル
・

パ
ー
テ
ィ
﹂（
一
九
六
七
）
と
東
峰
夫
﹁
沖
縄
の
少
年
﹂（
一
九
七
〇
）
と
二
つ

の
芥
川
賞
受
賞
作
の
英
訳
が
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
日

本
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
出
版
さ
れ
た（

1
）

︒
そ
の
後
︑
二
〇
〇
〇
年
と
二
〇
一
一

年
に
︑
ハ
ワ
イ
大
学
か
ら
二
つ
の
沖
縄
文
学
の
英
訳
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
出
版

さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
近
現
代
の
沖
縄
文
学
の
歩
み
や
︑
沖
縄
独
特
の
歴
史
と
豊

か
な
民
俗
や
文
化
を
示
す
よ
う
な
作
品
を
紹
介
し
た（

2
）

︒
ダ
ビ
ン
ダ
ー
・
ボ
ー

ミ
ッ
ク
（
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
）
と
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ラ
ブ
ソ
ン
（
ブ
ラ
ウ
ン
大
学

名
誉
教
授
）
が
編
集
し
た
本
書
は
︑
二
〇
一
六
年
に
同
じ
く
ハ
ワ
イ
大
学
か

ら
出
版
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
︒
本
書
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
で
日
本
の

文
学
や
歴
史
を
専
門
と
す
る
教
授
︑
研
究
者
や
翻
訳
家
た
ち
が
︑
質
の
高
い
︑

文
学
性
豊
か
な
訳
文
を
提
供
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
沖
縄
の
文
学
自
体
が
す
で

に
︑
沖
縄
の
言
語
︑
歴
史
や
文
化
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
作
業
で
あ
る
以
上
︑

そ
の
英
訳
は
︑
越
境
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
限
界
を
同
時
に
示
す
こ
と
に
な

る
︒

　
本
章
の
冒
頭
を
飾
る
の
は
︑
目め

取ど
る

真ま

俊
の
﹁
希
望
﹂（
一
九
九
九
）
で
あ
る
︒

ア
メ
リ
カ
人
の
幼
児
を
殺
害
し
た
後
︑
一
九
九
五
年
の
少
女
暴
行
事
件
に

八
万
人
が
集
ま
っ
た
抗
議
の
会
場
に
赴
き
︑
焼
身
自
殺
し
た
﹁
私
﹂
の
視
点

か
ら
語
ら
れ
る
掌
編
小
説
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
が
新
聞
社
宛
に
送
っ
た
犯
行
声
明

に
は
︑﹁
今
オ
キ
ナ
ワ
に
必
要
な
の
は
︑
数
千
人
の
デ
モ
で
も
な
け
れ
ば
︑
数

万
人
の
集
会
で
も
な
く
︑
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
幼
児
の
死
な
の
だ
﹂
と
書

か
れ
て
い
た
︒
本
書
の
序
文
は
︑﹁
希
望
﹂
の
分
析
か
ら
︑
辺
野
古
に
お
け
る

米
海
軍
基
地
の
建
設
を
め
ぐ
っ
て
︑
沖
縄
県
と
日
本
政
府
が
対
峙
す
る
よ
う

書 
評ダ

ビ
ン
ダ
ー
・
ボ
ー
ミ
ッ
ク
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ラ
ブ
ソ
ン
編

﹃
抗
議
す
る
島
︱
︱
沖
縄
か
ら
の
日
本
文
学
﹄
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に
な
っ
た
経
緯
を
辿
る
︒
一
九
四
五
年
の
沖
縄
戦
以
来
︑
沖
縄
に
居
す
わ
っ

た
米
軍
基
地
に
よ
る
人
権
侵
害
や
︑
そ
れ
に
加
担
す
る
日
本
国
家
の
差
別
や

暴
力
を
受
け
て
き
た
沖
縄
の
﹁
現
在
﹂︒
そ
れ
を
前
景
に
出
す
こ
と
で
︑
沖
縄

の
文
学
を
越
境
さ
せ
る
同
時
代
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
︒

　﹁
希
望
﹂
の
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
山
城
正
忠
の
﹁
九
年
母
﹂

（
一
九
一
一
）
と
太
田
良
博
の
﹁
黒
い
ダ
イ
ヤ
﹂（
一
九
四
九
）
で
あ
る
︒﹁
九

年
母
﹂
は
︑
日
清
戦
争
下
の
沖
縄
を
舞
台
に
︑
宮
崎
県
出
身
の
小
学
校
の
校

長
が
︑
清
国
へ
軍
資
金
を
送
る
と
偽
っ
て
︑
清
国
支
持
派
の
老
人
か
ら
金
銭

を
騙
し
取
っ
た
話
で
あ
る
︒
校
長
が
下
宿
し
て
い
る
家
の
息
子
政
一
は
︑
日

本
へ
の
同
化
や
国
家
意
識
を
提
唱
し
︑
遊
女
あ
が
り
の
沖
縄
人
女
性
を
独
り

占
め
し
た
校
長
に
反
発
し
︑
私
服
の
刑
事
の
調
査
に
協
力
し
た
︒﹁
福
木
︑
が

じ
ま
る
︑
蘆ア
ロ
エ薈

︑
棕し
ゅ

梠ろ

︑
檳び
ん

榔ろ
う

﹂
な
ど
の
亜
熱
帯
植
物
に
例
示
さ
れ
る
よ
う

に
︑
小
説
に
は
︑
沖
縄
の
地
方
色
︑
風
土
や
﹁
支
那
風
情
﹂
を
表
現
す
る
漢

字
語
彙
が
ふ
り
が
な
で
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　
太
田
良
博
の
﹁
黒
い
ダ
イ
ヤ
﹂（
一
九
四
九
）
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
の
時
︑

日
本
軍
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
設
置
し
た
﹁
防
衛
義
勇
軍
﹂
の
幹
部
教
育
隊
で
︑

現
地
人
に
日
本
語
を
教
え
た
り
︑
マ
レ
ー
語
を
通
訳
し
た
り
す
る
語
り
手
が
︑

美
少
年
隊
員
の
パ
ニ
マ
ン
に
対
し
て
抱
い
た
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
感
情
を

描
く
︒
戦
後
︑
イ
ギ
リ
ス
の
進
駐
軍
で
あ
る
イ
ン
ド
の
グ
ル
カ
兵
と
地
元
の

青
年
革
命
軍
と
の
ゲ
リ
ラ
戦
に
お
い
て
︑
進
駐
軍
の
命
令
で
道
路
警
備
を
し

て
い
る
語
り
手
は
︑
革
命
軍
に
参
加
し
た
パ
ニ
マ
ン
に
再
会
す
る
︒
二
人
の

短
い
対
話
は
︑﹁
パサ

ヤ

パ

ニ

マ

ン

ニ
マ
ン
で
す
﹂﹁
や
ジ
ャ
デ
ィ
・

ク
ル
ー
ス
・

ブ
カ
ン

せ
た
ね
︙
︙
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑

日
本
語
の
翻
訳
に
︑
カ
タ
カ
ナ
の
ふ
り
が
な
で
マ
レ
ー
語
の
音
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
革
命
軍
が
歌
う
行
進
曲
も
︑
日
本
語
と
マ
レ
ー
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記

の
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
並
列
さ
れ
る
︒
そ
れ
を
聞
い
て
語
り
手
が
﹁
沈
痛

な
皮
肉
と
哀
傷
﹂
を
感
じ
る
の
は
︑﹁
大
東
亜
﹂
民
族
の
団
結
を
掲
げ
て
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
を
占
領
し
た
日
本
が
︑
戦
後
︑
白
人
帝
国
に
よ
る
地
元
の
民
族
運

動
の
鎮
圧
に
協
力
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
の
二
つ
の
作
品
は
︑
日
本
帝
国
の
覇
権
の
始
ま
り
と
そ
の
終
わ
り
を
象

徴
す
る
二
つ
の
戦
争
を
通
し
て
︑
沖
縄
人
が
日
本
帝
国
に
対
し
て
反
発
や
違

和
感
を
抱
き
な
が
ら
も
︑
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
密
接
に
絡
ん
だ
形
で
︑
そ

の
帝
国
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
表
象
す
る
︒
原
文
で
は
︑
漢
字
語
彙
︑

沖
縄
語
︑
マ
レ
ー
語
な
ど
異
質
的
な
民
族
や
言
語
が
︑
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
︑

日
本
帝
国
の
沖
縄
統
合
や
﹁
大
東
亜
﹂
民
族
を
構
築
し
た
プ
ロ
セ
ス
や
矛
盾

を
可
視
化
す
る
が
︑
英
訳
で
は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

　
次
に
続
く
目
取
真
俊
の
二
つ
の
作
品
は
︑
戦
前
か
ら
戦
後
ま
で
沖
縄
で
持

続
し
て
き
た
人
種
／
民
族
︑
性
︑
階
級
の
重
層
的
な
差
別
を
問
題
化
す
る
︒

﹁
魚
群
記
﹂（
一
九
八
三
）
は
︑
沖
縄
人
少
年
マ
サ
シ
の
目
を
通
し
て
︑
季
節

労
働
者
と
し
て
沖
縄
の
北
部
に
あ
る
パ
イ
ン
工
場
に
来
て
い
る
台
湾
人
女
工

が
︑
そ
の
白
い
皮
膚
で
村
の
男
性
た
ち
の
欲
望
を
刺
激
す
る
性
的
対
象
と
し

て
彼
ら
を
引
き
寄
せ
る
一
方
︑
村
の
秩
序
を
乱
す
外
来
者
と
し
て
忌
避
さ
れ

る
こ
と
を
描
く
︒
そ
の
矛
盾
す
る
態
度
は
︑
戦
前
に
沖
縄
が
台
湾
植
民
地
統
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治
に
参
与
し
た
歴
史
を
連
想
さ
せ
︑
日
本
へ
の
復
帰
運
動
の
時
代
背
景
に
呼

応
し
︑
日
本
の
人
種
／
民
族
の
序
列
関
係
の
な
か
で
分
裂
す
る
沖
縄
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
垣
間
見
せ
る
︒﹁
群
蝶
の
木
﹂（
二
〇
〇
〇
）
は
︑
沖
縄
人

女
性
ゴ
ゼ
イ
の
話
を
通
し
て
︑
元
日
本
軍
﹁
慰
安
婦
﹂
の
問
題
を
め
ぐ
る
性

差
別
︑
売
春
婦
差
別
や
︑
沖
縄
戦
で
日
本
軍
が
住
民
を
ス
パ
イ
視
し
︑
虐
殺

し
た
歴
史
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
で
あ
る
︒
日
本
軍
へ
の
忠
誠
心
を
証
明
す

る
た
め
に
︑
沖
縄
出
身
の
将
校
や
兵
士
が
そ
の
残
虐
的
な
暴
力
に
加
担
し
た

こ
と
も
描
か
れ
る
︒

　
目
取
真
に
よ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
で
は
︑
沖
縄
の
方
言
が
使
わ
れ
︑
漢

字
の
当
て
字
に
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
そ
の
発
音
を
示
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
群
蝶
の
木
﹂
で
︑
外
来
者
で
あ
っ
た
ゴ
ゼ
イ
は
︑
戦
後
︑
日
本
軍
の
慰
安
所

に
な
っ
て
い
た
旅
館
の
主
人
や
︑
村
の
世
話
役
を
し
て
い
た
男
性
に
執
拗
に

頼
み
込
ま
れ
︑
米
兵
相
手
の
売
春
旅
館
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
ゴ
ゼ
イ
が

五
十
年
後
に
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
は
︑﹁
我わ

ん
が
哀あ
わ
りれ

おい
っ
た
ー

前
達
が

分
か
る
ん
な
？
　
若
い
警
官
は
前
を
向
い
た
ま
ま
返
事
も
し
な
い
︒
不
良
米

兵
か
ら
部
落
の
婦
女
子
を
守
る
か
ら
協
力
し
て
ほ
し
い
？
　
何
で
︑
あ
ん
た

ら
は
戦
争
に
負
け
た
ん
じ
ゃ
な
い
ね
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
ゴ
ゼ
イ
が
実
際

に
あ
の
二
人
に
向
っ
て
発
さ
れ
た
言
葉
は
方
言
で
表
記
さ
れ
︑
口
に
し
な

か
っ
た
彼
女
の
心
境
が
日
本
語
で
表
現
さ
れ
る
︒﹁
魚
群
記
﹂
の
英
訳
で
は
︑

方
言
の
部
分
が
口
語
体
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
一
方
︑﹁
群
蝶
の
木
﹂
の
場
合
は

イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
表
記
さ
れ
︑
日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
と
区
別
さ
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
英
訳
で
は
︑
残
念
な
が
ら
原
文
の
よ
う
に
︑
沖
縄
の
方
言
が
異
質
的

な
﹁
声
﹂
と
し
て
日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
暴
力
に
直
面
し
た
沖
縄
の
重
層
的
な

差
別
や
︑
込
み
入
っ
た
加
害
／
被
害
関
係
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
︒

　
崎
山
多
美
の
二
つ
の
作
品
は
︑
過
疎
化
の
た
め
に
共
同
体
が
解
体
し
︑
伝

統
が
継
承
さ
れ
な
く
な
る
離
島
の
現
実
を
露
呈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本

か
ら
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
視
線
や
︑
沖
縄
の
男
性
中
心
主
義
に
抵
抗

す
る
︒﹁
シ
マ
籠
る
﹂（
一
九
九
〇
）
で
は
︑
元
婚
約
者
の
出
身
の
島
（
小
浜
島
）

を
訪
ね
た
主
人
公
高
子
が
︑
元
婚
約
者
の
母
親
で
︑
一
人
で
家
と
村
の
祭
り

の
系
譜
を
継
続
さ
せ
よ
う
と
奮
闘
す
る
長
崎
出
身
の
ト
キ
が
︑
病
気
と
ア
ル

中
に
蝕
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
︒
ト
キ
か
ら
伝
統
芸
能
の
踊
り
を
学

ぶ
う
ち
に
︑
高
子
は
︑
狂
気
し
て
亡
く
な
っ
た
祖
母
の
暗
い
記
憶
に
よ
っ
て

遠
ざ
け
て
き
た
故
郷
O
島
（
西
表
島
）
が
︑
す
で
に
自
分
自
身
の
一
部
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
小
説
で
は
︑
祭
り
の
衣
装
︑
音
楽
︑
踊
り
な
ど
を

め
ぐ
る
方
言
の
語
彙
は
︑
日
本
語
読
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
︒

た
と
え
ば
︑
イ
ニ
ノ
ゥ
リ
節
の
踊
り
の
場
面
は
︑
万
葉
集
の
国
見
の
場
面
を

引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑
そ
の
振
り
付
け
の
象
徴
す
る
意
味
を
説
明
す
る
︒

英
訳
で
は
︑
万
葉
集
に
関
す
る
注
釈
が
加
え
ら
れ
︑
重
層
的
な
文
化
の
翻
訳

が
行
わ
れ
る
︒

　﹁
ゆ
ら
て
ぃ
く
ゆ
り
て
ぃ
く
﹂（
二
〇
〇
三
）
は
︑
保
多
良
島
と
い
う
架
空

の
島
を
舞
台
と
し
て
い
る
︒
島
の
血
筋
を
受
け
継
ぐ
男
性
は
丁
重
に
扱
わ
れ
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る
一
方
︑
男
た
ち
を
支
え
た
女
性
は
過
労
の
た
め
早
く
亡
く
な
っ
た
り
︑

セ
ッ
ク
ス
や
子
供
を
産
み
育
て
る
こ
と
に
意
義
を
実
感
で
き
な
く
な
っ
た
り

す
る
︒
人
口
が
減
っ
て
い
く
一
途
で
︑
滅
び
ゆ
く
島
の
危
機
を
前
に
し
て
も
︑

八
十
歳
か
ら
百
三
十
三
歳
ま
で
い
る
島
の
男
た
ち
は
︑
何
ら
対
策
を
講
じ
よ

う
と
す
る
気
力
も
な
く
︑
仲
間
同
士
で
昔
の
情
事
話
に
花
を
咲
か
せ
る
日
々

を
送
っ
て
い
る
︒

　
小
説
に
お
け
る
葬
式
︑
踊
り
︑
妻
問
い
婚
︑
夜
這
い
な
ど
の
風
習
を
め
ぐ

る
民
族
誌
的
な
記
述
は
︑
旺
盛
な
生
命
力
を
も
つ
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
文
化
︑

と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
見
事
に
裏
切
っ
て
︑
再
生
で
き
な
く
な
る
島
の

現
実
を
暴
く
︒
さ
ら
に
︑﹁
だ
そ
う
だ
﹂﹁
と
い
う
の
だ
﹂
な
ど
根
拠
の
な
い

伝
聞
の
よ
う
な
語
尾
や
間
接
話
法
が
使
わ
れ
る
ほ
か
︑
島
言
葉
︑
畳
語
や
擬

声
︑
擬
態
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
頻
繁
に
出
て
く
る
と
い
う
文
体
を
特
色
と
し
て

い
る
︒
た
と
え
ば
︑
女
性
の
霊
に
よ
る
踊
り
は
︑﹁
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
ま

に
膨
ら
み
だ
し
水
の
上
を
滑
り
だ
し
︑
滑
り
つ
つ
︑
ぷ
く
っ
︑
ぷ
っ
く
ん
︑

ぷ
く
っ
︑
ぷ
っ
く
ん
︑
と
意
志
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
水
上
か
ら
浜
辺
へ
の

ぼ
っ
て
来
る
︑
と
い
う
の
だ
﹂
と
描
か
れ
る
︒
英
訳
で
は
︑
表
音
文
字
の

ロ
ー
マ
字
で
擬
声
語
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
擬
態
語
が
動
詞
に
置

き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
︑
原
文
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
流
動
的
な
文
体
と
語
り

が
再
現
で
き
な
い
︒

　
詩
の
部
分
で
は
ま
ず
︑
米
軍
基
地
の
占
領
に
置
か
れ
て
き
た
沖
縄
の
負
担

を
表
す
ト
ー
マ
・
ヒ
ロ
コ
の
﹁
背
中
﹂（
二
〇
〇
五
）
と
︑
沖
縄
に
も
た
ら
さ

れ
た
近
代
の
日
本
語
に
対
峙
す
る
清
田
政
信
の
内
面
を
描
い
た
﹁
内
言
語
﹂

（
二
〇
〇
一
）
が
訳
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
上
京
し
た
沖
縄
出
身
者
の
二
つ
の

詩
作
で
︑故
郷
へ
思
い
を
寄
せ
る
摩ま

文ぶ

仁に

朝
ち
ょ
う

信し
ん

の
短
歌
三
首
（
一
九
一
〇
）
と
︑

何
度
も
世
変
わ
り
し
た
沖
縄
の
歴
史
を
顧
み
て
︑
そ
の
日
本
復
帰
を
願
う
山

之
口
貘
の 

﹁
沖
縄
よ
ど
こ
へ
行
く
﹂ （
一
九
六
四
） 

の
英
訳
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

摩
文
仁
朝
信
の
短
歌
の
英
訳
は
︑
視
覚
的
に
も
音
律
的
に
も
五
七
五
七
七
の

定
型
を
再
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒
三
つ
の
近
代
詩
の
方
は
︑
日
本
語
の

日
常
語
を
︑
日
本
復
帰
や
米
軍
占
領
の
状
況
に
対
す
る
沖
縄
の
抗
議
︑
内
省

な
ど
の
文
脈
で
使
う
形
で
ポ
エ
ジ
ー
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
︑
直
訳
で
も
詩
が

再
現
で
き
て
い
る
︒

　
本
書
の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
知
念
正
真
の
戯
曲
﹁
人
類
館
﹂（
一
九
七
八
）

は
︑
一
九
〇
三
年
に
大
阪
で
第
五
回
﹁
内
国
勧
業
博
覧
会
﹂
が
開
か
れ
た
際

に
起
こ
っ
た
﹁
学
術
人
類
館
﹂
事
件（

3
）

に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
︒
登
場
人
物
は
︑

日
本
か
ら
の
差
別
と
圧
迫
に
加
担
す
る
沖
縄
出
身
の
調
教
師
︑
調
教
師
の
前

で
屈
従
の
態
度
を
取
る
沖
縄
の
男
性
︑
遊
女
出
身
の
沖
縄
の
女
性
の
三
人
で

あ
る
︒
場
面
の
切
り
替
え
で
︑
三
人
が
異
な
る
役
を
演
じ
︑
沖
縄
の
方
言
に

よ
る
言
葉
遊
び
で
︑
民
族
差
別
︑
同
化
教
育
︑
戦
争
動
員
︑
集
団
自
決
︑
日

米
安
保
な
ど
︑
沖
縄
に
対
す
る
日
本
国
家
の
差
別
や
圧
迫
を
批
判
す
る
︒

　
こ
の
戯
曲
で
特
徴
的
な
の
は
︑
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
調
教

師
が
沖
縄
の
女
性
に
︑﹁
日
本
の
防
波
堤
に
な
っ
て
﹂
ア
メ
リ
カ
館
の
黒
人
の

性
欲
を
満
た
す
よ
う
に
要
求
し
︑﹁
お
国
の
為
︑
引
い
て
は
天
皇
陛
下
の
御
為
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︙
︙
﹂
と
言
う
途
中
︑
沖
縄
の
男
性
は
﹁
フ
ァ
ッ
ー
ク
ス
ゥ
！
﹂
と
ク
シ
ャ

ミ
を
し
︑
女
性
は
﹁（
間
髪
を
入
れ
ず
）
糞ク
ス
ク喰
ェ
ー
ヒ
ャ
ー
！
！
﹂
と
︑
沖
縄

で
く
し
ゃ
み
を
し
た
人
に
声
を
か
け
る
言
葉
を
言
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
調

教
師
が
﹁
く
し
ゃ
み
す
る
事
ま
で
他
府
県
の
通
り
に
す
る
﹂
と
発
言
し
た
近

代
沖
縄
の
知
識
人
を
演
じ
︑
二
人
を
叱
責
す
る
︒﹁
フ
ァ
ッ
ー
ク
ス
ゥ
﹂
と

﹁
糞ク
ス
ク喰
ェ
ー
﹂
な
ど
沖
縄
の
方
言
と
日
本
語
︑
英
語
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
っ
て
︑

﹁
極
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
﹂︑
日
本
国
家
︑
天
皇
な
ど
の
大
義
名
分
で
行

わ
れ
て
き
た
沖
縄
の
女
性
へ
の
暴
力
を
批
判
す
る
︒
三
つ
の
言
語
を
使
い
分

け
る
工
夫
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
英
訳
で
は
語
呂
合
わ
せ
や
そ
れ
に
よ

る
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
再
現
す
る
の
が
難
し
い
様
子
も
う
か
が
え
る
︒
た
と
え
ば
︑

終
盤
で
沖
縄
戦
の
戦
場
で
三
人
が
沖
縄
の
方
言
で
話
す
場
面
が
あ
る
︒
英
訳

で
は
︑
英
語
の
読
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
る
が
︑
原
文
の
よ
う

に
︑
日
本
語
の
観
衆
や
読
者
に
は
理
解
で
き
な
い
言
葉
と
し
て
の
沖
縄
方
言

を
突
き
詰
め
る
ラ
ジ
カ
ル
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
︒﹁
学
術
人
類
館
﹂
の
事
件

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
は
︑
西
洋
の
白
人
に
よ
る
帝
国
主
義
的
で
差

別
的
な
視
線（

4
）

を
意
識
し
つ
つ
︑
自
国
の
少
数
民
族
や
ほ
か
の
有
色
人
種
を
さ

ら
に
差
別
す
る
こ
と
で
︑
近
代
の
﹁
文
明
﹂
国
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
構
築
し
て
き
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
沖
縄
の
文
学
を
英
訳
し
︑
英
語

圏
の
読
者
に
届
け
る
本
書
は
︑﹁
他
者
の
言
葉
﹂
を
伝
え
る
使
命
と
そ
の
限
界

を
呈
示
し
︑
考
え
さ
せ
る
越
境
の
実
践
だ
と
い
え
よ
う
︒
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