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東
ア
ジ
ア
か
ら
袋
中
の
琉
球
言
説
を
読
む

小
峯
和
明

浄
土
宗
の
学
僧
袋
中
は
、
一
六
〇
三
年
か
ら
三
年
間
、
琉
球
に
滞
在
し
、
日
本
に

戻
っ
て
か
ら
『
琉
球
神
道
記
』
と
『
琉
球
往
来
』
の
二
著
を
述
作
す
る
。
一
六
〇
九

年
に
薩
摩
藩
が
琉
球
を
侵
略
す
る
お
お
き
な
変
動
期
の
前
夜
で
あ
り
、と
り
わ
け『
琉

球
神
道
記
』
は
当
時
の
社
会
情
勢
や
民
俗
に
ま
で
筆
が
及
び
、
古
琉
球
の
最
後
の
光

芒
を
伝
え
る
第
一
級
の
資
料
と
し
て
琉
球
で
も
高
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

従
来
の
研
究
は
琉
球
に
関
す
る
巻
四
や
巻
五
に
ふ
れ
る
ば
か
り
で
、
巻
一
か
ら
巻
三

ま
で
の
天
竺
や
中
国
世
界
ほ
と
ん
ど
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
巻
一
か
ら
三

ま
で
を
も
対
象
に
し
て
そ
の
意
義
を
追
究
し
、
既
成
の
三
国
観
の
日
本
を
琉
球
に
置

き
換
え
た
擬
三
国
観
を
さ
ぐ
り
、
日
本
と
琉
球
の
一
対
一
対
応
に
と
ど
ま
ら
な
い
東

ア
ジ
ア
の
見
地
に
立
っ
て
読
み
直
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

さ
ら
に
は
、『
琉
球
神
道
記
』
に
比
べ
て
再
評
価
の
遅
れ
た
『
琉
球
往
来
』
が
東

ア
ジ
ア
世
界
か
ら
読
み
込
み
う
る
可
能
性
に
富
む
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
提
起
し
、

他
の
袋
中
の
著
述
に
み
え
る
ル
ソ
ン
と
の
か
か
わ
り
な
ど
に
も
考
察
を
加
え
た
。
ま

た
、『
琉
球
国
由
来
記
』
に
み
る
東
ア
ジ
ア
や
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
に
見
出
せ
る
秀

吉
の
朝
鮮
侵
略
と
薩
摩
の
琉
球
侵
略
と
の
連
動
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
東
ア
ジ
ア
か

ら
あ
ら
た
に
と
ら
え
返
す
多
角
的
な
視
座
に
つ
い
て
の
提
言
を
試
み
た
。

重
奏
し
変
奏
す
る
琉
球
の
航
海
神
―
―
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
関
わ
り
か
ら
―
―

木
村
淳
也

琉
球
王
府
時
代
の
航
海
神
の
信
仰
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
意
外
な
ほ
ど
弁
財
天
が

重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
弁
財
天
は
王
府
の
祭
祀
を
中
心
に
崇
拝
さ

れ
、
明
治
期
に
は
、
御
嶽
の
神
さ
え
も
が
弁
財
天
と
理
解
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
事
態

が
起
こ
っ
て
い
る
。
琉
球
に
お
け
る
弁
財
天
は
、
お
そ
ら
く
日
本
か
ら
権
現
信
仰
と

と
も
に
将
来
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
蓋
然
性
が
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
自
体
は
十
七

世
紀
に
入
っ
て
か
ら
急
激
に
受
容
さ
れ
た
、
と
先
行
論
で
は
説
か
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
急
激
な
受
容
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
に
さ

れ
て
は
い
な
い
。

琉
球
関
係
テ
キ
ス
ト
を
丁
寧
に
ひ
も
と
く
と
、
十
七
世
紀
初
頭
を
画
期
と
し
て
、

王
府
内
に
弁
財
天
を
「
琉
球
の
守
護
神
」
と
し
て
在
来
の
信
仰
に
関
連
づ
け
、
上
書

き
す
る
よ
う
な
思
考
の
変
化
が
み
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
は
十
七

世
紀
半
ば
あ
た
り
だ
が
、
こ
の
時
代
は
近
世
琉
球
期
へ
の
転
換
点
と
し
て
も
理
解
さ

れ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
弁
財
天
信
仰
の
興
隆
と
浸
透
と
は
、
薩
摩
支
配
下
に
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置
か
れ
た
王
府
の
意
識
変
化
や
、
宗
教
界
、
と
く
に
琉
球
真
言
宗
の
活
動
と
連
動
す

る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
本
発
表
で
は
、
先
行
論
で
は
あ
ま
り
言
及
が
な

か
っ
た
薩
摩
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
、
琉
球
に
お
け
る
弁
財
天
信
仰
の
消
長
を
考

え
て
み
た
い
。

琉
球
使
節
に
よ
る
和
歌
の
詠
作
―
―
読
谷
山
王
子
朝
恒
の
例
を
中
心
に
―
―錺

武
彦

近
世
の
琉
球
で
は
、
文
化
人
た
ち
の
教
養
の
一
つ
と
し
て
、
和
歌
の
詠
作
が
行
わ

れ
て
い
た
。
当
時
、
琉
球
王
国
は
薩
摩
藩
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
日
本
の
本

土
と
の
間
で
公
私
に
わ
た
る
人
的
交
流
が
あ
っ
た
が
、
歌
謡
や
琉
歌
な
ど
琉
球
独
自

の
文
学
が
隆
盛
し
た
一
方
で
和
文
学
も
享
受
さ
れ
て
お
り
、
人
々
は
和
語
を
駆
使
し

て
様
々
な
作
品
を
残
し
た
。
こ
の
う
ち
、
特
に
和
歌
に
優
れ
た
者
と
し
て
、
明
和
元

年
（
一
七
六
四
）、
第
十
代
将
軍
徳
川
家
治
の
将
軍
就
任
に
際
す
る
慶
賀
正
使
と
し

て
江
戸
参
府
を
行
っ
た
、
読
谷
山
王
子
朝
恒
（
一
七
四
五
〜
一
八
一
一
）
の
名
が
知

ら
れ
る
。
朝
恒
は
、
琉
球
王
国
第
十
三
代
国
王
・
尚
敬
王
の
二
男
・
尚
和
で
、
読
谷

山
王
子
と
号
し
た
（
後
に
朝
憲
と
改
名
）。
そ
の
江
戸
上
り
の
時
に
詠
ま
れ
た
和
歌

が
、
琉
球
物
刊
本
『
三
国
通
覧
図
説
』『
琉
球
談
』『
中
山
聘
使
略
』
等
に
収
載
さ
れ

て
衆
目
を
集
め
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
二
十
首
余
り
の
朝
恒
詠

は
、
肥
前
国
松
浦
で
の
詠
作
に
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
江
戸
へ
上
り
、
帰
路
京
に
至
る

道
順
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
資
料
に
よ
り
歌
数
が
違
っ
て
い
た
り
、
歌
が

入
れ
替
わ
っ
て
い
た
り
す
る
。
本
発
表
で
は
、
ま
ず
は
各
資
料
に
お
け
る
配
列
を
比

較
検
討
し
、
そ
の
詠
作
内
容
や
表
現
技
巧
に
も
留
意
し
つ
つ
、
朝
恒
が
和
歌
の
調
べ

に
乗
せ
て
詠
じ
た
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
琉
球
使
節
と
し
て
和
歌
を
詠
む
と
い

う
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
た
。

薩
摩
海
域
の
龍
宮
伝
承
―
―
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
薩
摩
の
文
化
環
境
―
―

鈴
木

彰

琉
球
と
ヤ
マ
ト
、
中
国
と
日
本
、
琉
球
と
中
国
、
琉
球
と
朝
鮮
と
い
っ
た
比
較
の

構
図
を
設
定
す
る
こ
と
で
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
薩
摩
は
そ
う
し
た

存
在
の
一
典
型
で
は
な
い
か
。

日
本
国
内
各
地
か
ら
東
ア
ジ
ア
の
各
地
へ
と
続
い
て
い
た
人
、
文
物
、〈
知
〉
が

往
還
す
る
環
境
の
実
態
を
、
薩
摩
（
島
津
氏
領
国
）
か
ら
の
視
線
で
眺
め
て
み
る
こ

と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
薩
摩
と
い
う
地
域
の
歴
史
的
、
地
理
的
条
件
や
伝
来
資
料
の

事
情
な
ど
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

他
地
域
と
の
関
係
史
の
な
か
に
当
該
地
域
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
成
り
立
つ
文
化
環

境
を
よ
り
大
き
な
多
面
的
集
合
体
と
し
て
照
ら
し
出
す
こ
と
を
意
図
し
た
、
外
向
き

の
地
域
研
究
と
し
て
構
想
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
展
望
と
問
題
意
識
の
も
と
、
本
発
表
で
は
、
中
近
世
移
行
期
の
島
津

氏
領
国
で
生
き
た
人
々
が
書
き
留
め
た
龍
宮
伝
承
の
い
く
つ
か
を
取
り
あ
げ
、
ま
ず

は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
検
討
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
期
の
島
津
氏
の
領
国
文
化

を
特
徴
づ
け
る
一
側
面
、
と
く
に
幸
若
舞
の
受
容
と
再
生
に
か
か
わ
っ
て
、
ひ
と
つ

の
問
題
提
起
を
試
み
た
。
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