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黄
春
明
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郷
土
想
像

―
―
「
看
海
的
日
子
」
を
中
心
に
―
―

西
端
　
彩
　
　

一　

は
じ
め
に

黄
春
明
（
一
九
三
五
―
）
は
台
湾
の
宜
蘭
県
羅
東
鎮
生
ま
れ
、
戦
後
第
二
世
代
の
本
省
人
作
家
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
初
め
か
ら

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
多
く
の
小
説
を
発
表
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
の
「
郷
土
回
帰
」
ブ
ー
ム
以
降
、
作
品
集
が
次
々

と
編
纂
、
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
台
湾
を
代
表
す
る
「
郷
土
文
学
」
作
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

台
湾
文
学
史
の
「
経
典
」
と
も
い
う
べ
き
『
台
湾
文
学
史
綱
』
の
中
で
葉
石
濤
は
、「
黄
春
明
の
小
説
は
、
生
活
が
圧
迫
さ
れ
、
破

壊
さ
れ
る
中
で
耐
え
る
生
命
力
を
描
き
出
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
物
に
、
人
に
軽
蔑
さ
れ
、
愚
弄
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
尊

厳
あ
る
毅
然
と
し
た
形
象
を
与
え
た纊
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彭
瑞
金
著
『
台
湾
新
文
学
運
動
40
年
』
に
は
、「
作
品
中
に
は
自
分

の
生
活
空
間
が
揺
る
ぎ
な
い
、
確
固
た
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
郷
土
小
説
の
潮
流
が
起
こ
る
以
前
に
、
黄
春
明

は
自
分
が
親
し
ん
で
き
た
郷
土
の
人
物
や
事
物
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
小
説
を
書
い
た褜
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
黄
の
小
説
の
主

な
特
徴
は
、「
現
代
化
」
が
進
む
台
湾
社
会
に
お
い
て
弱
者
で
あ
る
「
小
人
物
」
と
呼
ば
れ
る
社
会
の
底
層
に
い
る
名
も
な
き
人
物
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
彼
ら
／
彼
女
ら
の
苦
境
と
そ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
人
間
の
強
さ
と
尊
厳
を
描
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
言
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わ
れ
る
「
郷
土
」
と
は
、
小
説
の
舞
台
と
な
る
故
郷
の
宜
蘭
地
方
の
農
村
や
小
さ
な
町
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
含
め
た
小
説
が

一
九
七
〇
年
代
の
「
郷
土
小
説
」
に
一
定
の
方
向
性
を
示
し
、「
郷
土
文
学
」
の
発
展
を
促
し
た
と
さ
れ
る
。

な
か
で
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
看
海
的
日
子
（
海
を
見
つ
め
る
日鍈
）」（
一
九
六
七
年
）
は
、
女
性
主
人
公
が
娼
婦
か
ら
母
親
へ
と

新
生
し
、
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
と
い
う
、
数
奇
な
女
性
の
運
命
を
感
動
的
に
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
台
湾
ニ
ュ
ー
シ
ネ

マ
隆
盛
期
に
映
画
化
さ
れ
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
も
あ
り
、
黄
春
明
の
「
郷
土
文
学
」
の
代
表
作
の
一
つ
と
な
っ
た
。

台
湾
で
は
「
郷
土
文
学
」
作
家
と
し
て
評
価
の
高
い
黄
春
明
だ
が
、
そ
の
「
郷
土
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
一
般
的
に
は
、「
台
湾
文
学
に
お
け
る
『
郷
土
』
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
つ
は
素
朴
な
伝
統
が
残
る
郷
愁
と
し
て
の
郷
土
、
も
う
一

つ
は
現
代
化
の
波
の
中
で
下
層
労
働
人
民
が
搾
取
さ
れ
、
圧
迫
を
受
け
て
い
る
郷
土
だ
っ
た銈
」
と
さ
れ
る
。
黄
春
明
の
描
く
「
郷
土
」

も
こ
の
よ
う
に
定
義
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
郷
土
」
と
は
必
ず
し
も
現
実
の
土
地
を
指
し
て
い

る
と
は
限
ら
ず
、
故
郷
を
遠
く
離
れ
都
市
で
創
作
す
る
環
境
の
中
で
、
故
郷
を
み
つ
め
る
だ
け
の
距
離
が
あ
る
こ
と
で
「
郷
土
」
の

恒
久
的
な
価
値
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に蓜
、
黄
春
明
は
「
郷
土
」
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の

美
し
い
記
憶
の
み
な
ら
ず
未
来
へ
の
希
望
や
理
想
を
書
き
込
む
こ
と
で
、
多
様
で
流
動
的
な
「
郷
土
」
を
示
し
つ
つ
、
読
者
の
共
感

を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
近
年
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
「
郷
土
想
像
」
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「『
郷
土
』
を
描
き
、

『
伝
統
』
を
さ
か
の
ぼ
る
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
無
意
識
に
『
郷
土
』
や
『
伝
統
』
を
ロ
マ
ン
化
し
て
い
る俉
」
と
い
う
論
も
見

ら
れ
、「
過
去
」、「
農
村
や
漁
村
」
や
「
純
朴
さ
」
な
ど
の
男
性
作
家
に
よ
る
「
郷
土
」
に
対
す
る
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て

い
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
看
海
的
日
子
」
に
つ
い
て
呂
正
恵
は
、「
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
温

情
主
義
を
も
っ
て
郷
土
社
会
が
工
業
文
明
に
直
面
す
る
衝
撃
が
生
み
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
と
苦
痛
を
克
服
し
て
い
る
」、「
黄
春
明
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は
幻
想
の
王
国
の
中
で
、
絶
対
に
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
を
建
設
し
た炻
」
と
批
判
的
に

論
じ
て
い
る
が
、
黄
春
明
は
、「
桃
源
郷
」
つ
ま
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
化
さ
れ
た
「
郷
土
」
は
「
心
の
な
か
に
あ
る
」
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る昱
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
記
憶
や
想
像
に
依
拠
し
た
各
人
各
様
の
形
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

故
郷
で
あ
る
「
郷
土
」
を
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
掻
き
立
て
ら
れ
、
か
つ
文
学
の
中
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
た
か
ら
こ
そ
、
黄
春
明
の
「
郷
土
小
説
」
は
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
、
ま
た
台
湾
文
学
に
お
け
る
「
郷
土
文

学
」
ジ
ャ
ン
ル
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
の
「
郷
土
」
の
特
質
は
、「
現
代
化
」
に
対
抗
す
る
た
め
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

の
ほ
か
、「
地
方
の
風
土
や
人
情
か
ら
始
ま
り
、
地
方
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
階
級
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
、
力
関
係
、
衝
突
、
協
議
お

よ
び
彼
ら
と
土
地
の
関
係
、
土
地
に
対
す
る
自
然
環
境
の
感
覚
、
さ
ら
に
は
地
方
の
歴
史
と
文
化
の
記
憶
に
い
た
る
ま
で
詳
細
に
探

求
す
る棈
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
多
様
で
流
動
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
看

海
的
日
子
」
は
特
に
女
性
表
象
と
土
地
空
間
と
い
う
点
で
際
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る｢

郷
土｣

の
内
容
を

詳
し
く
み
て
い
き
、
黄
春
明
の
「
郷
土
想
像
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二　

﹁
郷
土
﹂
と
﹁
郷
土
文
学
﹂
と
黄
春
明
の
創
作

台
湾
文
学
史
に
お
い
て
「
郷
土
」
と
い
う
概
念
は
何
度
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
台
湾
で
は
「
郷
土
」
と
い
う
言
葉
や
概

念
を
め
ぐ
る
論
争
が
、
一
九
三
〇
年
代
初
期
、
一
九
四
七
～
四
九
年
、
一
九
七
七
～
八
年
に
三
度
起
き
て
お
り
、
郷
土
文
学
論
争
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
こ
れ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
者
が
「
郷
土
」
を
定
義
付
け
よ
う
と
し
て
き
た
が
、「
郷
土
」

が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
に
発
展
し
や
す
い
た
め
に
、
表
面
的
に
整
理
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
一
方
で
近
年
で
は
新
し
い
作
家
に
よ
る
「
新
郷
土
文
学
」
あ
る
い
は
「
後
郷
土
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
も
登
場
し
、「
郷
土
」
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の
定
義
に
関
し
て
は
ま
す
ま
す
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

ま
ず
本
論
で
は
、「『「
郷
土
』
と
は
一
般
的
に
『
郷
村
（
農
村
）』
と
同
義
語
と
し
て
み
な
さ
れ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し
も
あ
る
特
定

の
場
所
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
意
味
と
し
て
は
、
土
地
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
連
想
さ
せ
る
故
郷
を
示
す鋹
」
と
す
る
、
劉
亮
雅
の

定
義
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
一
九
六
〇
年
代
の
台
湾
社
会
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
郷
土
文
学
」
と
は
外
来
の
勢

力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
現
代
化
」
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
が
、
永
続
的
な
価
値
が
存
在
す
る
場
と
し
て
の
「
郷

土
」（
故
郷
）
へ
の
思
い
を
か
き
た
て
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
託
す
た
め
の
文
学
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の

資
本
主
義
経
済
が
台
湾
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
す
さ
ま
じ
く
、
台
湾
の
人
々
の
価
値
観
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の

労
働
力
が
地
方
か
ら
都
市
へ
と
移
り
、
地
方
に
は
社
会
の
流
れ
に
取
り
残
さ
れ
た
老
人
な
ど
の
弱
者
が
残
っ
た
。
し
か
し
取
り
残
さ

れ
た
地
方
に
も
確
実
に
「
現
代
化
」
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
く
。

そ
も
そ
も
「
郷
土
文
学
」
と
は
、
ド
イ
ツ
で
「
自
然
主
義
時
代
に
栄
え
た
都
会
文
学
の
退
廃
と
共
同
体
意
識
喪
失
に
反
対
し
て
、

『
健
全
な
』
田
園
生
活
、
地
方
生
活
を
称
え
る
文
学
と
し
て
提
唱
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
も
、
魯
迅
に
よ
っ

て
「
近
代
中
国
の
故
郷
喪
失
者
文
学
」
と
し
て
提
唱
さ
れ
、
魯
迅
自
身
、
故
郷
の
紹
興
を
小
説
の
舞
台
に
設
定
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
後
、「
農
村
文
学
」
や
「
地
方
文
学
」
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た

曻
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
始
ま
り
、
中
国
で
も
用
い
ら
れ

る
「
郷
土
文
学
」
の
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
台
湾
は
、
魚
釣
島
事
件
、
国
連
脱
退
、
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
、

日
中
国
交
正
常
化
（
日
台
国
交
断
絶
）
な
ど
、
中
華
民
国
と
し
て
の
存
在
が
揺
る
が
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
事
件
に
遭
遇
し
、
国
際
的

に
も
孤
立
し
た
状
態
に
置
か
れ
た
。
こ
の
と
き
、
六
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
経
済
資
本
の
下
、
大
き
な
社
会
的
発
展
を
遂
げ

て
い
た
台
湾
社
会
に
お
い
て
、
社
会
意
識
の
覚
醒
が
起
こ
り
、
知
識
人
が
中
心
と
な
っ
て
社
会
に
関
与
し
始
め
、
台
湾
社
会
の
現
実

を
見
直
す
「
郷
土
回
帰
」
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
同
時
に
文
学
創
作
に
も
台
湾
へ
の
帰
属
意
識
の
文
学
表
現
と
し
て
、「
郷
土
文
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学
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
「
郷
土
文
学
」
の
内
容
に
は
、「
民
族
意
識
・
社
会
意
識
に
富
ん
だ
日
本
統
治
下
の
台
湾

文
学
、
農
村
の
素
朴
な
生
活
と
情
緒
を
描
い
た
文
学
、
社
会
の
下
層
の
民
衆
の
困
苦
と
願
望
を
描
い
た
文
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
側
面

が
あ
っ
た
。
同
時
に
、『
郷
土
文
学
』
の
提
唱
に
込
め
ら
れ
た
思
想
・
感
情
に
も
『
土
地
』
価
値
へ
の
回
帰
、
民
族
意
識
、
農
民
等
大

衆
の
生
活
へ
の
関
心
、
社
会
改
革
意
識
、
青
年
世
代
の
『
尋
根
（
根
を
探
す
）』、『
土
生
土
長
』
の
意
識
な
ど
相
互
に
関
連
の
あ
る
多

様
な
要
素
が
あ
っ
た彅
」
と
、
日
本
で
い
ち
早
く
一
九
七
七
～
八
年
の
「
郷
土
文
学
論
争
」
に
つ
い
て
報
告
し
た
陳
正
醍
は
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
何
人
か
の
作
家
が
「
郷
土
文
学
」
と
い
う
言
葉
や
そ
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
立
場
を
表
明
し
、
互
い
を

批
判
し
た
こ
と
か
ら
論
争
が
激
し
く
な
り
、
さ
ら
に
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
対
立
を
招
く
こ
と
と
な
っ

た
。
郷
土
文
学
論
争
は
結
局
、
結
論
を
迎
え
な
い
ま
ま
終
わ
り
、
こ
れ
ま
で
活
躍
し
て
い
た
多
く
の
作
家
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
黄
春
明
の
場
合
も
本
省
人
作
家
で
あ
る
こ
と
が
批
判
の
対
象
に
な
り
、
自
ら
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
彼
の
創

作
は
激
減
し
、
文
学
の
使
命
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
児
童
劇
団
を
設
立
、
絵
本
や
童
話
な
ど
の
創
作
に
転
じ
て
い
っ
た
。
九
〇
年

代
に
入
る
と
台
湾
で
は
本
土
化
運
動
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、「
郷
土
文
学
」
は
再
び
盛
ん
に
な
る
。「
郷
土
」
を
多
面
的
に
描
く
小
説

が
多
く
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
黄
春
明
も
「
郷
土
」
を
自
ら
の
ル
ー
ツ
だ
と
知
る
こ
と
が
、
人
間
の
人
格
形
成
、
教
育
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。

も
し
、
自
分
の
生
ま
れ
た
故
郷
で
す
ら
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
、
故
郷
を
愛
す
る
感
情
は
生
ま
れ
な
い
し
、
土
地
に
対
す
る
愛

情
が
な
け
れ
ば
、
成
長
後
の
人
格
に
は
問
題
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

…
…
た
と
え
、
こ
の
若
者
が
あ
る
日
、
道
を
踏
み
外
し
た
と
し
て
も
、
心
の
中
に
深
く
埋
ま
っ
て
い
る
、
郷
土
を
愛
す
る
気

持
ち
が
土
地
の
彼
に
対
す
る
呼
び
か
け
に
変
わ
り
、
改
心
さ
せ
る
。
私
個
人
の
成
長
と
経
験
が
明
ら
か
な
例
で
あ
ろ
う丨
。

黄
春
明
自
身
、「
こ
の
若
者
」
の
よ
う
に
社
会
か
ら
逸
脱
し
、
地
元
の
中
学
を
退
学
、
継
母
と
の
不
仲
に
よ
る
十
四
歳
で
の
家
出
を
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経
験
し
て
い
る
。
台
北
に
出
て
電
気
店
に
住
み
込
み
で
働
き
始
め
、
そ
の
後
、
台
北
師
範
学
院
に
入
学
す
る
が
、
問
題
行
動
を
起
こ

し
て
ま
も
な
く
退
学
。
続
い
て
、
台
南
師
範
学
院
へ
転
校
す
る
が
ま
た
も
や
退
学
処
分
と
な
り
、
結
局
、
屏
東
師
範
学
院
で
卒
業
を

迎
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
、
自
己
を
故
郷
か
ら
放
逐
し
続
け
た
黄
だ
が
、
最
後
に
は
や
は
り
故
郷
の
土
地

に
呼
び
戻
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
宜
蘭
へ
戻
り
、
三
年
間
小
学
校
の
教
員
と
な
る
。
そ
の
後
兵
役
に
就
き
、
退
役
後
は
宜
蘭
放
送

局
の
記
者
と
し
て
働
い
た
。
黄
春
明
は
学
生
時
代
に
創
作
を
始
め
、
一
九
五
六
年
に
初
め
て
小
説
を
投
稿
し
て
い
る仡
。
そ
の
後
、
一

九
六
二
年
に
台
湾
の
有
力
紙
で
あ
る
『
聯
合
報
』
副
刊
に
「
城
仔
落
車
」
が
掲
載
さ
れ
、
本
格
的
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
そ
れ
か
ら
お

よ
そ
一
年
間
、
月
に
一
作
品
の
ペ
ー
ス
で
投
稿
し
た
短
編
小
説
は
、
当
時
の
黄
の
生
活
圏
内
の
人
々
や
自
身
に
近
い
青
年
を
主
人
公

と
し
て
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
多
く
の
若
手
作
家
が
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
台
湾
の
現
実
社
会
を
描
く
リ
ア

リ
ズ
ム
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
表
現
を
模
索
す
る
中
で
、
黄
も
こ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
、
主
に
「
意
識
流
」
な
ど
の

創
作
技
法
を
取
り
入
れ
て
個
人
の
内
面
を
描
き
、
ま
た
当
時
の
台
湾
社
会
を
反
映
さ
せ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
色
の
あ
る
小
説
を
書
き
つ
づ

け
た
。

「
看
海
的
日
子
」
は
一
九
六
七
年
、
雑
誌
『
文
学
季
刊
』
第
五
期
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
前
年
に
創
刊
さ
れ
た
同
誌
は
、
当
時
の
流

行
思
潮
で
あ
っ
た
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
批
判
し
、「
郷
土
文
学
」
を
提
唱
し
た
も
の
だ
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
郷

土
文
学
時
期
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、『
文
学
季
刊
』
に
集
ま
っ
た
多
く
の
作
家
た
ち
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
実
践
の
拠
点
で
あ
っ
た

『
現
代
文
学
』
に
も
投
稿
し
て
お
り
、
そ
の
創
作
手
法
に
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
が
見
ら
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。『
文
学
季
刊
』

や
『
現
代
文
学
』
は
、
若
手
作
家
た
ち
に
発
表
の
場
を
提
供
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
一
九
六
六
年
に
台
北
に
移
り
住
ん
だ
黄

春
明
は
、
台
北
師
範
学
院
時
代
の
同
級
生
で
あ
る
、
作
家
の
七
等
生
を
通
じ
て
、『
文
学
季
刊
』
を
発
行
す
る
直
前
の
尉
天
驄
ら
と
知

り
合
い
、
創
刊
号
へ
の
投
稿
の
機
会
を
得
る
。
作
家
へ
の
憧
れ
を
募
ら
せ
て
い
た
黄
春
明
は
、
よ
り
早
く
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、「
流
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行
の
先
端
に
あ
り
た
か
っ
た
」
と
い
い
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
「
跟
著
腳
走
」（
創
刊
号
）
や
「
沒
有
頭
的
胡
蜂
」（
第

二
期
、
一
九
六
七
年
）
を
発
表
し
た仼
。
し
か
し
、
尉
天
驄
ら
、
周
り
か
ら
の
反
応
は
冷
淡
で
、
逆
に
「
郷
土
」
を
描
く
こ
と
を
勧
め
ら

れ
る
。「
早
く
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
」
黄
は
作
風
を
大
き
く
転
換
し
、
第
三
期
に
「
青
番
公
的
故
事
」（
一
九
六
七
年
）
を
発
表
、
現
代

化
の
波
に
浸
食
さ
れ
つ
つ
あ
る
農
村
を
舞
台
に
、
未
だ
侵
食
さ
れ
な
い
美
し
い
「
郷
土
」
の
伝
統
的
倫
理
観
、
価
値
観
を
も
つ
老
人

と
そ
の
孫
の
心
の
交
流
を
描
き
、「
現
代
化
」
に
対
す
る
抵
抗
を
試
み
た
。「
兒
子
的
大
玩
偶
」（
第
六
期
、
一
九
六
八
年
）
で
は
、
現
代

化
の
波
が
押
し
寄
せ
る
地
方
の
小
さ
な
町
で
仕
事
に
つ
け
ず
貧
し
い
主
人
公
が
、
そ
の
苦
境
を
必
死
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
、
体

に
広
告
看
板
を
か
け
て
町
を
歩
き
回
る
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
」
に
な
っ
た
も
の
の
う
ま
く
い
か
ず
葛
藤
す
る
姿
と
、
ま
た
そ
れ
を

黙
っ
て
支
え
る
妻
と
の
夫
婦
の
愛
情
を
描
い
た
。「
鑼
」（
第
九
期
、
一
九
六
九
年
）
で
も
、
現
代
化
に
よ
る
合
理
化
に
伴
い
、
銅
鑼
を

た
た
く
仕
事
を
失
っ
た
主
人
公
が
、
新
た
な
社
会
の
状
況
下
で
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
が
失
敗
し
、
最
後
は
唯
一
の
頼
み
と
し
て
い

た
仕
事
道
具
の
銅
鑼
が
音
を
た
て
て
壊
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
悲
し
い
結
末
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
黄
春
明
の
「
郷
土
小
説
」
に
お
い
て
は
、「
郷
土
」
に
生
き
る
「
小
人
物
」
と
「
現
代
化
」
と
の
対
立
イ
メ
ー
ジ
が
形

成
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
黄
春
明
が
都
市
台
北
で
の
生
活
か
ら
故
郷
の
宜
蘭
を
見
つ
め
た
と
き
の
ま
な
ざ
し
、
ま
た
台
北

で
不
安
定
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
黄
春
明
自
身
の
揺
ら
い
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
た
め
に
「
郷
土
」
を
描
こ
う
と
し
た
と

い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
魯
迅
の
い
う
「
故
郷
喪
失
者
の
文
学
」
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
郷

土
」
は
現
実
の
故
郷
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
過
去
の
記
憶
や
伝
統
的
な
価
値
観
を
組
み
込
ん
で
想
像
／
創
造
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

三　

﹁
郷
土
の
地
表
に
浮
か
び
上
が
る
﹂
女
性
た
ち
︱
黄
春
明
の
女
性
表
象
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「
看
海
的
日
子
」
に
つ
い
て
、
梅
家
玲
は
「
性
別
論
述
與
戰
後
台
灣
小
説
發
展
」
の
中
で
、「
七
〇
年
代
に
郷
土
文
学
が
盛
り
上
が

る
と
、
質
朴
で
情
に
厚
い
小
人
物
た
ち
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
文
学
上
の
舞
台
に
躍
り
上
が
っ
た
。
女
性
の
柔
和
さ
と
包
容
力
、
恨
み
言
を

言
わ
な
い
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
特
質
が
、
ど
れ
も
自
然
の
大
地
と
相
互
に
輝
き
照
ら
し
出
さ
れ
、
つ
い
に
は
郷
土
の
地
表
に
浮
か

び
上
が
り
、
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た伀
」
と
述
べ
、
主
人
公
の
白
梅
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
貧
し
い
女
性
た
ち
は
「
本

土
に
根
を
張
っ
た
強
靭
な
生
命
力
」
を
持
つ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
手
が
か
り
に
、
娼
婦
と
母
親
と
い
う
二
つ
の
女

性
表
象
を
考
察
し
て
い
く
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
漁
港
で
娼
婦
を
し
て
い
る
主
人
公
の
白
梅
が
養
父
の
一
周
忌
に
あ
わ
せ
て
故
郷
に
帰
る
列
車
内
か
ら
始
ま
る
。

白
梅
が
ひ
と
り
で
座
っ
て
い
る
と
、
か
つ
て
の
客
が
わ
ざ
と
隣
に
座
り
か
ら
か
う
の
だ
っ
た
。「
普
通
の
人
間
」
と
し
て
見
ら
れ
な
い

こ
と
に
腹
を
立
て
孤
独
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
突
然
、
数
年
前
ま
で
一
緒
に
働
い
て
い
た
妹
分
の
鶯
鶯
が
現
れ
る
。
鶯
鶯
は
結

婚
し
男
の
子
を
出
産
し
て
い
た
。
鶯
鶯
と
の
再
会
か
ら
、
十
四
歳
で
養
父
に
よ
っ
て
遊
郭
に
身
体
を
売
ら
れ
、
台
湾
各
地
を
転
々
と

し
な
が
ら
娼
婦
と
し
て
働
い
て
き
た
白
梅
の
境
遇
が
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で
語
ら
れ
て
い
く
。
老
兵
だ
っ
た
夫
や
赤
ん
坊
と
幸
せ

そ
う
に
い
る
鶯
鶯
を
見
て
、
白
梅
は
自
ら
も
母
親
に
な
っ
て
一
人
の
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
強
く
望
む
の
だ
っ
た
。
心
の

葛
藤
を
へ
て
、
結
婚
は
せ
ず
に
子
供
を
産
む
こ
と
を
決
意
す
る
と
、
白
梅
は
漁
港
に
戻
る
や
、
善
良
そ
う
な
漁
師
の
客
を
選
び
、
そ

の
人
の
子
の
妊
娠
を
試
み
る
。
そ
し
て
そ
の
日
の
う
ち
に
生
家
の
あ
る
故
郷
の
農
村
に
帰
る
と
、
本
名
の
梅
子
と
い
う
名
前
に
戻
り
、

そ
の
後
土
地
に
根
を
下
ろ
し
、
農
村
共
同
体
の
中
に
居
場
所
を
見
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

︵
１
︶
娼
婦
か
ら
母
親
へ

列
車
内
で
再
会
し
た
鶯
鶯
も
白
梅
と
同
じ
よ
う
に
、
伝
統
的
風
習
で
あ
る
「
童
養
媳
」
と
し
て
養
女
に
出
さ
れ
、
養
父
の
家
か
ら
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遊
郭
に
身
体
を
売
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
人
の
境
遇
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
互
い
の
心
を
打
ち
明
け
あ
う
よ
う
に
な
る
。

姉
妹
の
よ
う
に
時
間
さ
え
あ
れ
ば
話
を
し
て
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
夢
見
な
が
ら
、「
時
に
は
希
望
が
ひ
ら
め
く
こ
と
も
あ
り
、
そ
ん

な
時
、
二
人
は
我
を
忘
れ
て
そ
れ
を
つ
か
も
う
と
し
た
」。
白
梅
は
鶯
鶯
が
落
ち
込
ん
だ
と
き
に
は
、「
八
年
後
に
は
あ
ん
た
は
も
う

故
郷
に
帰
っ
て
鶏
か
家
鴨
を
飼
っ
て
い
る
わ
ね
。
あ
ん
た
の
い
っ
て
た
山
の
麓
の
蕃
ザ
ク
ロ
林
に
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
実
が
な
っ

て
、
あ
ん
た
が
摘
み
に
い
く
の
を
待
っ
て
い
る
わ
」
と
故
郷
が
待
っ
て
い
る
と
話
し
て
慰
め
る
。
鶯
鶯
の
顔
に
は
輝
き
が
表
れ
る
が
、

す
ぐ
に
「
運
命
な
ん
て
情
け
容
赦
な
い
か
ら
。
私
た
ち
の
よ
う
な
女
は
甘
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
ん
で
し
ょ
う
」
と
返
す
と
、
白
梅

も
慰
め
き
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
鶯
鶯
が
客
と
の
恋
を
白
梅
に
報
告
す
る
が
、
白
梅
は
自
ら
の
失
恋
の
経
験
か
ら
そ
の
恋
を
あ

き
ら
め
る
よ
う
彼
女
を
説
得
し
、
ま
た
そ
の
場
所
を
離
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ
の
と
き
に
歌
っ
た
の
が
、
女
性
の
境
遇
を
表
し

た
「
雨
夜
花
」
で
あ
っ
た
。

雨
夜
花
　
雨
夜
花

風
に
吹
か
れ
て
地
面
に
落
ち
た

だ
れ
も
見
な
い
と
怨
ん
で
み
て
も

落
ち
た
花
な
ら
も
う
戻
ら
な
い

雨
夜
花
　
雨
夜
花

「
雨
や
風
に
痛
め
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
み
ん
な
枝
か
ら
は
ず
れ
、
地
面
に
落
ち
て
し
ま
う
」「
雨
風
の
夜
に
咲
く
花
」
で
あ
る
と
、
彼

女
た
ち
は
恨
み
言
も
い
わ
ず
、
泣
き
な
が
ら
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
自
分
た
ち
の
苦
境
を
嘆
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
だ

幼
い
鶯
鶯
は
そ
れ
以
来
、
自
身
に
は
帰
る
べ
き
故
郷
が
な
い
だ
け
で
な
く
、「
雨
夜
花
」
の
よ
う
な
虐
げ
ら
れ
た
運
命
の
女
性
で
あ
る

こ
と
を
悟
り
、「
悲
し
い
運
命
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
数
年
後
に
現
れ
た
鶯
鶯
は
、
五
十
歳
す
ぎ
の
元
老
兵
と
結
婚
し
、
男
の
子
を
生
み
新
た
な
生
活
を
手
に
入
れ
て
い
た
。

老
兵
と
は
、
大
陸
に
妻
子
を
残
し
た
ま
ま
国
民
党
軍
と
と
も
に
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
元
兵
士
の
こ
と
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
大
陸

に
戻
れ
な
く
な
っ
た
兵
士
た
ち
は
台
湾
で
新
た
な
所
帯
を
持
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
結
婚
式
の
と
き
家
族
の
参
列
者
が
い
な
か
っ
た

鶯
鶯
は
、
息
子
に
「
魯
延
（
魯
家
が
続
く
）」
と
名
づ
け
、「
魯
家
が
続
け
ば
希
望
も
出
て
く
る
」
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
鶯
鶯
に
も
故

郷
は
な
く
、
元
老
兵
の
夫
も
帰
る
べ
き
故
郷
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
家
庭
を
築
く
こ
と
で
新
し
い
「
郷
土
」
を
手
に
入

れ
、
そ
こ
に
希
望
を
託
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

一
方
で
、
鶯
鶯
と
別
れ
た
あ
と
、「
白
梅
は
い
つ
の
ま
に
か
、
鶯
鶯
と
自
分
を
比
べ
て
い
た
。
彼
女
は
な
に
か
空
虚
な
も
の
に
襲
わ

れ
、
車
窓
の
外
の
天
空
に
目
を
転
じ
、
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て
い
た
」。
こ
こ
で
白
梅
は
自
分
に
も
か
つ
て
縁
談
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
思

い
出
す
。
し
か
し
、
相
手
は
低
所
得
の
労
働
者
か
、
か
な
り
年
上
の
男
性
だ
っ
た
。
家
で
は
み
な
白
梅
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
立

て
て
い
た
が
、
誰
も
が
娼
婦
の
白
梅
を
敬
遠
し
、
義
理
の
兄
弟
は
白
梅
に
甥
や
姪
を
触
れ
さ
せ
る
こ
と
さ
え
嫌
っ
た
。
こ
こ
ま
で
思

い
起
こ
す
と
、
つ
い
に
白
梅
は
耐
え
き
れ
な
く
な
り
絶
望
に
陥
る
。
し
か
し
、
白
梅
は
突
然
ひ
ら
め
く
の
で
あ
る
。
新
た
に
自
分
自

身
の
「
郷
土
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、「
自
分
の
子
供
だ
け
は
、
冷
た
い
目
で
蔑
む
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
自
分
の
子
供
さ
え
持
て
ば
、

私
も
こ
の
世
で
拠
り
ど
こ
ろ
が
で
き
る
。
自
分
の
子
供
さ
え
持
て
ば
、
希
望
を
託
す
こ
と
も
で
き
る
。」
と
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
客
と
し
て
目
の
前
に
現
れ
た
善
良
そ
う
な
漁
師
阿
榕
に
対
し
て
、
白
梅
に
は
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
感
情
が
芽
生

え
、「
白
梅
に
と
っ
て
は
、
大
切
な
時
だ
っ
た
。
彼
女
の
希
望
は
こ
こ
か
ら
動
き
出
す
の
だ
。
白
梅
は
、
形
こ
そ
な
い
が
、
本
当
に
希

望
が
静
か
に
自
分
の
体
内
に
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
た
。
…
白
梅
は
自
分
の
さ
さ
や
か
な
希
望
が
す
で
に
体
内
に
芽
生
え
て
い

る
こ
と
だ
け
を
願
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
世
界
に
沈
め
ら
れ
、
こ
の
上
も
な
い
苦
労
を
重
ね
た
女
た
ち
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
養

女
か
ら
娼
婦
へ
の
運
命
を
た
ど
っ
た
彼
女
た
ち
に
も
、
こ
の
よ
う
な
日
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
だ
。
白
梅
は
希
望
が
生
ま



黄
春
明
の
郷
土
想
像

九
九

れ
て
き
た
と
思
っ
た
」
と
、
女
性
の
代
弁
者
と
な
り
、
す
べ
て
の
女
性
の
新
生
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。
漁
港
を
去
っ
て
い
く
場
面

で
は
、
完
全
に
白
梅
が
娼
婦
と
し
て
虐
げ
ら
れ
た
人
生
と
の
決
別
を
表
し
て
い
る
。

白
梅
は
涙
を
流
し
な
が
ら
も
、
喜
び
を
抱
き
し
め
て
、
坂
道
を
下
り
、
漁
港
の
バ
ス
停
に
向
か
っ
た
。
…
…
本
当
の
波
の
音

を
聞
い
た
の
は
、
今
日
が
初
め
て
だ
っ
た
。
ひ
と
波
ひ
と
波
が
彼
女
の
心
を
洗
い
流
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
バ
ス
が
や
っ
て
き
て
、
白
梅
の
過
去
は
砂
埃
を
舞
い
あ
げ
て
走
る
バ
ス
の
後
方
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
。

︵
２
︶
白
梅
か
ら
梅
子
へ
︱
郷
土
回
帰
を
果
た
し
、
大
地
な
る
母
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る

白
梅
の
生
家
の
あ
る
農
村
「
坑
底
」
は
、
い
ま
だ
現
代
化
の
波
に
の
ま
れ
て
疲
弊
し
汚
染
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
自
分
の
幼

少
時
代
と
何
ひ
と
つ
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
村
に
脚
を
踏
み
入
れ
た
瞬
間
、
語
り
手
は
白
梅
を
梅
子
と
呼
び

名
を
変
え
、
ま
た
「
坑
底
」
に
戻
っ
て
き
た
彼
女
を
、
実
母
を
は
じ
め
と
し
て
、
家
族
も
近
所
の
人
々
も
み
な
梅
子
と
呼
び
温
か
く

迎
え
る
。
ま
た
、
帰
郷
し
た
最
初
の
一
ヶ
月
で
妊
娠
が
成
功
し
た
こ
と
を
知
り
、
梅
子
は
「
な
に
に
つ
い
て
も
自
信
を
持
ち
は
じ
め

た
」。
さ
ら
に
は
、
没
収
さ
れ
る
と
噂
さ
れ
て
い
た
造
林
地
が
村
に
払
い
下
げ
に
な
っ
た
こ
と
や
、
村
で
採
れ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
が
梅
子

の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
り
高
く
売
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
梅
子
は
家
に
対
す
る
責
任
を
果
た
し
、
孝
行
を
し
、
村
人
に
対
し
て
も
誠
意
を

示
し
た
の
で
、
彼
女
の
評
判
は
い
や
が
う
え
に
も
高
ま
っ
た
」。
ほ
か
に
も
、
夜
通
し
暴
風
雨
に
な
っ
た
と
き
は
、
彼
女
の
機
転
で
家

族
が
命
拾
い
し
た
り
、
ま
た
彼
女
の
決
断
で
兄
も
命
を
取
り
と
め
た
り
す
る
な
ど
、
梅
子
の
活
躍
は
、
未
婚
の
ま
ま
妊
娠
し
子
供
を

生
む
と
い
う
不
名
誉
を
も
超
越
し
、「
娼
婦
か
ら
母
親
へ
と
身
分
を
移
し
た
あ
と
、
ま
る
で
『
大
地
な
る
母
』
と
い
う
崇
高
で
純
潔
な

イ
メ
ー
ジ
を
も
つ伃
」
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
黄
春
明
の
描
く
女
性
の
「
大
地
な
る
母
」
イ
メ
ー
ジ
の
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、『
文
学
季
刊
』
に
初
投
稿
し
た
半
自
伝
的
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中
編
小
説
「
跟
著
脚
走伹
」
中
の
主
人
公
の
恋
人
Ｇ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
あ
ら
す
じ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
Ｍ

は
、
記
者
の
仕
事
を
失
っ
た
ば
か
り
で
、
恋
人
Ｇ
と
の
結
婚
を
両
親
か
ら
反
対
さ
れ
て
い
る
。
仕
事
も
な
く
結
婚
も
で
き
ず
、
不
安

や
焦
慮
、
閉
塞
感
を
抱
え
、
街
を
ふ
ら
つ
き
、
宜
蘭
を
離
れ
て
ど
こ
か
に
行
き
た
い
と
思
う
。
無
意
識
に
駅
に
た
ど
り
着
い
た
Ｍ
は

見
知
ら
ぬ
他
人
に
つ
い
て
、
同
じ
く
台
北
行
き
の
切
符
を
買
っ
て
列
車
に
乗
る
。
台
北
行
き
の
切
符
を
握
り
締
め
、
俄
か
に
興
奮
し

始
め
た
Ｍ
は
、
列
車
が
動
き
始
め
る
と
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
駅
名
看
板
に
唾
を
吐
き
か
け
、
故
郷
と
決
別
す
る
。
し
か
し
、
台
北
に

到
着
し
た
Ｍ
は
「
車
両
の
階
段
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
降
り
立
っ
た
瞬
間
、
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
…
…

心
の
中
は
と
て
つ
も
な
い
空
虚
と
絶
望
に
襲
わ
れ
」、「
私
」
以
外
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
い
る
人
が
「
家
」
に
帰
る
よ
う
に
軽
快
に

歩
く
の
を
見
て
、
台
北
は
自
分
の
居
場
所
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
宜
蘭
を
離
れ
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
Ｍ
だ
が
、
こ
こ
か
ら
一

心
に
自
分
の
「
家
」、
つ
ま
り
Ｇ
の
い
る
「
郷
土
」
へ
戻
ろ
う
と
す
る
。
Ｍ
の
揺
ら
い
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
安
定
を
も
た
ら
す
の

は
、「
大
地
な
る
母
」
と
し
て
の
Ｇ
で
あ
る
。
Ｍ
は
す
ぐ
さ
ま
Ｇ
に
電
話
を
か
け
、
最
終
列
車
で
Ｇ
の
待
つ
宜
蘭
へ
帰
ろ
う
と
す
る
が
、

所
持
金
が
足
り
ず
、
途
中
で
下
車
さ
せ
ら
れ
る
。
Ｍ
は
台
風
の
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
ひ
た
す
ら
歩
い
て
い
く
。「
郷
土
」（
宜

蘭
）
→
「
都
市
」（
台
北
）
→
「
郷
土
」（
宜
蘭
）
へ
と
移
動
す
る
こ
の
物
語
は
、
都
市
に
生
活
の
足
場
を
お
い
た
黄
春
明
自
身
が
経
験

し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
れ
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
度
は
捨
て
た
「
郷
土
」
で
あ
っ
て
も
、「
郷
土
」
を
離

れ
た
場
所
か
ら
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
の
中
に
あ
る
「
郷
土
」
は
永
遠
に
「
郷
土
」
で
あ
り
、
そ
の
価
値
も
永
続
し
た
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
、
揺
ら
い
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
託
す
場
所
と
し
て
想
像
さ
れ
、「
大
地
な
る
母
」
と
い
う
女
性
の
「
強
靭
な
生
命

力
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
創
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四　

黄
春
明
の
郷
土
想
像
︱
海
洋
／
土
地
と
い
う
郷
土
空
間
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黄
春
明
は
こ
れ
ま
で
「
郷
土
」
か
ら
「
都
市
」、「
都
市
」
か
ら
「
郷
土
」
へ
と
移
動
す
る
主
人
公
が
登
場
す
る
小
説
を
多
く
発
表

し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
し
ば
し
ば
意
識
流
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
、
主
人
公
た
ち
の
感
情
、
た
と
え
ば
不
安
、
不
満
や
焦
慮
な
ど
を

表
出
さ
せ
て
い
る
。
空
間
移
動
と
い
う
身
体
的
な
揺
ら
ぎ
が
、
主
人
公
た
ち
が
身
を
置
く
環
境
の
不
安
定
さ
を
浮
き
上
が
ら
せ
、
ひ

い
て
は
彼
ら
／
彼
女
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
も
あ
ぶ
り
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
揺
ら
い
だ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
回
復
さ
せ
る
土
地
を
「
郷
土
」
と
し
て
黄
春
明
は
描
く
。
こ
の
章
で
は
、
郷
土
小
説
を
地
理
空
間
の
視
点
か
ら
論
じ
る
范
銘
如
の

研
究
（
二
〇
〇
八
）
を
参
考
に
、
黄
春
明
の
「
郷
土
想
像
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

「
看
海
的
日
子
」
の
白
梅
が
身
を
置
く
場
所
に
つ
い
て
、「
潮
汐
、
魚
群
、
尋
ね
て
く
る
客
は
、
流
動
性
を
象
徴
し
、
そ
の
往
来
に

は
安
定
性
が
な
く
、
根
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
な
じ
み
の
感
覚
や
安
全
感
そ
し
て
永
久
性
を
構
築
す
る
の
が
難
し
い佖
」
海
洋
（
漁

港
）
で
あ
る
。
白
梅
は
世
間
の
人
が
娼
婦
で
あ
る
こ
と
を
見
破
っ
た
と
き
の
「
身
の
毛
の
よ
だ
つ
あ
の
冷
た
い
視
線
」
を
恐
れ
て
、
一

人
で
出
歩
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
列
車
内
で
の
出
来
事
は
、「
骨
の
髄
ま
で
寒
気
が
し
た
。
こ
の
広
い
世
界
も
、
所
詮
は
窒

息
し
そ
う
な
小
さ
な
檻
の
格
子
窓
か
ら
の
ぞ
き
見
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
い
よ
い
よ
孤
独
を
感
じ
さ
せ
た
。
本
当
は
「
私
は

こ
う
い
う
名
前
を
持
つ
普
通
の
人
間
な
の
だ
と
叫
び
た
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
存
在
が
、
女
性
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
悲
哀
、
不
満
、
焦
慮
が
吐
露
さ
れ
る
。

一
方
で
、
母
親
に
な
る
と
い
う
希
望
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
白
梅
は
「
郷
土
」
へ
回
帰
す
る
。
そ
の
「
土
地
」
が
象
徴
す
る
の
は
、

「
安
定
、
生
殖
、
養
育
と
永
久
不
変
で
あ
る侒
」
こ
と
だ
。
白
梅
が
村
に
到
着
し
、
何
ひ
と
つ
変
わ
ら
な
い
「
土
地
」
を
見
て
、
幼
い
頃

の
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
。「
二
十
数
年
来
、
こ
の
地
方
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
村
の
ほ
こ
ら
は
今
も
や
は
り
九
芎
樹
の
下
に
あ
り
、

そ
ば
の
や
す
み
岩
は
以
前
よ
り
は
擦
り
減
っ
て
い
た
。
そ
の
付
近
に
は
お
で
き
に
塗
る
鍋
蓋
草
が
こ
れ
も
昔
と
同
様
、
一
面
に
生
え

て
い
た
」
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
村
の
山
道
を
歩
い
て
い
る
と
、「
足
の
不
自
由
な
福
お
じ
い
さ
ん
の
立
っ
て
い
る
格
好
は
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昔
の
ま
ま
」
だ
と
い
う
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
梅
子
が
養
女
に
出
さ
れ
る
当
時
か
ら
変
わ
ら
な
い
「
土
地
」
が
現
わ
れ
る
。
梅
子

は
ま
た
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
子
供
た
ち
が
、
自
分
の
幼
馴
染
の
子
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
梅
子
は
ひ
と
り
ず
つ
誰
の
子

か
を
言
い
当
て
る
こ
と
さ
え
で
き
た
。
養
女
に
出
さ
れ
て
か
ら
の
二
十
数
年
間
、「
坑
底
」
の
人
々
は
こ
の
「
土
地
」
を
離
れ
ず
、
さ

ら
に
は
子
孫
ま
で
増
や
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
郷
土
」
の
永
続
的
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
流
動
的
で
不
安
定
な
「
海
洋
」
と
安
定
的
で
永
久
不
変
の
価
値
の
あ
る
「
土
地
」
を
対
比
さ
せ
て
描
く
一
方
、
子
供

の
父
親
と
な
る
阿
榕
と
白
梅
／
梅
子
の
関
係
も
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
阿
榕
の
本
名
は
「
呉
田
土
」
と
い
い
、
そ
の
名
の
と
お
り
、

田
と
土
か
ら
は
大
地
や
農
村
を
連
想
さ
せ
、
漁
師
と
い
う
職
業
と
は
対
極
的
な
も
の
で
あ
る
。
阿
榕
の
故
郷
は
台
湾
南
部
の
恒
春
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
百
姓
を
し
て
い
る
。
彼
は
毎
年
そ
こ
か
ら
漁
に
出
て
、
一
年
の
ほ
と
ん
ど
故
郷
に
は
帰
ら
な
い
。
し
か
し
、
白
梅

が
一
瞬
で
見
抜
い
た
彼
の
善
良
さ
は
、
彼
の
心
の
な
か
に
あ
る
故
郷
の
存
在
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

物
語
の
最
後
に
、
梅
子
は
息
子
を
連
れ
て
、
漁
港
行
き
の
列
車
に
乗
る
。
遊
郭
を
連
想
さ
せ
る
、
一
度
は
「
捨
て
た
」、
自
身
を
不

安
定
に
さ
せ
る
場
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漁
港
に
行
け
る
と
い
う
こ
と
で
「
心
が
躍
っ
た
」。「
ど
う
も
子
供
と
一
緒
に
生
ま

れ
た
ら
し
い
一
つ
の
願
望
が
、
ず
っ
と
心
の
中
で
梅
子
を
揺
り
動
か
し
て
い
た
」。
そ
れ
は
梅
子
自
身
に
も
「
切
迫
し
た
も
の
」
で
あ

る
が
「
名
状
し
が
た
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
梅
子
は
列
車
内
で
席
を
譲
ら
れ
、
さ
ら
に
は
そ
ば
に
い
る
ひ
と
た
ち
が
「
本
当
に
親
し

そ
う
な
視
線
を
送
っ
て
く
れ
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
と
世
間
を
隔
て
て
い
た
「
皮
膜
は
も
う
な
く
な
っ
て
」、「
彼
女
自
身
が
こ

の
広
大
な
世
界
の
一
員
に
な
っ
た
の
だ
」
と
実
感
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
息
子
が
自
分
に
持
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
思
い

が
こ
み
上
げ
泣
き
出
す
。
梅
子
は
し
ば
ら
く
海
を
見
つ
め
、
息
子
に
も
海
の
方
を
見
せ
た
。「
私
の
よ
う
な
母
親
だ
か
ら
こ
の
子
の
将

来
に
希
望
が
な
い
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
私
は
信
じ
な
い
」
と
、
祈
る
よ
う
に
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、
物
語
は
終
わ
る
。

范
銘
如
は
こ
の
梅
子
の
行
動
を
、「
土
地
に
対
す
る
『
居
住
』（dw

ell

）
感
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
た
め
、
彼
女
は
再
び
海
洋
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を
見
た
と
き
に
も
心
を
静
め
て
い
ら
れ
る侊
」
の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
梅
子
に
と
っ
て
の
郷
土
と
は
、
も
は
や
現
実
の
土
地
の
み

な
ら
ず
、
心
の
な
か
に
建
設
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

黄
春
明
の
「
看
海
的
日
子
」
は
、
そ
の
創
作
手
法
に
は
、
意
識
流
を
多
用
す
る
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
影
響
も
見
ら
れ
る
が
、
創

作
活
動
に
お
い
て
一
貫
し
て
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
「
郷
土
」
に
生
き
る
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
。
台
北
に
出
て
き
た
ば
か
り
の
黄
春

明
は
「
郷
土
」
で
あ
る
故
郷
の
宜
蘭
の
記
憶
を
想
像
／
創
造
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
黄
の
み
つ
め
る
現
実
の
「
郷
土
」
は
、
現

代
化
の
波
の
中
で
下
層
の
労
働
者
た
ち
（
「
小
人
物
」
）
が
搾
取
さ
れ
、
圧
迫
を
受
け
て
い
る
「
郷
土
」
で
あ
る
。
台
北
は
す
で
に
現
代

化
が
進
み
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
生
活
方
式
や
人
々
の
価
値
観
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
都
市
か
ら
郷
土
へ
と
振
り
返
っ
た
と
き
、

貧
し
く
と
も
純
朴
な
「
過
去
」
の
郷
愁
を
誘
う
「
郷
土
」
の
記
憶
は
き
わ
め
て
美
し
く
、
現
実
の
苦
境
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
黄
春
明
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
人
間
が
共
有
す
る
記
憶
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

梅
子
の
「
郷
土
回
帰
」
は
、
永
続
的
価
値
が
存
在
す
る
「
郷
土
」
を
提
示
し
た
が
、
そ
の
「
郷
土
」
は
台
湾
社
会
の
「
現
代
化
」

に
対
す
る
焦
り
、
不
満
や
戸
惑
い
な
ど
の
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
負

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
す
た
め
に
、「
郷
土
」
の
空
間
は
「
都
市
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
都
会
（
特
に
台
北
）
に
対
し
て
、
郷
土
が
表
す
伝
統
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
む
し
ろ
、

力
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
言
語
、
文
化
、
歴
史
、
さ
ら
に
は
自
然
地
理
の
意
義
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
あ
る
い
は
階
層
身

分
に
つ
な
が
る侚
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

梅
子
の
な
か
で
生
ま
れ
た
願
望
と
は
、
も
は
や
過
去
の
流
動
的
で
不
安
定
な
存
在
で
は
な
く
、「
大
地
な
る
母
」
で
あ
る
と
い
う
、
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自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絶
望
か
ら
転

じ
て
希
望
が
生
ま
れ
た
海
の
見
え
る
列
車
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
母
親
へ
の
新
生
、
ひ
い
て
は
「
郷
土
回
帰
」
が
成
功
し
た
こ
と

を
確
信
す
る
主
人
公
の
、
心
の
中
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
き
切
っ
た
こ
の
物
語
を
通
し
て
、
黄
春
明
は
男
性
中
心
的
な
過
去
の
「
郷
土
」

に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
だ
け
で
は
な
い
「
郷
土
」
を
描
き
出
し
た
。
そ
れ
が
黄
春
明
の
「
郷
土
想
像
」
の
一
側
面
で
あ
る
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。

注
（
1
）　
葉
石
濤
『
台
湾
文
学
史
綱
』（
文
學
界
雑
誌
社
、
一
九
八
七
年
）
一
二
九
頁
。
邦
訳
は
中
島
利
郎
・
澤
井
律
之
訳
『
台
湾
文
学
史
』（
研
文
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
三
頁
を
参
照
し
た
。

（
2
）　
彭
瑞
金
『
台
灣
新
文
學
運
動
４
０
年
』（
春
暉
出
版
社
、
一
九
九
七
年
　
初
版
）
一
三
八
頁
。
邦
訳
は
『
台
湾
新
文
学
運
動
四
〇
年
』（
東
方

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
一
四
七
頁
を
参
照
し
た
。

（
3
）　
黄
春
明
『
看
海
的
日
子
』（
黄
春
明
典
蔵
作
品
集
３
　
皇
冠
文
化
出
版
、
二
〇
〇
三
年
　
初
版
三
刷
）
を
底
本
と
し
た
。
ま
た
邦
訳
は
、
田

中
宏
訳
「
海
を
見
つ
め
る
日
」『
さ
よ
な
ら
・
再
見
』
所
収
（
め
こ
ん
、
一
九
七
九
年
　
初
版
）
を
参
照
し
た
。

（
4
）　
白
水
紀
子
「
台
湾
女
性
文
学
に
お
け
る
郷
土
想
像
―
陳
雪
「
橋
上
的
孩
子
」
を
中
心
に
―
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』、
二
〇
一
〇
年
）
二
九

六
頁
。

（
5
）　
陳
建
忠 

「
郷
野
傳
奇
與
道
德
理
想
主
義
―
黄
春
明
與
張
煒
的
郷
土
小
説
比
較
研
究
」（『
台
湾
文
学
研
究
集
刊
』、
二
〇
〇
六
年
）
一
七
八
頁
。

（
6
）　
邱
貴
芬 

「
女
性
的
郷
土
想
像
：
台
灣
當
代
郷
土
女
性
小
説
初
探
」『
仲
介
台
灣
・ 

女
人
』（
元
尊
文
化
、
一
九
九
七
年
）

（
7
）　
呂
正
恵
「
黄
春
明
的
困
境
―
郷
下
人
到
城
市
以
後
怎
麼
辦
？
」『
小
説
與
社
会
』（
聯
經
出
版
社
　
一
九
八
八
年
）、
六
～
七
頁
。

（
8
）　
阿
佐
部
伸
一
「
こ
こ
ろ
の
な
か
の
台
湾
」（http://w

w
w

.hh.iij4u.or.jp/~
asabe/taiw

an/tw
saihi.htm

l

　
二
〇
一
一
年
一
月
二
〇
日
ア
ク
セ

ス
）
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（
9
）　
劉
亮
雅
「
郷
土
想
像
的
新
貌
：
陳
雪
的
『
橋
上
的
孩
子
』、『
陳
春
天
』
裡
的
地
方
、
性
別
、
記
憶
」（『
中
外
文
学
』
第
三
十
七
巻
、
第
一
期
、

二
〇
〇
八
年
三
月
）
五
五
頁
。

（
10
）　
同
上
五
〇
頁
。

（
11
）　
山
口
守
編
『
講
座
台
湾
文
学
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）
一
六
六
頁
。

（
12
）　
陳
正
醍
「
台
湾
に
お
け
る
郷
土
文
学
論
戦
（
一
九
七
七
―
一
九
七
八
）」（『
台
湾
近
代
史
研
究
』
第
三
号
、
一
九
八
一
年
）
四
一
頁
。

（
13
）　
黄
春
明
「
用
腳
讀
地
理
」（『
聯
合
報
』
副
刊
三
十
七
版
、
一
九
九
九
年
三
月
十
八
日
）

（
14
）　
屏
東
師
範
学
院
在
学
中
、『
幼
獅
文
藝
通
迅
』
に
短
編
小
説
「
清
道
伕
的
孩
子
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
学
生
時
代
の
習
作
で
あ
る
が
、

黄
春
明
の
作
品
年
表
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
第
一
作
目
の
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　
筆
者
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
発
言
。（
二
〇
〇
六
年
七
月
十
八
日
、
宜
蘭
市
黄
大
魚
工
作
室
に
て
）

（
16
）　
梅
家
玲
「
性
別
論
述
與
戰
後
台
灣
小
説
發
展
」『
性
別
，
還
是
家
國
？
五
〇
與
八
、
九
〇
年
代
台
灣
小
説
論
』（
麦
田
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）

二
一
頁
。

（
17
）　
同
上
、
二
一
頁
。

（
18
）　『
沒
有
時
刻
的
月
臺
』（
聯
合
文
學
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）
三
九
～
七
六
頁
を
底
本
と
し
た
。
拙
訳
。

（
19
）　
范
銘
如 

「
七
〇
年
代
郷
土
小
説
的
「
土
」
生
土
長
」『
文
學
地
理 

台
灣
小
説
的
空
間
閲
讀
』（
麦
田
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
六
一
～
一
六
二

頁
。

（
20
）　
同
上
、
一
六
二
頁
。

（
21
）　
同
上
、
一
六
二
頁
。

（
22
）　
同
注
９
、
五
一
頁
。

（
に
し
ば
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・
お
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の
水
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子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
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