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■
講
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ッ
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・
カ
・
フ
ォ
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カ
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大
学
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授
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■
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会
…
…
サ
ウ
ク
エ
ン
・
フ
ァ
ン
（
本
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教
授
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
研
究
所
所
長
）

■
使
用
言
語
…
…
英
語

は
じ
め
に

こ
の
講
演
で
は
琉
球
諸
語
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
ま
ず
、
琉
球
諸

語
の
概
要
を
紹
介
し
、
近
代
の
言
語
生
態
学
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
過
去
一
五
〇
年
ほ
ど
の
言
語
使
用
領
域
内
の
言

語
シ
フ
ト
、
ま
た
言
語
の
喪
失
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
、

現
在
の
琉
球
列
島
に
お
け
る
言
語
の
復
興
活
動
に
つ
い
て
お
話
し
、
最

後
に
そ
れ
ら
を
総
括
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

琉
球
諸
語
と
は

言
語
学
者
や
日
本
国
内
の
多
様
な
言
語
に
つ
い
て
興
味
が
あ
る
人
で

な
け
れ
ば
、
日
本
の
言
語
状
況
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
が
な
い

で
し
ょ
う
。
多
く
の
人
は
、
日
本
に
日
本
語
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い

ま
す
が
、
ア
イ
ヌ
語
な
ど
他
の
言
語
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
人
は
多
く

な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
実
際
の
状
況
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑

で
す
。
関
連
し
た
言
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
日
本
語
族
の
構
成

に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
最
も
強
く
大
き
な
言
語
と
し
て
日
本
語
が
存

在
し
て
お
り
、
別
の
枝
と
し
て
琉
球
諸
語
が
あ
り
ま
す
。
琉
球
語
で
は

な
く
琉
球
諸
語
で
す
。

琉
球
諸
語
は
さ
ら
に
、
北
琉
球
語
群
と
南
琉
球
語
群
と
に
枝
分
か
れ

し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
距
離
的
に
は
近
い
の
で
す
が
、
言
語
の
つ

く
り
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
北
と
南
両
方
の
言
葉

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
で
す
。
北
琉
球
語
群

に
は
三
つ
の
言
語
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
奄
美
語
、
一
つ
は
国
頭
語
、

そ
し
て
最
も
大
き
い
の
が
沖
縄
語
で
あ
る
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
で
す
。
南
琉

二
〇
一
七
年
六
月
二
三
日　

開
催
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
何
か
：
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
言
語
と
社
会
の
視
点
か
ら
考
え
る
（
第
二
弾
）〉

近
代
後
期
日
本
に
お
け
る
琉
球
諸
語 

パ
ト
リ
ッ
ク
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

 

（
執
筆
＝
ミ
ラ
ー
成
三
）
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球
語
群
に
は
宮
古
語
、
与
那
国
語
、
八
重
山
語
の
三
つ
が
あ
り
、
こ
れ

ら
を
合
わ
せ
る
と
琉
球
諸
語
に
は
六
つ
の
大
き
く
異
な
る
言
語
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の
友
人
で
も
あ
る
比
嘉
光
龍
（Fija 

Byron
）氏
は
沖
縄
語
を
使
っ
て
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
はYou Tube

に
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）
1
（

。
こ
の
中

で
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
琉
球
諸
語
が
六
つ
の
言
語
に
分
か
れ
、
そ
こ

に
は
七
五
〇
も
の
方
言
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ

う
に
、
琉
球
諸
島
の
言
語
は
き
わ
め
て
多
様
な
も
の
で
す
が
、
一
方
で

日
本
語
と
も
関
係
が
あ
り
ま
す
。
琉
球
諸
語
と
日
本
語
は
近
い
部
分
も

あ
り
ま
す
が
、
大
き
く
異
な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
特
に
南
の
言
語
に

な
る
と
こ
の
違
い
は
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

琉
球
諸
語
が
日
本
語
か
ら
分
離
し
た
の
は
、
六
世
紀
よ
り
も
前
の
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
独
立
し
た
言
語
と
し
て
存
在

し
た
期
間
が
非
常
に
長
く
、
ま
た
言
語
の
シ
ス
テ
ム
も
日
本
語
と
は
異

な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
複
数
の
理
由
か
ら
、
琉
球
諸
語
の
こ
と
を
琉
球

方
言
と
呼
ぶ
の
は
適
切
で
は
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

パトリック・ハインリッヒ氏

司会のファン先生
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日
本
で
暮
ら
し
、
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
て
も
、
こ
の
こ
と

を
理
解
し
て
い
る
人
は
多
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
国
家
や
人
、
ま
た
言
語
に
対
す
る
考

え
方
が
関
連
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
は
イ
タ
リ
ア
に
住
ん
で
い
ま

す
。
イ
タ
リ
ア
に
住
ん
で
い
る
人
は
イ
タ
リ
ア
人
で
、
イ
タ
リ
ア
語
を

話
す
と
い
う
こ
と
は
皆
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
、

イ
タ
リ
ア
語
、
韓
国
語
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
国
語
（national 

language

）が
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
国
語
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
た
人
々
は
国
民（nation

）と
呼
ば
れ
、
こ
の
国
民
が
一

つ
の
国
家
（state

）
を
形
成
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
国
語
・
国
民
・
国

家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
も
の
で
す
。
歴
史
を
学
ん
で
み
る
と
、
現
実
は
こ
の
真
逆

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
先
に
国
家
が
作
ら
れ
る
の
で

す
。
国
家
の
中
に
は
必
ず
多
様
性
が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
国
家
の
中

に
い
る
人
々
は
す
べ
て
国
民
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
国
民
に
対
し
て
国
語
の
教
育
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
沖
縄
の

人
々
も
か
つ
て
は
日
本
語
を
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八

七
九
年
に
日
本
政
府
に
よ
っ
て
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
て
は
じ
め
て
日
本

語
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

社
会
の
近
代
化
と
言
語
生
態
系
の
変
化

国
家
の
形
成
は
、
言
語
の
減
少
に
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

単
に
国
家
が
作
ら
れ
た
だ
け
で
、
世
界
に
あ
る
言
語
の
数
が
変
わ
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
明
治
維
新
以

前
の
状
況
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
日
本
は
江
戸
と

京
都
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
言
語

や
文
化
は
多
様
性
を
帯
び
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
言
語
や
文
化
が
人
と

人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
中
心
的
な
地
域
で
は
、
そ
の
接
触

の
多
さ
か
ら
人
々
は
同
じ
よ
う
な
言
語
を
話
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
中
心
か
ら
離
れ
た
地
域
に
行
く
と
、
人
々
の
接
触
は
珍
し
い

も
の
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
限
ら
れ
た
人
と
の
間
で
行
わ

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
独
自
の
言
語
や
文
化
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
言
語
の
多
様
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
明
確
な
国
境
と
い
う
も
の
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
維
新
以
前
に
小
笠
原
諸
島
は
日
本
だ
っ
た

か
と
聞
か
れ
る
と
、「
は
い
」
と
も
「
い
い
え
」
と
も
答
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
し
、
琉
球
が
日
本
だ
っ
た
か
と
い
う
の
も
微
妙
で
す
。
北
海
道

が
日
本
だ
っ
た
か
と
い
う
の
も
な
か
な
か
一
言
で
は
言
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
近
代
化
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
変
化
し
、
国
境
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
が
日
本
だ
と
明
確
に
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
う
し
て
国
家
が
形
成
さ
れ
る
と
、
今
度
は
そ
の
国
境
内
に
い
る

人
間
は
す
べ
て
日
本
人
で
あ
る
と
さ
れ
、
日
本
語
を
話
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
異
な
る
言
語
や
文
化
を
持
つ
人
た
ち
も
日
本
の
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言
語
と
文
化
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
な
る
と
、
多
様
な
言
語
の
関
係
性
は
横
の
関
係
性
か
ら
縦
の

関
係
性
に
な
り
ま
す
。
縦
の
関
係
性
と
は
、
す
な
わ
ち
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

の
関
係
性
の
こ
と
で
す
。
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
位
に
位
置
す
る
の
は
支

配
的
な
中
心
地
域
の
言
語
で
す
。
日
本
の
場
合
は
東
京
と
京
都
の
言
葉

が
混
ざ
り
合
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
標
準
的
な
日
本
語
が
こ
れ
に
当
た
り
ま

す
。
縦
の
関
係
性
に
お
い
て
は
、
中
心
地
域
か
ら
遠
く
離
れ
、
言
語
が

多
様
化
し
て
い
く
と
、
そ
れ
は
悪
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
琉
球
諸
島
で
暮
ら
す
人
々
の
よ
う
に
、
中
心
か
ら
ひ
と
き
わ
遠

く
、
標
準
と
大
き
く
異
な
る
言
語
を
話
し
て
い
る
と
、
問
題
の
あ
る
行

動
だ
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
人
々
は
や
が
て
地
域
の

言
語
を
話
す
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
言
語
の
消
滅
危
機
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
で
す
。
現
在
の
日
本
の
消
滅
危
機
言
語

を
見
て
み
る
と
、
三
つ
の
ア
イ
ヌ
語
、
六
つ
の
琉
球
諸
語
、
八
丈
語
、

小
笠
原
の
ク
レ
オ
ー
ル
英
語
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
日
本

の
中
心
で
は
話
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
言
語
で
す
。

世
界
に
は
現
在
約
二
〇
〇
の
国
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
言
語
は
七
〇

〇
〇
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
計
算
上
、
一
つ
の
国
に
三
五
の
言
語
が
あ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
私
の
知
る
限
り
、
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る

国
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
だ
け
で
す
。
現
在
はG

oogle

に
よ
っ
て
開
設
さ

れ
た
「
絶
滅
危
機
言
語
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（Endangered Language 
Project

）」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
危
機
言
語
の
分
布
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
地
図
を
見
る
と
、
興
味
深
い
の
は
以
前
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
危
機
言
語
が
見
ら
れ
る
と
い
う

点
で
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
定
住
せ
ず
に
そ
こ
を
移
動
し
な
が
ら
暮
ら
し

て
い
た
人
々
が
、
近
代
化
に
よ
っ
て
一
つ
の
場
所
に
定
住
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
移
動
す
る
人
々
が
い
な
く

な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
話
さ
れ
て
い
た
多
様
な
言
語
が
消
滅
す
る

恐
れ
が
高
ま
り
、
い
わ
ば
言
語
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

近
代
化
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
魅
力
的
な
響
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。

確
か
に
近
代
化
あ
る
い
は
近
代
に
は
多
く
の
良
い
点
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
同
時
に
、
悪
い
点
も
多
く
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

近
代
化
に
お
け
る
言
語
に
つ
い
て
考
え
た
時
、
そ
の
悪
い
点
の
一
つ
と

し
て
私
た
ち
が
「
敵
対
的
言
語
生
態
系
（H

ostile Language Ecolo-
gies

）」
と
呼
ぶ
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
魚
や
植

物
を
育
て
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
環
境
に
置
く

の
が
良
い
か
考
え
る
で
し
ょ
う
。
言
語
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
そ
の
言
語

を
取
り
巻
く
社
会
的
、
物
理
的
環
境
、
す
な
わ
ち
言
語
生
態
系
の
中
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど

の
多
く
の
国
で
は
、
こ
う
し
た
言
語
生
態
系
に
対
し
て
敵
対
的
で
す
。

国
家
に
よ
っ
て
国
語
が
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
押
し
付
け
ら
れ
る

た
め
、
小
さ
な
言
語
は
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

言
語
の
消
滅
危
機
に
関
心
を
持
ち
、
さ
ら
に
神
田
外
語
大
学
が
掲
げ
る
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「
言
葉
は
世
界
を
つ
な
ぐ
平
和
の
礎
」
を
理
念
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て

の
人
が
自
分
の
望
む
言
語
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
言
語
や
そ
の
話
し
手
に
と
っ
て
、
社
会
文
化
的
に
も

政
治
的
に
も
よ
り
よ
い
環
境
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
、
私
た
ち
は
近
代
と
い
う
時
代
を
越
え
て
、
近
代
後
期
も
し

く
は
再
帰
的
現
代
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

琉
球
諸
語
の
喪
失
と
復
興

言
語
の
消
滅
危
機
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
私
た
ち
は
単
に

過
去
を
さ
か
の
ぼ
り
、
古
い
言
語
や
文
化
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
、
ま
た
多
く
の
人
々

の
生
活
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
、
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
し
て
い
る

の
で
す
。「
言
語
復
興
（Language Revitalization
）」
を
目
指
す
意

味
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
私
は
長
年
、
琉
球
諸
語
が
弱
く
な
っ
た
過
程
、

あ
る
い
は
失
わ
れ
て
き
た
過
程
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
過
程
は
「
言
語
シ
フ
ト
」
や
「
言
語
の
喪
失
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

日
本
語
は
、
一
八
七
二
年
に
琉
球
王
国
が
解
体
さ
れ
た
時
に
初
め
て

琉
球
列
島
に
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
琉
球
処
分
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。「
処
分
」
と
い
う
と
琉
球
が
悪
い
こ
と
を
し
た
よ
う
な
印
象
を
持
つ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
は
、
武
力
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
、
支
配
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
本
格
的
に
日
本
語
が
流
入
し
た
の
は
、
一
八
七
九
年

に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
学
校
教
育
が

始
ま
り
、
私
が
知
る
限
り
日
本
で
最
初
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
科
書
で
あ

る
『
沖
縄
対
話
』
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、『
琉
球

新
報
』
と
い
う
日
本
語
の
新
聞
の
発
行
も
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
、
琉
球
諸
語
の
使
用
は
次
第
に
限
定
的
に
な
り
、
変
容
す
る
こ

と
も
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
復
興
さ
れ
て
い
る
琉
球
諸
語
は
、

ほ
ぼ
一
九
世
紀
に
使
用
さ
れ
て
い
た
言
語
の
ま
ま
で
す
。
現
代
で
使
用

さ
れ
る
よ
う
な
、
例
え
ば
「
学
期
」
な
ど
の
言
葉
は
琉
球
諸
語
に
は
あ

り
ま
せ
ん
。
時
代
と
と
も
に
言
語
が
変
容
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。

言
語
の
復
興
に
お
い
て
も
時
代
の
変
化
と
と
も
に
必
要
と
な
る
言
葉
へ

の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
方
、
琉
球
に
入
っ
た
日
本
語
は
、
様
々
な
領
域
に
お
い
て
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
役
所
か
ら
始
ま
り
、
郵
便
局
や
銀
行
な
ど

で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
琉
球
語
が
使
用
で
き
る
領
域
は

限
定
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
異
な
る
場
面
に
お
い
て
異
な
る

言
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
に
な
る
の
は
、
家
庭
に
お
い
て
そ
の
言
語
が
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
た
時
で
す
。
こ
の
よ
う
な
時
に
、
言
語
は
消
滅
の
危
機

を
迎
え
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
や
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
教
育
を
英

語
で
行
う
よ
う
に
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
日
本
語
や
イ
タ
リ
ア
語
が
消

滅
の
危
機
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
国
の
す
べ
て
の
人
が
、

家
庭
で
も
英
語
を
使
用
し
は
じ
め
た
時
に
こ
そ
問
題
と
な
る
の
で
す
。
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琉
球
に
お
け
る
言
語
シ
フ
ト
は
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
り
ま
し
た
。
こ

の
こ
ろ
に
は
琉
球
に
住
む
ほ
と
ん
ど
の
人
が
日
本
語
話
者
と
し
て
育
っ

て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
琉
球
諸
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
も
ま

だ
多
く
い
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
も
こ
の
時
期
に
は
高
齢
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
琉
球
諸
語
を
話
す
高
齢
者
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の

家
庭
や
近
所
で
は
琉
球
諸
語
を
話
さ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た

め
、
若
者
は
日
本
語
し
か
習
得
せ
ず
、
琉
球
諸
語
は
ほ
と
ん
ど
話
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
琉
球
の
日
本
語
へ
の
シ
フ
ト
は

進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

今
日
で
は
琉
球
諸
語
は
、
琉
球
の
宗
教
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と

芸
事
の
領
域
に
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
現
代
の
人
々
の
言
語
使
用
を

世
代
別
に
見
て
い
く
と
、
最
も
多
く
琉
球
諸
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る

の
は
高
齢
の
人
た
ち
で
す
。「
ウ
チ
ナ
ー
ヤ
マ
ト
グ
チ
」
と
呼
ば
れ
る
日

本
語
と
琉
球
語
が
混
ざ
っ
た
混
合
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
興
味
深

い
の
は
、
中
年
の
世
代
が
よ
り
標
準
的
な
日
本
語
を
話
す
こ
と
が
多
く
、

若
者
世
代
の
方
が
こ
の
混
合
語
を
話
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
若
者

世
代
の
間
で
は
、
知
っ
て
い
る
琉
球
諸
語
の
言
葉
を
標
準
日
本
語
に
混

ぜ
て
よ
く
話
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
「
汚
い
」
と
い
う
意
味
の

琉
球
諸
語
で
あ
る
「
は
ご
ー
さ
ん
」
と
日
本
語
と
を
混
ぜ
て
「
は
ご
い
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
言
語
使
用
を

意
識
的
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
若
者
た
ち
は

「
は
ご
ー
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
自
体
を
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。「
は
ご
」
と
い
う
語
幹
と
な
る
部
分
を
ど
こ
か
で
見
聞
き
し
、
そ

の
形
容
詞
形
な
の
で
「
い
」
を
つ
け
れ
ば
正
解
だ
と
考
え
て
使
用
し
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
混
合
語
の
一
部
は
若
者
の
間
で
非
常
に
好

ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
日
常
的
な
会
話
に
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
若
者
た
ち
は
琉
球
諸
語
の
話
者
と
呼
べ
る
ほ
ど
琉
球
諸
語
を
話

せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
琉
球
諸
語

は
す
で
に
家
庭
内
で
も
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
小
さ
な
言
語
で
す
。

で
は
、
琉
球
諸
語
の
復
興
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

人
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」、
す
な
わ
ち
言
語
に
対
す

る
考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
琉
球
諸
語
の
こ
と

を
方
言
だ
と
言
う
人
も
い
ま
す
し
、
言
語
だ
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
ま

た
、
言
語
だ
と
い
う
人
の
中
に
も
琉
球
諸
語
は
役
に
立
た
な
い
と
い
う

人
も
い
れ
ば
、
役
に
立
つ
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
言
語
に

対
す
る
考
え
方
は
実
に
多
様
で
す
。
こ
う
し
た
言
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

基
に
し
て
、「
言
語
レ
ジ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
言
語
使
用
や
言
語

行
動
に
関
わ
る
制
度
に
つ
い
て
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
琉

球
諸
語
や
ア
イ
ヌ
語
は
学
校
で
教
え
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
、
英
語
の
場

合
は
ど
う
か
な
ど
に
つ
い
て
で
す
。
英
語
で
あ
っ
て
も
全
員
が
必
要
と

す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
様
々
な
考
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
考
え
自
体
は
す
べ
て
の
人
が
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
中

に
は
他
よ
り
も
影
響
力
の
強
い
も
の
も
存
在
し
ま
す
。
例
え
ば
、
私
が
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持
っ
て
い
る
考
え
よ
り
も
、
文
部
科
学
省
の
考
え
の
方
が
影
響
力
が
強

い
で
し
ょ
う
。
通
常
は
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
立
場
の
人
の
考
え

が
政
策
と
し
て
実
行
さ
れ
、
結
局
は
そ
の
立
場
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
実

現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
権
力
の

シ
フ
ト
を
起
こ
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
力
を
与
え
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
す
な
わ
ち
力
を
強
者
か
ら
弱
者
に
移
動
さ
せ
る
の
で
す
。

最
近
の
復
興
活
動

こ
こ
で
話
を
言
語
復
興
に
移
し
ま
し
ょ
う
。
言
語
復
興
の
た
め
の
努

力
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
る
言
語
が
国

家
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
例
え
ば
日
本
が
琉
球
諸
語
を
「
諸
」

語
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
活
動
家
た
ち
は
ま
ず
、

現
在
行
わ
れ
て
い
る
政
策
を
利
用
し
ま
す
。
一
例
と
し
て
、
学
校
の
総

合
的
学
習
の
時
間
に
方
言
教
育
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
た
だ
既
存
の
政
策
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
少
は
琉
球
諸
語

の
力
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

反
対
に
、
新
し
い
政
策
を
始
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
実

際
に
行
わ
れ
て
い
る
活
動
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
沖
縄
県
は
、

最
近
、
県
民
が
望
む
二
〇
年
後
の
沖
縄
の
あ
る
べ
き
姿
、
あ
り
た
い
姿

を
描
い
た
「
沖
縄
二
一
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て

こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
を
目
指
し
、
様
々
な
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の

実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
琉
球
諸
語
も
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
（=

島

言
葉
）」
と
し
て
そ
の
計
画
に
含
ま
れ
て
お
り
、
保
存
・
普
及
に
向
け
た

「
し
ま
く
と
ぅ
ば
普
及
推
進
計
画
」
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
普
及
セ
ン
タ
ー
」
が
設
置
さ
れ
、
関
係
機
関
や
団

体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
県
内
の
小
・

中
学
校
で
は
、
し
ま
く
と
ぅ
ば
に
慣
れ
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
作
成

さ
れ
た
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
読
本
」
を
配
布
し
、
活
用
す
る
な
ど
の
取
り

組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
民
間
団
体
に
よ
る
取
り
組
み
も

見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「
沖
縄
県
沖
縄
語
普
及
協
議
会
」
で
す
。
彼
ら
は
と
て
も
活
動
的
で
、
学

校
を
訪
問
し
て
琉
球
諸
語
の
授
業
を
行
っ
た
り
、
琉
球
諸
語
の
話
者
に

対
し
て
講
師
養
成
講
座
を
開
催
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
月
一

八
日
を
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
の
日
」（「
く（
九
）と
ぅ（
十
）ば（
八
）」
の
語

呂
合
わ
せ)

と
す
る
条
例
の
制
定
に
も
貢
献
し
ま
し
た
。
設
立
当
初
は

小
さ
な
団
体
で
し
た
が
、
今
で
は
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、「
沖
縄
ハ
ン
ズ
オ
ン
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
い
う
団
体
も

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
団
体
は
、
も
と
も
と
は
沖
縄
に

お
け
る
英
語
教
育
向
上
の
た
め
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
琉
球

諸
語
の
教
育
を
推
進
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
琉
球
諸

語
に
よ
る
公
演
を
行
っ
た
り
、
琉
球
諸
語
に
よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
を
二
四

時
間
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
す
る
な
ど
の
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
高
い
影

響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
面
白
い
の
は
、
自
動
販
売
機
に
ス
ピ
ー
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カ
ー
を
埋
め
込
み
、
彼
ら
の
ラ
ジ
オ
番
組
を
流
す
も
の
で
、
社
会
生
活

の
中
に
琉
球
言
語
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、「
沖
縄
語
土
曜
日
言
語
の
巣
（O

kinaw
an Saturday 

Language N
est

）」
と
い
う
沖
縄
の
母
親
た
ち
の
会
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
会
で
は
土
曜
日
に
子
ど
も
と
一
緒
に
集
ま
り
、
活
動
の
す
べ
て
を
沖

縄
の
言
葉
で
実
行
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
マ
オ
リ
や
ハ
ワ
イ
で
の
言
語
復
興
の
活
動
か
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
を
得

て
い
ま
す
。
ま
た
、
比
嘉
光
龍（Fija Byron

）氏
な
ど
琉
球
諸
語
の
研

究
者
や
活
動
家
個
人
に
よ
る
活
動
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
書
籍
や
論
文
の
執
筆
、
教
科
書
の
編
集
な
ど
、
世
界
中
の
研
究
者

に
よ
る
活
動
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
統
的
な
琉
球
舞
踊
や
エ

イ
サ
ー
、
沖
縄
民
謡
な
ど
も
琉
球
諸
語
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
深
い
沖

縄
文
化
に
つ
な
が
る
入
口
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
多
様
化
す
る
世
界
を
生
き
る
た
め
に
は
、
す

べ
て
の
人
が
手
助
け
を
す
る
た
め
に
手
を
差
し
伸
べ
、
ま
た
手
を
取
り

合
う
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
実
際
に
活
動
を
し
な
け
れ
ば
、
ま
た

活
動
を
行
う
人
々
を
助
け
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
世
界
は
変
わ
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
す
。

注（1） 

講
演
会
で
は
実
際
に
録
画
映
像
を
上
映
し
た
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
氏

のYou Tube

チ
ャ
ン
ネ
ル
の
一
つ
で
あ
る
「w

adoku2012

」

に
て
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


