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一
九
世
紀
中
葉
の
琉
球
に
お
け
る
宣
教
様
相
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制

　
　
　
　
　
─
─
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
を
中
心
に
─
─

下
　
岡
　
絵
里
奈

は
じ
め
に

　

一
八
四
四
年
、フ
ォ
ル
ニ
エ
・
デ
ュ
プ
ラ
ン
（Bénigne-Eugène Fornier-D

uplan

）
率
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ル
ベ
ッ

ト
艦
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
（L'A

lcm
ène

）
が
来
航
し
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
（M

issions étrangères de Paris

）
所
属

の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
テ
オ
ド
ー
ル
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（T

héodore-A
ugustin Forcade

）
と

そ
の
中
国
人
ア
シ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
（A

ugustin K
ô

）
を
琉
球
に
留
置
し
た
。
こ
の
フ
ラ
ン

ス
船
来
琉
一
件
に
つ
い
て
は
古
く
は
戦
前
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り

（
1
（

、
海
老
沢
有
道
氏
や
平
和
彦
氏
等
に
よ
っ
て

仏
船
来
琉
一
件
の
史
料
が
紹
介
・
整
理
・
校
訂
さ
れ
た
他

（
（
（

、
一
九
八
九
年
に
は
島
尻
克
美
氏
に
よ
っ
て
そ
の
研
究
成

果
が
分
類
・
整
理
さ
れ
た
が

（
（
（

、
そ
の
後
も
異
国
船
来
琉
に
関
す
る
研
究
は
多
様
な
視
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る

（
（
（

。
ま
た
、



（00

一
八
四
四
年
以
降
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
宣
教
師
達
に
関
し
て
も
、
自
身
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス

ク
・
マ
ル
ナ
ス
の
研
究
書
を
筆
頭
に

（
（
（

、一
八
四
六
年
か
ら
一
八
五
四
年
ま
で
実
に
八
年
間
も
琉
球
に
滞
在
し
た
ベ
ル
ナ
ー

ド
・
ジ
ャ
ン
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム（Bernard Jean Bettelheim

）に
焦
点
を
あ
て
た
照
屋
善
彦
氏
の
博
士
論
文
の
ほ
か

（
（
（

、

近
年
で
は
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
琉
球
の
概
要
を
示
し
た
佐
藤
快
信
・
菅
原
良
子
・
入
江
詩
子

氏
の
共
著
論
文
な
ど
が
あ
る

（
（
（

。
し
か
し
、
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
宣
教
師
達
の
本
分
、
即
ち
宣
教
師
達
に
よ
る
布
教
に
つ

い
て
は
、
近
年
浜
川
仁
氏
に
よ
っ
て
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
布
教
が
引
き
起
こ
し
た
殉
教
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の

の
（
（
（

、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
に
つ
い
て
は
佐
藤
直
助
氏
や
畠
山
敏
郎
氏
の
論
考
以
降

（
9
（

、
現
在
に
至
る
ま
で
一
八
四
〇
年

代
・
五
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
宣
教
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
続
け
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
布
教
の
内
実
や

詳
細
・
意
図
・
思
惑
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
小
論
で
は
一
八
四
〇
年
代
・
五
〇
年
代
に
か
け
て
琉
球
に
来
航
・
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
に
焦
点

を
あ
て
、
彼
ら
の
第
一
の
職
務
で
あ
り
、
か
つ
最
大
の
夢
で
も
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
つ
い
て
、
そ
の
様
相
を

可
能
な
限
り
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
と
同
時
に
滞
琉
宣
教
師
達
の
布
教
に
際
し
、
琉
球
王
府
が
ど
の
よ
う

な
対
応
・
対
策
を
と
っ
て
い
た
の
か
も
合
わ
せ
て
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
文
中
の
年
月
日
は
特
に
断
り
が
な
い
限

り
太
陽
暦
で
表
記
し
て
い
る
。
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一
　
一
八
四
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
宣
教
並
び
に
そ
の
姿
勢

　

一
─
一　

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
（
一
八
四
四
年
～
一
八
四
六
年
）

　

一
八
四
四
年
四
月
二
八
日
に
来
琉
し
約
二
年
と
二
か
月
半
に
及
ん
だ
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
琉
球
滞
在
に
つ
い
て
は
、
畠

中
敏
郎
氏
や
伊
波
正
和
氏
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
史
料
の
日
本
語
翻
訳

（
（1
（

、ま
た
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
や
フ
ォ
ル
カ
ー

ド
の
手
記
の
日
本
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
現
在
で
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
琉
球
に

お
け
る
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
布
教
要
求
に
つ
い
て
は
、
海
老
沢
氏
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
自
ら
琉
球
側
に
「
上
陸
後
十

日
ほ
ど
を
経
て
、
婉
曲
な
が
ら
布
教
要
求
の
第
一
布
石
を
（
中
略
）
正
式
に
は
（
中
略
）
そ
の
半
年
後
の
六
月
二
日

（
（（
（

」

に
言
及
し
た
こ
と
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
正
式
な
布
教
要
求
に
対
し
て
琉
球
側
が
日
中
と
の
関
係

を
理
由
に
拒
否
し
た
こ
と
は
先
学
の
通
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
付
を
欠
く
も
の
の
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
手
紙
に
も
記
さ

れ
て
い
る

（
（1
（

。
そ
の
結
果
と
し
て
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
並
び
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
滞
琉
中
「
琉
球
当
局
の
堅
い
ガ
ー

ド
に
阻
ま
れ
て
、
住
民
の
接
触
も
思
う
よ
う
に
ゆ
か
ず
」（

（1
（

、「
布
教
伝
道
に
関
し
て
は
全
く
収
穫
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い

（
（1
（

」
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
に
乗
船
し
て
い
た
若
い
フ
ラ
ン
ス
人
士
官
候
補
生
で
さ
え
、
琉
球
に

お
け
る
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
布
教
に
関
し
「
こ
の
人
々
（
琉
球
の
人
々
─
以
下
丸
括
弧
内
は
全
て
筆
者
注
）
の
気
質
か
ら

考
え
る
と
、（
琉
球
王
府
の
）
長
達
は
民
衆
に
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
（
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
）
の
発
言
や
教
え
を
決
し
て
聞

か
せ
な
い
（
だ
ろ
う
）
か
ら
ま
ず
無
理
だ
と
は
思
う
が
、
彼
の
職
務
が
成
功
す
る
よ
う
祈
り
つ
つ
、
こ
の
立
派
な
宣
教



（0（

師
（
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
）
と
別
れ
た
。（

（1
（

」
と
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
職
務
、
す
な
わ
ち
宣
教
は
達
成
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
記

し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
先
行
研
究
に
お
い
て
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
宣
教
が
上
述
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
た
こ
と

は
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
滞
琉
早
々
に
お
こ
っ
た
こ
の

一
件
で
琉
球
に
お
け
る
布
教
を
諦
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
は
こ
れ
以
降
も
琉
球
王
府
に
度
々
布
教
の
許
可
を
求
め
、

ま
た
周
囲
に
い
る
琉
球
役
人
達
に
宣
教
を
行
っ
て
い
た
。

　

で
は
実
際
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
琉
球
に
お
け
る
布
教
に
つ
い
て
ど
う
考
え
、
行
動
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ナ
ス
曰
く
「
人
民
が
受
け
て
い
る
ら
し
い
弾
圧
を
考
え
る
と
、
役
人
の
正
式
の
許
可
が
な
く

て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い

（
（1
（

」
と
考
え
て
い
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
、
上
記
の
よ
う
に
布
教
要
求
が
断
ら
れ
た
後
も
、
琉
球

王
府
が
「
専
、天
主
教
相
広
候
為
残
居
候
儀
ニ
而
茂
可
有
之
哉

（
（1
（

」
と
疑
う
ほ
ど
布
教
の
許
可
を
度
々
要
求
し
、「
彼
に
と
っ

て
は
福
音
を
説
く
た
め
の
、
こ
の
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
福
音
を
理
解
す
る
自
由

（
（1
（

」
を
求
め
、
画
策
し
て
い
た
。
対
す

る
琉
球
王
府
は
一
八
四
四
年
九
月
三
日
付
（
旧
暦
）
で
断
り
の
書
面
を
渡
す
な
ど
、
時
宜
を
見
て
幾
度
も
布
教
禁
止
を

伝
え
て
い
た
が
、
何
か
に
つ
け
て
布
教
要
求
を
行
う
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
に
対
し
、
彼
ら
の
側
か
ら
催
促
が
な
い
限
り
、
状

況
に
よ
っ
て
は
返
答
さ
え
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
面
な
ら
び
に
口
頭
に
よ
る
拒
否
、

も
し
く
は
無
返
答
と
い
う
形
で
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
布
教
要
求
は
退
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
琉
球
王
府
の
態
度
に
業
を

煮
や
し
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
以
下
の
よ
う
に
強
硬
な
態
度
を
取
る
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
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去
年
書
面
を
以
差
出
置
候
天
主
教
一
件
返
答
承
居
候
ハ
ヽ
、
大
総
兵
来
着
之
上
者
成
行
直
ニ
申
聞
、
此
国
之
為

可
相
成
候
処
、
尓
今
為
何
返
事
茂
無
之
、
大
総
兵
来
着
候
而
茂
申
分
無
之
候
故
、
何
歟
之
用
事
者
通
事
唐
人
を

以
相
達
、
仏
人
ニ
者
大
総
兵
江
相
逢
不
申
候

（
（1
（

。

　

こ
の
文
書
は
一
八
四
五
年
五
月
六
日
付
（
旧
暦
）
で
あ
り
、
冒
頭
の
「
去
年
書
面
を
以
差
出
置
候
天
主
教
一
件
」
と

い
う
の
は
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
が
「
去
十
月
、
衣
食
一
件
付
尋
差
遣
候
返
答
之
文
」
の
中
で
行
っ
た
布
教
要
求
を
指
す
。

前
述
の
通
り
、
事
あ
る
毎
に
琉
球
王
府
に
布
教
の
許
可
を
求
め
て
き
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
、「
去
十
月
」
す
な
わ
ち

一
八
四
四
年
に
別
の
用
件
に
付
け
加
え
て
行
っ
た
布
教
要
求
に
つ
い
て
返
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
「
大

総
兵
江
相
逢
不
申
」
と
セ
シ
ー
ユ
艦
隊
が
来
琉
し
て
も
彼
等
と
は
接
触
し
な
い
旨
を
明
言
し
た
。「
大
総
兵
」
船
、
す

な
わ
ち
セ
シ
ー
ユ
艦
隊
来
琉
時
に
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
を
引
き
取
っ
て
も
ら
う
心
づ
も
り
で
い
た

琉
球
王
府
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
態
度
は
迷
惑
そ
の
も
の
で
あ
り
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
も
そ
れ
を
認
識

し
た
上
で
、
琉
球
側
の
譲
歩
を
求
め
発
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
琉
球
王
府
は
こ
の
脅
し
と
も
取
れ
る
フ
ォ
ル

カ
ー
ド
の
姿
勢
に
対
し
て
も
「
猶
又
強
而
催
促
申
立
難
迦
候
ハ
ヽ
、
断
之
趣
意
口
達
を
以
申
聞
、
自
然
其
上
聞
済
無
之

ハ
ヽ
、
大
抵
書
面
取
仕
立
差
遣
候

（
11
（

」
と
今
ま
で
通
り
布
教
拒
否
の
姿
勢
を
決
し
て
崩
さ
ず
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
琉
球
王

府
に
よ
る
宣
教
の
保
証
を
諦
め
る
他
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
琉
球
王
府
か
ら
布
教
の
許
可
を
貰
っ
た
上
で
琉
球
に
お
い

て
正
式
に
宣
教
を
開
始
す
る
と
い
う
希
望
は
潰
え
た
が
、
し
か
し
実
際
に
は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高



（0（

は
琉
球
王
府
に
対
す
る
こ
の
布
教
要
求
と
並
行
し
、
周
囲
に
い
る
琉
球
王
府
の
役
人
達
に
神
の
教
え
を
説
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
艦
長
の
フ
ォ
ル
ニ
エ
・
デ
ュ
プ
ラ
ン
か
ら
、
後
に
来
琉
す
る

セ
シ
ー
ユ
艦
隊
の
為
、
琉
仏
間
の
通
事
養
成
の
名
目
で
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
。
通
事
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
宣
教
を
す

る
為
に
も
琉
球
語
の
習
得
は
必
須
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
が
琉
球
王
府
に
語
学
の
教
授
を
執
拗
に
求
め

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
事
実
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
琉
球
語
の
教
師
や
書
物
に
対
価
を
払
う
と
ま
で
言
い
琉
球
語

教
授
を
要
求
し
た
が
、
琉
球
側
は
彼
の
布
教
要
求
と
同
様
、
こ
の
件
に
つ
い
て
も
頑
な
な
姿
勢
を
終
始
貫
き
、
一
切
許

可
を
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、彼
に
好
意
的
で
あ
っ
た
琉
球
役
人
の
助
け
に
よ
っ
て
琉
球
語
を
口
授
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
約
六
千
語
の
琉
球
語
を
集
め
、
ま
た
一
八
四
五
年
に
英
国
船
が
来
琉
し
た
折
に
は
通
訳
を
依
頼
さ
れ

る
な
ど
、
一
応
の
琉
球
語
は
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い

（
1（
（

。
し
か
し
、
神
の
「
教
え
［
を
説
く
の
］
に
ち
ょ
う
ど
い

い
こ
こ
の
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、［
無
理
に
］
翻
訳
し
て
し
ま
っ
て
教
え
の
意
味
が
損
な
わ
れ
は
し
な
い
か
と
不
安

で
（
11
（

」
あ
っ
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
自
ら
が
直
接
宣
教
す
る
事
に
つ
い
て
は
非
常
に
慎
重
で
あ
り
（
彼
自
身
の
布
教
活
動
と

し
て
は
「
真
道
自
証
教
要
序
論
」
と
い
う
書
籍
を
琉
球
官
吏
に
渡
す
程
度
で
あ
っ
た
）、
従
っ
て
、
彼
の
助
手
で
あ
り
、

ま
た
親
の
代
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
カ
テ
シ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
が
実
際
の
布
教
に
あ
た
る

こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
琉
球
役
人
達
は
基
本
的
に
琉
球
語
・
日
本
語
・
中
国
語
（
官
話
）
の
三
か
国
語
が
堪
能
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
官
話
を
母
語
と
す
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
が
福
音
を
説
い
た
方
が
は
る
か
に
効
率
が
よ
く
、
意
思
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の
疎
通
も
容
易
で
、
双
方
の
誤
解
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
自
身
並
び
に
フ
ォ
ル
カ
ー

ド
の
監
視
役
で
あ
っ
た
琉
球
王
府
の
役
人
達
と
の
会
話
を
通
じ
て
「
将
来
入
信
［
し
た
か
も
し
れ
な
い
］
者
」
を
一
人
、

ま
た
琉
球
「
官
吏
た
ち
の
中
に
少
な
く
と
も
一
人
の
半
改
宗
者
」
を
見
つ
け
て
い
る

（
11
（

。
結
果
的
に
、前
者
は
「
オ
ー
ギ
ュ

ス
タ
ン
を
質
問
攻
め
に
し
て
は
、
創
造
主
で
あ
る
神
の
存
在
や
我
々
が
そ
の
神
に
対
し
て
な
す
べ
き
崇
拝
な
ど
に
つ
い

て
、
少
し
ば
か
り
議
論
を
交
わ
し

（
11
（

」
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
琉
球
側
に
露
見
し
解
任
さ
れ
、
二
度
と
会
う
こ
と
は
で
き
ず
、

ま
た
後
者
に
関
し
て
も
信
仰
を
変
え
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
改
宗
者
が
出
な
か
っ

た
と
は
い
え
、滞
琉
一
年
足
ら
ず
で
当
時
禁
教
と
さ
れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
に
興
味
を
持
つ
人
間
が
現
れ
た
の
は
、オ
ー

ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
が
宣
教
を
し
た
結
果
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
人
目
の
「
将
来
入
信
［
し
た
か
も

し
れ
な
い
］
者
」
が
彼
ら
の
前
か
ら
姿
を
消
し
て
以
降
、琉
球
王
府
の
監
視
の
目
は
一
段
と
厳
し
さ
を
増
し
、オ
ー
ギ
ュ

ス
タ
ン
・
高
は
「
官
吏
た
ち
と
接
触
し
て
も
宗
教
の
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
」（

11
（

、
こ
れ
以
上
の
宣

教
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
に
よ
る
宣
教
経
験
か
ら
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
「
こ
こ
（
琉
球
）
の
人
々
は
優
秀

な
の
で
、
か
な
り
そ
れ
［
改
宗
］
が
期
待
で
き
る
の
で
す
。（

11
（

」
と
琉
球
に
お
け
る
宣
教
の
可
能
性
に
つ
い
て
肯
定
的
で

は
あ
っ
た
も
の
の
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
に
よ
る
宣
教
が
妨
げ
ら
れ
た
の
は
「
首
里
か
ら
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
も
な
い

（
11
（

」
と
し
て
、「［
布
教
の
］
保
証
が
与
え
ら
れ
な
い
限
り
、
我
々
が
何
か
の
成
果
を
収
め
る
こ
と

は
難
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
許
可
が
得
ら
れ
た
暁
に
は
、
神
の
御
加
護
に
よ
っ
て
間
も
な
く
改
宗
者
が
、
そ
れ
も
か
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な
り
大
勢
出
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。（

11
（

」
と
自
身
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
滞
琉
中
に
収
集
し
た
情
報
を
も

と
に
琉
球
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
軌
跡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
該
当
部
を

引
用
し
た
い
。

わ
が
信
仰
は
今
ま
で
に
琉
球
に
伝
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
私
ど
も
の
役
人
は
さ
う
で
は
な
い
と
答
へ

ま
す
。
し
か
し
彼
等
（
琉
球
王
府
の
役
人
達
）
は
朝
か
ら
晩
ま
で
嘘
を
つ
い
て
居
る
の
で
、
言
葉
通
り
に
信
用

は
出
来
ま
せ
ん
。
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
（
確
か
な
事
は
）（

11
（

、
少
な
く
と
も
そ
の
名
だ
け
は
、
我
々
の
聖
い

宗
教
を
き
わ
め
て
よ
く
知
っ
て
い
る
事
実
で
す
。
彼
等
の
う
ち
の
二
人
は
、
私
と
話
を
交
わ
し
た
折
に
、
シ
ナ

で
申
す
や
う
に
天
主
教
（la Religion du M

aître du ciel

）
と
い
は
ず
、
日
本
流
に
耶
蘇
教
（la Religion 

de Jésus

）
と
呼
ぶ
の
に
さ
へ
私
は
気
づ
き
ま
し
た
。
総
督
が
あ
る
日
、
こ
の
国
の
民
は
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
な

ん
の
興
味
も
持
た
な
い
と
書
い
て
来
た
の
で
、
私
は
答
へ
ま
し
た
。「
こ
の
宗
教
が
ま
だ
貴
国
に
伝
は
っ
て
を

ら
ぬ
現
在
、
ど
う
し
て
さ
う
い
ふ
こ
と
を
御
存
じ
で
す
か
。
少
し
も
知
ら
ぬ
物
に
対
し
て
は
、
人
は
嫌
悪
も
興

味
も
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
こ
れ
に
対
し
て
何
の
返
事
も
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
は
ま
た
先
方
の
理

由
も
あ
っ
た
の
で
せ
う
。
し
か
し
こ
の
人
は
馬
鹿
で
は
な
い
の
で
、
以
前
に
こ
の
国
で
福
音
の
話
が
曽
て
問
題

に
出
て
こ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
や
う
な
手
紙
は
よ
こ
す
ま
い
、
と
思
は
れ
た
こ
と
で
す

（
11
（

。
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フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
上
記
の
会
話
を
し
た
正
確
な
日
付
を
残
し
て
は
い
な
い
が
、
上
述
の
通
り
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高

は
滞
琉
途
中
か
ら
宣
教
は
お
ろ
か
宗
教
に
つ
い
て
琉
球
役
人
達
と
話
を
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
に
交
わ
さ
れ
た
会
話
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
中
で
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は「
天
主
教
」と「
耶

蘇
教
」
と
い
う
呼
称
の
違
い
に
注
目
し
て
い
る
が

（
1（
（

、
前
述
の
よ
う
な
語
学
学
習
状
況
で
あ
っ
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
が
本
当

に
自
分
で
気
が
付
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
官
話
を
母
国
語
と
す
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
の
指
摘
の
上
で
こ
の
よ
う
に

記
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
琉
球
王
府
の
役
人
達
の
話
を
聞
く
う
ち
に
、
琉
球
に

お
い
て
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
名
前
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
、
ま
た
琉
球
王
府
か
ら
の

布
教
拒
否
返
答
の
内
容
か
ら
琉
球
に
お
い
て
既
に
何
ら
か
の
形
で
福
音
が
説
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
確
証
を
得
、
そ
し

て
「
王
国
の
三
十
六
島
全
部
に
福
音
の
伝
へ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
だ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
い
く
つ
か
の
島
、
特
に
、
日

本
に
近
い
北
部
の
島
々
に
は
、
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

（
11
（

」
と
琉
球
に
お
け
る
宣
教
に
つ
い
て
考
察
し
、
後
世
の
宣
教

師
達
に
自
身
の
夢
を
託
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
そ
の
滞
琉
中
、
闇
雲
に
布
教
し
よ
う
と
考
え
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
ま
ず
琉
球
王
府
か
ら
の
許
可
が
な
い
と
琉
球
に
お
け
る
布
教
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
、「
彼
（
フ
ォ

ル
カ
ー
ド
）
に
と
っ
て
は
福
音
を
説
く
た
め
の
、こ
の
国
の
人
々
に
と
っ
て
は
福
音
を
理
解
す
る
自
由

（
11
（

」
を
得
る
為
に
、

何
度
も
琉
球
王
府
の
役
人
に
嘆
願
し
、
時
に
強
硬
な
姿
勢
を
取
り
つ
つ
琉
球
に
お
け
る
布
教
許
可
要
求
を
繰
り
返
し
て

い
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
前
に
彼
の
願
い
は
つ
い
に
叶
う
こ
と
な
く
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
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ン
・
高
の
宣
教
劇
は
幕
を
閉
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
常
に
琉
球
王
府
役
人
達
の
監
視
下
に
お
か
れ
、「
国
法
」

や
「
国
禁
」
等
に
よ
っ
て
何
事
も
制
限
さ
れ
た
生
活
を
強
い
ら
れ
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
に
は
、

滞
琉
当
初
か
ら
琉
球
王
国
の
人
々
に
福
音
を
説
く
自
由
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
限
ら
れ
た

布
教
可
能
な
空
間
・
時
間
を
利
用
し
て
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
が
周
囲
に
い
る
琉
球
役
人
達
に
神
の
教
え
を
説
い
て
い

た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
一
八
四
四
年
の
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
来
航
か
ら
始
ま
る
仏
人
一
件
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
動
静
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
琉
球
に
お
け
る
布
教
に
関
し
て
は
、
オ
ー

ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
の
存
在
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

一
─
二　

ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
（
一
八
四
六
年
～
一
八
四
八
年
）

　

ニ
コ
ラ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ゲ
ラ
ン
（N

icolas-François Guérin

）
艦
長
率
い
る
サ
ビ
ー
ヌ
号
（La Sabine

）
に

乗
船
し
、
一
八
四
六
年
五
月
一
日
に
来
琉
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
・
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
（Pierre-M

arie Leturdu

）
は
、

一
八
四
六
年
九
月
一
五
日
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ユ
ー
ズ
号
（La V

ictorieuse

）
に
よ
っ
て
琉
球
に
派
遣
さ
れ
た
マ
チ
ュ
ー
・

ア
ド
ネ
（M
athieu A

dnet

）
と
共
に
、
一
八
四
八
年
八
月
二
七
日
に
エ
ド
モ
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ド
ゥ
・
ラ
・
グ
ラ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
（Edm

ond Jurien de la Gravière

）
船
長
率
い
る
バ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
（La Bayonnaise

）
が
姿
を
現
す
ま
で

琉
球
の
地
に
留
ま
っ
た
。
大
総
兵
船
の
最
高
司
令
官
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
シ
ー
ユ
（Jean-Baptiste 

Cécille

）
は
一
八
四
六
年
に
琉
球
王
府
と
の
間
で
条
約
締
結
交
渉
を
行
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
た
ち
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の
滞
琉
環
境
改
善
も
要
求
し
、
前
者
は
失
敗
し
た
も
の
の
、
後
者
に
つ
い
て
は
口
約
束
で
は
あ
る
が
琉
球
王
府
と
の
間

で
合
意
を
取
り
付
け
た
。
そ
の
結
果
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
や
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
に
比
べ
改

善
さ
れ
た
環
境
で
滞
琉
し
て
い
た
が

（
11
（

、
一
方
布
教
に
関
し
て
は
、
彼
ら
は
非
積
極
的
で
大
し
た
成
果
は
挙
げ
な
か
っ
た

と
評
価
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。

　

し
か
し
、
彼
ら
の
前
任
者
で
あ
る
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
同
様
に
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
や
ア
ド
ネ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
孫

発
見
や
宣
教
を
大
い
に
期
待
し
て
来
琉
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
特
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
滞
在
当
初
は
セ
シ
ー
ユ
が

取
り
付
け
た
約
束
（
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
こ
れ
を
「
運
天
条
約
」
と
表
現
し
て
い
る
）
が
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、「
わ

れ
わ
れ
は
、
住
民
達
と
の
交
流
す
る
自
由
を
得
た
。（
中
略
）（
セ
シ
ー
ユ
）
提
督
は
宗
教
の
こ
と
は
話
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
我
々
の
生
活
す
る
周
囲
の
人
々
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
我
々
に
は
そ
の
（
人
々
に
福
音
を
広
め
る
）

鍵
が
あ
っ
た
。（

11
（

」
と
布
教
に
対
し
非
常
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
様
子
が
伺
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
条
約
締
結
に
失
敗
し
た
セ

シ
ー
ユ
が
沖
縄
を
出
発
し
、
ま
た
ア
ド
ネ
を
留
置
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ユ
ー
ズ
号
が
琉
球
を
去
っ
た
後
、
こ
の
「
運
天
条

約
」は
破
ら
れ
、ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
同
等
の
滞
琉
環
境
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、「
住

民
達
と
の
交
流
の
自
由
」
を
奪
わ
れ
た
彼
ら
は
、
布
教
以
前
に
「
運
天
条
約
」
の
履
行
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
滞
琉
環
境

の
改
善
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
、
ま
た
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
の
よ
う
に
官
話
を
母
語
と
す
る
助
手
を
持
た
な
か
っ

た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
、
同
時
期
に
琉
球
に
滞
在
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
が
布
教
す
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る
姿
を
見
、
一
八
四
六
年
十
一
月
十
九
日
付
で
以
下
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
。

彼
（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
は
実
際
多
く
の
言
葉
を
知
っ
て
お
り
、
彼
の
思
考
は
素
早
く
そ
れ
ら
を
言
い
表
す
。

し
か
し
彼
の
発
音
は
悪
い
よ
う
だ
。
我
々
の
通
訳
達
が
、彼
の
言
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
と
い
う
。

（
中
略
）
実
際
、
彼
の
言
葉
に
効
果
は
な
く
、（
琉
球
の
人
々
に
）
馬
鹿
に
さ
れ
る
の
が
お
ち
で
あ
ろ
う
。
そ
の

上
、
ど
う
や
っ
て
彼
は
我
々
の
教
義
を
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
時
宜
を
得
る
に
は
程
遠
い
と
考
え
て

い
る
。（
中
略
）
結
局
、
王
府
は
彼
と
我
々
が
こ
こ
に
一
時
的
に
し
か
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

誰
が
す
ぐ
に
行
っ
て
し
ま
う
人
間
の
教
義
に
な
ど
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
と
言
え
ば
、
言
葉
を

知
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
そ
ら
く
説
教
を
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
11
（

。

　

こ
れ
は
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
日
記
で
あ
る
が
、
大
本
で
は
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
と
は
い
え
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ベ
ッ
テ
ル

ハ
イ
ム
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
、と
両
者
が
異
な
る
信
仰
を
持
っ
て
い
た
事
か
ら
、滞
琉
す
る
「
異

国
人
」
と
し
て
支
え
あ
い
つ
つ
も
、
互
い
に
若
干
の
敵
対
心
を
持
っ
て
い
た
と
も
限
ら
な
い

（
11
（

。
ま
た
、
琉
球
王
府
の
通

事
達
に
よ
る
と
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
ア
ド
ネ
よ
り
も
琉
球
語
の
覚
え
が
悪
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
観
点
か

ら
も
、こ
の
記
述
は
若
干
差
し
引
い
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

（
11
（

。
し
か
し
、琉
球
王
府
に
対
し「
運
天
条
約
」

を
論
拠
に
自
ら
の
滞
在
環
境
の
改
善
を
迫
っ
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
が
終
ぞ
得
ら
れ
な
か
っ
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た
琉
球
語
教
授
を
滞
琉
球
直
後
か
ら
享
受
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
故
に
こ
の
日
記
が
書
か
れ
た
当
時
、
ル
テ
ュ
ル

デ
ュ
や
ア
ド
ネ
は
琉
球
語
に
関
す
る
素
養
が
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

（
1（
（

。
た
だ
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム

は
琉
球
の
民
家
に
聖
書
を
投
げ
入
れ
歩
い
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
道
行
く
人
々
に
話
し
か
け
、
誰
彼
構
わ
ず
布
教
を
し

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
布
教
姿
勢
、
並
び
に
そ
れ
に
対
す
る
琉
球
の
人
々
や
琉
球
王
府
の
反
応
か
ら
、

ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
表
立
っ
て
の
宣
教
に
対
し
て
非
常
に
消
極
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ベ
ッ
テ

ル
ハ
イ
ム
が
民
衆
に
囲
ま
れ
宣
教
を
始
め
る
と
、「
ア
ド
ネ
氏
と
私
（
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
）
は
互
い
を
見
合
い
、
呆
気
に

と
ら
れ
、
憤
慨
す
る
。
我
々
は
身
を
引
き
、
不
満
げ
に
あ
た
り
を
散
歩

（
11
（

」
し
て
お
り
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
の
付
き
合

い
は
あ
り
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
は
こ
と
布
教
に
関
し
て
は
彼
と
一
線
を
画
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
は
対
照
的
に
表
立
っ
た
布
教
活
動
を
慎
ん
で
い
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
で

は
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
ら
が
滞
琉
期
間
中
、
宣
教
を
完
全
に
諦
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
琉
球

語
教
授
を
布
教
の
た
め
の
布
石
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
滞
琉
中
、
多
い
時
に
は
一
日

二
回
、
日
曜
日
を
除
く
ほ
ぼ
毎
日
琉
球
語
の
授
業
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
琉
球
語
教
授
の
内
容
も
、
琉
球
語
書
籍
、
孔

孟
の
書
、
真
草
い
ろ
は
文
字
や
琉
球
の
訴
訟
文
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
い
た
。
し
か
し
琉
球
王
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
通
事

達
は
琉
球
語
教
授
を
名
目
と
し
て
、
そ
の
実
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
行
動
を
監
視
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
対
す

る
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
も
そ
の
事
を
十
分
に
認
識
し
、
思
う
よ
う
に
語
学
教
授
が
進
ま
な
い
と
、
理
由
を
つ
け
て

は
日
常
的
に
彼
ら
を
罷
免
し
て
い
た

（
11
（

。
そ
の
中
で
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
以
下
の
よ
う
な
要
求
を
し
て
い
る
。
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一
仏
人
よ
り
通
事
共
江
漢
文
相
渡
、
片
仮
名
相
付
俗
文
ニ
組
直
呉
候
様
ニ
与
頼
有
之
候
処
、
右
文
唐
官
人
ゟ
天

主
教
相
広
候
一
件
之
文
ニ
而
、
天
主
教
ニ
便
差
障
可
申
与
致
吟
味
、
御
地
素
よ
り
孔
孟
之
道
を
学
、
天
主
教

一
件
之
文
組
直
候
儀
不
相
調
段
、
早
速
相
断
右
文
差
返
候
処
、
其
通
可
相
断
者
兼
而
差
心
得
居
候
得
共
、
為

試
頼
入
候
段
為
申
由

（
11
（

。

　

こ
れ
は
一
八
四
七
年
四
月
十
六
日
付
（
旧
暦
）
の
文
書
で
あ
る
が
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
や
ア
ド
ネ
が
「
天
主
教
一
件
」

に
つ
い
て
申
し
出
た
正
確
な
日
付
は
分
か
ら
な
い
。
無
論
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
が
敷
か
れ
て
い
る
琉
球
王
国
で
こ
の
よ
う

な
要
求
に
応
え
る
な
ど
到
底
不
可
能
な
相
談
で
あ
っ
た
か
ら
、
琉
球
側
は
す
ぐ
さ
ま
こ
の
漢
文
を
返
還
し
、
ル
テ
ュ
ル

デ
ュ
と
ア
ド
ネ
も
「
其
通
可
相
断
者
兼
而
差
心
得
居
候
得
共
、
為
試
頼
入
候
」
と
、
こ
の
返
答
に
納
得
し
た
素
振
り
を

見
せ
た

（
11
（

。
し
か
し
こ
の
態
度
は
形
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
、ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
通
事
を
変
え
て
は
「
天
主
教
」

に
つ
い
て
言
及
し
、「
天
主
教
」
の
琉
球
語
訳
、
な
ら
び
に
琉
球
語
で
教
義
が
通
じ
る
よ
う
、
そ
の
口
上
練
習
を
も
願

い
出
た
。通
事
達
は
そ
の
度
毎
に「
漢
文
が
分
か
ら
な
い
」、「
そ
れ
よ
り
も
論
語
を
教
え
た
い
」等
と
理
由
を
つ
け
て
断
っ

た
が
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
要
求
が
棄
却
さ
れ
る
と
即
座
に
彼
ら
を
出
入
り
禁
止
に
し
、
代
わ
り
の
通
事
を
要

求
し
た
。
ま
る
で
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
布
教
許
可
要
求
の
如
き
彼
ら
の
態
度
に
、
琉
球
側
は
「
天
主
教
者
国
家
之
厳
禁
故

不
相
弁
得

（
11
（

」
と
こ
れ
ま
で
の
建
前
を
捨
て
、
本
音
を
伝
え
て
事
態
の
収
拾
を
図
ろ
う
と
す
る
も
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
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ド
ネ
は
話
し
合
い
す
ら
拒
否
し
、
最
終
的
に
琉
球
語
の
教
授
自
体
が
一
時
中
断
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
琉
球

語
教
授
は
約
四
か
月
ほ
ど
の
時
を
経
て
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
か
ら
の
申
し
出
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
る
が
、
管
見
の

限
り
琉
球
語
教
授
の
再
開
以
降
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
が
こ
の
話
題
を
蒸
し
返
し
た
形
跡
は
な
い
。
こ
う
し
て
彼
ら

の
布
教
準
備
は
琉
球
王
府
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
阻
ま
れ
た
も
の
の
、
こ
こ
に
彼
ら
の
布
教
に
対
す
る
積
極
性
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
通
事
達
と
の
摩
擦
や
琉
球
王
府
の
対
策
に
際
し
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
時
に
怒
り
を
隠
さ
ず
「
打

擲
」
な
ど
の
実
力
行
使
も
辞
さ
ず
に
対
応
し
て
い
た
が
、
一
方
琉
球
王
国
の
民
衆
に
対
し
て
は
好
感
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
「
実
際
、
福
音
に
こ
れ
ほ
ど
向
い
た
国
を
見
つ
け
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
：
人
々
は
優
し
く
、
礼
儀
正
し
く
、
真

面
目
で
、
ま
っ
す
ぐ
で
、
礼
儀
の
と
て
も
繊
細
な
感
覚
を
持
っ
て
お
り
、
真
実
に
す
ぐ
気
づ
く
の
で
偽
物
の
神
々
へ
の

迷
い
が
な
い
。（

11
（

」
と
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
前
述
の
琉
球
語
学
習
に
よ
っ
て
琉
球
王
府
も
危
険
視
す

る
ほ
ど
琉
球
語
が
上
達
し
て
い
た
二
人
は
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
よ
う
に
「
大
衆
の
前
で
は
一
度
も
説
教
を
し
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
し
ば
し
ば
個
人
に
は
（
宣
教
を
）
し
た

（
11
（

」
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

彼
ら
の
信
仰
に
興
味
を
持
っ
た
ら
し
い
老
人
数
名
に
出
会
い
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
孫
か

も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
老
人
を
探
す
旅
に
ま
で
出
て
い
る
。
し
か
し
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
そ
の
滞
琉
中
、
宣

教
に
最
適
で
あ
る
は
ず
の
琉
球
の
人
々
と
接
触
し
、
実
際
に
神
に
つ
い
て
の
話
を
し
た
も
の
の
、
彼
ら
を
改
宗
さ
せ
る

ま
で
に
は
至
ら
ず
、
逆
に
彼
ら
の
返
答
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
改
宗
す
る
と
い
う
こ
と
が
琉
球
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
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未
来
を
意
味
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

我
々
が
神
に
つ
い
て
話
す
と
き
、
彼
ら
が
す
る
反
論
は
次
の
こ
と
で
あ
る
：「
あ
な
た
方
が
言
う
こ
と
は
良
い

こ
と
だ
が
、
我
々
に
は
で
き
な
い
。
危
険
が
あ
る
。」
そ
し
て
誰
で
も
我
々
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の
心
に
従
お

う
と
し
た
者
に
と
っ
て
、
こ
の
危
険
は
全
く
事
実
で
あ
っ
た
。
投
獄
、
棒
打
ち
の
刑
、
流
刑
、
死
刑
な
ど
が
そ

の
代
償
で
あ
っ
た

（
11
（

。

　

実
際
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
彼
の
話
を
聞
い
た
老
人
が
二
日
間
投
獄
さ
れ
た
と
語
っ
て
お
り
、
当
時
琉
球
で
敷
か
れ
て

い
た
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
が
い
か
な
る
も
の
か
を
肌
で
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
少
し
下
る
が
一
八
五
一
年
に
は

ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
宣
教
に
よ
っ
て
崎
浜
秀
能
と
い
う
琉
球
役
人
の
殉
教
事
件
も
起
こ
っ
て
お
り

（
11
（

、
彼
ら
の
宣
教
が
琉

球
王
国
の
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、
す
な
わ
ち
改
宗
し
た
人
々
に
対
す
る
迫
害
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、想
像
す
る
に
難
く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
ま
た
別
の
老
人
に
対
し
、別
れ
際
に
「
許

可
が
出
た
と
き
に
、
我
々
の
話
を
聞
き
に
来
て
く
だ
さ
い
。（

1（
（

」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人

宣
教
師
は
可
能
な
限
り
個
々
に
、
ま
た
秘
か
に
宣
教
は
す
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
何
た
る
か
を
知
っ
た
以
上
、

表
面
的
に
は
布
教
に
消
極
的
な
姿
勢
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
ア
ド
ネ
は
そ
れ
で
も
琉
球
の

人
々
に
会
い
、
と
も
す
れ
ば
宣
教
す
る
こ
と
を
諦
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が

（
11
（

、
彼
は
一
八
四
八
年
七
月
一
日
、
琉
球
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の
地
で
息
を
引
き
取
り
、
ま
た
一
人
残
さ
れ
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
失
意
の
中
、「
日
本
政
府
が
支
配
す
る
限
り
琉
球
で

は
何
も
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
だ
っ
た
の
で
」（

11
（

、
ア
ド
ネ
の
死
の
翌
月
に
来
琉
し
た
バ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
に
乗
り
、
琉
球
を

後
に
し
た
。

二
　「
信
仰
の
自
由
」
と
琉
球
王
府

　

二
─
一　

宣
教
師
達
の
「
信
仰
」
と
琉
球
王
府
の
姿
勢

　

一
七
世
紀
前
半
か
ら
施
行
さ
れ
て
き
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
は
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
を
筆
頭
と

す
る
宣
教
師
達
の
滞
在
に
よ
り
琉
球
に
お
い
て
事
実
上
形
骸
化
し
た
。
浜
川
氏
は
そ
の
結
果
、「
日
本
の
他
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
、
そ
こ
（
琉
球
）
で
は
日
常
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
11
（

」
と
し
、
そ
の
例
と

し
て
琉
英
合
同
で
行
わ
れ
た
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
妻
の
誕
生
日
祝
い
を
あ
げ
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
以
外
に
も
琉
球
で

は
「
公
儀
の
大
禁
に
触
れ
る
内
容
の
こ
と
が
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
口
調
で
報
告
さ
れ

（
11
（

」
て
お
り
、
ま
た
、
た
と
え
琉
球

王
府
へ
報
告
さ
れ
ず
と
も
宣
教
師
達
に
よ
る
宗
教
的
な
行
為
は
至
る
所
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
四
〇
年

代
に
来
琉
、
滞
琉
し
た
伝
道
師
や
宣
教
師
達
は
、
自
ら
の
信
仰
の
た
め
、
琉
球
に
お
い
て
も
神
に
祈
り
、
ミ
サ
を
あ
げ

る
な
ど
の
宗
教
的
な
行
為
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
滞
琉
当
初
か
ら

「
夕
方
に
な
る
と
毎
晩
外
に
出
て
、
庭
の
塀
の
と
こ
ろ
ま
で
波
が
打
ち
寄
せ
て
来
る
海
岸
に
出
て
、
ロ
ザ
リ
オ
を
唱
え



（1（

る
の
を
習
慣
と
し
て
い

（
11
（

」
た
し
、
マ
ル
ナ
ス
曰
く
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
は
琉
球
に
お
い
て
も
毎
朝

ミ
サ
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
に
よ
る
と
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
来
琉
の
約
一
か
月
後
に

「
ミ
サ
を
捧
げ
る
た
め
の
家
を
与
え
ら
れ
」、
そ
の
家
に
仮
設
の
祭
壇
を
設
け
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
自
身
も
そ
こ
で
ミ
サ
を

捧
げ
た
よ
う
で
あ
る

（
11
（

。
加
え
て
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
そ
の
滞
琉
中
、
日
曜
日
は
「
天
主
之
日
」
つ
ま
り
安
息

日
で
あ
る
か
ら
琉
球
語
通
事
を
派
遣
し
な
い
よ
う
琉
球
側
に
伝
え
て
い
る
他
、
王
府
の
役
人
達
が
年
始
の
祝
い
と
し
て

ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
を
食
事
に
招
待
し
た
際
、「
大
精
進
」
す
な
わ
ち
四
旬
節
を
理
由
に
断
る
な
ど
、
琉
球
側
と

の
話
し
合
い
の
場
に
お
い
て
、
自
ら
の
信
仰
す
る
宗
教
を
憚
る
こ
と
な
く
前
面
に
出
し
て
い
た

（
11
（

。
安
息
日
や
四
旬
祭
と

い
っ
た
宗
教
的
概
念
を
琉
球
側
が
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解
し
て
い
た
の
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
異
国
人
達
に
対

し
厳
重
な
監
視
体
制
を
敷
い
て
い
た
琉
球
王
府
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
行
為
や
発
言
の
根
底
に
「
天
主
教
」
が
あ
る

こ
と
を
十
分
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
、
琉
球
側
は
彼
ら
の
宗
教
的
行
為
を
排
除
す
る
ど

こ
ろ
か
、む
し
ろ
次
に
み
る
よ
う
に
「
天
主
教
」
に
対
し
時
に
非
常
に
寛
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、ル
テ
ュ

ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
の
毎
朝
の
祈
祷
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

琉
仏
の
史
料
を
照
合
し
鑑
み
る
に
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
滞
琉
中
、
毎
朝
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
ド
ネ
に
関
し
て
は
、
体
調
が
良
い
と
き
は
「
毎
朝
読
経
・
看
書
等
神
父
小
同
前
無
間
断
相
勤
候

（
11
（

」
と
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ

と
同
様
に
毎
朝
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
が
、
肺
を
病
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
健
康
状
態
に
よ
っ
て
は
自
身
で
祈
る
こ
と
も

ま
ま
な
ら
ず
、
特
に
一
八
四
八
年
に
入
り
病
状
が
悪
化
し
た
後
は
、
寝
床
で
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
祈
り
を
聞
く
こ
と
が
多



（1（ 一九世紀中葉の琉球における宣教様相とキリシタン禁制

か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
11
（

。
残
念
な
が
ら
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
や
ア
ド
ネ
が
住
居
と
し
て
使
っ
て
い
た
聖
現
寺
に
お
い
て
毎
朝
具

体
的
に
ど
う
祈
っ
て
い
た
の
か
を
明
記
す
る
琉
球
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
史
料
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
が
、
ル

テ
ュ
ル
デ
ュ
が
滞
琉
中
に
行
っ
た
二
度
の
琉
球
国
内
旅
行
に
関
す
る
報
告
か
ら
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

ア
ド
ネ
と
異
な
り
健
康
で
あ
っ
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
、
一
八
四
七
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
二
日
（
旧
暦
七
月

十
九
日
～
三
十
日
）
ま
で
第
一
回
目
の
琉
球
王
国
内
小
旅
行
を

（
1（
（

、
一
八
四
八
年
七
月
三
十
日
か
ら
八
月
四
日
に
は
そ
の

第
二
回
目
を
決
行
し
た
。
彼
は
第
一
回
目
の
旅
行
中
も
「
滞
留
中
毎
朝
読
経
之
勤
有
之

（
11
（

」
と
、
毎
朝
の
祈
り
の
習
慣
を

貫
い
て
お
り
、
ま
た
旅
行
中
の
彼
の
様
子
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
報
告
が
あ
が
っ
て
い
る
。

（
前
略
）
坊
主
読
経
之
様
相
聞
得
候
付
出
立
後
致
跡
見
候
処
、
右
畳
之
上
ニ
人
形
小
之
様
成
も
の
相
懸
ケ
蝋
燭

台
等
相
餝
置
候
段
、
申
出
有
之
見
届
候
処
、
天
主
之
木
像
ニ
而
候

（
11
（

。

（
前
略
）
朝
、仏
人
起
上
り
人
形
一
体
床
上
請
し
、蝋
燭
を
灯
読
経
之
様
勤
有
之
、済
而
持
せ
道
具
裏
座
江
入
付
、

座
之
雨
戸
三
枚
裏
座
之
一
方
ニ
相
か
さ
ね
、
其
上
ニ
右
人
形
を
請
し
、
仏
人
茂
裏
座
江
相
住
居
候
由
、
人
形
者

耶
蘇
之
像
ニ
而
可
有
之
、
番
所
滞
留
中
毎
朝
之
勤
同
様
為
有
之
由

（
11
（

。
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前
者
は
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
第
一
回
目
の
旅
行
中
、
後
者
は
彼
の
第
二
回
目
の
旅
行
中
に
行
わ
れ
た
報
告
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
報
告
を
総
合
す
る
に
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
旅
行
中
、「
人
形
」
を
立
て
か
け
、
蝋
燭
を
灯
し
て
即
席
の
祭
壇

を
作
り
、
毎
朝
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
「
人
形
小
之
様
成
も
の
」
は
琉
球
側
の
見
分
に
よ
っ
て
「
天

主
之
木
像
」
も
し
く
は
「
耶
蘇
之
像
」
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
像
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
手
記
か
ら
は
、
仏
人
宣
教
師
達
の
住
居
と
な
っ
て
い
た
聖
現
寺
に
も
祭
壇
が
あ
り
、
彼
ら

が
日
々
祈
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
が

（
11
（

、
こ
の
よ
う
に
二
回
の
旅
行
中
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
毎
朝
の
祈
り
の
日
課

が
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
普
段
の
生
活
、
す
な
わ
ち
聖
現
寺
お
い
て
も
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
前
記
の
よ
う
な

形
で
毎
朝
祈
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宣
教
師
と
い
う
立
場
上
、
神
に
祈
る
と
い
う
行
為
は
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
が
敷
か
れ
て
い
た
琉
球
に
お
い
て
「
天
主
教
」
の
示
威
行
為
と
も
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い

彼
ら
の
祈
祷
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
琉
球
側
は
宣
教
師
達
が
毎
日
祈
祷
し
、
剰

え
「
天
主
之
木
像
」
を
奉
じ
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
行
為
を
禁
じ
る
こ
と
は
せ
ず
、
彼
ら

が
不
在
の
間
に
状
況
を
見
分
・
確
認
・
報
告
す
る
ま
で
に
留
め
て
い
た
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

で
は
、
何
故
琉
球
王
府
は
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
宗
教
的
行
為
に
対
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
寛
容
で
あ
っ
た
の
で
ろ

う
か
。
そ
の
答
え
を
探
る
に
あ
た
り
、
ク
ネ
ヒ
ト
・
ペ
ト
ロ
氏
の
指
摘
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
信
仰
の
自
由
」

と
い
う
観
念
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
ペ
ト
ロ
氏
は
こ
の
観
念
に
は
二
通
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
し
、「
一
つ
は
自

ら
に
合
っ
て
い
る
好
き
な
信
仰
を
抱
く
自
由
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
そ
の
信
仰
を
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
人
々
に
述
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べ
伝
え
る
自
由
で
あ
る
。（

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
（
以
下
便
宜
的
に
前
者
を
「
第
一
の
信
仰
の
自
由
」、「
第
二
の
信
仰
の
自

由
」
と
表
記
す
る
）。
前
述
の
通
り
、
琉
球
王
府
は
セ
シ
ー
ユ
と
の
会
談
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
琉
球
の
人
々
と
交

流
す
る
自
由
を
認
め
た
も
の
の
、
こ
の
「
信
仰
の
自
由
」
ま
で
許
可
し
た
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、

一
八
四
四
年
に
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
達
が
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
琉
球
王
府
は
彼
ら
を
丁
寧
に
扱
い
、
何
事
も
支

障
を
来
た
す
こ
と
な
く
次
に
来
琉
す
る
異
国
船
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
と
い
う
政
策
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
後
来
す
る

異
国
船
と
の
摩
擦
を
最
大
限
に
避
け
る
為
に
も
、
上
述
の
通
り
琉
球
に
お
い
て
彼
ら
の
「
信
仰
」
は
黙
認
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
は
決
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
琉
球
王
府
は
一
八
四
四
年

か
ら
宣
教
師
達
に
対
し
「
第
一
の
信
仰
の
自
由
」
を
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
自
ら
に
合
っ
て
い
る
好
き
な
信
仰
を
キ
リ

4

4

シ
タ
ン
禁
制
下
の
琉
球
の
地
に
お
い
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

抱
く
自
由
」
を
無
言
の
う
ち
に
認
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
故
に
、
琉
球
に

お
い
て
宣
教
師
達
の
「
信
仰
」
が
彼
ら
の
間
の
み
で
完
結
し
て
い
る
限
り
、
琉
球
王
府
は
敢
え
て
彼
ら
の
宗
教
的
行
為

を
否
定
・
妨
害
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
既
述
の
如
く
彼
ら
の
宗
教
的
言
動
に
対
し
時
に
驚
く
ほ
ど
寛
容
で

あ
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
琉
球
王
府
は
第
一
と
第
二
の
「
信
仰
の
自
由
」
を
峻
別
し
て
お
り
、
滞
琉
宣
教
師
達
の
宗
教

的
行
為
が
琉
球
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
瞬
間
か
ら
、
琉
球
王
府
は
そ
れ
を
「
布
教
」
と
見
做
し
、
前
章
で
み
て
き
た
よ

う
に
彼
ら
の
言
動
を
徹
底
的
に
監
視
・
規
制
・
阻
害
す
る
こ
と
で
、
宣
教
師
達
の
「
信
仰
」
に
琉
球
の
人
間
が
混
じ
ら

な
い
よ
う
あ
ら
ゆ
る
手
を
講
じ
て
い
た
。
対
す
る
宣
教
師
達
に
と
っ
て
第
一
と
第
二
の
「
信
仰
の
自
由
」
は
一
体
の
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
ら
の
「
信
仰
」
は
勿
論
「
布
教
」
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
故
こ
の
双
方
の
「
信
仰
の
自
由
」
に
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対
す
る
見
解
の
相
違
・
隔
た
り
が
琉
球
に
お
け
る
布
教
活
動
の
困
難
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
─
二　

ア
ド
ネ
の
死
と
琉
球
王
府
─
例
外
的
「
信
仰
の
自
由
」
─

　

一
八
四
八
年
七
月
一
日
、長
い
間
結
核
に
侵
さ
れ
て
い
た
ア
ド
ネ
が
と
う
と
う
臨
終
の
時
を
迎
え
た
。ル
テ
ュ
ル
デ
ュ

は
同
朋
の
死
の
直
前
か
ら
彼
の
為
に
祈
り
、
彼
が
息
を
引
き
取
っ
た
翌
日
に
は
「
棺
を
注
文
し
、
墓
の
位
置
を
決
め
、

埋
葬
の
時
間
を
翌
日
の
八
時
に
設
定
し
た
。（

11
（

」。
こ
の
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
注
文
に
対
し
、
琉
球
王
府
は
「
棺
材
者
六
角
ニ

し
て
高
二
尺
・
長
六
尺
差
物
ニ
而
作
調
相
渡
呉
候
様
（
中
略
）
申
由
候
付
、
棺
材
之
儀
申
出
通
作
調
さ
せ
相
渡
」（

11
（

、「
聖

現
寺
前
松
原
江
土
葬
申
付
候

（
11
（

」
と
書
き
と
め
て
い
る
。
ア
ド
ネ
の
死
以
前
に
も
異
国
船
の
乗
組
員
を
何
度
か
葬
送
し
た

経
験
の
あ
る
琉
球
王
府
は
、
何
の
抵
抗
も
な
く
棺
を
用
意
し
、
墓
所
の
設
定
と
土
葬
を
決
定
し
た
。
こ
う
し
て
ア
ド
ネ

の
葬
儀
の
準
備
は
滞
り
な
く
行
わ
れ
、
七
月
三
日
に
彼
の
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ド
ネ
の
葬
儀
に
関
し
、
琉
球
側
の
記
録
で
は
こ
れ
以
上
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
宣
教
師
で
あ
っ
た
彼

の
葬
儀
は
、
た
と
え
埋
没
地
が
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
下
の
琉
球
で
あ
っ
て
も
、
残
さ
れ
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
に
よ
っ
て
彼
ら

の
流
儀
で
行
わ
れ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
実
際
、
琉
球
に
一
人
残
さ
れ
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
ア
ド
ネ
の
葬

儀
一
切
を
キ
リ
ス
ト
教
式
に
執
り
行
っ
た
。
以
下
、
彼
自
身
の
記
録
か
ら
、
ア
ド
ネ
の
葬
儀
の
様
相
を
み
て
い
こ
う
。

（
一
八
四
八
年
七
月
）
三
日
の
朝
、
派
遣
さ
れ
た
三
人
の
役
人
が
、
全
員
白
装
束
を
着
た
行
列
の
先
頭
に
な
っ
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て
や
っ
て
き
た
。（
中
略
）
私
は
、
祭
壇
を
黒
に
し
て
あ
っ
た
。
遺
体
は
、
し
き
り
で
区
切
っ
て
あ
っ
た
隣
の

部
屋
に
あ
っ
た
。
棺
は
閉
め
て
あ
っ
た
。
聖
職
者
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
た
遺
体
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
あ
っ

た
ら
、
誰
も
こ
れ
を
担
ご
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
早
朝
の
祈
り
と
賛
美
の
祈
り

を
唱
え
、
そ
れ
か
ら
役
人
達
と
彼
ら
の
お
供
の
前
で
ミ
サ
を
行
う
た
め
に
祭
壇
に
上
っ
た
。
我
々
は
そ
の
後
、

墓
地
に
向
か
っ
た
。
一
人
の
男
が
十
字
架
を
持
ち
、
も
う
一
人
が
聖
水
を
も
っ
て
い
た
。（
中
略
）
私
は
墓
の

上
に
美
し
い
十
字
架
を
立
て
さ
せ
、
真
ん
中
に
半
分
金
色
で
、
半
分
銀
色
の
聖
杯
を
置
き
、
そ
の
上
に
は
全
体

が
金
色
で
、
後
光
に
包
ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
画
に
囲
ま
れ
た
聖
体
の
パ
ン
を
の
せ
た

（
1（
（

。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
ア
ド
ネ
の
葬
式
を
出
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ア

ド
ネ
の
葬
儀
に
際
し
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
彼
を
聖
職
者
と
し
て
送
り
出
し
、
ま
た
自
ら
も
同
様
の
姿
で
彼
を
見
送
る
準

備
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
対
す
る
琉
球
側
は
ア
ド
ネ
の
死
の
報
告
を
受
け
た
直
後
に
ア
ド
ネ
の
葬
式
へ
の
参
列
を

申
し
出
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
か
ら
許
可
を
得
た
た
め
、
葬
儀
当
日
に
「
総
理
官
・
布
政
官
・
地
方
官
よ
り
之
使
左
右
官
・

大
夫
并
久
米
村
ゟ
十
人
・
泊
村
よ
り
五
人
、
役
場
江
相
携
候
者
共
与
申
仏
人
師
匠
共
一
同

（
11
（

」
を
派
遣
し
て
い
た
。
上
記

引
用
冒
頭
部
の
「
三
人
の
役
人
」
は
こ
の
「
総
理
官
・
布
政
官
・
地
方
官
よ
り
之
使
」
の
人
数
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ

う
に
、
事
前
に
琉
球
側
の
葬
列
参
加
を
知
っ
て
い
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
「
聖
職
者
の
装
飾
品
を
身
に
つ
け
た
遺
体
が
見

え
る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
ら
、
誰
も
こ
れ
を
担
ご
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
」
い
、
ア
ド
ネ
の
遺
体
が
直
接
彼
ら
の
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目
に
触
れ
な
い
よ
う
、
彼
の
葬
儀
が
円
滑
に
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
い
る
が
、
葬
儀
当
日
、
琉
球
王
府
の
役
人

達
は
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
行
う
ミ
サ
に
参
列
し
た
の
み
な
ら
ず
十
字
架
や
聖
水
を
持
ち
、
更
に
は
ア
ド
ネ
の
墓
の
上
に
十

字
架
を
た
て
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
琉
球
側
が
聖
職
者
の
格
好
し
た
ア
ド
ネ
の
遺
体
を
見
た
と
し
て
も
ル

テ
ュ
ル
デ
ュ
の
言
う
よ
う
に
琉
球
側
が
ア
ド
ネ
の
葬
送
を
拒
否
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ア
ド
ネ
の
葬
儀
に
際
し
、
琉

球
側
の
反
応
が
未
知
数
だ
っ
た
た
め
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
ア
ド
ネ
は
一
八
四
六
年
に
同
じ
く
琉
球
の
地
で
亡
く
な
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ユ
ー
ズ
号
所
属
の
フ
ラ
ン
ス
人

第
二
外
科
医
の
隣
に
埋
葬
さ
れ
た
。
こ
の
ア
ド
ネ
の
墓
に
は
一
八
四
八
年
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
を
迎
え
に
来
た
バ
ヨ
ネ
ー

ズ
号
の
艦
長
も
訪
れ
て
お
り
、「
沖
縄
の
人
々
は
ア
ド
ネ
の
墓
の
上
に
十
字
架
を
た
て
る
こ
と
を
許
可
し
た

（
11
（

」
と
書
き

残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
滞
在
中
は
ア
ド
ネ
の
墓
の
上
に
十
字
架
が
立
て
ら
れ
た
ま

ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
ド
ネ
の
墓
に
つ
い
て
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
「
こ
の
地
に
お
け
る
死
者
へ
の
尊
敬
の
お
か

げ
で
、
こ
の
墓
は
そ
の
上
に
あ
る
十
字
架
と
も
ど
も
大
事
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（

11
（

」
と
し
、
ま
た
バ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
の
艦

長
は
そ
の
外
観
を
「
琉
球
の
も
の
と
似
て
い
る
。（
中
略
）
石
積
み
で
で
き
た
平
行
六
面
体
（
の
墓
）
で
水
が
流
れ
や

す
い
よ
う
に
少
し
傾
い
て
い
る
。（

11
（

」
と
書
き
残
し
て
い
る
が

（
11
（

、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
予
言
通
り
、
ア
ド
ネ
の
墓
は
後
述
の

一
八
五
〇
年
代
後
半
に
滞
琉
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
が
願
い
出
た
こ
と
で
琉
球
人
の
手
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ

（
11
（

、

ま
た
太
平
洋
戦
争
後
に
は
再
建
さ
れ
て
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
通
り
、
ア
ド
ネ
の
葬
儀
当
日
に
関
す
る
琉
球
側
の
記
録
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
為
、
琉
球
側
の
視
点
か
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ら
前
述
の
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
記
録
を
裏
付
け
、
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
常
々
批
判
的

で
あ
っ
た
琉
球
王
府
の
役
人
達
に
対
し
、「
賞
賛
す
べ
き
は
、
私
の
同
僚
の
死
後
二
週
間
、
私
に
何
も
不
快
な
こ
と
を

お
こ
さ
な
か
っ
た

（
11
（

」
と
彼
ら
の
態
度
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
、ま
た
琉
球
側
の
記
録
か
ら
は
ア
ド
ネ
の
葬
儀
後
、ル
チ
ュ

ル
デ
ュ
が
琉
球
王
府
に
対
し
ア
ド
ネ
を
見
送
っ
て
く
れ
た
お
礼
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
文
を
三
通
差
し
出
し
た

こ
と
、
並
び
に
琉
球
側
も
総
理
官
・
布
政
官
、
地
方
官
が
ル
チ
ュ
ル
デ
ュ
の
元
へ
品
物
を
携
え
た
使
者
を
派
遣
し
喪
中

見
舞
い
に
行
っ
た
こ
と
（
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
品
物
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
も
の
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
明
し
て
い
る
）

等
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら

（
11
（

、
琉
球
王
府
が
ア
ド
ネ
の
葬
儀
方
法
に
一
切
口
を
挟
ま
ず
、
琉
球
に
お
い
て
禁
忌
で
あ
っ

た
キ
リ
ス
ト
教
式
の
葬
儀
、
埋
葬
に
付
き
従
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
前
節
に
お
い
て
、
琉
球
王
府
は
宣
教
師
達

の
信
仰
が
琉
球
の
人
々
に
及
ば
な
い
限
り
は
第
一
の
「
信
仰
の
自
由
」
を
認
め
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
ア
ド
ネ
の
死
並

び
に
彼
の
葬
儀
に
関
し
て
は
、
例
外
的
に
琉
球
の
人
々
を
巻
き
込
み
つ
つ
も
彼
ら
の
信
仰
を
尊
重
し
、
琉
仏
共
に
ア
ド

ネ
の
死
を
悼
み
、
弔
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
琉
球
王
府
は
状
況
に
よ
っ
て
は
柔
軟
に
対
応
し
、
時
に
第
一

の
「
信
仰
の
自
由
」
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
え
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
ア
ド
ネ
が
亡
く
な
る
前
年

に
琉
球
国
王
が
没
し
そ
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
際
は
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
の
葬
儀
参
加
表
明
を
琉
球
側
が
頑
な
に

断
り
、
奇
し
く
も
安
息
日
に
行
わ
れ
た
尚
育
王
の
葬
儀
当
日
、
再
三
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
葬
式
見
物
に
や
っ
て
き
た

宣
教
師
達
と
琉
球
側
の
間
で
衝
突
が
お
こ
り
、
あ
わ
や
外
交
問
題
に
ま
で
発
展
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
事
件
が
お
こ
っ
て

い
る
。
結
果
的
に
こ
の
件
に
関
し
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
報
復
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
琉
球
王
府
の
対
応
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の
相
違
か
ら
、
琉
球
王
府
が
与
え
た
第
一
の
「
信
仰
の
自
由
」
は
あ
く
ま
で
宣
教
師
達
の
間
で
の
み
通
用
す
る
も
の
で

あ
り
、
ア
ド
ネ
の
葬
儀
と
い
っ
た
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て
は
宣
教
師
達
の
「
信
仰
」
に
琉
球
の
人
間
が
止
む
を
得
ず

入
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
逆
は
決
し
て
許
さ
れ
ず
、
宣
教
師
達
が
琉
球
王
国
の
「
信
仰
」
と
交
わ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
一
八
五
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
宣
教
並
び
に
そ
の
姿
勢

　

三
─
一　

一
八
四
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
布
教
活
動
の
評
価

　

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
の
宣
教
は
前
述
の
よ
う
に
幕
を
閉
じ
た
が
、

で
は
彼
ら
の
同
国
人
達
は
遥
か
彼
方
の
場
所
で
琉
球
に
お
け
る
宣
教
活
動
を
ど
の
程
度
理
解
し
、
評
価
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

琉
球
の
外
か
ら
の
目
と
し
て
、
ま
ず
、
東
洋
学
者
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
外
交
官
ア
ド
ル
フ
・
フ
ィ
リ
ベ
ー
ル
・

デ
ュ
ボ
ワ
・
ド
ゥ
・
ジ
ャ
ン
シ
ニ
ー
（A

dolphe-Philibert D
ubois de Jancigny

）
が
一
八
五
〇
年
に
出
版
し
た
『
日

本
、
イ
ン
ド
シ
ナ
、
ビ
ル
マ
帝
国
（
或
い
は
ア
ヴ
ァ
）、
ア
ン
ナ
ン
（
も
し
く
は
コ
ー
チ
・
シ
ナ
）、
マ
レ
ー
シ
ア
半
島

等
、
セ
イ
ロ
ン
島
）』
の
記
述
を
み
て
み
よ
う
。
彼
は
こ
の
本
の
中
で
「
琉
球
島
」
と
い
う
一
節
を
設
け
、
そ
の
中
で

一
八
四
四
年
の
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
来
琉
以
降
、
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
宣
教
師
達
に
つ
い
て
も
概
観
し
、
以
下
の
よ
う
に
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評
価
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
達
は
、
温
厚
な
琉
球
の
島
民
達
の
中
で
、
た
ゆ
ま
ぬ
熱
意
を
も
っ
て
神
の
教
え
を
広
め

よ
う
と
努
力
を
し
て
い
る
が
、
宣
教
師
達
の
運
命
に
関
し
て
、
こ
の
時
代
（
ア
ル
ク
メ
ー
ヌ
号
来
琉
）
以
降
明

る
み
に
で
た
事
は
、
信
仰
に
つ
い
て
前
途
洋
々
た
る
未
来
が
開
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
年
前
に
は
中
国
か
ら
次
の
よ
う
な
知
ら
せ
が
き
た
。「
琉
球
諸
島
に
残
し
た
宣
教
師
達
は
特
異
な

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
琉
球
の
人
々
は
彼
ら
に
な
ん
の
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
に
食
事
を
与
え

る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
宣
教
師
達
と
の
話
し
合
い
を
一
切
避
け
、
彼
ら
が
会
話
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
話
し
か

け
ら
れ
た
人
た
ち
は
耳
を
塞
ぎ
、
一
目
散
に
逃
げ
て
い
く
！

（
11
（

」

　

彼
の
い
う
「
中
国
か
ら
の
知
ら
せ
」
は
前
述
し
た
琉
球
に
お
け
る
布
教
の
様
子
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
マ

ル
ナ
ス
に
よ
れ
ば
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
も
「
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
は
説
教
す
る
の
を
禁
止
さ
れ
て
は
い

ま
せ
ん
が
、
人
々
は
そ
れ
を
聞
く
の
を
禁
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
茶
化
し
て
し
ま
い
ま
す

（
1（
（

」
と
手
紙
に
認
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ン
シ
ニ
ー
は
そ
の
著
書
の
中
で
当
時
の
琉
球
に
お
け
る
布
教
模
様
を
如
実
に
伝
え
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
東
洋
学
者
は
『
両
世
界
評
論
』（R

evue des D
eux M

ondes

）
と
い
う
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い

た
関
係
か
ら
ア
ジ
ア
に
関
す
る
深
い
造
詣
を
見
込
ま
れ
、
一
八
四
〇
年
代
の
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
か
ら
の
指
名
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に
よ
り
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
エ
リ
ゴ
ー
ヌ
（L'É

rigone

）
に
乗
っ
て
中
国
に
渡
っ
て
お
り

（
11
（

、
故
に
こ
の
よ
う
な
「
中
国
か

ら
の
知
ら
せ
」
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
り
、
来
琉
経
験
が
全
く
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
こ
こ
ま
で
正
確
な
情
報
を
掴

む
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
ジ
ャ
ン
シ
ニ
ー
と
同
様
の
見
解
、
す
な
わ
ち
琉
球
布
教
の
困
難
に
関
す

る
記
述
は
一
八
五
四
年
に
来
琉
し
た
オ
ラ
ン
ダ
船
パ
ル
ラ
ダ
号
（Pallas

）
に
乗
船
し
て
い
た
イ
ワ
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
（Ivan A

lexandrovich Goncharov

）
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る

（
11
（

。
し
か
し
、
実
際

に
琉
球
に
滞
在
し
て
い
た
宣
教
師
達
と
は
異
な
り
海
を
隔
て
た
大
陸
に
い
た
ジ
ャ
ン
シ
ニ
ー
が
「
我
々
の
宣
教
師
達
は

驚
く
ほ
ど
の
献
身
、
自
己
犠
牲
、
思
い
や
り
、
そ
し
て
熱
意
が
あ
る
。
そ
れ
が
（
琉
球
の
）
人
々
が
彼
ら
（
宣
教
師
達
）

の
滞
在
を
許
し
、
彼
ら
が
（
琉
球
の
人
々
か
ら
）
愛
さ
れ
、（
琉
球
の
）
人
間
が
説
教
師
（
が
宣
教
を
す
る
こ
と
）
を

許
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
希
望
で
す
。（

11
（

」
と
今
後
の
宣
教
に
期
待
し
て
い

た
の
に
対
し
、
一
方
の
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
は
琉
球
に
来
航
し
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
本
人
か
ら
彼
が
琉
球
の
人
々
を
既
に
何

人
か
改
宗
し
た
と
い
う
発
言
を
聞
く
も
、そ
れ
を
非
常
に
懐
疑
的
に
記
し
、琉
球
宣
教
の
可
能
性
に
対
し
否
定
的
で
あ
っ

た
。
こ
の
二
人
の
見
解
の
相
違
は
お
そ
ら
く
彼
ら
が
実
際
に
琉
球
に
足
を
踏
み
入
れ
た
か
否
か
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
と
は
い
え
二
人
と
も
現
状
で
は
琉
球
に
お
け
る
信
仰
の
前
途
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
は
望
む
べ
く
も

な
い
こ
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
考
え
方
は
琉
球
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
た
当
時
の
西
洋
人
た

ち
に
お
い
て
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
発
行
さ
れ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
海
外
布
教
促
進
組
織
で
あ
る
、
信
仰
普
及
協
会
の
会
員
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雑
誌
『
信
仰
宣
伝
紀
要
』（A

nnales de la propagation de la f

（
11
（

oi

）
第
二
十
九
巻
（
一
八
五
七
年
刊
）
に
掲
載
さ
れ

た
「
日
本
布
教　

琉
球
諸
島
」（M

ission du Japon Iles Lieou-K
ieou.

）
の
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
文
章
は

一
八
五
〇
年
代
に
宣
教
師
と
し
て
琉
球
に
滞
在
し
た
も
の
の
、
の
ち
に
還
俗
し
第
二
代
駐
日
フ
ラ
ン
ス
人
公
使
ミ
シ
ェ

ル
・
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
ー
・
レ
オ
ン
・
ロ
ッ
シ
ュ
（M
ichel Jules M

arie Léon Roches

）
の
通
訳
と
な
っ
た
事
で

知
ら
れ
る
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
の
手
紙
の
直
前
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
メ
ル
メ
の
手
紙
の
紹
介
文
あ
る
い
は
導
入
文
書

と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
執
筆
者
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
「
日
本
布
教　

琉
球
諸
島
」
で
は
、
一
八
四
〇
年
代
琉

球
の
布
教
様
相
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
こ
れ
ま
で
）
た
だ
の
一
度
た
り
と
も
改
宗
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、（
琉
球
の
）
原
住
民
の
気
質
、
言

語
や
行
政
に
つ
い
て
の
有
用
な
基
礎
知
識
が
収
集
さ
れ
た

（
11
（

。

　

確
か
に
、
一
八
四
〇
年
代
を
通
し
て
琉
球
王
国
で
は
誰
一
人
改
宗
し
た
者
は
お
ら
ず
、
ま
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
を
は
じ

め
一
八
四
〇
年
代
に
滞
琉
し
た
宣
教
師
達
が
西
洋
に
お
け
る
琉
球
王
国
に
関
す
る
認
識
を
進
展
さ
せ
、
琉
球
王
府
も
ル

テ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
に
対
し
て
琉
球
国
内
の
事
情
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い
る
と
憂
慮
す
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
紹
介
文
は
一
八
四
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
宣
教
師
達
の
滞
在
状
況
を
見
事
に
言
い
表
し
た
一

文
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
右
の
引
用
部
の
直
後
、
こ
の
紹
介
文
の
著
者
は
琉
球
に
お
け
る
「
外
国
人
排
斥
や
キ
リ
ス
ト
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教
へ
の
反
感
は
日
本
の
政
治
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、（
中
略
）善
良
で
あ
る
と
同
時
に
不
幸
で
も
あ
る（
琉
球
の
）民
衆
は
、

無
知
か
ら
救
い
出
し
、
圧
制
の
慰
め
と
な
る
で
あ
ろ
う
宗
教
か
ら
、
脅
威
と
恐
怖
に
よ
っ
て
の
み
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
た
。（

11
（

」
と
も
説
明
し
て
い
る
が
、
琉
球
の
所
属
認
識
が
未
だ
明
確
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
一
八
六
〇
年
代
に
お
い
て
も
尚
、
日
琉
・
中
琉
関
係
の
本
質
的
な
政
治
状
況
は
依
然
不
明
瞭
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
、
こ
の
匿
名
の
筆
者
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
が
日
本
由
来
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
琉
球
の
実
情
を
比
較

的
正
確
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
布
教
す
る
側
か
ら
の
視
点
で
あ
り
、
宣

教
師
達
の
布
教
が
琉
球
の
人
々
に
と
っ
て
「
救
い
」
と
な
り
琉
球
王
府
や
日
本
か
ら
の
「
圧
制
の
慰
め
と
な
る
」
と
説

明
し
て
い
る
あ
た
り
に
彼
ら
の
本
心
や
思
惑
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
匿
名
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
メ
ル
メ
の
手
紙
紹
介
文
の
筆
者
は
掲
載
雑
誌
名
に
違
わ
ず
琉
球
に
お

け
る
布
教
を
読
者
に
「
宣
伝
」（Propagation

）
し
、
一
八
五
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
宣
教
師
達
の
活
動
を
以
下
の
よ

う
に
締
め
く
く
り
、
そ
の
文
責
を
終
え
て
い
る
。

彼
ら
（
フ
ュ
レ
、
ジ
ラ
ー
ル
、
メ
ル
メ
）
は
そ
こ
（
琉
球
の
天
久
寺
）
で
彼
ら
の
前
任
者
達
と
同
じ
く
、
権
力

に
よ
っ
て
彼
ら
の
周
り
に
編
成
さ
れ
た
隔
離
体
制
に
気
が
づ
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
状
況
は
改
善
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
り
、
彼
ら
を
取
り
囲
む
（
琉
球
の
）
手
の
者
達
の
警
戒
線
や
気
難
し
い
（
琉
球
側
の
）
諜
報
活
動

に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
夜
の
闇
と
静
寂
の
う
ち
に
幾
人
か
の
原
住
民
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
告
げ
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る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

こ
の
結
語
を
一
読
す
る
と
、
一
八
五
〇
年
代
琉
球
に
お
い
て
遂
に
宣
教
師
達
の
念
願
で
あ
っ
た
改
宗
者
が
現
れ
た
こ

と
が
推
察
で
き
る
が
、
で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ュ
レ
、
ジ
ラ
ー
ル
、
メ
ル

メ
と
い
う
三
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
が
揃
っ
て
滞
琉
し
た
の
は
一
八
五
五
年
に
琉
球
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
で
協
定
が
結

ば
れ
る
前
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
一
八
五
〇
年
代
に
お
け
る
宣
教
師
達
の
布
教
活
動
を
追
っ
て
い
こ
う
。

　

三
─
二　

琉
仏
協
定
と
一
八
五
〇
年
代
琉
球
に
お
け
る
布
教

　

一
八
四
八
年
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
が
琉
球
を
去
っ
て
以
降
、
実
に
七
年
ぶ
り
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
が
琉
球
の
地
に

足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
畠
中
氏
の
説
く
よ
う
に
「
曽
て
の
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
や
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
経
験
に

基
く
報
告
に
よ
っ
て
、
琉
球
を
日
本
布
教
の
足
掛
か
り
の
地
と
す
る
の
は
無
駄
に
近
い
と
い
う
事
は
、
香
港
の
リ
ブ
ワ

（
リ
ボ
ワ
）
も
、
乃
至
パ
リ
や
ロ
ー
マ
の
当
事
者
も
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。（

11
（

」。
し
か
し
、
一
八
五
五
年

二
月
五
日
、
フ
ラ
ン
ス
貨
物
船
リ
ヨ
ン
号
（Le Lion
）
が
宣
教
師
達
を
琉
球
の
地
に
運
び
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達

の
滞
琉
が
再
開
し
た
。
ま
ず
、
こ
の
一
八
五
〇
年
代
に
お
け
る
琉
仏
邂
逅
の
様
子
を
み
て
み
よ
う
。

我
々
の
親
愛
な
る
同
僚
は
聖
職
者
で
あ
り
、
学
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
注
意
を
は
ら
い
ま
し
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た
。
し
か
し
最
初
か
ら
（
琉
球
王
府
の
）
摂
政
の
回
答
は
問
題
の
核
心
に
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
琉
球
人

は
そ
の
宗
教
を
も
っ
て
い
る
（
既
に
信
仰
し
て
い
る
宗
教
が
あ
る
）
の
で
イ
エ
ス
の
宗
教
を
必
要
と
せ
ず
、
祭

祀
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
実
際
に
や
っ
て
き
た
外
国
人
に
は
お
引
き
取
り
を
願
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言

い
、
さ
ら
に
こ
の
国
で
は
孔
子
の
教
え
を
説
く
こ
と
さ
え
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
付
け
加
え
て
あ
り
ま
し
た

…
…
。
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
必
ず
我
々
の
あ
と
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
、
そ
う
す
る
と
島
は
侵
略
さ
れ
る
だ

ろ
う
、
島
は
小
さ
く
、
貧
し
く
、
草
以
外
の
産
物
が
な
く
、
現
地
人
の
た
め
の
土
地
と
食
料
が
か
ろ
う
じ
て
あ

る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
し
た
…
…
。
問
題
は
真
正
面
か
ら
衝
突
し
、
多
く
の
拒
否
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
、

そ
し
て
正
式
の
退
去
命
令
で
し
た

（
1（
（

。

　

こ
の
時
琉
球
に
留
置
さ
れ
た
の
は
前
述
の
通
り
ル
イ
・
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ュ
レ
（Louis T

héodore Furet

）、ウ
ジ
ェ

ヌ
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
（Eugène Em

m
anuel M

erm
et-Cachon

）、
プ
リ
ュ
ダ
ン
ス
・
セ
ラ
フ
ァ

ン
・
バ
ル
テ
ル
ミ
・
ジ
ラ
ー
ル
（Prudence Séraphin Barthélem

y Girard

）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
三
名

と
中
国
人
通
訳
で
あ
る
葉
桂
郎
の
四
人
で
あ
る
。
畠
中
氏
は
ま
た
琉
球
語
の
習
得
に
つ
い
て
一
八
四
〇
年
代
と
五
〇
年

代
に
滞
琉
し
た
宣
教
師
達
の
間
で
情
報
交
換
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が

（
11
（

、
一
八
四
〇
年
代
の

来
琉
、
滞
琉
経
験
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
記
の
よ
う
に
一
八
五
〇
年
代
に
来
琉
し
た
宣
教
師
達
が
敢
え
て
聖
職

者
の
格
好
を
し
、
そ
の
結
果
、
琉
仏
間
の
会
談
当
初
か
ら
琉
球
王
府
に
よ
っ
て
宣
教
師
達
の
滞
琉
拒
否
が
伝
え
ら
れ
る
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な
ど
、
一
八
五
〇
年
代
の
琉
仏
再
邂
逅
過
程
に
お
い
て
も
一
八
四
〇
年
代
に
得
た
経
験
が
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
活

か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
加
え
て
一
八
四
〇
年
代
に
お
い
て
既
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
が
指
摘
し
て
い
た
キ

リ
ス
ト
教
禁
制
の
本
質
も
、
メ
ル
メ
達
は
「
監
視
を
し
て
い
る
役
人
の
一
人
が
私
に
言
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
我
々

の
宗
教
を
教
わ
る
だ
け
で
死
罪
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。（

11
（

」
と
、
現
地
に
到
着
し
て
か
ら
漸
く
理
解
す
る
有
様
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
、
リ
ヨ
ン
号
船
長
の
ボ
ネ
（Bonnet

）
は
琉
球
王
国
の
様
子
を
「
こ
ん
な
に
善
い
（
琉
球
王
国
の
）
人
々

が
異
教
徒
で
あ
る
と
は
な
ん
と
不
幸
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
福
音
の
光
が
や
が
て
彼
ら
の
上
に
輝
か
ん
こ
と
を
…
…

（
11
（

」
と

琉
球
の
人
々
に
感
嘆
し
た
旨
を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
彼
の
琉
球
観
も
一
八
四
〇
年
代
や
そ
れ
以
前
の
も
の
と
大

差
な
い

（
11
（

。
以
上
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
側
は
宣
教
師
達
の
み
な
ら
ず
軍
・
海
運
関
係
者
等
に
お
い
て
も
琉
球
王
国
に
関
わ
る
、

も
し
く
は
関
わ
っ
た
者
同
士
の
情
報
交
換
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
宣
教
師
達
の
琉
球
上
陸
に
関
し
て
も

十
分
な
対
策
・
対
応
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
で
も
一
八
五
五
年
末
、
琉
球
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
協
定
（Convention entre la France et les îles 

Lieou-khieou

）
が
結
ば
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
協
定
は
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
批
准
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
間
に
お
い
て
布
教
の
希
望
で
あ
り
、
ま
た
支
え
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
勿
論
、
こ
の
協
定
に
琉
球
に
お
け
る
宣
教
の
自
由
を
明
記
し
た
条
項
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
琉
仏
協
定
締
結
前
に
滞
琉
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
フ
ュ
レ
は
以
下
の
よ
う
に
こ
の
協
定
を
評
価
し
て
い

た
。
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（
那
覇
到
着
か
ら
八
か
月
経
っ
て
も
）
彼
ら
（
ジ
ラ
ー
ル
と
メ
ル
メ
）
は
ま
だ
一
人
の
新
改
宗
者
も
得
ら
れ
ず
、

改
宗
す
れ
ば
（
琉
球
の
）
島
民
は
家
族
と
と
も
に
死
刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
（
宣
教
師
達
）
は
ど
の

よ
う
に
布
教
を
行
え
ば
い
い
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
も
し
宣
教
師
達
が
神
が
全
知
全
能
で
慈

悲
深
い
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
（
宣
教
を
）
諦
め
て
し
ま
う
ほ
ど
（
琉
球
）
王
府
は
厳
重
な
警
戒
を
敷
い
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
船
の
来
航
時
、
私
の
同
僚
達
は
琉
球
小
王
国
と
条
約
を
結
ん
だ
ゲ
ラ
ン
の
役
に
立
つ
に
は
十
分

な
琉
球
語
を
習
得
し
て
い
た
。（
琉
仏
協
定
の
）
条
項
は
我
々
が
琉
球
側
に
そ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
限
り
、
宣
教

に
好
都
合
で
あ
る
。
そ
の
上
、
度
外
れ
に
気
難
し
く
横
暴
な
権
力
が
琉
球
の
民
衆
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
最
も
暴

力
的
な
手
段
を
使
わ
な
い
限
り
、（
琉
球
の
）
民
衆
は
福
音
を
喜
ん
で
受
け
い
れ
る
気
に
な
っ
て
い
る

（
11
（

。

　

フ
ュ
レ
は
来
琉
後
す
ぐ
香
港
へ
渡
っ
た
為
、
実
質
の
滞
琉
期
間
は
三
か
月
ほ
ど
で
、
か
つ
協
定
締
結
時
に
は
既
に
琉

球
に
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
証
言
す
る
よ
う
に
琉
仏
協
定
締
結
以
前
の
琉
球
に
お
け
る
布
教
状
況
は
非
常
に

悲
観
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
「
布
教
活
動
は
前
任
者
（
一
八
四
〇
年
代
に
滞
琉
し
た
宣
教
師
達
）

同
様
に
、
琉
球
王
府
の
厳
し
い
監
視
下
に
あ
っ
て
思
う
に
任
せ
な
か
っ
た

（
11
（

」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
ュ
レ
の
手

紙
を
一
読
す
る
と
、
一
八
四
〇
年
代
に
滞
琉
し
た
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
の
状
況
並
び
に
布
教
姿
勢
と
類
似
す
る
と

こ
ろ
が
多
く
、
一
八
五
〇
年
代
に
来
琉
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
は
琉
球
に
お
け
る
布
教
の
閉
塞
を
日
々
肌
で
感
じ
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て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
宣
教
が
ほ
ぼ
絶
望
的
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
宣
教
師
達
が
こ
の
琉
仏
協
定
に
現
状

を
打
ち
破
る
可
能
性
と
し
て
希
望
を
託
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
琉
仏
協
定
締
結
時
に
滞
琉
し
て

い
た
メ
ル
メ
も
こ
の
協
定
を
「
我
我
は
我
々
の
地
位
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
ず
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
し
た

（
11
（

」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
協
定
に
対
す
る
彼
ら
の
期
待
の
ほ
ど
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
一
体
フ
ラ
ン
ス

人
宣
教
師
達
は
琉
仏
協
定
の
何
を
論
拠
に
琉
球
布
教
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
を
探

る
べ
く
、
琉
仏
協
定
の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
か
ら
第
五
条
の
該
当
部
を
訳
出
し
て
み
た
い
。

第
五
条

琉
球
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
は
ど
こ
に
で
も
好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
き
、
ま
た
妨
害
を
受
け
る
こ
と
な
く
（
琉
球

の
）
住
民
達
と
自
由
に
会
話
を
す
る
自
由
が
保
障
さ
れ
る
。
尾
行
や
監
視
を
す
る
官
吏
達
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
同

伴
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。（
後
略

（
11
（

）

　

こ
の
条
項
を
一
読
す
る
と
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
並
び
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
高
の
来
琉
以
降
、
宣
教
師
達
が
希
っ
て
き

た
琉
球
に
お
け
る
民
衆
と
の
交
流
の
自
由
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
八
四
六
年
、
セ
シ
ー
ユ
が
琉
球
王
府
と

の
間
で
取
り
付
け
た
「
運
天
条
約
」
に
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
の
「
自
由
」
は
、
一
八
五
五
年
に
な
っ
て
や
っ
と
公
式
に

明
文
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
た
と
え
「
布
教
の
自
由
」
が
明
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
こ
の
条
項
に
よ
り
宣
教
師
達
は
琉
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球
の
民
衆
と
自
由
に
会
話
が
で
き
、
ま
た
一
方
琉
球
の
民
衆
に
と
っ
て
も
異
国
人
監
視
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
琉
球
王
府
の
役
人
達
の
目
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
宣
教
師
達
と
自
由
に
話
を
す
る
こ
と
が
理
論
上
可
能
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
宣
教
師
達
に
と
っ
て
こ
の
条
項
は
宣
教
に
お
け
る
障
害
が
お
よ
そ
取
り
払
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
る
。 

　

し
か
し
実
際
は
宣
教
師
達
が
危
惧
し
た
通
り
、
琉
球
側
は
琉
仏
協
定
を
厳
守
す
る
こ
と
な
く
宣
教
師
達
の
監
視
は
秘

密
裏
に
継
続
さ
れ
、「
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
（
琉
球
王
国
の
人
々
）
と
宗
教
問
題
を
話
し
合
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能

（
（11
（

」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
メ
ル
メ
は
そ
の
滞
琉
中
に
数
名
の
改
宗
希
望
者
も
し
く
は
改
宗
可
能

だ
と
思
わ
れ
る
者
を
見
つ
け
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
二
十
二
歳
の
青
年
に
洗
礼
を
授
け
て
い
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ

ビ
エ
ル
と
い
う
洗
礼
名
を
つ
け
ら
れ
た
こ
の
琉
球
の
青
年
は
、
し
か
し
家
族
に
よ
っ
て
改
宗
を
見
破
ら
れ
た
後
、
メ
ル

メ
曰
く
「
殉
教
」
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
メ
ル
メ
は
彼
を
「
我
々
の
伝
道
の
生
ん
だ
第
一
子
」
で
あ
る

と
し
て
い
る
が
、
一
八
四
〇
年
代
、
前
述
の
よ
う
に
計
四
年
間
も
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
が
滞
琉
し
宣
教
を
試
み
た
に

も
関
わ
ら
ず
一
人
の
改
宗
者
も
で
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
八
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
の
滞
琉

開
始
直
後
に
こ
う
し
て
実
際
に
洗
礼
を
受
け
た
琉
球
の
人
間
が
出
た
こ
と
か
ら
、
琉
仏
協
定
の
締
結
に
よ
り
琉
球
王
府

の
滞
琉
異
国
人
監
視
体
制
に
多
少
の
譲
歩
が
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
ろ
う

（
（1（
（

。
実
際
、
協
定
締
結
後
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教

師
達
は
琉
球
に
お
い
て
散
歩
を
す
る
際
、
今
ま
で
以
上
に
自
分
た
ち
を
尾
行
す
る
人
間
が
い
な
い
か
注
意
し
て
お
り
、

ま
た
琉
球
王
府
も
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
、「
約
定
通
追
行
人
一
切
差
留
候
方
ニ
茂
相
考
候
へ
共
」
と
琉
仏
協
定
に
則
り
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宣
教
師
達
の
尾
行
制
度
そ
の
も
の
の
廃
止
ま
で
考
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

（
（10
（

。一
方
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
に
と
っ
て
も
、

た
と
え
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
公
式
に
明
文
化
さ
れ
た
こ
の
「
協
定
」
と
い
う
後
盾
が
あ
っ

た
こ
と
で
、
メ
ル
メ
の
よ
う
に
琉
球
の
人
々
に
宣
教
し
、
洗
礼
を
施
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

メ
ル
メ
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
以
外
に
も
改
宗
を
希
望
す
る
琉
球
の
若
い
青
年
一
人
、
そ
し
て
改
宗
可
能
と
思
わ
れ
る
あ
る

家
族
の
父
親
と
出
会
う
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
改
宗
の
経
験
か
ら
「
洗
礼
を
す
れ
ば
、
彼
ら
に
殉
教
す
る
備
え
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。（

（10
（

」
と
、
そ
の
苦
し
い
心
内
を
吐
露
し
て
お
り
、
最
終
的
に
こ
の
二
人
の
琉
球
人
に
洗
礼
を

施
し
た
様
子
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
五
〇
年
代
に
お
い
て
琉
球
の
人
々
を
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
宣

教
師
達
の
長
年
の
夢
は
一
応
叶
え
ら
れ
た
も
の
の
、
改
宗
し
た
人
間
に
対
し
て
施
行
さ
れ
た
琉
球
王
府
に
よ
る
厳
し
い

弾
圧
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、宣
教
師
達
は
理
想
（
布
教
）
と
現
実
（
殉
教
）
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
こ
と
と
な
っ

た
。
一
方
の
琉
球
側
も
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
存
在
が
発
覚
し
た
こ
と
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
再
度
琉
球
国
内
に
徹
底
さ

せ
る
こ
と
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
シ
ス
コ
の
名
こ
そ
出
さ
な
い
も
の
の
、
一
八
五
六
年
正
月
（
旧
暦
）
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
者
し
た
者
を
「
見
出
し
聞
出
し
申
出
候
者
者
応
分
格
御
褒
賞
可
被
成
下
、
若
隠
置
脇
ゟ
露
顕
於
有
之
者
御
咎
目
可
被

仰
付
事
。」
と
取
り
締
ま
り
を
強
化
さ
せ
、
宣
教
師
達
の
布
教
活
動
に
対
し
、
今
ま
で
以
上
に
監
視
の
目
を
光
ら
せ
て

い
た
の
で
あ
る

（
（10
（

。
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お
わ
り
に

　

一
八
五
〇
年
代
末
に
日
本
に
滞
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
外
交
官
達
が
い
う
よ
う
に
、
琉
球
に
お
け
る
布
教
の
「
時
は

ま
だ
満
ち
て
お
ら
ず
」（

（10
（

、
ま
た
「
今
日
ま
で
彼
ら
（
宣
教
師
達
）
の
熱
意
は
全
く
報
わ
れ
て
い
な
い

（
（10
（

」
と
い
う
状
況
に

あ
っ
て
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
の
滞
琉
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
は
可
能
な
限
り
琉
球
の
人
々
と
の
交
流
に
努

め
、布
教
あ
る
い
は
布
教
の
布
石
と
な
る
べ
く
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
は
小
論
で
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

一
八
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
改
宗
者
と
な
り
え
そ
う
な
琉
球
の
人
間
を
宣
教
師
そ
れ
ぞ
れ

が
発
見
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
一
八
五
〇
年
代
に
は
琉
仏
協
定
締
結
の
結
果
、
つ
い
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
手
に

よ
っ
て
改
宗
者
を
一
人
輩
出
す
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
琉
球
に
お

い
て
は
、
琉
球
王
府
が
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
滞
琉
当
初
か
ら
滞
琉
宣
教
師
達
が
信
じ
る
宗
教
を
彼
ら
宣
教
師
の
間
で
の
み

信
仰
す
る
自
由
を
不
文
律
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
、
一
八
四
四
年
以
降
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
容

し
て
い
っ
た
。今
後
は
こ
の
琉
球
に
お
け
る
宣
教
師
達
の
布
教
と
そ
れ
に
対
す
る
琉
球
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
変
容
が
、

幕
末
期
の
日
本
、
特
に
諸
外
国
と
の
条
約
締
結
に
端
を
発
す
る
外
国
人
居
留
問
題
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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來
「『
琉
球
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護
国
國
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に
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す
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佛
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的
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史
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論
』
第
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巻
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号
、一
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）、

赤
尾
藤
市
「
仏
国
の
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球
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と
江
戸
幕
府
の
対
策
」（『
史
林
』
第
二
十
五
巻
第
三
号
、
一
九
四
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）
等
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（
（
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海
老
沢
有
道
「
天
保
十
五
年
琉
仏
交
渉
日
本
史
料
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カ
ト
リ
ッ
ク
の
再
伝
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」（『
維
新
変
革
期
と
キ
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ス
ト
教
』
新
生
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、

一
九
六
八
年
）、
平
和
彦
「
琉
球
『
歴
代
宝
案
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解
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よ
び
若
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収
録
史
料
に
つ
い
て
（
八
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九
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ア
ジ
ア
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ア
フ

リ
カ
資
料
通
報
』
第
十
五
巻
（
四
）、
第
十
六
巻
（
五
）、
一
九
七
七
年
、
一
九
七
八
年
）

（
（
） 

島
尻
克
美
「『
仏
船
来
琉
事
件
』
の
概
要
と
研
究
史
」（
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
編
集
委
員
会
編
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第

二
巻　

巻
頭
論
考
、
浦
添
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）

（
（
） 

生
田
澄
江
「
幕
末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
の
琉
球
来
航
と
薩
琉
関
係
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』 

第
一
九
巻
、
一
九
九
二
年
）、

西
里
喜
行
「
ア
ヘ
ン
戦
争
後
の
外
圧
と
琉
球
問
題
─
道
光
・
咸
豊
期
の
琉
球
所
属
問
題
を
中
心
に
─
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
第
五
七
巻
、二
〇
〇
〇
年
）、岡
部
敏
和
『
幕
末
の
薩
摩
藩
と
琉
球
王
府
─
「
異
国
船
」
の
琉
球
来
航
問
題
を
中
心
に
─
』

（
中
央
大
学
、
二
〇
一
三
年
、
博
士
論
文
）
等 

、
関
連
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
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フ
ラ
ン
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ス
・
マ
ル
ナ
ス
（M

A
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A
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）
著
、
久
野
桂
一
郎
訳
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』（
み
す
ず
書

房
、
一
九
八
五
年
、
原
題
：La "R

eligion de Jésus" (Iaso Ja-K
yô) ressuscitée au Japon dans la seconde m

oitié du 

X
IX

e siècle

）
本
稿
で
は
こ
の
マ
ル
ナ
ス
の
著
作
を
度
々
活
用
す
る
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
本
書
は
史
料
引
用

と
そ
れ
以
外
の
境
界
が
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
可
能
な
限
り
原
史
料
に
あ
た
り
、
そ
の
出
典
を
明
記
す
る
。



（（（

（
（
） 

照
屋
善
彦
著
、山
口
栄
鉄
・
新
川
右
好
訳
『
英
宣
教
師
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
─
琉
球
伝
道
の
九
年
間
─
』（
人
文
書
院
、二
〇
〇
四
年
、

原

題
：Bernard J. Bettelheim

 and O
kinaw

a : a study of the first Protestant m
issionary to the island 

kingdom
, 1846-1854

）

（
（
） 
佐
藤
快
信
・
菅
原
良
子
・
入
江
詩
子
「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
み
た
琉
球
」（『
長
崎
ウ
エ
ス
レ
ヤ
ン

大
学
地
域
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
十
一
巻
一
号
、
二
〇
一
三
年
）

（
（
） 

浜
川
仁
「
幕
末
琉
球
に
お
け
る
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
宣
教
と
崎
浜
の
『
殉
教
』
─
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
自
立
性
に
つ

い
て
の
一
考
察
─
」（『International Journal of O

kinaw
an Studies

』
通
巻
十
一
号
、
二
〇
一
六
年
）

（
9
） 

佐
藤
直
助
「
幕
末
に
於
け
る
佛
人
宣
敎
師
の
活
動
（
一
）（
二
）（
三
）」（『
文
化
』
第
三
巻
第
二
～
四
号
、
一
九
三
六
年
）、
畠

中
敏
郎
「
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
ル
・
テ
ュ
ル
デ
ュ
─
沖
縄
の
切
支
丹
復
活
─
」（
南
島
史
学
会
編
『
南
島
─
そ
の
歴
史
と
文
化
─
三
』

第
一
書
房
、一
九
八
〇
年
）、同
前
「
第
二
次
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
団
と
沖
縄
」（『
天
理
大
学
学
報
』
第
一
五
一
巻
、一
九
八
六
年
）

（
10
） 

畠
中
敏
郎
「
沖
縄
の
切
支
丹
復
活
─
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
神
父
の
書
簡
─
」（『Etudes françaises

』
第
九
巻
、
一
九
七
一
年
）、

伊
波
和
正
「
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
来
琉
：
ボ
ロ
レ
ー
『
航
海
日
記
』
試
訳
」（『
沖
縄
国
際
大
学
外
国
語
研
究
』
第
四
号
（
二
）、

二
〇
〇
〇
年
）

（
11
） 

海
老
沢
（
注
２
）
前
掲
論
文
、
九
七
頁
。

（
1（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
著
、
中
島
昭
子
・
小
川
早
百
合
訳
『
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
神
父
の
琉
球
日
記　

幕
末
日
仏
交
流
記
』（
中
公
文
庫
、

一
九
九
三
年
、
原
題
：Le prem

ier m
issionnaire catholique du Japon au X

IX
m

e siècle.

）
五
四
頁
。 
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（
1（
） 

生
田
（
注
４
）
前
掲
論
文
、
一
九
頁
。

（
1（
） 
畠
山
（
注
９
）
前
掲
論
文
「
第
二
次
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
団
と
沖
縄
」、
八
九
頁
。

（
1（
） GRIV

EL, Louis A
ntoine Richild (article sans nom

 d'auteur). « Cam
pagne de la corvette l'A

lcm
ène sur la 

côte nord de Chine et aux îles Liou-tchou, en avil, m
ai, juillet et août 1（（（, par un élève de la m

arine », In 

A
nnales M

aritim
es et Coloniales, Paris, Im

prim
erie royale, （0e année - （e série. Partie non offi

cielle T
om

e 1, 

T
om

e 90 de la collection, 1（（（, p. （（（.

 

こ
の
航
海
記
の
琉
球
に
関
す
る
部
分
は « M

er bleue. A
rchipel de Liou-T

chou. V
isite à N

apa-K
iang. » 

の
題
で
パ
ト

リ
ッ
ク
・
ベ
イ
ヴ
ェ
ー
ル
（Patrick BEILLEV

A
IRE

）
編
『
西
洋
の
出
会
っ
た
大
琉
球
』
第
一
期
、
第
四
巻
（Edition 

Synapse

、
二
〇
〇
〇
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
（
以
下
『
西
洋
の
出
会
っ
た
大
琉
球
』
と
略
記
）。

（
1（
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
1（
） 「
案
書
」（
一
三
二
七
号
）（
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
編
集
委
員
会
編
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
巻
、浦
添
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
八
年
）
四
一
二
頁
。
以
下
、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
と
略
記
。
ま
た
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
口
頭
の
み
な
ら
ず
書
面
で

も
布
教
の
許
可
を
要
求
し
て
い
た
（
同
、
四
一
六
頁
等
参
照
）。

（
1（
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
19
） 「
案
書
」（
一
三
四
一
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
二
巻
、
一
五
六
頁
。

（
（0
） 「
案
書
」（
一
三
四
一
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』第
二
巻
、一
五
七
頁
。
た
だ
、こ
こ
で
は「
先
以
見
合
居
候
方
可
宜
与
致
吟
味
」



（（0

と
返
答
は
控
え
て
い
た
。

（
（1
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
語
学
力
や
彼
の
琉
球
語
語
彙
集
に
つ
い
て
は
様
々
な
論
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
平
氏
は
フ
ォ
ル

カ
ー
ド
は
「
上
陸
し
て
八
ヵ
月
ほ
ど
の
う
ち
に
、
六
千
語
ば
か
り
の
語
彙
を
集
め
、
大
体
の
用
は
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
な
ら
ば
伝
道
を
は
じ
め
る
の
に
差
し
支
え
な
い
と
思
い
、
伝
道
の
許
可
を
願
い
出
た
が
、
琉
球
側
の
強
い
拒
絶
に
あ
っ
た
。」

（
平
（
注
２
）
前
掲
論
文
「
琉
球
『
歴
代
宝
案
』
解
題
お
よ
び
若
干
の
収
録
史
料
に
つ
い
て
（
八
）」、
二
四
頁
）
と
評
価
し
て

い
る
が
、
小
論
の
本
文
参
照
の
通
り
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
「
伝
道
を
は
じ
め
る
の
に
差
し
支
え
な
い
」
ほ
ど
の
語
学
力
は
持
ち
合

わ
せ
て
お
ら
ず
、畠
山
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、彼
の
語
学
力
は「
簡
単
な
会
話
に
一
応
の
不
自
由
が
な
い
と
い
う
程
度
」（
畠
山（
注

９
）
前
掲
論
文
「
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
と
ル
・
テ
ュ
ル
ジ
ュ
─
沖
縄
の
切
支
丹
復
活
─
」、
一
三
四
頁
）
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
五
六
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
五
九
～
六
〇
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
五
九
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
五
七
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
五
三
頁
。
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（
（9
） 

畠
中
氏
の
翻
訳
で
は
意
味
が
通
じ
に
く
い
と
考
え
敢
え
て
括
弧
内
に
筆
者
訳
を
掲
げ
た
。
原
文
：Ce qui est incontestable

（
（0
） 
畠
中
（
注
10
）
前
掲
論
文
、
五
五
頁
。

（
（1
） 
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
の
指
摘
と
は
正
反
対
に
、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
内
の
史
料
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教

は
「
耶
蘇
教
」
で
は
な
く
「
天
主
教
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
日
常
会
話
の
中
で
は
当
時
「
耶
蘇
教
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
（（
） 

畠
中
（
注
10
）
前
掲
論
文
、
五
六
頁
。

（
（（
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
（（
） 

拙
論
「
セ
シ
ー
ユ
艦
隊
来
航
に
関
す
る
再
検
討
─
セ
シ
ー
ユ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
滞
琉
環
境
改
善
要
求
と
そ
の
影
響
─
」

（『International Journal of O
kinaw

an Studies

』
通
巻
九
号
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
（（
） 

平
（
注
２
）
前
掲
論
文
「
琉
球
『
歴
代
宝
案
』
解
題
お
よ
び
若
干
の
収
録
史
料
に
つ
い
て
（
八
）」、ル
・
ル
ー
・
ブ
レ
ン
ダ
ン
「
幕

末
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
『
親
幕
派
』
の
形
成
過
程
─
宣
教
師
間
の
関
係
を
中
心
に
」（『
史
海
』
第
五
六
号
、二
〇
〇
九
年
）
等
。

（
（（
） 「
一
八
四
六
年
─
一
八
四
八
年
の
沖
縄
滞
在
に
関
す
る
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
神
父
の
『
報
告
書
』」（『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
琉
球
関
係

資
料
の
発
掘
と
そ
の
基
礎
的
研
究
』
琉
球
大
学
法
文
学
部
、
二
〇
〇
〇
年
。
以
下
『
基
礎
的
研
究
』
と
略
記
）
一
三
三
頁
。
以

下
「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」
と
略
記
。
原
文 « Report on Liou-K

iou (1（（9) » 

は
『
西
洋
の
出
会
っ
た
大
琉
球
』
第
一
期
、

第
五
巻
に
所
収
。

（
（（
） 

拙
（
注
（（
）
前
掲
論
文
参
照
。



（（（

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ「
琉
球（
沖
縄
）日
記
」」（『
基
礎
的
研
究
』琉
球
大
学
法
文
学
部
、二
〇
〇
〇
年
）一
〇
三
、一
〇
四
頁
。
以
下「
ル

テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」
と
略
記
。

（
（9
） 
実
際
、
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
は
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
会
っ
た
際
、
彼
が
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
、
宗
教
上
の

見
解
の
相
違
を
乗
り
越
え
て
、
互
い
に
交
際
を
深
め
、
相
互
理
解
の
う
え
に
共
存
を
図
り
た
い
意
向
だ
と
言
っ
た
。」（
フ
ォ
ル

カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
六
六
頁
）
と
記
録
し
て
お
り
、
ま
た
、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
を
迎
え
に
来
た
バ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
船
長
グ

ラ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
そ
の
日
記
の
中
で
琉
球
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
二
派
が
先
入
観
や
偏
見
な
し

に
語
ら
い
合
う
こ
と
が
出
来
て
幸
せ
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。（JU

RIEN
 D

E LA
 GRA

V
IERE, Jean Pierre Edm

ond. 

V
oyage en Chine et dans les m

ers et archipels de cet em
pire pendant les années 1847-1848-1849-1850, 

Paris, Charpentier, T
om

e 1, 1（（（, p. （（9.

（『
西
洋
の
出
会
っ
た
大
琉
球
』
第
一
期
、
第
五
巻
所
収
。
以
下V

oyage en 

Chine

と
略
記
。）

（
（0
） 「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
〇
四
頁
。
し
か
し
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
は
琉
球

王
国
に
お
け
る
宗
教
や
社
会
状
況
、
地
理
、
歴
史
な
ど
を
書
き
残
し
て
お
り
、
彼
の
語
学
力
が
貧
し
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
。

（
（1
） 『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
に
は
、
琉
球
語
の
レ
ッ
ス
ン
を
始
め
た
と
い
う
正
確
な
日
付
の
記
憶
は
な
く
、
ま
た
、
ル
チ
ュ
ル

デ
ュ
の
記
録
の
中
に
も
詳
細
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
一
八
四
六
年
八
月
（
旧
暦
）
に
書
か
れ
た
「
進
貢
船
仕
出

日
記
」
の
中
で
、
中
国
に
お
い
て
仏
英
人
に
琉
球
言
葉
や
書
籍
な
ど
を
教
え
て
い
る
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
ら
ど
う
答
え
る
か
、
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と
い
う
問
答
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
言
語
の
授
業
が
開
始
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
（「
進

貢
船
仕
出
日
記
」（
一
三
八
〇
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
二
巻
、
三
九
一
頁
）。
セ
シ
ー
ユ
の
琉
球
退
去
が
一
八
四
六

年
閏
五
月
二
四
日
（
旧
暦
）
な
の
で
、
来
琉
後
そ
れ
ほ
ど
間
を
お
か
ず
に
レ
ッ
ス
ン
が
始
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

一
八
四
六
年
の
十
月
二
一
日
付
（
旧
暦
）
文
書
で
は
、
ル
チ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
、
そ
し
て
英
国
人
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
琉
球

文
を
大
体
知
っ
て
い
る
の
で
、
書
付
な
ど
を
彼
ら
の
目
に
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
と
琉
球
王
府
が
警
戒
し
て
い
る
様
子
が
読

み
取
れ
る
。（「
英
人
来
着
日
記
」（
一
三
八
八
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
一
一
四
頁
。）

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」、
一
〇
八
、一
〇
九
頁
。

（
（（
） 

ル
チ
ュ
ル
デ
ュ
、
ア
ド
ネ
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
通
事
た
ち
は
首
里
、
久
米
村
の
通
事
た
ち
が
大
半
で
あ
り
、
残
り
の
少
数
は

那
覇
か
ら
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
通
事
達
の
勤
務
期
間
は
確
認
で
き
た
限
り
で
最
短
で
二
週
間
、
最
長
で
は
五
ヶ
月
以
上
、
延
べ

二
十
五
人
以
上
に
及
び
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
達
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
本
の
琉
球
語
訳
を
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
」、「
気
に

入
ら
な
い
」、「
正
直
で
は
な
い
」、「
嘘
を
教
え
た
」
等
と
い
う
理
由
か
ら
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
原
因
不
明
の
ま
ま
解
雇

を
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。（
拙
修
士
論
文 «  Com

paraison entre les conditions de séjour aux Ryûkyû de 

Forcade (1（（（-1（（（) et de Le T
urdu et A

dnet (1（（（-1（（（) : aspects politiques et diplom
atiques. », M

ém
oire 

de M
aster, Ecole des H

autes Etudes en Sciences Sociales, （01（. 

参
考
）

（
（（
） 「
案
書
」（
一
三
八
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
二
三
頁
。

（
（（
） 

セ
シ
ー
ユ
が
「
彼
ら
を
宣
教
師
と
し
て
紹
介
し
認
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。」
と
回
顧
し
て
い
る
よ
う
に
、
ル
テ
ュ



（（（

ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
は
表
向
き
に
は
単
な
る
「
通
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
返
答
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。（「
セ

シ
ル
提
督
か
ら
『
大
臣
』
へ
の
手
紙
（
二
）
一
八
四
六
年
十
月
十
二
日
」『
基
礎
的
研
究
』、
二
〇
三
頁
。
原
文
は « Lettre 

du contre-am
iral Cécille au m

inistre de la M
arine et des Colonies. Extrait : visite de la vision aux îles Lou-

tchou (1（ octobre 1（（（) » 

と
し
て
『
西
洋
の
出
会
っ
た
大
琉
球
』
第
一
期
、
第
五
巻
に
所
収
。）

（
（（
） 「
案
書
」（
一
三
八
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
四
五
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」、
一
二
五
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」、
一
二
六
頁
。

（
（9
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
八
頁
。

（
（0
） 

浜
川
（
注
８
）
掲
論
文
に
よ
る
と
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
叙
任
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
洗
礼
を
施
す
こ
と
の
で
き
る
地
位
に

な
か
っ
た
。
故
に
、
崎
浜
は
正
式
な
洗
礼
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
死
が
「
殉
教
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
議
論

の
余
地
が
あ
る
。

（
（1
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
九
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
六
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」、
一
二
六
頁
。

（
（（
） 

浜
川
（
注
８
）
前
掲
論
文
、
一
一
頁
、
注
釈
二
四
。

（
（（
） 

浜
川
（
注
８
）
前
掲
論
文
、
一
六
頁
。
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（
（（
） 

フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、
六
一
頁
。

（
（（
） 
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、一
〇
一
、一
〇
五
頁
。
し
か
し
『
大
日
本
維
新
史
料
』
に
よ
る
と
こ
の
家
は
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ

に
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
番
所
の
二
番
所
ま
で
を
強
制
借
用
し
た
」
よ
う
で
あ
る
（
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（
注
1（
）
前
掲
書
、

二
八
二
頁
）。

（
（（
） 「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
七
七
頁
、
二
〇
六
頁
。
ま
た
琉
球
側
は
正

月
一
日
（
旧
暦
）、
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
と
共
に
年
始
の
祝
い
を
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
正
月
も
共
に
祝
っ
て
い
る
。

（
（9
） 「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
二
一
七
頁
。

（
（0
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
日
記
」、
一
二
五
頁
。

（
（1
） 

こ
の
第
一
回
目
の
小
旅
行
は
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
が
連
れ
だ
っ
て
出
発
し
た
が
、
結
核
を
患
っ
て
い
た
ア
ド
ネ
は
そ
の
日

の
う
ち
に
天
久
寺
へ
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
小
旅
行
の
出
発
日
は
旧
暦
一
八
四
七
年
七
月
二
十
日
と
さ
れ
て
き
た
が
（「
仏
朗
西

人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）
解
題
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
三
五
～
一
三
八
頁
）、
七
月
二
十
日
付
（
旧
暦
）

の
文
書
に
は
「
昨
日
入
時
分
（
中
略
）
仏
人
両
人
寺
出
立
候
（
中
略
）
神
父
小
者
（
中
略
）
番
所
江
参
り
一
宿
い
た
し
（
後
略
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、十
九
日
の
日
没
頃
に
出
発
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）

『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
三
九
頁
。
尚
、
同
一
六
一
～
一
六
六
頁
に
は
こ
の
小
旅
行
の
詳
細
な
報
告
が
挙
が
っ

て
い
る
が
、
そ
の
記
述
に
お
い
て
も
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
が
天
久
寺
を
出
発
し
た
の
は
七
月
十
九
日
暮
時
分
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
）。



（（（

（
（（
） 「
案
書
」（
一
三
八
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
三
巻
、
六
八
頁
。

（
（（
） 「
仏
朗
西
人
来
着
日
記
」（
一
三
九
八
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
五
三
頁
。

（
（（
） 「
案
書　

異
国
一
件
御
内
分
」（
一
三
九
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
一
〇
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
四
、一
三
五
頁
等
。

（
（（
） 

琉
球
側
が
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
と
ア
ド
ネ
の
宗
教
的
行
動
を
ど
こ
ま
で
詳
し
く
見
分
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
く
、
琉
球
側
が

そ
れ
と
知
ら
な
い
う
ち
に
彼
ら
が
宗
教
的
行
為
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
。例
え
ば
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
記
録
か
ら
、

病
床
に
あ
っ
た
ア
ド
ネ
は
死
の
直
前
ま
で
毎
日
聖
体
拝
領
を
続
け
、
聖
務
日
課
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
し
、
ル

テ
ュ
ル
デ
ュ
は
ア
ド
ネ
の
死
の
直
後
「
午
前
一
時
を
過
ぎ
て
礼
拝
で
き
る
と
い
う
我
々
の
特
権
に
よ
っ
て
、
祭
壇
に
上
る
準
備

を
し
た
」（「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、一
三
五
頁
）
と
も
記
し
て
い
る
。
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
の
い
う
こ
の
「
特
権
」
に
つ
い
て
は
、

琉
球
側
か
ら
午
前
一
時
以
降
で
あ
れ
ば
祈
っ
て
よ
い
と
許
可
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
聖
職
者
と
し
て
日
々
行
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
聖
務
日
課
の
こ
と
を
指
す
、
と
い
う
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
彼
ら
は
滞
琉
中
、
毎
朝
の
祈
り
だ
け
で
な
く
、
一
日
の
う
ち
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
神
へ
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
（（
） 

ク
ネ
ヒ
ト
・
ペ
ト
ロ
「
開
港
期
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
活
動
の
状
況
」（『
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
』
第

六
二
巻
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
九
頁
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
六
頁
。
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（
（9
） 「
案
書　

異
国
一
件
御
内
分
」（
一
三
九
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
九
八
頁
。

（
（0
） 「
案
書
」（
一
三
九
六
号
）、『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
三
二
頁
。

（
（1
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
七
、一
三
八
頁
。

（
（（
） 「
案
書　

異
国
一
件
御
内
分
」（
一
三
九
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
九
八
、九
九
頁
。

（
（（
） V

oyage en Chine, p. （（0.

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
八
頁
。

（
（（
） V

oyage en Chine, p. （（1.

（
（（
） 

再
建
前
の
ア
ド
ネ
の
墓
の
写
真
は
日
文
研
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

（
（（
） 「
仏
人
逗
留
ニ
付
那
覇
ニ
而
之
日
記
」（
一
五
六
四
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
四
巻
、
解
題
。

（
（（
） 「
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
報
告
書
」、
一
三
七
頁
。

（
（9
） 「
案
書　

異
国
一
件
御
内
分
」（
一
三
九
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
四
巻
、
一
〇
六
頁
。

（
（0
） D

U
BO

IS D
E JA

N
CIGN

Y
, A

dolphe. « Les îles Liou-K
iou. », In Japon, Indo-Chine, E

m
pire birm

an (ou A
va), 

Siam
, A

nnam
 (ou Cochinchine), Péninsule m

alaise, etc., Paris, Firm
in-D

idot frères, 1（（0, p. （（1.

（
以
下 

« Les îles Liou-K
iou. » 

と
略
記
）

（
（1
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
九
一
頁
。

（
（（
） 

奇
し
く
も
こ
の
エ
リ
ゴ
ー
ヌ
号
の
艦
長
は
一
八
四
六
年
に
来
琉
す
る
こ
と
に
な
る
セ
シ
ー
ユ
で
あ
っ
た
。



（（（

（
（（
） 

本
書
は
『
日
本
旅
行
記
』
も
し
く
は
『
日
本
渡
航
記
』
と
い
う
題
で
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） « Les îles Liou-K

iou. », p. （（1.
（
（（
） 
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
の
雑
誌
は
『
信
仰
普
及
協
会
年
報
』
や
『
布
教
年
報
』
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
雑
誌
は
必
ず
し
も

年
報
で
は
な
か
っ
た
点
を
考
慮
し
、
本
稿
で
は
敢
え
て
「
紀
要
」
と
い
う
訳
語
を
使
用
し
た
。

（
（（
） «M

ission du Japon Iles Lieou-K
ieou. », In A

nnales de la propagation de la foi, Lyon, Éditeur des annales, 

T
om

e （9, 1（（（, p. （9（. （
以
下« M

ission du Japon Iles Lieou-K
ieou. » 

と
略
記
）

（
（（
） « M

ission du Japon Iles Lieou-K
ieou. », p. （9（.

（
（（
） 

こ
の
時
代
の
西
洋
に
お
け
る
日
琉
・
中
琉
関
係
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
一
九
世
紀
中
葉
の
西
洋
と
琉
球
─
フ
ラ
ン
ス
語

史
料
に
み
る
琉
球
所
属
認
識
並
び
に
対
外
政
策
認
識
の
変
遷
─
」（『International Journal of O

kinaw
an Studies

』
通
巻

十
一
号
、
二
〇
一
六
年
）
で
詳
述
し
て
い
る
。

（
（9
） « M

ission du Japon Iles Lieou-K
ieou. », p. （9（.

（
90
） 

畠
山
（
注
９
）
前
掲
論
文
「
第
二
次
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
団
と
沖
縄
」、
九
五
頁
。

（
91
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
三
〇
、一
三
一
頁
。
史
料
出
典
：« Lettre de M

. Biest, m
issionnaire apostolique à 

M
M

. les directeurs du sém
inaire des M

issions Etrangères », In A
nnales de la Propagation de la foi, Lyon, 

Éditeur des annales, T
om

e （（, 1（（（.

（
以
下  « Lettre de M

.Biest » 

と
略
記
）

（
9（
） 

畠
山
（
注
９
）
前
掲
論
文
「
第
二
次
フ
ラ
ン
ス
宣
教
師
団
と
沖
縄
」、
九
七
頁
。



（（9 一九世紀中葉の琉球における宣教様相とキリシタン禁制

（
9（
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

（
9（
） 
マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
三
一
頁
。
史
料
出
典
：« Lettre de M

.Biest »
（
9（
） 
拙（
注
（（
）前
掲
論
文
参
照
。
例
え
ば
一
八
四
八
年
に
ル
テ
ュ
ル
デ
ュ
を
迎
え
に
来
琉
し
た
バ
ヨ
ネ
ー
ズ
号
船
長
グ
ラ
ヴ
ィ
エ
ー

ル
は
琉
球
に
来
航
す
る
ま
で
琉
球
の
人
々
を
無
私
、
善
良
、
浄
福
な
幸
せ
な
人
々
だ
と
考
え
て
い
た
。

（
9（
） « Lettre de M

. Furet, de la Société des M
issions-Etrangères, à M

M
. Les D

irecteurs de l'Œ
uvre de la 

Propagation de la Foi. », In A
nnales de la propagation de la foi, Lyon, Éditeur des annales, T

om
e （9, 1（（（, 

p.（0（.    

（
9（
） 

平
（
注
２
）
前
掲
論
文
「
琉
球
『
歴
代
宝
案
』
解
題
お
よ
び
若
干
の
収
録
史
料
に
つ
い
て
（
九
）」、
二
七
頁
。

（
9（
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。
史
料
出
典
： « Lettre de M

. M
erm

et, m
issionnaire apostolique, de la 

Congrégation des M
issions-Etrangères, à M

. A
lbrand, Superieur du Sém

inaire de la m
êm

e Congrégation, à 

Paris », In A
nnales de la propagation de foi, Lyon, Éditeur des annales, T

om
e （9, 1（（（.（

以
下  « Lettre de M

. 

M
erm

et » 

と
略
記
）

（
99
） CO

RD
IER, H

enri. Les Français aux îles Lieou k'ieou, Paris, Im
prim

erie nationale, 1911, p. 1（.

（
100
） 

マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。
史
料
出
典
：« Lettre de M

. M
erm

et »

（
101
） 

豊
見
山
和
行
「
琉
球
王
国
末
期
に
お
け
る
対
外
関
係
─
琉
米
・
琉
仏
条
約
締
結
問
題
を
中
心
に
─
」（『
歴
史
評
論
』
六
〇
三
号
、

二
〇
〇
〇
年
）
参
考
。
氏
の
言
う
通
り
協
定
の
締
結
に
よ
っ
て
琉
球
王
府
の
対
異
国
人
政
策
は
確
か
に
「
徐
々
に
変
容
を
余
儀



（（0

な
く
さ
れ
て
い
た
」（
四
一
頁
）
と
い
え
よ
う
。

（
10（
） 「
異
国
御
用
掛
日
記
」（
一
五
四
七
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
十
二
巻
、
三
二
三
頁
な
ど
。　

（
10（
） 
マ
ル
ナ
ス
（
注
５
）
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
10（
） 「
年
中
各
月
日
記
（
帳
当
座
）」（
一
五
四
一
号
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
一
二
巻
、
四
六
頁
。

（
10（
） CH

A
SSIRO

N
, Charles-Gustave M

artin de. N
otes sur le Japon, la Chine et l'Inde : 1858-1859-1860, Paris, E. 

D
entu, 1（（1, p. 1（（.

（
10（
） M

O
GES, A

lfred de. Souvenirs d'une am
bassade en Chine et au Japon en 1857 et 1858, Paris, Librairie de L. 

H
achette et Cie, 1（（0, p. （19.


