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み
な
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。

は
じ
め
に
、
こ
の
た
び
こ
の
高
名
な
九
州
大
学
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
中
国
文
芸
座
談
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
貴
重
な
機
会
を

ご
提
供
下
さ
い
ま
し
た
、
静
永
健
准
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
の
テ
ー
マ
は
、｢

琉
球
本
と
福
建
本
『

二
十
四
孝』

『

童
子�
談』

を
例
に
し
て

｣

で
す
。

昨
年
十
月
、
私
は
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
高
津
孝
教
授
の
お
招
き
を
受
け
て
、
慶
応
大
学
斯
道
文
庫
の
派
遣
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
三

日
間
に
わ
た
る
琉
球
本
の
調
査
の
た
め
沖
縄
を
訪
れ
ま
し
た
。

周
知
の
通
り
、
現
在
の
沖
縄
諸
島
は
一
八
七
〇
年
代
以
前
、
琉
球
王
国
と
い
う
名
の
島
国
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
で
は
よ
く
知
ら

れ
た
存
在
で
し
た
。
琉
球
王
国
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
、
特
に
日
本
国
内
に
お
い
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
あ
が
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
、
書
誌
学
の
視
点
か
ら
琉
球
王
国
で
制
作
さ
れ
た
書
籍
、
と
り
わ
け
琉
球
本
漢
籍
に
つ
い
て

研
究
し
た
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
琉
球
本
と
中
国
福
建
地
方
の
書
籍
と
を
関
連
付
け
て
考
察
し
た
も
の
と
な
る
と
、
さ
ら
に
少
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
私
は
本
日
こ
の
機
会
を
お
借
り
し
て
、
私
の
知
識
や
見
解
を
み
な
さ
ま
に
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

今
回
私
は
、
沖
縄
で
の
調
査
の
際
に
見
た
二
部
の
琉
球
本
漢
籍
を
例
に
、
琉
球
本
と
福
建
本
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
二
部
の
琉
球
本
の
う
ち
、
一
部
は
一
八
七
九
年
に
琉
球
人
に
よ
っ
て
抄
写
さ
れ
た

『

二
十
四
孝』

で
、
も
う
一
部
は
一
八

四
四
年
の
琉
球
刻
本

『

陳�
園
先
生
童
子�
談』

で
す
。
ど
ち
ら
も
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
の
所
蔵
品
で
す
。

琉
球
本
と
福
建
本
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『

二
十
四
孝』

に
つ
い
て
は
、
み
な
さ
ま
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
版
本
は
大
き
く
三
つ
の
系
統

に
分
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
中
国
元
以
前
に
流
行
し
た
二
十
四
孝
義
図
に
基
づ
い
た

『

孝
行
録』

の
系
統
と
元
末
の

郭
居
敬

『
二
十
四
孝
詩
選』

系
統
、
そ
し
て
明
代
万
暦
以
降
の

『

日
記
故
事』

系
統
の
三
つ
で
す
。
三
系
統
の
版
本
に
共
通
な
の
は
、

い
ず
れ
に
も
二
十
四
の
古
代
中
国
の
道
徳
的
な
説
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
異
な
る
の
は
、
最
後
に
成
立
し
た

『

日
記
故
事』

系
統
で
は
、
名
実
違
わ
ず
二
十
四
話
す
べ
て
孝
行
説
話
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
に
先
立
つ

『

孝
行
録』

と
郭
居
敬

『

二
十
四
孝
詩
選』

系
統
に
は
、
兄
弟
間
の
友
愛

(

所
謂

｢

悌｣

の
こ
と
で
す)

を
主
題
に
し
た
説
話
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『

孝
行
録』

と
郭
居
敬

『

二
十
四
孝
詩
選』

の
二
系
統
間
で
は
、
二
十
四
の
説
話
の
主
人
公
が
一
部
異
な
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

八
重
山
博
物
館
所
蔵
の
琉
球
抄
本

『

二
十
四
孝』

に
は
、
封
面
右
側
に
琉
球
人
抄
写
者
に
よ
る
題
署：

｢

大
清
光
緒
五
年
己
卯
六
月

十
日
書
之
也
。｣

が
あ
り
、
抄
写
年
は
一
八
七
九
年
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
所
収
の
二
十
四
孝
の
顔
ぶ
れ
は

『

孝
行
録』

と
は

異
な
り
、
の
ち
の

『

日
記
故
事』
系
統
に
は
見
ら
れ
な
い

｢

張
孝
・
張
礼｣

と

｢

田
真
・
田
広
・
田
慶｣

と
い
う
二
組
の
兄
弟
の
友
愛

説
話
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
郭
居
敬

『

二
十
四
孝
詩
選』

系
統
で
あ
る
と
ほ
ぼ
断
定
で
き
ま
す
。

続
い
て
、
琉
球
刻
本

『

陳�
園
先
生
童
子�
談』

に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
中
国
清
代
の
福
建
長
楽
の
学
者
・
陳
庚
煥

(

号�
園)

が
著
し
た
啓
蒙
書
で
、
先
に
紹
介
し
た

『

二
十
四
孝』

と
類
似
の
、
五
言
絶
句
形
式
で
子
供
向
け
に
道
徳
規
範
を
説
い
た

読
み
物
で
す
。
首
巻
に
あ
る
馬
執
宏
と
い
う
琉
球
の
学
者
の
序
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
光
十
八
年

(

一
八
三
八)

、

琉
球
王
国
の
使
者
で
あ
る
顔
嘉
行
が
中
国
に
行
き
、
福
州
で
劉
錫
経
と
い
う
学
者
に
ど
の
よ
う
な
訓
蒙
書
が
琉
球
の
児
童
教
育
に
適
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
教
え
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
劉
氏
が
こ
の
本
を
数
冊
顔
氏
に
贈
り
ま
し
た
。
顔
氏
は
琉
球
に
戻
っ
て
か
ら
、
琉
球
高

官
の
協
力
を
得
て
、
道
光
二
十
四
年

(

一
八
四
四)

、
琉
球
で
こ
の
本
を
翻
刻
し
ま
し
た
、
と
。

ご
紹
介
し
た
二
種
の
琉
球
本
漢
籍
に
は
、
注
目
す
べ
き
共
通
点
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

『

二
十
四
孝』

の
郭
居
敬
系
統
本
は
十
四
世
紀
中
国
で
成
立
し
ま
し
た
が
、
中
国
で
は
十
五
世
紀
中
葉
以
降
流
行
せ
ず
、
代
わ
り
に

孝
行
説
話
の
み
を
集
め
た

『

日
記
故
事』

系
統
本
が
お
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
琉
球
王
国
で
は
、
郭
居
敬
系
統
本
は
十
九
世
紀
後

期
に
な
っ
て
も
伝
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

『

童
子�
談』
は
割
合
新
し
い
作
品
で
す
が
、
現
代
中
国
で
は
比

較
的
早
期
の
単
行
本
で
あ
る
道
光
十
四
年

(

一
八
三
四)

刻
本
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
こ
の
作
品
自
体
ま
で
も
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と

中
国
文
学
論
集

第
三
十
八
号
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し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
の
沖
縄
に
お
い
て
は
、
本
書
の
琉
球
翻
刻
本
を
所
蔵
す
る
機
関
は
一
館
に
と
ど
ま
ら
ず
、
沖
縄
県
立
図

書
館
と
八
重
山
博
物
館
の
二
館
あ
り
、
そ
の
う
ち
八
重
山
博
物
館
に
は
同
版
本
が
二
部
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
が
一
つ
め
の
共
通
点
で
す
。

二
つ
め
の
共
通
点
は
、
前
述
の
二
種
類
の
書
籍
の
中
国
原
本
が
い
ず
れ
も
福
建
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『

二
十
四
孝』

の
郭
居
敬
系
統
本
の
編
者
・
郭
居
敬
は
福
建
尤
渓
の
出
身
で
、
彼
の

『

二
十
四
孝
詩
選』

は
明
代
の
地
方
志
の
記
述
に
基
づ
き
、
福
建

で
編
纂
さ
れ
完
成
し
た
も
の
で
す
。『

童
子�
談』

は
先
程
述
べ
た
通
り
、
福
建
長
楽
の
学
者
・
陳
庚
煥
の
著
作
で
す
が
、
そ
の
中
国

刊
本
も
ま
た
基
本
的
に
は
す
べ
て
福
建
で
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
本
土
で
は
再
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
な
く
、
も
は
や
失
わ
れ
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
古
書
が
、
近
隣
諸
国
で
保
存
さ
れ
て
い
る

例
は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
二
種
類
の
琉
球
本
の
底
本
の
成
立
時
期
が
大
き
く
異
な
り
、
形
式
的
に
も

一
方
は
写
本
、
も
う
一
方
は
印
本
と
い
う
違
い
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
も
中
国
の
福
建
地
方
と
関
係
が
あ
る
と
な
る
と
、
大

い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
今
回
挙
げ
た
例
は
決
し
て
特
殊
な
ケ
ー
ス
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
事
実
、
我
々
の
琉
球
本
調
査
で

も
、
そ
こ
か
し
こ
に
福
建
本
の
面
影
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
え
ば

『

小
学
句
讀』

と
題
さ
れ
た
書
物
は
、
鹿
児
島
大
学
の

高
津
孝
教
授
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
底
本
が
明
代
福
建
の
学
者
の
著
作
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
版
木
も
福
建
の
刻
工
に
彫
ら
せ
た
も
の
だ

と
い
う
可
能
性
が
あ
る
そ
う
で
す
。
文
献
に
も
、
琉
球
・
中
国
間
の
書
籍
の
往
来
は
、
明
代

(

十
四
世
紀)

す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
記

載
が
あ
り
ま
す
。

球
版

《

近
思
録》�
屡
引
明

《

一
統
志》�
丘�
山

《

家
礼》�
梅
誕
生

《

字
彙》�
乃
似
刻
于
明
季
者
。
盖
其
三
十
六
姓
本
系�

人�
朝
貢
往
還�
止�
動
閲
三
歳
。�
又
有
存
留
館�
留
館
通
事
之
従
人�
多
秀
才
假
名
入�
以
尋
師
者�
或
寓�
数
年
而
後
帰
。

日
与�
人
為
友�
故
能
知
儒
先
之
書�
携
帰�
刊�
旁
附
球
字
以
便
習
。

こ
れ
は
清
代
乾
隆
年
間
に
潘
相
が
著
し
た

『

琉
球
入
学
見
聞
録』

巻
二
か
ら
の
引
用
で
す
。
文
中
の

｢

三
十
六
姓
本
系�
人｣

と
は
、

琉
球
本
と
福
建
本
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明
代
洪
武
年
間
か
ら
た
え
ず
琉
球
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
、
三
十
六
の
姓
氏
を
も
つ
福
建
出
身
の
中
国
人
移
民
の
こ
と
を
指
し
ま
す

(｢�｣
は
福
建
の
略
称
で
す)

。
彼
ら
琉
球
で
生
活
し
た
中
国
人
移
民
と
そ
の
子
孫
は
、
中
国
に
朝
貢
す
る
機
会
に
乗
じ
て
、
琉
球
か

ら
最
も
近
い
福
建
に
赴
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
琉
球
の
通
訳
の
付
き
添
い
に
か
こ
つ
け
て
福
建
に
行
き
、
先
生
に
つ
い
て
勉
強
し
た
り

も
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
一
度
に
つ
き
数
年
間
福
建
に
滞
在
し
、
現
地
の
書
籍
に
も
か
な
り
詳
し
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
現
地

の
書
籍
を
琉
球
に
持
ち
帰
っ
て
翻
刻
し
た
の
も
当
然
の
成
り
行
き
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
福
建
と
琉
球
の
地
理
的
な
位
置
関
係
と
両
者
間
の
海
路
の
距
離
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
一
つ
興
味
深
い
例
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
一
八
〇
〇
年
、
李
鼎
元
と
い
う
中
国
の
使
者
が
、
清
代
嘉
慶
皇
帝
の
命
を
受

け
て
琉
球
を
訪
れ
ま
し
た
。
彼
は
そ
の
年
の
旧
暦
五
月
七
日
に
福
州
五
虎
門
か
ら
船
に
乗
っ
て
出
発
し
、
五
日
後
那
覇
港
に
到
着
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
彼
が
福
州
に
戻
っ
た
後
、
今
度
は
陸
路
を
通
っ
て
首
都
北
京
に
行
き
、
嘉
慶
皇
帝
に
琉
球
で
の
成
果
を
報
告
し

た
時
に
は
、
た
と
え
車
馬
を
伴
っ
た
と
し
て
も
、
紫
禁
城
を
望
む
ま
で
に
一
ヵ
月
以
上
は
か
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

伝
統
的
な
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、
地
理
的
あ
る
い
は
交
通
的
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
特
殊
な
文
化
交
流
の
例
を
見
る

と
、
中
国
の
有
名
な
古
語�
日
本
の
諺
で
言
え
ば�

｢

遠
い
親
戚
よ
り
、
近
く
の
他
人｣

が
想
起
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
漢
籍
書
誌
学
を

研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
視
点
を
取
り
入
れ
る
必
要
が
出
て
く
る
の
で
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
現
在
東
ア
ジ
ア
漢
籍
の
研
究
は
す
で
に
国
境
を
超
え
て
、
中
日
韓
三
国
の
学
者
の
共
通
の
関
心
を
集
め
る
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
所
謂

｢

漢
字
文
化
圏｣

と
い
う
考
え
方
は
す
で
に
定
着
し
て
い
ま
す
。
こ
の
分
野
で
は
静
永
健
教
授
編
纂
の

『

漢

籍
と
日
本
人』

が
、
貴
国
の
関
連
研
究
の
中
で
は
出
色
の
、
代
表
的
著
作
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
書
誌
学
の
分
野
で
は
、
一
歩
進
ん
で

よ
り
具
体
的
な
視
点
か
ら
研
究
を
深
め
て
い
く
た
め
に
、
こ
の
先
で
き
る
こ
と
は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
こ
で

私
が
考
え
て
い
る
の
が
、
現
代
の
国
家
と
い
う
概
念
を
取
り
払
っ
て
歴
史
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
立
ち
返
り
、
当
時
の
地
理
や
交
通
等

の
要
素
を
十
分
考
慮
し
た
上
で
、
大
き
な
交
流
圏
を
い
く
つ
か
の
小
さ
な
交
流
圏
に
分
割
す
る
こ
と
が
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
東
ア
ジ
ア
漢
籍
書
誌
学
の
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
同
時
期
の
中
国
本
、
日
本
本
、
朝
鮮
本
、
越
南
本
、
琉
球
本
な

ど
異
な
る
国
々
の
版
本
を
、
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
ま
ず
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
す
る
と
第
一
類
は
基
礎

中
国
文
学
論
集
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と
な
る
中
国
本
、
第
二
類
は
中
国
本
の
体
裁
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
独
自
の
形
式
を
創
造
し
た
日
本
本
と
朝
鮮
本
、
第
三
類
は
主
に
中
国

或
い
は
日
中
両
国
の
特
定
の
地
域
の
版
本
の
影
響
を
受
け
て
で
き
た
越
南
本
と
琉
球
本
、
と
い
う
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
上
で
第
三
類
の
漢
籍
書
誌
学
の
研
究
に
は
、
小
交
流
圏
の
概
念
を
取
り
入
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

小
交
流
圏
の
主
な
特
徴
は
、
距
離
的
に
近
い
、
ま
た
は
交
通
の
便
が
良
い
な
ど
の
理
由
で
国
家
の
枠
を
越
え
た
交
流
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
東
ア
ジ
ア
漢
籍
書
誌
学
に
お
い
て
は
、
あ
る
特
定
の
小
交
流
圏
内
の
異
な
る
国
の
漢
籍
版
本
同
士
の
ほ
う
が
、

同
一
国
内
の
離
れ
た
地
域
の
書
籍
の
版
本
同
士
よ
り
も
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。

わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
越
南
本
の
線
装
は
き
わ
め
て
特
殊
で
、
後
表
紙
の
方
か
ら
見
る
と
、
と
じ
糸
の
端
が
長
く
残

し
て
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
越
南
本
特
有
の
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
後
に
な
っ
て
、
同

じ
現
象
が
実
は
中
国
清
代
の
雲
南
本
の
中
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
越
南
本
の
外
観
が
清
代
の
書
籍
の
そ
れ
と
よ
く
似

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
や
誰
も
が
知
る
史
実
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
様
に
、
前
述
の
琉
球
刻
本

『
陳�
園
先
生
童
子�
談』

の
字
体
は
典
型
的
な
中
国
唐
代
の
柳
公
権
体
で
す
が
、
な
ぜ
こ
の

字
体
が
用
い
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
琉
球
本
の
刊
本
が
少
な
い
た
め
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
福
建
本
の
影
響
を
合
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、
あ
っ
さ
り
結
論
が
出
て
し
ま
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
福
建
本
で
宋
代
以
来
最
も
広

く
用
い
ら
れ
た
字
体
こ
そ
、
ま
さ
に
こ
の
柳
体
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
進
め
て
い
け
ば
、
東
ア
ジ
ア
漢
籍
書
誌
学
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
疑
問
に
対
し
、
徐
々
に
明
確
な
答
え
を
出
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。
不
適
切
な
点
や
お
聞
き
苦
し
い
点
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
最
後
ま
で
ご
清
聴
い

た
だ
き
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
ぜ
ひ
お
聞
か
せ
下
さ
い
。(

鳥
海

奈
都
子

訳)

【

編
集
者
附
記】

こ
の
文
章
は
、
第
二
三
九
回
中
国
文
藝
座
談
会

(

二
〇
〇
九
年
一
月
二
四
日)

で
の
ご
講
演
原
稿
を
陳
正
宏
先
生
の

許
可
を
得
て
全
文
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
も
こ
の
ま
ま
日
本
語
で
講
演
い
た
だ
い
た
。

琉
球
本
と
福
建
本
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