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と
な
り
、沖
縄
ぐ
ち
に
す
れ
ば「
マ
ー
ス
ヤ
ー
」

と
な
る
。
な
か
な
か
シ
ャ
レ
た
ユ
ニ
ー
ク
な

発
想
で
面
白
い
。

　
は
な
し
は
そ
れ
る
が
、
一
八
五
三
年
に
来

琉
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
一
行
が
大
宜
味
村
の
塩

屋
湾
を
調
査
し
た
と
き
に
、
塩
屋
湾
を
「
Ｓ

Ｈ
Ａ
Ｈ　
Ｂ
Ａ
Ｙ
」（
塩
・
湾
）
と
記
述
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
方
言
の
サ
ー
・
ス
ー
（
塩
）

が
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

塩
屋
は
王
国
時
代
末
期
に
誕
生
し
た
屋

取
集
落
で
か
つ
て
は
上
江
洲
の
行
政
区
内
に

あ
り
、「
上
江
洲
下
」、
あ
る
い
は
「
上
江

洲
下
屋
取
」
と
呼
ば
れ
た
。『
球
陽
』
に
は

一
八
〇
〇
年
代
に
度
々
住
民
が
暴
風
や
水
害

の
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
上
江
洲
下
に
は
、
は
や
く
か
ら
住
民
が

居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

昭
和
十
六
年
、
上
江
洲
か
ら
行
政
分
離

し
て
「
塩
屋
」
が
成
立
し
た
。『
泡
瀬
誌
』

に
よ
れ
ば
明
治
十
六
年
頃
の
塩
田
所
在
地
に

「
上
江
洲
下
浜
」
が
見
え
る
か
ら
す
で
に
こ

の
頃
に
は
塩
屋
の
製
塩
は
始
ま
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
終
戦
直
後
の
前
原
市
時
代
に
一
時
製
塩
が

復
活
し
「
沖
縄
製
塩
株
式
会
社
」
設
立
の
記

録
が
あ
る
（
昭
和
二
十
一
年
）。
塩
田
は
「
シ

ナ
マ
ー
」（
砂
庭
）
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
で
運
動

会
を
し
た
と
の
話
も
伝
わ
る
が
そ
の
塩
田
の

跡
地
も
い
ま
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
一
帯
で

塩
作
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
者
は
少
な
い
。

　
伝
説
に
よ
れ
ば
沖
縄
に
塩
の
製
法
を
伝
え

た
の
は
源
み
な
も
と
の
た
め
と
も

為
朝
（
十
二
世
紀
頃
）
で
湧
川
村

（
今
帰
仁
村
）
の
海
岸
と
さ
れ
て
い
る
。
記

録
と
し
て
は
「
當
國
盬
ハ
、
羽
地
ノ
懸
内
、

我
部
村
ニ
始
マ
ル
。」（
今
俗
称
シ
テ
、
我
部

ノ
盬
屋
ト
云
。
直
ニ
海
水
ヲ
汲
ミ
テ
、
煮
テ
、

シ
オ
ト
ス
ル
也
）
と
『
琉
球
国
由
来
記
』
に

あ
る
。

　
塩
は
人
間
の
身
体
調
整
作
用
に
お
い
て
大

切
な
も
の
で
、
日
常
の
食
生
活
の
な
か
で
塩

が
つ
か
わ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
と
言
わ

れ
て
い
る
ほ
ど
活
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
最

近
は
、
自
然
塩
・
島
マ
ー
ス
が
見
直
さ
れ
、

う
る
ま
市
内
で
生
産
さ
れ
て
い
る
塩
は
内
外

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
も
の
の
本
に
よ
る
と
、
給
料
を
意
味
す
る

サ
ラ
リ
ー
は
塩
の
支
給
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン

語
の
「
サ
ラ
リ
ュ
ー
ム
」
が
語
源
で
、
ロ
ー

マ
時
代
に
は
お
金
の
代
わ
り
に
塩
が
支
給
さ

れ
た
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
塩
は
貴
重
な
も
の

で
あ
っ
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
今
は
「
月

給
取
り
」
と
解
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
は
「
塩

取
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

地
名
に
は
生
業
（
職
業
）
に
よ
っ
て
つ
け

　
川
田
の
十
字
路
か
ら
県
道
十
六
号
線
を
赤

道
十
字
路
向
け
、
中
塩
屋
バ
ス
停
の
前
を
通

る
と
左
側
の
建
物
二
階
の
壁
に
「
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ

★
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
は
じ
め
は
喫
茶
店
か
レ
ス
ト
ラ
ン

の
看
板
だ
ろ
う
と
何
と
な
し
に
通
り
過
ぎ
て

い
た
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
「
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
」

は
塩
、「
Ｈ
Ｏ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
」は
屋
の
こ
と
で「
塩
屋
」

ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
塩
屋
は
そ
の
字
の
と

お
り
塩
を
生
産
し
て
い
る
こ
と
か
ら
つ
け
ら

れ
た
地
名
で
あ
る
。
他
に
は
、
壺
を
作
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
「
壷
屋
」、
か
つ
て
は
那
覇
市

湧
田
楚
辺
原
に
は
「
瓦
屋
」
と
い
う
地
名
も

あ
っ
た
。
本
市
内
に
浜
屋
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
生
業
地
名
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
県
内
に
あ
る
塩
屋
地
名
を
調
べ
て
み
る

と
大
宜
味
村
の
塩
屋
は
「
潟
原
に
塩
田
の
跡

が
あ
り
、地
名
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。」（『
沖

縄
大
百
科
事
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
）。
恩

納
村
に
も
塩
屋
が
あ
る
が
製
塩
に
関
す
る
資

料
は
な
い
。し
か
し
浜
に
は
塩
焚
き
釜
が
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
糸
満
市
に
も
潮
平

（
ス
ン
ザ
）
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
か
つ
て
塩
焚
き
す
る
人
々
が
住
ん
で
い

た
と
い
わ
れ
る
。

　
他
県
で
も
塩
屋
地
名
が
数
多
く
見
受
け
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
海
岸
に
位
置
し
、
製
塩

と
関
係
し
た
地
名
と
考
え
ら
れ
る
。
神
戸
市

の
塩
屋
町
で
は
、
か
つ
て
藻
塩
焼
が
行
わ
れ
、

こ
の
名
が
つ
い
て
い
る
が
、
景
観
の
素
晴
ら

し
い
「
須す

ま磨
の
塩
屋
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
他
に
温
泉
な
ど
か
ら
つ
け
ら
れ
た
「
塩
」

の
つ
く
地
名
が
多
数
あ
る
。

　
福
島
県
い
わ
き
市
の
塩
屋
埼
に
は
、
白
亜

の
美
し
い
塩
屋
埼
灯
台
が
あ
る
。
美
空
ひ
ば

り
の
「
み
だ
れ
髪
」
の
歌
詞
に
出
て
く
る
「
塩

屋
の
岬
」
は
こ
の
地
で
、そ
の
記
念
碑
が
建
っ

て
い
る
。

　
上
江
洲
下（
イ
ー
ジ
シ
チ
ャ
）　

　
塩
の
は
な
し　

　
塩
・
潮
の
つ
く
地
名　

う
る
ま
市名な

か
や
ま

嘉
山
　
兼け

ん
こ
う宏

塩し

お

や屋（
マ
ー
ス
ヤ
ー
）

地
名 
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【塩屋にあるユニークな看板】


