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「
記
憶
の
境
界
」
か
ら
み
る
沖
縄
の
い
ま

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ
イ
ル

二
〇
二
二
年
五
月
一
五
日

二
〇
二
二
年
五
月
一
五
日
、
沖
縄
は
日
本
の
統
治
下
に
復
帰
し
て
五
〇
年
を
迎
え
、
宜
野
湾
市
の
沖
縄
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
れ
を
祝
う
公
式
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
が
東
京
か
ら

リ
モ
ー
ト
出
席
さ
れ
た
こ
の
式
典
は
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
広
く
放
映
さ
れ
た
。
三
時
間
以
上
に

及
ぶ
式
典
の
第
一
部
は
、
天
皇
陛
下
の
お
こ
と
ば
、
岸
田
首
相
、
玉
城
沖
縄
県
知
事
の
式
辞
と
い
っ
た
要
人
の

挨
拶
が
主
で
、
第
二
部
で
は
、
琉
球
王
朝
の
宮
廷
儀
礼
か
ら
空
手
の
実
演
ま
で
、
沖
縄
文
化
が
広
く
紹
介
さ
れ

た
。
そ
し
て
会
場
内
で
交
わ
さ
れ
る
琉
球
語
、
か
り
ゆ
し

4

4

4

4

シ
ャ
ツ
、（
天
皇
陛
下
も
着
け
ら
れ
て
い
た
）
ミ
ン

サ
ー
織
ネ
ク
タ
イ
な
ど
、
沖
縄
の
文
化
を
象
徴
す
る
要
素
も
式
典
全
体
を
通
じ
て
見
て
取
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
沖
縄
と
は
、
必
ず
し
も
現
在
の
沖
縄
県
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
式
典
の
最
後
に
流
れ

た
ビ
デ
オ
で
世
界
中
か
ら
沖
縄
の
踊
り
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
そ
れ
を
示
唆
す
る
。
世
界
中
で
暮
ら
す
、
沖
縄

に
か
か
わ
り
、
む
す
び
つ
い
て
き
た
人
々
の
姿
が
沖
縄
を
体
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
伝
統
は
、
県

境
は
お
ろ
か
、
日
本
の
国
境
を
も
超
え
て
広
が
る
。
だ
が
復
帰
五
〇
周
年
式
典
は
、
こ
う
し
た
世
界
的
な
文
脈

に
あ
る
「
沖
縄
」
を
日
本
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私

は
感
じ
た
。

五
月
一
五
日
の
式
典
は
、
単
に
そ
の
「
日
本
復
帰
」
を
祝
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
私
が
か
ね
が
ね
考
え
る
「
記
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憶
の
境
界
」
を
引
く
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。「
記
憶
の
境
界
」
と
は
、
人
び
と
が
地
域
で
か

か
わ
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
記
憶
を
境
界
付
け
、
そ
の
記
憶
が
空
間
の
な
か
で
再
構
成
さ
れ
る
プ
ロ

セ
ス
を
分
析
す
る
ボ
ー
ダ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
境
界
研
究
）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
で
あ
る
。
同
じ
事
象
で

あ
っ
て
も
、
誰
が
ど
こ
か
ら
ど
の
時
間
と
空
間
を
切
り
取
っ
て
文
脈
化
す
る
か
で
、
差
異
化
さ
れ
た
記
憶
の
物

語
が
新
た
に
紡
が
れ
る
。
私
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
っ
て
、
い
ま
の
沖
縄
が
も
つ
「
記
憶
」
の
意
味
を
少
し

考
え
て
み
た
い
。

「
固
有
の
領
土
」
と
し
て
の
沖
縄

最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
沖
縄
が
そ
も
そ
も
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
米
軍

に
よ
る
「
鉄
の
暴
風
」
を
体
験
し
た
の
は
、
主
と
し
て
沖
縄
本
島
で
あ
る
。
八
重
山
、
宮
古
は
（
い
や
そ
の
島
々

に
お
い
て
で
さ
え
）
第
二
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
り
異
な
る
体
験
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
マ
ラ
リ
ア
戦
争
」
を

経
験
し
た
石
垣
の
住
民
た
ち
は
本
島
に
お
け
る
日
本
軍
の
「
蛮
行
」
を
共
有
す
る
が
、
台
湾
と
親
し
か
っ
た
与

那
国
の
人
た
ち
に
そ
の
記
憶
は
な
い
。「
沖
縄
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
伝
統
的
な
慣
行
や
慣
習
、
衣
装
（
実
際
に

は
多
様
な
の
だ
が
）
を
一
つ
に
折
り
畳
み
、
東
京
か
ら
の
演
出
で
式
典
に
仕
立
て
る
と
い
う
行
為
は
、
沖
縄
を

単
色
化
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
「
固
有
の
文
化
」
の
一
部
と
し
て
こ
れ
を
祝
福
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
固
有

の
」
と
い
う
表
現
は
、
領
土
の
係
争
に
関
わ
り
、
近
年
、
日
本
の
政
府
や
メ
デ
ィ
ア
が
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖

閣
諸
島
に
対
し
て
多
用
す
る
も
の
だ
が
、
広
い
意
味
で
い
え
ば
、
沖
縄
そ
の
も
の
に
も
あ
て
は
ま
ろ
う
。

振
り
返
れ
ば
、
戦
後
間
も
な
い
頃
、
何
よ
り
も
返
還
が
望
ま
れ
て
い
た
「
固
有
の
領
土
」
と
は
、
一
九
七
二

年
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
あ
っ
た
沖
縄
で
あ
っ
た
。
沖
縄
復
帰
は
「
戦
後
の
終
わ
り
」
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

る
と
同
時
に
、
近
代
日
本
が
形
成
さ
れ
る
と
き
に
「
固
有
の
領
土
」
と
し
て
引
き
受
け
た
島
々
の
領
有
に
対
す
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る
再
確
認
で
も
あ
っ
た
。
一
九
七
二
年
に
日
本
に
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
尖
閣
諸
島
の
み
な
ら
ず
、「
沖
縄
」
そ

の
も
の
に
対
し
て
も
中
国
と
台
湾
が
こ
れ
を
日
本
の
領
土
と
す
る
こ
と
に
潜
在
的
に
疑
義
を
表
明
し
続
け
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
五
月
一
四
日
午
前
、
中
国
海
警
局
の
船
四
隻
が
あ
た
か
も
式
典
に
警
告
を
発
す
る
か

の
よ
う
に
、
日
本
の
領
海
に
侵
入
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
。

岩
下
明
裕
（
北
海
道
大
学
）、
河
龍
出
（
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
）
と
と
も
に
編
集
し
た
近
刊
、G

eo-Politics in 

N
ortheast A

sia （R
outledge, 2022

） 

で
、
私
た
ち
は
次
の
よ
う
な
考
察
を
し
て
い
る
。
近
年
、
北
東
ア
ジ
ア
地

域
で
海
を
め
ぐ
る
紛
争
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）
の
施
行
に
よ

り
、
海
で
の
「
囲
い
込
み
」
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
い
ま
各
国
は
海
域
を
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
と
ら
え
、

（
広
い
意
味
で
）
自
国
の
「
領
土
の
一
部
」
と
考
え
、
権
利
の
主
張
・
管
理
を
積
極
化
し
て
い
る
。
だ
が
、
海
に

「
固
有
の
」
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
ど
の
国
も
歴
史
を
利
用
し
て
、
海
を
取
る
た
め

の
起
点
と
な
る
島
々
を
「
我
が
国
が
先
に
所
有
し
て
い
た
」
な
る
神
話
を
創
り
、
自
国
の
記
憶
空
間
、
つ
ま
り

博
物
館
な
ど
を
通
じ
て
こ
れ
を
宣
伝
し
て
い
る
。
国
際
法
的
に
は
あ
ま
り
説
得
力
は
な
い
の
だ
が
、
古
い
歴
史

を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
、
島
々
の
「
固
有
性
」
を
主
張
で
き
、
海
へ
の
権
利
も
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
み
な
信
じ
込

ん
で
い
る
。

消
さ
れ
た
歴
史

興
味
深
い
こ
と
だ
が
、
今
回
の
沖
縄
の
日
本
復
帰
記
念
式
典
で
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
紐
帯
を
強
調
す
る

旧
来
の
歴
史
利
用
と
は
違
う
手
法
が
用
い
ら
れ
た
。
確
か
に
文
化
に
焦
点
を
当
て
た
第
二
部
で
は
、
沖
縄
の

人
々
の
慣
習
の
歴
史
性
が
強
調
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
が
琉
球
王
朝
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
発
展
し
て
い
た
こ

と
も
紹
介
さ
れ
た
。
他
方
で
、「
沖
縄
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
過
去
に
触
れ
な
い
演
出
で
彩
ら
れ
、
沖
縄
復
帰



27

の
経
緯
を
語
る
ビ
デ
オ
映
像
は
、
沖
縄
戦
直
後
の
ま
ち
の
荒
廃
か
ら
始
ま
り
、
一
九
四
五
年
以
前
に
遡
る
シ
ー

ン
は
な
い
。
重
き
が
置
か
れ
た
の
は
、
沖
縄
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
開
通
（
那
覇
、
二
〇
〇
三
年
）、
那
覇
空
港
の

二
本
目
の
滑
走
路
供
用
開
始
（
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
一
連
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
、
復
帰
後
の
沖
縄
県

の
劇
的
な
変
化

―
す
な
わ
ち
東
京
の
支
配
下
で
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
発
展
と
ま
ち
の
成
長
で
あ
っ
た
。
挨
拶

や
ス
ピ
ー
チ
で
も
、
日
本
復
帰
後
に
沖
縄
が
得
た
物
質
的
な
利
益
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
の
イ
ン
フ
ラ
重
視
の
演
出
は
、
中
央
政
府
の
政
策
や
「
開
発
主
義
者
」
た
ち
の
思
惑
だ
け
で
な
く
、
他
の

日
本
国
民
が
沖
縄
を
ど
う
見
て
い
る
か
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
沖
縄
県
民
以
外
に
と
っ
て
、
那
覇
空

港
の
二
本
目
の
滑
走
路
や
モ
ノ
レ
ー
ル
こ
そ
が
現
地
の
最
初
の
接
点
で
あ
り
、
復
帰
後
の
沖
縄
と
の
「
つ
な
が

り
」
な
の
だ
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
に
現
在
の
状
態
を
重
視
す
る
や
り
方
は
、
歴
史
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
を
も

意
味
す
る
。
沖
縄
独
自
の
文
化
を
重
ん
じ
る
姿
勢
や
隣
国
と
紛
争
の
火
種
に
な
っ
て
い
る
島
の
領
有
を
歴
史
で

ア
ピ
ー
ル
す
る
立
場
と
対
照
的
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
復
帰
記
念
式
典
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
い
ま
の
沖

縄
の
意
味
を
見
事
に
凝
縮
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

一
九
四
五
年
以
前
の
沖
縄
の
歴
史
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、
琉
球
王
朝
と
明
治
政
府
、
い
や
そ
れ
以
前
の
本
土

と
の
関
係
を
め
ぐ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
論
争
は
回
避
さ
れ
る
。
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
、
沖
縄
の
人
々
の
文
化
が
歴
史

を
遡
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
日
本
と
し
て
の
沖
縄
」
と
し
て
真
正
面
か
ら
議
論
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
れ
を
や
れ
ば
、
日
本
に
と
っ
て
の
沖
縄
の
「
固
有
性
」
が
当
然
な
が
ら
疑
わ
れ
る

か
ら
だ
。

い
わ
ば
、
消
さ
れ
た
歴
史
と
で
も
い
え
る
こ
の
点
に
つ
い
て
、
式
典
で
は
玉
城
知
事
ら
か
ら
、
批
判
的
な
コ

メ
ン
ト
も
寄
せ
ら
れ
た
。
米
軍
施
設
の
沖
縄
へ
の
過
度
な
集
中
、
復
帰
か
ら
五
〇
年
た
っ
て
も
経
済
・
社
会
の

面
で
の
沖
縄
の
「
後
進
性
」
な
ど
が
そ
れ
だ
。
と
は
い
え
、
復
帰
以
降
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
沖
縄
に
は
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ま
だ
ま
だ
注
視
す
べ
き
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
と
し
て
、
こ
れ
を
と
ら
え
れ
ば
、
天
皇
陛
下
の
お
こ

と
ば
や
岸
田
首
相
の
挨
拶
と
さ
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
大
事
な
点
は
歴
史
で
は
な
く
、
日
本
と
沖
縄
が

力
を
合
わ
せ
て
歴
史
を
克
服
す
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
奇
妙
な
こ
と
に
、

メ
デ
ィ
ア
で
は
対
立
に
力
点
が
置
か
れ
が
ち
な
、
首
相
と
知
事
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
実
は
同
じ
方
向
を
向
い
て
い

る
。
い
わ
ば
、
両
者
と
も
一
九
四
五
年
以
前
の
沖
縄
の
政
治
と
そ
の
責
任
を
棚
上
げ
に
し
て
い
る
。

「
首
里
城
」
の
変
貌

復
帰
記
念
式
典
か
ら
読
み
取
れ
る
「
記
憶
の
境
界
」
は
、
沖
縄
の
現
代
と
文
化
が
出
合
う
別
の
場
所
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
首
里
城
が
そ
う
だ
。
琉
球
王
朝
の
政
治
の
中
心
舞
台
で
あ
っ
た
首
里
城
は
沖
縄
戦
で
完
全

に
破
壊
さ
れ
、
米
統
治
下
の
時
期
に
は
琉
球
大
学
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
再
建
は
一
九
八
六
年
に
発
表
さ
れ
、

一
九
九
二
年
に
正
殿
や
北
殿
が
完
了
し
た
が
、
こ
れ
も
い
わ
ば
戦
後
の
終
わ
り
を
告
げ
る
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
一
つ
と
い
え
た
。
こ
の
再
建
に
つ
い
て
は
「
何
の
相
談
も
な
く
、（
内
地
か
ら
の
）
観
光
客
向
け
」
と
住
民
た

ち
か
ら
か
な
り
の
反
対
が
寄
せ
ら
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
も
の
の
（
た

だ
し
、
あ
く
ま
で
首
里
城
跡
で
あ
り
、
再
建
さ
れ
た
城
は
含
ま
れ
ず
）、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
の
火
災
で

焼
失
す
る
と
、
城
の
再
建
と
文
化
的
価
値
の
復
元
を
求
め
る
声
が
直
ち
に
高
ま
っ
た
。

二
〇
二
一
年
三
月
、
ビ
ク
ト
リ
ア
・
ヤ
ン
グ
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）、
ラ
ン
・
ツ
イ
ゲ
ン
バ
ー
グ
（
ペ
ン
シ

ル
バ
ニ
ア
州
立
大
学
）、
そ
し
て
私
は
首
里
城
に
つ
い
てH

eritage from
 the m

argins? Shuri C
astle and the 

Politics of M
em

ory

と
い
う
会
議
を
開
催
し
た
が
、
こ
の
会
議
の
議
論
に
お
い
て
も
、
沖
縄
復
帰
記
念
式
典
で

見
ら
れ
た
よ
う
な
歴
史
と
文
化
を
め
ぐ
る
曖
昧
さ
が
散
見
さ
れ
た
。
参
加
者
た
ち
の
打
ち
明
け
話
に
よ
れ
ば
、

一
九
八
〇
年
代
の
首
里
城
再
建
運
動
と
異
な
り
二
〇
一
九
年
の
火
災
で
は
こ
れ
を
嘆
く
声
が
溢
れ
返
り
、
地
元
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の
人
た
ち
が
、「
沖
縄
の
象
徴
」
た
る
首
里
城
に
感
情
的
に
入
れ
込
む
様
子
に
驚
い
た
と
い
う
。
首
里
城
と
い
ま

の
沖
縄
の
人
々
の
感
情
を
説
明
す
る
に
は
、
沖
縄
の
過
去
の
歴
史
に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
例
え
ば
今
回
の
式
典
で
、
二
〇
二
六
年
末
に
再
建
が
完
了
す
る
と
述
べ
た
岸
田
首
相
の
ス
ピ
ー
チ
で

は
、
日
本
と
沖
縄
の
歴
史
は
触
れ
ら
れ
ず
、
沖
縄
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
日
本
政
府
の
支
援
が
強
調
さ
れ
た
の

み
で
あ
っ
た
。

結
局
、
世
界
遺
産
の
登
録
プ
ロ
セ
ス
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
要
は
、
文
化
へ
の
物
質
的
な
支
援
が
日
本

の
一
部
と
し
て
の
沖
縄
を
際
立
た
せ
、
こ
れ
を
世
界
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
こ
の
歴
史
を
捨
象
し
た
物
語
の
創
造
は
、
沖
縄
の
観
光
を
含
め
た
経
済
発
展
に
も
寄
与
し
た
。
翻
っ
て
、

首
里
城
の
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
沖
縄
に
関
わ
る
「
記
憶
の
境
界
」
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
単
に
沖
縄
対
日

本
と
二
分
で
き
る
枠
組
み
で
は
な
い
。
新
た
な
歴
史
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
も
い
え
る
。

一
度
出
来
上
が
っ
た
シ
ン
ボ
ル
は
そ
れ
自
身
、
独
自
の
意
味
を
持
ち
始
め
る
。
戦
後
に
再
建
さ
れ
た
首
里
城

が
、
そ
の
後
、
沖
縄
の
人
々
に
戦
前
の
歴
史
を
想
起
さ
せ
た
よ
う
に
、
新
た
な
城
の
再
建
は
、
分
断
さ
れ
た
文

化
と
歴
史
を
再
び
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
地
域
の
未
来
を
切
り
開
く
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
可
能
性
を
有
す
る
。
文
化
遺

産
の
空
間
を
め
ぐ
る
「
記
憶
の
境
界
」
は
、
互
い
に
対
立
や
無
関
心
で
あ
っ
た
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
つ

な
が
り
を
再
建
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
城
の
焼
失
を
受
け
、
こ
れ
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
関
係
が
変
化
し
、

刷
新
さ
れ
た
象
徴
空
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
つ
な
が
り
も
ま
た
再
創
造
さ
れ
る
。

本
稿
で
述
べ
た
、
復
帰
五
〇
周
年
記
念
式
典
と
首
里
城
再
建
計
画
は
、
歴
史
の
遺
産
や
記
憶
に
対
す
る
祝
祭

空
間
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち
、
ど
う
社
会
と
結
び
つ
く
の
か
を
読
み
解
く
貴
重
な
素
材
で
あ
る
。「
記
憶
の

境
界
」
と
い
う
手
法
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
流
れ
る
事
象
へ
の
気
づ
き
と
と
も
に
、
沖
縄
に
私
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
か
の
示
唆
を
も
与
え
て
く
れ
る
。
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＊
執
筆
に
あ
た
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
任
研
究
員
サ
イ
フ
マ
ン
・
ト
ラ
ビ
ス
氏
、
北
海
道
大
学
公
共
政
策
大
学

院
准
教
授
池
炫
周
直
美
氏
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
岩
下
明
裕
氏
に
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）




