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ふ
る
さ
と
の
偉
人「
察
度
」

　
～
察
度
は「
さ
っ
と
」？
～

　
１
３
７
２（
洪
武
５
）年
１
月
、中
国
の
王
朝

「
明み
ん
」は
、琉
球
に
朝ち
ょ
う
こ
う貢を
う
な
が
す
使
者
を
送
っ

て
き
ま
し
た
。朝
貢
と
は
、皇
帝
に
貢
物
を
贈
り
、

明
の
臣
下
に
加
わ
る
こ
と
で
す
。朝
貢
に
は
、公

的
な
貿
易
が
で
き
る
と
い
う
、大
き
な
利
益
が
あ

り
ま
し
た
。察
度（
中
山
王
）は
、帕は

に

じ
尼
芝（
山
北
王
）

と
承う
ふ
さ
と
察
度（
山
南
王
）よ
り
先
に
、使
者
を
送
り
ま

す
。

　
明
の
記
録「
明
実
録
」に
よ
れ
ば「
中
山
王
察
度
、

弟
泰た
い
き期
等
を
遣
わ
し
て
表
を
奉
り
方
物
を
貢
す
」

と
あ
り
ま
す
。察
度
は
、王
弟
の
泰
期
た
ち
を
派

遣
し
て「
表（
皇
帝
あ
て
の
書
）」と
貢
物
を
差
し

上
げ
た
の
で
す
。こ
れ
は
、沖
縄
初
の
中
国
へ
の

朝
貢
と
な
り
ま
し
た
。

　
察
度
と
泰
期
は
、地
元
で
は
英
雄
的
人
物
で
あ

っ
た
よ
う
で
す
。そ
の
証
拠
に
彼
ら
を
讃た
た
え
る「
お

も
ろ
」が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。「
お
も
ろ
」と
は
、奄

美・沖
縄
に
伝
わ
る
古
い
歌
謡
で
す
。

　
察
度
は「
ぢ
や
な
も
ひ（
謝
名
思
い
）」の
名
で
、

優
れ
た
容
姿
を
持
ち
、人
び
と
の
欲
し
が
る
外
国

の
宝
物
を
手
に
入
れ
た
英
雄
と
し
て
、泰
期
は「
た

ち
よ
も
い（
泰
期
思
い
）」の
名
で
、特
に「
た
う
あ

き
な
い（
唐
商
い
）」を
流
行
さ
せ
た
優
れ
者
で

察
度
の
暮
ら
し
た
謝
名
村

　

1
3
2
1（
至し

ち治
元
）年
に
奥お
く
ま
う
ふ
や
ー

間
大
親
と
天
女

の
間
に
誕
生
し
た
と
伝
わ
る
察
度
が
暮
ら
し
た

謝
名
村
は
、現
在
の
真
志
喜・
大
山・
大
謝
名
が
合

わ
さ
っ
た
集
落
で
1
6
7
1（
康こ
う
き煕

10
）年
ま
で

は
浦
添
間
切
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
市
内
に
は
察
度
に
ま
つ
わ
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

察
度
の
見
た
景
色
を
辿た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

〈
宜
野
湾
市
森
の
川
〉（
県
指
定
名
勝
）

　
奥
間
大
親
が
天
女
に
出
会
っ
た
湧カ

ー泉
で
す
。

1
7
2
5（
雍よ
う
せ
い正
３
）年
、向し
ょ
う
う
じ氏
伊
江
家
に
よ
り
石

造
で
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

〈
真
志
喜
森
川
原
第
一
遺
跡
〉

　
宜
野
湾
市
森
の
川
の
近
く
で
大
親
の
屋
敷
が

あ
っ
た
場
所
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。発
掘
調
査
で

複
数
の
建
物
跡
・
外
国
産
陶
磁
器
・
鉄
製
品
な
ど

が
確
認
で
き
ま
し
た
。

〈
ク
ガ
ン
ナ
ー
〉

　
元
々
は
黄
金
の
転
が
る
畑
で
し
た
が
、察
度
の

結
婚
後
は
こ
こ
に
楼
閣
を
建
て
て
暮
ら
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
カ
ン
ジ
ャ
ー
ガ
マ
〉

　
察
度
が
大
和
商
人
に
黄
金
を
売
っ
て
鉄
を
買
い
、

村
人
に
配
っ
た
農
具
を
作
っ
た
場
所
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。発
掘
調
査
で
は
約
３
０
０
～
４
０
０

年
前
頃
と
思
わ
れ
る
２
基
の
炉
と
鉄て
つ
さ
い滓（
溶
か
し

た
鉄
か
ら
出
る
カ
ス
）が
出
土
し
ま
し
た
。

あ
る
と
謡う
た

わ
れ
て
い
ま
す
。察
度
の
時
代
は
、主

に
ひ
ら
が
な
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、琉
球

で
は
泰
期
を「
た
ち
」と
表
記
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。歴
史
学
者
の
東ひ
が
し
お
ん
な
か
ん
じ
ゅ
ん

恩
納
寛
惇
に
よ
れ
ば
、

古
い
時
代
の
名
前
で
あ
る
と
の
こ
と
。事
例
は
少

な
い
で
す
が
、近
世
の
家
譜
で
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
な
お
、「
察
度
」は
、郷
土
史
家
の
末す
え
よ
し
あ
ん
き
ょ
う

吉
安
恭（
号：

麦ば
く
も
ん
と
う

門
冬
）に
よ
れ
ば「
サ
ッ
ト
」で
は
な
く
、こ
れ

も
古
い
時
代
の
名
前
で
、「
サ
ト
」な
い
し「
サ
ト

ー
」で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、下
の
二
文
字
が
同
じ
で
あ
る
承
察

度
は
、一
昔
前
の
琉
球
史
の
本
で
は「
シ
ョ
ウ
サ

ッ
ト
」と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
近
年
の
研

究
で
は
、「
ウ
フ
サ
ト
」と
読
む
説
が
有
力
で
す
。

ふ
た
り
は「
サ
ト
ー
ヤ
ッ
チ
ー（
兄
さ
ん
）」、「
ヌ

ー
ヤ
ガ（
何
だ
）、タ
チ
」と
言
葉
を
交
わ
し
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
市
立
博
物
館　
☎
８
７
0

−

９
３
１
７

〈
港ナ
ト
ゥ
ラ
バ
ル

田
原
〉

　
当
時
は
現
在
の
大
謝
名
メ
ー
ヌ
カ
ー
辺
り
ま

で
入
り
江
と
な
っ
て
お
り
、中
国
や
大
和
の
船
が

出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
後
、比
屋
良
川
か

ら
運
ば
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
て
陸
化
し
、近
世

（
1
6
0
0
年
頃
～
）に
は
水
田
地
帯
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
指
定
天
然
記
念
物
で
あ
る「
大
謝
名
メ
ー
ヌ

カ
ー
淡た
ん
す
い
こ
う
そ
う

水
紅
藻
」は
元
来
、淡
水
と
海
水
が
混
じ

り
合
う
河
口
等
を
生
息
域
と
す
る
こ
と
か
ら
、昔

は
大
謝
名
メ
ー
ヌ
カ
ー
一
帯
ま
で
海
が
迫
っ
て

い
た
事
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
港
田
原（
現
在
の
県
営
大
謝
名
団
地
一
帯
）と

い
う
地
名
か
ら
土
地
の
歴
史
を
知
る
事
が
で
き

ま
す
。

〈
ヤ
マ
ト
ゥ
ガ
ー
〉

　
大
和
船
が
水
を
汲
む
場
所
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

〈
カ
ニ
マ
ン
バ
カ
〉

　
察
度
の
義ぎ
ぼ
て
い
母
弟
、泰た
い
き期
の
墓
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。泰
期
は
1
3
7
2
年
に
中
山
王
で
あ
る
察
度

の
命
を
受
け
て
、最
初
の
進し
ん
こ
う
し

貢
使
と
し
て
明み
ん

に
渡

り
交
易
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
以
上
が
察
度
に
ま
つ
わ
る
場
所
で
す
。見
学
し

た
い
と
思
わ
れ
た
方
は
文
化
課
が
発
行
し
て
い

る
地
域
の
歴
史
文
化
遺
産
マ
ッ
プ
を
ご
利
用
下

さ
い
。文
化
課
の
H
P
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で

き
ま
す
。ま
た
、宜
野
湾
市
文
化
財
ガ
イ
ド「
察
度

の
会
」で
は
、例
年
、察
度
の
日（
３
月
10
日
）に
合

わ
せ
て
、察
度
に
関
わ
る
文
化
財
巡
り
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

文
化
課　
☎
８
９
３

−

４
４
３
０

茶ぐゎ〜
ゆんたく 200

お茶を飲みながら、ぎのわんの
歴史をのぞいてみませんか？

▲泰期をたたえるおもろ
（一部加筆）
「おもろさうし 仲吉本」
巻十五の六六
琉球大学附属図書館 所蔵

▲察度をたたえるおもろ
（一部加筆）
「おもろさうし 仲吉本」
巻十四の一
琉球大学附属図書館 所蔵

▲『宜野湾市史 第９巻
資料編８自然』より転載

▲歴史文化遺産マップ

歴史・文化
遺産を

歩く

ぎのわんの

〜其の54〜


