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一　

は
じ
め
に　

本
稿
で
は
、
台
湾
の
作
家
、
李
昂
（
�
�
�
�―

）
の
「
迷
園
」（
�
�
�
○
）
と
『
自
傳
の
小
説
』（
�
�
�
�
）
を
分
析
対
象

と
し
て
い
る纊
。
�
編
は
い
ず
れ
も
主
人
公
の
記
憶
を
遡
及
し
な
が
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
台
湾

に
お
い
て
民
主
化
が
進
み
、
作
家
を
取
り
巻
く
状
況
も
大
き
く
変
わ
っ
た
�
○
年
代
、
李
昂
は
い
か
に
小
説
を
書
き
続
け
た
の
か
、

�
編
の
小
説
を
、「
他
者
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り
分
析
し
て
い
く
。
本
稿
で
は
「
他
者
」
を
「
社
会
的
に
阻
外
さ
れ
て
い
る
存

在
」
と
規
定
し
、
論
を
進
め
て
い
く
。

二　

﹁
他
者
﹂
な
る
主
人
公 ―

﹁
迷
園
﹂
1

「
迷
園
」
は
、
�
�
�
六
年
か
ら
�
○
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
李
昂
に
と
っ
て
初
め
て
の
長
編
小
説
で
あ
る
。『
中
國
時
報
』
に

�
○
年
�
月
十
�
日
か
ら
�
�
年
�
月
十
�
日
ま
で
、
連
載
（
全
百
�
十
�
回
）
後
、
同
年
�
月
に
貿
騰
發
賣
股
份
有
限
公
司
よ
り

単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
小
説
は
、
台
湾
の
旧
家
に
生
ま
れ
、
留
学
経
験
の
あ
る
女
性
朱
影
紅
を
主
人
公
に
、
日
清
戦
争
後
の
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日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
、
第
�
次
大
戦
後
の
国
民
党
に
よ
る
強
権
支
配
を
経
て
、
現
在
の
資
本
主
義
社
会
に
至
る
ま
で
の
、
�
世

紀
の
台
湾
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
い
る
。
�
�
�
○
年
代
と
�
�
�
○
年
代
の
�
つ
の
時
間
軸
が
交
錯
す
る
中
で
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ

ク
、
�
人
称
と
�
人
称
の
文
体
の
混
用
が
注
目
さ
れ
る
と
共
に
、
大
胆
な
性
描
写
も
話
題
を
よ
ん
だ
。

本
書
は
�
部
構
成
で
、「
わ
た
し
は
甲
午
戦
争
の
末
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
…
…
」
で
始
ま
る
。
こ
れ
は
主
人
公
朱
影
紅
が
�
歳
の
と

き
に
作
文
で
書
い
た
自
己
紹
介
で
、
王
徳
威
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に褜
、
�
歳
の
朱
影
紅
が
故
意
で
は
な
く
無
意
識
に
書
い
た
結
果
、

間
違
え
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
甲
午
戦
争
の
末
年
と
は
台
湾
が
日
本
に
割
譲
さ
れ
た
�
�
�
�
年
で
あ
る
。
朱
影
紅
が
生
ま
れ

た
の
は
�
�
�
○
年
代
だ
と
推
測
で
き
、「
甲
午
戦
争
の
末
年
に
生
ま
れ
」
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
作
家
は
故
意
に
�
歳

の
主
人
公
に
歴
史
を
誤
認
さ
せ鍈
、
私
た
ち
に
「「
私
」
と
「
台
湾
史
」
の
�
者
を
混
同
さ
せ
同
�
化銈
」
さ
せ
る
戦
略
を
と
っ
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
王
徳
威
は
「
却
っ
て
朱
影
紅
（
及
び
彼
女
の
台
湾
同
胞
）
が
長
い
間
抑
圧
さ
れ
た
政
治
的
な
潜
在
意
識
を
露
に
し
た蓜
」
と

指
摘
し
て
い
る
。 

更
に
彭
小
妍
は
「「
迷
園
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
多
く
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
が
造
ら
れ
、
朱
家
の
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」

の
伝
統
を
強
調
し
て
い
る
、
例
を
挙
げ
る
と
、
主
人
公
の
祖
先
は
「
山
地
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
血
統
の
福
建
移
民
の
末
裔
で
あ
る俉
」」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
迷
園
」
に
は
、
主
人
公
と
台
湾
の
歴
史
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
叙
述
形
態
も
�
様
で
は
な
く
、
�
つ
の
叙
述
形
態―
�
人
称
、
主
人
公
に
よ
る
�
人
称
、
及
び
父
親
か
ら
の
手
紙―

を
と
っ

て
い
る
。
ま
た
、
�
十
年
代
、
�
十
年
代
（
�
十
年
代
後
半
）
の
�
つ
の
時
間
軸
が
交
錯
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
体
の
混
用
は
、
李
昂
に
と
っ
て
は
、「
迷
園
」
が
初
め
て
の
試
み
で
は
な
く
、「
�
封
未
寄
的
情
書
」（
�
�
�
�
）
で
、

既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
大
半
が
�
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
中
で
、
�
人
称
体
描
写
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
作
品
は
「
迷

園
」
が
初
め
て
で
あ
る
。

以
下
の
引
用
部
分
は
、
主
人
公
朱
影
紅
が
恋
人
と
別
れ
た
後
、「
も
う
�
度
と
彼
に
会
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
恐
怖
に
襲
わ
れ
る
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場
面
で
あ
る
が
、
時
間
軸
の
移
動
が
最
も
激
し
く
、
更
に
�
人
称
と
�
人
称
と
が
交
錯
し
て
い
る
。
な
お
、
引
用
箇
所
の 

① 

か
ら 

⑪

の
番
号
は
、
人
称
と
時
間
軸
の
変
化
を
区
別
す
る
た
め
に
筆
者
が
付
し
た
が
、
③ 

か
ら 

⑧ 

に
つ
い
て
は
、
省
略
し
、
人
称
と
時
間
軸

に
つ
い
て
の
み
、
後
述
す
る
。

①　

あ
の
人
が
本
当
に
も
う
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
時
、
わ
た
し
は
さ
よ
な
ら
も
言
わ
な
い
で
、
ド
ア
を
閉
め
中
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
と
た
ん
急
に
も
う
�
度
あ
の
人
の
姿
を
み
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
て
、
そ
の
思
い
が
こ
ら
え
切
れ

な
く
て
、
階
段
を
駆
け
上
が
り
よ
ろ
め
き
な
が
ら
�
階
の
道
路
に
面
し
た
部
屋
の
窓
ま
で
き
た
の
だ
。
…
…　

せ
め
て
も
う
�

度
見
な
く
て
は
。
…
…
つ
ま
先
で
精
�
杯
背
伸
び
を
し
て
も
、
塀
は
や
は
り
高
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。
も
し
か
し
て
も
う

�
度
と
彼
に
会
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

②　

朱
影
紅
六
歳
、
菡
樓
の
窓
際
の
紫
檀
の
椅
子
に
立
っ
て
、
�
階
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
た
。
夜
、
真
っ
暗
な
中
、
手
に

提
げ
た
丸
い
懐
中
電
灯
の
光
が
動
き
、
園
内
を
く
ま
な
く
照
ら
し
て
い
た
。
あ
た
り
�
面
は
暗
く
、
人
は
大
勢
い
た
が
、
み
な

知
ら
な
い
人
た
ち
ば
か
り
で
、
た
だ
闇
夜
に
と
け
あ
い
ゆ
ら
め
く
影
だ
け
が
あ
っ
た
。

…
…
③
か
ら
⑧
ま
で
省
略
…
…

⑨　

長
い
間
ず
っ
と
悪
夢
と
な
っ
て
纏
わ
り
つ
い
て
い
た
父
の
逮
捕
や
、
あ
の
記
憶
に
現
れ
る
心
を
打
ち
砕
か
れ
た
父
の
き
ま
っ

て
ひ
ど
く
暗
い
不
安
な
表
情
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
父
に
�
度
と
会
え
な
く
な
る
と
い
う
恐
怖
、
も
し
そ
れ
ら
全
て
が
�
つ
の

真
実
で
は
な
い
記
憶
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
ん
な
に
も
長
い
間
感
じ
て
い
た
、
父
を
引
き
止
め

て
お
く
こ
と
な
ど
無
理
で
、
た
だ
目
の
前
か
ら
消
え
て
ゆ
く
に
任
せ
る
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
喪
失
感
、
こ
ん
な
に
も
長
い
間

つ
き
ま
と
っ
て
い
た
傷
の
痛
み
は
、
何
も
か
も
が
実
の
な
い
あ
が
き
だ
っ
た
と
い
う
の
。

⑩　

朱
影
紅
は
ふ
っ
と
た
め
息
を
つ
い
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
ま
ず
感
じ
た
の
は
、
つ
い
に
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
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安
堵
感
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
で
た
ち
ま
ち
別
の
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

⑪　

林
西
庚
は
も
う
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
だ
塀
の
中
に
い
る
の
か
。（
傍
線
筆
者
）

引
用
し
た
箇
所 

① 

～ 

⑪ 

の
時
間
軸
と
人
称
を
整
理
す
る
と
、
①
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
②
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
③
（
�
人

称
：
�
十
～
�
十
年
代
）、
④
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
⑤
（
�
人
称
、
�
十
年
代
）、
⑥
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
⑦
（
�
人
称
：

�
十
年
代
）、
⑧
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
⑨
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
⑩
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）、
⑪
（
�
人
称
：
�
十
年
代
）

と
な
る
。
小
説
の
大
半
は
�
人
称
だ
が
、
引
用
箇
所
で
は
、
�
人
称
と
�
人
称
と
が
交
錯
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
�
十
年
代
の

�
人
称
描
写
の
中
に
、
�
十
年
代
�
人
称
描
写
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

恋
人
を
見
送
り
�
人
家
に
残
っ
た
主
人
公
は
、
恋
人
を
�
目
み
る
た
め
、
�
階
の
窓
か
ら
眺
め
た
と
き
、
�
十
年
前
�
�
�
事
件

で
父
親
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
の
記
憶
が
突
然
到
来
し
、
彼
女
に
「
も
う
�
度
と
彼
に
会
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
恐
怖
を
感
じ
さ
せ

た炻
。恋

人
と
の
別
れ
に
は
寂
し
さ
や
切
な
さ
を
感
じ
る
も
の
だ
が
、
主
人
公
は
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
媒
介

と
な
っ
た
の
が
「
�
階
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
た
」
身
体
的
記
憶
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
は
こ
の
恐
怖
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
�

�
�
事
件
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
李
昂
が
こ
の
固
有
名
詞
を
使
わ
な
か
っ
た
の
は
、
�
�
�
事
件
で
は
な
く
、
そ
の
後

の
白
色
テ
ロ
を
書
い
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
�
�
�
事
件
と
い
う
歴
史
的
な
記
号
を
な
ぜ
使
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
政
治
的
要
因
で
書
け
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
、
�
十
年
代
に
は
、
政
府
は
民
衆
の
要
求
に
応
じ
て
、
す

で
に
�
�
�
事
件
の
調
査
を
始
め
て
い
た
は
ず
で
あ
り昱
、
�
�
�
事
件
は
禁
忌
の
語
で
は
な
か
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
李
昂
は
意
識

的
に
こ
の
固
有
名
詞
を
使
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
こ
の
別
れ
の
場
面
を
整
理
す
る
。
別
れ
に
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
の
は
、
�
人
称
で
書
か
れ
た
父
親
が
逮
捕
さ
れ
た
�
十
年
前
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迷
園
」・『
自
傳
の
小
説
』
に
お
け
る
「
他
者
」
な
る
主
人
公

�
�
�

で
は
な
く
、
�
人
称
で
書
か
れ
た
現
在
で
あ
る
。
�
�
�
事
件
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
�
十
年
の
歳
月
を
経
て
も
到
来
す
る
恐
怖
を

書
く
こ
と
を
通
し
て
、
�
�
�
の
暴
力
性
を
書
い
て
い
る
。
意
識
的
に
固
有
名
詞
を
書
か
ず
、
�
人
称
を
採
用
し
、
個
人
の
記
憶
と

し
て
記
憶
を
書
い
た
の
だ
。
そ
し
て
現
在
も
�
�
�
の
恐
怖
の
記
憶
を
感
じ
る
も
の
こ
そ
私
た
ち
で
あ
る
と
い
う
私
た
ち
の
集
団
的

記
憶
を
書
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
、
主
人
公
の
個
人
の
記
憶
を
遡
及
し
、
集
団
的
記
憶
を
書
い
た
の
は
、「
迷
園
」

の
主
人
公
が
、
既
存
の
言
語
化
さ
れ
た
記
録
の
中
に
自
分
の
記
憶
が
な
い
社
会
的
「
他
者
」
で
あ
る
こ
と
を
自
明
と
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。「
迷
園
」
は
、
日
本
や
国
民
党
に
支
配
さ
れ
、
日
本
や
中
華
民
国
の
歴
史
し
か
知
ら
ず
、
自
己
に
基
づ
い
た
記
憶
を
公
に
語

る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
�
�
�
○
年
代
の
台
湾
人
と
い
う
「
他
者
」
が
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
追
求
し
た
物
語
な
の
だ
。

三　

﹁
他
者
﹂
の
喪
失―
﹁
迷
園
﹂
2

㈠　
﹁
迷
園
﹂
に
お
け
る
﹁
他
者
﹂
の
喪
失

「
迷
園
」
は
新
聞
連
載
後
、
�
�
年
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
単
行
本
の
序
文
に
李
昂
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。 

「「
迷

園
」
は
中
國
時
報
連
載
で
は
、
数
箇
所
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
出
版
さ
れ
た
単
行
本
こ
そ
が
、
全
文
で
す
」（
六
頁
）。

こ
の
序
文
を
読
み
、
筆
者
は
、
李
昂
あ
る
い
は
編
集
者
が
新
聞
社
の
立
場
を
考
慮
し
て
、
新
聞
連
載
に
お
け
る
政
治
批
判
や
性
描

写
の
部
分
を
削
除
し
た
と
予
想
し
た
。
そ
こ
で
、
単
行
本
と
新
聞
連
載
を
対
照
し
た
結
果
、
異
な
る
箇
所
が
�
百
以
上
あ
っ
た
。

次
の
引
用
文
は
、
本
書
の
最
後
の
場
面
で
、
主
人
公
が
自
分
の
家
の
庭
園
を
基
金
会
に
寄
付
し
た
場
面
で
あ
る
。
恋
人
の
「「
菡
園
」

を
政
府
に
寄
付
す
れ
ば
」（
�
�
�
頁
）
と
の
発
言
に
主
人
公
が
答
え
て
い
る
。

「
父
の
花
園
を
、
父
を
迫
害
し
た
政
権
に
寄
付
し
ろ
っ
て
い
う
の
？
」
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こ
と
ば
を
切
り
、
そ
れ
か
ら
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
た
。

「
で
き
な
い
わ
」

「
み
ん
な
過
ぎ
た
昔
の
こ
と
だ
よ
。
今
さ
ら
つ
べ
こ
べ
言
っ
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
林
西
庚
の
口
調
は
珍
し
く
ひ

ど
く
や
さ
し
か
っ
た
。

「
そ
う
、
そ
の
通
り
！
み
ん
な
過
ぎ
た
こ
と
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
た
し
は
こ
の
園
林
を
、
台
湾
の
も
の
に
し
た
い
の
、
�
千
万
人

の
台
湾
人
の
も
の
に
ね
。
人
民
を
迫
害
す
る
よ
う
い
か
な
る
政
府
の
も
の
で
も
な
く
て
」（
傍
線
筆
者
）

引
用
文
の
傍
線
部
分
は
政
治
批
判
の
記
述
だ
と
判
断
で
き
る
が
、
削
除
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
明
ら
か
な
政
治
批
判
部
分
が
削

除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
性
描
写
も
�
箇
所
を
除
い
て
削
除
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
新
聞
連
載
の
削
除
箇
所
は
、
政
治
批
判
や
性
描
写
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
更
に
は
単
行
本
部
分
に
削
除
部
分
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
従
っ
て
単
行
本
は
、
単
純
に

新
聞
連
載
時
の
削
除
部
分
を
補
っ
た
完
全
版
で
は
な
く
、
作
家
が
意
識
的
に
訂
正
を
加
え
た
改
訂
版
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

そ
こ
で
新
聞
連
載
分
と
改
訂
さ
れ
た
単
行
本
と
を
比
較
対
照
し
た
結
果
、
大
半
が
次
の
�
つ
に
関
す
る
改
訂
で
あ
っ
た
。
第
�
に
、

日
本
文
を
中
文
に
改
訂
、
例
え
ば
「
お
父
様
」
を
「
父
親｣

な
ど
。
第
�
に
、
英
文
の
増
加
、
例
え
ば
「M

agic M
ountain

」（
�
�

�
頁
）、「B

eaujolais

紅
酒
」（
�
�
�
頁
）、「L

im
ousine

」（
�
�
�
頁
）
な
ど
。
第
�
に
、
台
湾
に
つ
い
て
の
記
述
の
変
化
が
挙

げ
ら
れ
る
。
台
湾
の
記
述
の
変
化
に
つ
い
て
具
体
的
に
例
を
挙
げ
て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
次
に
引
用
す
る
�
つ
の
文
は
、
新
聞

連
載
、
単
行
本
共
に
見
ら
れ
た
台
湾
の
記
述
で
あ
る
。

　

母
親
は
翌
年
の
秋
、
父
親
の
死
か
ら
�
年
経
た
な
い
内
に
亡
く
な
っ
た
、
台
湾
に
残
っ
て
い
た
朱
影
紅
だ
け
が
臨
終
の
と
き

傍
に
い
た
。（
傍
線
筆
者
）（
�
�
�
頁
）

　

常
緑
の
台
湾
中
部
は
、
�
年
中
草
木
が
勢
い
よ
く
生
長
し
て
い
る
。（
傍
線
筆
者
）（
�
�
○
頁
）
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「
台
湾
に
残
っ
て
い
た
」
と
「
常
緑
の
台
湾
」
の
「
台
湾
」
は
、
い
ず
れ
も
地
名
の
台
湾
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
名
と
し
て
の
台
湾
と

比
較
す
る
と
、
先
に
引
用
し
た
「
台
湾
の
も
の
に
し
た
い
の
、
�
千
万
人
の
台
湾
人
の
も
の
に
ね
。
人
民
を
迫
害
す
る
よ
う
い
か
な

る
政
府
の
も
の
で
も
な
く
て
」
の
「
台
湾
」
は
、
当
時
の
政
府
に
対
す
る
「
他
者
」
と
し
て
の
政
治
的
台
湾
で
あ
る
と
い
え
る
。「
迷

園
」
に
は
こ
う
し
た
「
他
者
」
な
る
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
「
台
湾
」
が
多
く
現
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
「
台
湾
」
が
該
当
す
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
あ
の
鼻
を
つ
く
花
の
香
の
中
、
父
親
は
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い
慎
重
に
厳
粛
に
朱
影
紅
を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が

ら
、
�
字
�
句
言
っ
た
…
…

「
綾
子
、
覚
え
て
お
き
な
さ
い
、
台
湾
は
い
か
な
る
場
所
の
コ
ピ
ー
で
も
、
い
か
な
る
場
所
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
も
な
い
、
台
湾
は

台
湾
だ
、
美
し
い
島
だ
。」（
傍
線
筆
者
）（
�
�
�
頁
）

次
に
引
用
す
る
文
章
は
、
新
聞
に
は
な
い
が
、
単
行
本
の
み
に
加
筆
あ
る
い
は
訂
正
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

　

新
聞
）
な
し

　

単
行
本
）　

政
府
の
抑
制
措
置
で
、
不
動
産
の
価
格
が
あ
か
ら
さ
ま
に
下
が
り
始
め
る
と
、
こ
の
牽
引
車
に
は
も
う
新
た
な
景

気
を
作
り
出
し
推
し
進
め
る
力
は
な
く
、
経
済
全
体
を
衰
退
に
導
く
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
さ
っ
そ
く
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
あ
の
島
が
過
去
に
も
し
ば
し
ば
突
然
襲
い
か
か
る
台
風
や
地
震
に
持
ち
こ
た
え
た
よ
う
に
、
あ
の
島
の
経
済
も
か
な

り
柔
軟
性
に
富
み
、
狂
乱
的
上
昇
、
坂
を
転
げ
落
ち
る
よ
う
な
下
落
に
も
、
同
じ
よ
う
に
対
応
す
る
能
力
が
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。

　

専
門
家
た
ち
は
、
も
し
他
の
地
域
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
の
高
騰
暴
落
と
い
う
こ
れ
ほ
ど
急
激
な
変
化
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
経

済
全
体
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
信
じ
騒
ぎ
立
て
始
め
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
貿
易
に
よ
っ

て
急
成
長
を
遂
げ
た
こ
の
島
の
経
済
は
、
経
済
成
長
を
作
り
出
す
上
で
奇
跡
を
創
り
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
急
激
な
景
気
後

退
に
も
耐
え
う
る
と
こ
ろ
ま
で
そ
の
奇
跡
を
延
長
さ
せ
て
い
た
。（
�
�
�―
�
�
�
頁
）（
傍
線
筆
者
）



お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報　

第
�
十
号

�
�
�

こ
こ
で
は
、「
台
湾
」
と
は
直
接
記
述
し
て
い
な
い
が
、「
他
の
地
域
」
と
対
比
し
、「
あ
の
島
」
と
い
う
よ
う
に
実
体
の
あ
る
場
所
と

し
て
の
台
湾
を
相
対
的
に
と
ら
え
、
そ
の
島
国
台
湾
の
あ
り
方
を
肯
定
的
な
視
点
で
書
い
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
台
湾
の
経
済
的
成

功
を
肯
定
的
に
書
く
こ
と
で
、
主
人
公
を
、
自
立
し
た
存
在
と
し
て
肯
定
的
に
暗
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
地
域
と
し
て
の
台
湾

を
、
自
立
し
た
存
在
と
し
て
、
展
望
を
含
め
、
肯
定
的
に
物
語
化
し
描
写
し
て
い
る
。

続
い
て
、
�
つ
の
衣
服
の
描
写
を
見
て
い
こ
う
。

　

新
聞
）
彼
は
中
国
服
（
原
文
：
唐
装
）
を
着
用
し
、
白
い
袖
を
折
り
返
し
て
遊
び
人
風
に
着
こ
な
し
て
お
り　
（『
中
国
時
報
』

�
�
�
○
年
十
月
�
�
日
掲
載
）（
傍
線
筆
者
）

　

単
行
本
）
彼
は
台
湾
式
シ
ャ
ツ
（
原
文
：
本
島
衫
）
を
着
用
し
、
白
い
袖
を
折
り
返
し
て
遊
び
人
風
に
着
こ
な
し
て
お
り　

（
�
�
�
頁
）（
傍
線
筆
者
）

　

新
聞
） 

な
し

　

単
行
本
）
母
親
の
全
身
黒
の
洋
装
は
、
立
ち
襟
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
膝
丈
の
ス
カ
ー
ト
と
い
う
昔
風
の
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
。
今

ま
で
母
親
が
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
台
湾
式
の
服
を
着
た
の
も
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
な
か
っ

た
朱
影
紅
は
、
こ
の
服
に
は
お
そ
ろ
い
の
帽
子
が
付
い
て
い
た
の
を
憶
え
て
い
た
。（
�
�
�
頁
）（
傍
線
筆
者
）

ま
ず
、
主
人
公
の
恋
人
の
衣
服
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
は
、
新
聞
で
は
、「
中
国
服
」
だ
が
、
単
行
本
で
は
「
台
湾
シ
ャ
ツ
」
に
書

き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
続
く
引
用
文
は
、
主
人
公
の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記
憶
を
も
と
に
書
か
れ
た
母
親
の
衣
服
に
つ
い
て
で
あ
り
、

新
聞
で
は
な
か
っ
た
が
、
単
行
本
で
増
補
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
朱
影
紅
の
母
親
が
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
は
全

く
着
な
か
っ
た
が
台
湾
式
の
服
は
少
し
は
着
た
と
い
う
仔
細
な
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
台
湾
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
強
調
し
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
。
李
昂
が
、
台
湾
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
中
国
の
も
の
と
意
識
的
に
書
き
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
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主
人
公
の
恋
人
の
衣
服
の
描
写
の
書
き
換
え
も
、
単
に
台
湾
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
表
現
す
る
た
め
の
書
き
換
え
と
解
読
す
る
よ
り
も
、

衣
服
が
文
化
的
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
表
す
記
号
で
あ
る
こ
と
が
、
台
湾
本
土
化
が
進
む
中
、
改
訂
と
い
う
再
認
識
作
業
に
お
い
て
、
意

識
化
さ
れ
、
言
語
化
さ
れ
た
と
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。   

も
う
�
度
整
理
す
る
と
、
改
訂
前
、
新
聞
連
載
上
の
「
迷
園
」
の
「
台
湾
」
は
単
な
る
地
名
あ
る
い
は
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
「
他
者
」
の
記
号
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
改
訂
後
の
単
行
本
に
お
け
る
「
台
湾
」
は
、
客
観
的
地
域
と
し
て
、
或
い
は
文

化
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
記
号
と
し
て
内
部
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
看
取
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
も

た
ら
さ
れ
た
要
因
は
、「
台
湾
」
が
政
治
的
文
化
的
「
他
者
」
ゆ
え
に
持
っ
て
い
た
、
テ
ク
ス
ト
に
「
台
湾
」
と
書
く
こ
と
の
政
治
的

な
批
判
性
が
、
現
実
の
台
湾
に
お
い
て
民
主
化
が
進
む
中
で
急
激
に
高
ま
り
、
そ
の
後
急
激
に
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
�
○
年
か
ら
�
�
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
改
訂
作
業
、
記
憶
の
書
き
換
え
作
業
に
、
当
時
の
台
湾

の
激
動
、
そ
し
て
「
台
湾
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
価
値
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
容
を
感
じ
る
と
共
に
、
作
家
の
対
応
の
機
敏
さ
と
、
台

湾
に
生
き
る
も
の
の
、
記
憶
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
へ
の
意
識
の
変
化
の
軌
跡
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
迷
園
」
の
主
人
公
の
「
他
者
」
性
が
、
実
社
会
の
変
化
に
よ
り
消
失
し
て
い
く
中
で
行
わ
れ
た
改
定
作
業
か
ら
、
実
社
会
と

テ
ク
ス
ト
と
の
距
離
が
非
常
に
緊
密
で
あ
る
台
湾
の
文
学
の
あ
り
方
の
�
端
が
看
取
で
き
る
。

㈡　

李
昂
に
お
け
る
台
湾
の
民
主
化
と
文
学

今
度
は
李
昂
の
小
説
以
外
の
言
葉
で
あ
る
「
迷
園
」
序
文
（
�
�
年
）
と
、
翌
年
に
な
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
み
て
み
よ
う
。

「
迷
園
」
序
文
（
�
�
年
�
月
）

　

わ
た
し
個
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
何
よ
り
も
大
切
な
の
が
、
自
分
た
ち
人
民
の
た
め
に
書
く
と
い
う
こ
と
。
も
し
、
ま
ず
こ

の
�
千
万
人
の
台
湾
人
の
た
め
に
書
く
の
で
は
な
く
、
空
し
く
自
我
を
膨
張
さ
せ
て
、
人
類
全
体
の
た
め
の
創
作
な
ど
と
考
え
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て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
地
に
足
を
つ
け
て
い
な
い
の
で
す
。（
六
頁
）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

（
�
�
�
�
年
�
月
�
日  

聞
き
手
＝
藤
井
省
�棈
）

　

明
ら
か
な
影
響
が
出
て
く
る
の
は
、
も
う
少
し
時
間
が
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
小
説
と
い
う
の
は
書
く
こ
と

そ
の
も
の
に
時
間
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
政
治
的
な
題
材
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
面
倒
が
だ
い
ぶ
減
っ
た
の
は

事
実
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
が
『
迷
い
の
園
』
を
書
き
始
め
た
時
は
ま
だ
戒
厳
令
の
時
代
で
し
た
。
こ
れ
は
こ
う
書
い
て
は
い
け

な
い
、
あ
れ
は
あ
あ
書
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、
い
ろ
い
ろ
神
経
を
使
っ
た
も
の
で
す
。

　

戒
厳
令
解
除
後
、
文
学
に
問
題
が
生
じ
て
き
た
こ
と
も
お
話
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
作
家
が
作
品
を
書
こ
う
が
書
く
ま
い
が

社
会
的
に
た
い
し
て
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
社
会
問
題
を
テ
ー
マ
に
小
説
を
書
い
た
と
し
て

も
、
�
、
�
年
か
け
て
書
い
て
い
る
内
に
そ
の
問
題
自
体
が
問
題
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
た
の
で

す
。
小
説
家
な
ど
よ
り
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
が
よ
り
迅
速
に
社
会
の
動
き
に
対
応
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
の
で
す鋹
。

李
昂
は
、「
迷
園
」
執
筆
以
前
か
ら
呂
秀
蓮
や
施
明
徳
な
ど
と
交
流
が
あ
り
、
政
治
に
全
く
興
味
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
が
、
李
昂
が
小
説
に
政
治
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
の
は
、
邱
貴
芬
と
の
対
談
で
「
政
治
が
あ
な
た
の
小
説
に
正
式
に
現
れ
た
の

は
、「
迷
園
」
で
し
ょ
う
」
と
い
う
邱
の
問
い
に
対
し
て
、「
そ
う
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
全
く
書
こ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た曻
」
と
応
え

て
い
る
よ
う
に
、
�
○
年
発
表
の
「
迷
園
」
か
ら
で
あ
る
。
作
家
は
「
迷
園
」
序
文
に
「
自
分
た
ち
人
民
の
た
め
に
書
く
」、「
台
湾

人
の
た
め
に
書
く
」
と
、
作
家
と
し
て
の
使
命
を
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
わ
ず
か
�
年
後
「
作
家
が
作
品
を
書
こ
う
が
書
く

ま
い
が
社
会
に
対
し
て
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
を
、「
戒
厳
令
解
除
後
」
に
生
じ
た
文
学
の
問
題
と
し
て
語
っ

て
い
る
。
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政
治
を
小
説
に
書
い
た
「
迷
園
」
以
降
、
李
昂
は
、
作
家
と
し
て
も
現
実
社
会
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
急
激
な
民
主

化
の
進
行
は
、
李
昂
の
作
家
と
し
て
の
あ
り
方
を
複
雑
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
李
昂
は
小
説
を
書
き
続
け
る
。
以
上
の
こ
と
を

踏
ま
え
、
次
節
で
は
『
自
傳
の
小
説
』
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

四　

﹁
他
者
﹂
な
る
主
人
公
の
創
造―

﹃
自
傳
の
小
説
﹄

『
自
傳
の
小
説
』
は
、
皇
冠
叢
書
よ
り
�
�
年
に
旅
行
随
筆
で
あ
る
『
漂
流
之
旅
』
と
同
時
出
版
さ
れ
た
。
台
湾
女
性
革
命
家
謝
雪

紅
（
�
�
○
�―

�
○
）
の
伝
記
を
も
と
に
、
謝
雪
紅
の
生
涯
を
編
年
体
で
綴
っ
た
陳
芳
明
『
謝
雪
紅
評
伝
』
を
意
識
し
書
か
れ
た

小
説
で
あ
る
。「
自
伝
」
と
「
小
説
」
と
い
う
矛
盾
す
る
�
つ
を
「
の
」
と
い
う
日
本
語
で
繋
い
だ
タ
イ
ト
ル
の
こ
の
小
説
は
、
謝
雪

紅
と
い
う
実
在
の
台
湾
の
革
命
家
の
伝
記
と
、
そ
の
物
語
を
伯
父
か
ら
伝
え
聞
く
「
わ
た
し
」
と
い
う
語
り
手
の
物
語
で
あ
る
が
、

語
り
手
は
、
時
に
、
謝
雪
紅
に
重
な
り
合
う
な
ど
、
そ
の
語
り
は
重
層
的
で
あ
る
。

邱
彦
彬
は
「
日
據
時
代
の
左
翼
の
伝
統
が
ほ
ぼ
完
全
に
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
現
在
、
謝
雪
紅
を
主
体
と
し
た
『
自
傳
の
小
説
』
は
、

台
湾
の
こ
こ
十
数
年
の
左
翼
史
を
洗
い
出
す
成
果
の
�
つ
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る彅
」
と
指
摘
、
左
翼
史
研
究
と
し
て
評
価

し
、
藤
井
省
�
は
「
連
綿
と
続
く
家
父
長
制
の
中
に
あ
っ
て
格
闘
す
る
女
た
ち
の
集
団
的
記
憶丨
」
と
い
う
よ
う
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

視
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
謝
雪
紅
は
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
�
�
○
�
年
生
ま
れ
、
台
湾
共
産
党
創
立
者
の
�
人
。
邱
彦
彬
が

彼
女
の
社
会
的
評
価
に
つ
い
て
「
当
時
日
本
植
民
政
府
と
後
の
国
民
党
政
権
な
ど
右
翼
勢
力
に
よ
る
圧
制
の
下
、
台
湾
共
産
党
は
次

第
に
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
り
、
歴
史
の
瓦
礫
の
下
に
埋
没
し
、
歴
史
家
の
救
援
を
じ
っ
と
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
謝
雪
紅
は
、
台
湾
に
お
い
て
長
い
間
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
社
会
的
に
「
他
者
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戒
厳
令
後
の
民
主
化
に
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�
�
六

伴
い
、
�
○
年
に
古
瑞
雲
が
『
台
中
的
風
雷
』
を
発
表
、
�
�
年
に
陳
芳
明
が
『
謝
雪
紅
評
伝
』
を
出
版
す
る
な
ど
、
謝
雪
紅
に
関

す
る
書
籍
も
次
第
に
出
版
さ
れ
、
謝
雪
紅
は
も
は
や
タ
ブ
ー
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
台
湾
史
に
お
け
る
重
要
人
物

と
な
っ
て
い
っ
た
。
少
な
く
と
も
『
自
傳
の
小
説
』
が
出
版
さ
れ
た
�
�
年
の
台
湾
で
は
、
謝
雪
紅
は
も
は
や
「
他
者
」
で
は
な
い
。

で
は
、
小
説
『
自
傳
の
小
説
』
で
は
、
謝
雪
紅
は
誰
に
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
自
傳
の
小
説
』
は
�
人
称
と
�
人
称
と
の
�
つ
の
人
称
が
使
わ
れ
て
お
り
、
�
人
称
の
語
り
主
は
、
語
り
手
、
謝
雪
紅
、
両
者
が

重
な
り
合
っ
て
い
る
部
分
、
ま
た
特
定
が
困
難
な
箇
所
も
あ
る
。
更
に
は
、
語
り
手
の
�
伯
父
の
言
葉
や
、
謝
雪
紅
に
つ
い
て
の
伝

記
の
�
部
が
引
用
さ
れ
る
な
ど
、『
自
傳
の
小
説
』
の
語
り
は
多
声
的
で
あ
り
、
謝
雪
紅
は
重
層
的
に
語
ら
れ
る仡
。

そ
の
中
で
、
最
も
語
り
手
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
�
伯
父
に
よ
る
語
り
で
あ
る
。
�
伯
父
の
語
り
に
よ
っ
て
、
語
り
手
に
と
っ

て
「「
謝
雪
紅
」
の
�
文
字
は
�
伯
父
が
幼
い
と
き
か
ら
わ
た
し
に
脅
し
文
句
と
し
て
使
っ
て
い
た
切
り
札
の
よ
う
な
名
前
」（
�
�

頁
）
と
な
る
。
こ
の
�
伯
父
に
つ
い
て
、
藤
井
省
�
は
「
儒
教
的
家
父
長
制
に
忠
実
で
滑
稽
な
ほ
ど
に
男
尊
女
卑
主
義
を
振
り
か
ざ

す
伯
父仼
」
と
評
し
、
上
野
千
鶴
子
は
「
謝
雪
紅
と
同
時
代
人
と
し
て
設
定
さ
れ
、
台
湾
土
着
の
陋
習
と
保
守
の
心
情
の
代
弁
者
で
あ

り
、
謝
雪
紅
を
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
う
ち
に
葬
り
去
っ
た
「
多
数
派
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
「
�
伯
父
」
は
、
文
中
、
く
り
か
え
し

登
場
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
の
役
割
を
ひ
と
り
で
果
た
し
て
い
る伀
」
と
分
析
し
て
い
る
。
先
行
研
究
の
指
摘
通
り
、
�
伯

父
は
次
の
よ
う
に
女
性
蔑
視
発
言
を
繰
り
返
し
、
謝
雪
紅
を
批
判
し
、
語
り
手
を
脅
す
。

『
女
に
と
っ
て
生
死
は
小
事
、
大
事
は
貞
節
。
昔
か
ら
烈
婦
貞
女
は
、
死
ん
で
も
貞
節
を
守
り
通
し
、
生
き
て
辱
め
ら
れ
る
こ
と

を
恐
れ
た
も
の
だ
。
女
に
と
っ
て
貞
節
こ
そ
が
�
番
大
事
、
戦
乱
の
時
こ
そ
そ
れ
が
分
か
る
と
い
う
も
の
よ
』（
�
�
、
�
�
、

�
六
頁
）

『
謝
雪
紅
の
よ
う
な
女
は
昔
の
妲
己
や
褒
娰
と
だ
け
比
べ
ら
れ
る
、
ま
さ
に
「
女
は
禍
だ
」、
間
違
い
な
い
』  

（
�
�
�
、
�
�
�
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頁
）（
下
線
筆
者
）

瀬
地
山
角
は
、
台
湾
の
家
父
長
制
は
厳
格
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が伃
、
当
時
の
台
湾
の
家
父
長
制
度
が
ど
う
い
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
に
関
わ
ら
ず
、『
自
傳
の
小
説
』
で
は
、
作
家
が
、
�
伯
父
を
「
儒
教
的
家
父
長
制
に
忠
実
で
滑
稽
な
ほ
ど
に
男

尊
女
卑
主
義
を
振
り
か
ざ
す
」
人
物
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
語
り
手
は
、
こ
の
�
伯
父
の
「
女
は
禍
だ
」
と
い
う
女
性
蔑
視
の
思

想
と
共
に
、
�
伯
父
の
語
り
に
よ
っ
て
「
妲
己
や
褒
娰
」
と
同
じ
悪
女
た
る
「
他
者
」
な
る
謝
雪
紅
に
出
会
う
。

作
家
は
、
現
実
社
会
に
お
い
て
す
で
に
「
他
者
」
で
は
な
い
謝
雪
紅
を
、
�
伯
父
の
言
葉
を
以
て
、
儒
教
的
家
父
長
制
社
会
に
お

け
る
「
他
者
」
と
し
て
書
き
換
え
た
。
つ
ま
り
、『
自
傳
の
小
説
』
で
は
、
�
伯
父
の
語
り
が
、
謝
雪
紅
を
「
他
者
」
へ
と
置
き
換
え

る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。
よ
っ
て
、
物
語
の
終
焉
に
お
い
て
、
�
伯
父
が
死
去
す
る
と
（
�
�
�
頁
）、
謝
雪
紅
を
「
他

者
」
化
す
る
装
置
も
な
く
な
り
、『
自
傳
の
小
説
』
は
次
の
よ
う
に
終
わ
る
。

　

思
い
通
り
で
は
な
い
と
し
て
も
、
�
伯
父
は
少
な
く
と
も
故
郷
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
。
し
か
し
あ
な
た
は
？
謝
雪
紅
、
あ
な

た
の
帰
郷
埋
葬
の
願
い
は
、
海
峡
両
岸
に
隔
て
ら
れ
た
現
実
の
政
治
の
状
況
下
、
こ
ん
な
に
も
遥
か
で
届
か
な
い
、
た
と
え
魂

魄
が
帰
る
と
し
て
も
、
千
山
万
水
深
海
に
隔
て
ら
れ
、
ど
う
し
て
海
を
渡
り
帰
郷
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　

日
が
西
に
沈
む
海
峡
の
果
て
を
望
み
な
が
ら
、
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
落
ち
た
。
私
は
こ
ら
え
き
れ
ず
小
さ
な
声
で
叫
ん
だ
。

謝
雪
紅
。

私
が
捜
し
求
め
た
の
は
、
あ
な
た
の
�
生
だ
け
で
は
な
い
。

謝
雪
紅
。

あ
な
た
の
�
生
、
私
の
�
生
…
…

私
た
ち
女
の
�
生
を
。（
�
�
�
頁
）（
傍
線
筆
者
）
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�
伯
父
の
語
り
に
よ
り
「
他
者
」
化
さ
れ
た
謝
雪
紅
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
、「
他
者
」
な
る
第
�
者
の
「
彼
女
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
語
り
手
は
、
小
説
の
中
で
、
謝
雪
紅
の
物
語
を
自
ら
語
る
こ
と
を
通
し
て
、「
他
者
」
な
る
謝
雪
紅
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
追
求
し
、
�
伯
父
の
死
に
よ
り
「
他
者
」
化
さ
れ
る
装
置
が
な
く
な
っ
た
終
焉
で
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
、
謝
雪
紅
は
、「
あ
な
た
」

と
い
う
�
人
称
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
向
き
合
え
る
存
在
と
な
り
、
更
に
は
「
女
」
と
い
う
同
じ
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ

た
「
私
た
ち
」
仲
間
と
な
る
。
語
り
手
に
と
っ
て
、
謝
雪
紅
は
「
他
者
」
で
は
な
く
な
る
の
だ
。

そ
し
て
、
�
伯
父
と
い
う
、
謝
雪
紅
を
「
他
者
」
化
す
る
装
置
が
な
く
な
り
、
語
り
手
に
と
っ
て
、
謝
雪
紅
が
「
他
者
」
で
な
く

な
る
と
同
時
に
、
こ
の
物
語
は
終
わ
る
。

五　

お
わ
り
に

「
迷
園
」
の
主
人
公
朱
影
紅
は
、
時
に
「
台
湾
」
と
同
�
視
さ
れ
設
定
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、「
迷
園
」
執
筆
時
は
、「
台
湾
人
」

が
、
現
実
社
会
に
お
い
て
も
社
会
的
に
「
他
者
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
主
人
公
が
個
人

の
記
憶
を
遡
及
し
、
私
た
ち
「
台
湾
人
」
の
集
団
的
記
憶
を
書
く
こ
と
が
意
味
を
為
し
た
。
小
説
の
目
的
は
予
定
通
り
に
達
成
し
得

た
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
し
か
為
し
得
な
か
っ
た
は
ず
の
私
た
ち
「
台
湾
人
」
の
集
団
的
記
憶
の

創
出
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
台
湾
本
土
化
を
通
し
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
起
こ
っ
て
い
く
。

�
方
、『
自
傳
の
小
説
』
に
お
け
る
主
人
公
謝
雪
紅
は
、
数
十
年
に
渡
り
、
歴
史
的
に
抹
殺
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、『
自
傳
の
小
説
』

が
出
版
さ
れ
た
�
�
年
の
台
湾
で
は
、
台
湾
史
に
お
け
る
重
要
人
物
と
さ
れ
、
す
で
に
社
会
的
に
「
他
者
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
小
説
に
お
い
て
、
作
家
は
意
識
的
に
謝
雪
紅
を
「
他
者
」
と
し
て
設
定
し
直
す
必
要
が
あ
り
、
語
り
手
の
�
伯
父
な
る
も
の
の

男
尊
女
卑
的
な
語
り
を
用
い
る
こ
と
で
、
男
尊
女
卑
下
に
お
け
る
「
他
者
」
な
る
謝
雪
紅
を
作
り
上
げ
た
。
物
語
の
終
焉
に
お
い
て
、
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�
伯
父
は
死
ぬ
。
�
伯
父
の
死
は
、
小
説
に
お
け
る
謝
雪
紅
を
「
他
者
」
化
す
る
装
置
の
瓦
解
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
語
り
手
は
、

謝
雪
紅
を
、「
他
者
」
な
る
「
彼
女
」
で
は
な
く
、「
あ
な
た
」
或
い
は
、「
私
た
ち
」
仲
間
と
し
て
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
語
り
手
に
と
っ
て
、
謝
雪
紅
は
「
他
者
」
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
�
伯
父
と
い
う
、
謝
雪
紅
を
「
他
者
」

化
す
る
装
置
が
な
く
な
り
、
語
り
手
に
と
っ
て
、
謝
雪
紅
が
「
他
者
」
で
な
く
な
る
と
同
時
に
、
物
語
は
終
わ
る
。

政
治
を
小
説
に
書
い
た
�
○
年
代
の
李
昂
の
小
説
は
、「
他
者
」
な
る
主
人
公
な
く
し
て
、
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
迷
園
」

と
『
自
傳
の
小
説
』
は
、「
他
者
」
な
る
主
人
公
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
追
求
の
物
語
で
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
幸
い
に
も
、
そ
の
「
他

者
」
性
は
、
小
説
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
創
造
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、『
自
傳
の
小
説
』
は
証
明
し
た
。

注（
1
）　

本
稿
で
は
、「
迷
園
」（
麥
田
出
版
、
�
�
�
�
年 

初
版
）、『
自
傳
の
小
説
』（
皇
冠
文
化
出
版
、
�
○
○
○
年　

初
版
）
を
底
本
と
し
た
。

ま
た
翻
訳
に
際
し
、
藤
井
省
�
監
修　

櫻
庭
ゆ
み
子
翻
訳
『
迷
い
の
園
』（
国
書
刊
行
会
、
�
�
�
�
年
）、
藤
井
省
�
翻
訳
『
自
伝
の
小
説
』

（
国
書
刊
行
会
、
�
〇
〇
�
年
）
を
参
照
し
た
。

（
2
）　

王
德
威
「
華
麗
的
世
紀
末―

臺
灣
・
女
作
家
・
邊
緣
詩
學
」『
想
像
中
國
的
方
法
：
歴
史
・
小
説
・
叙
事
』（
�
聯
書
店
、
�
�
�
�
年
）
�

�
�―

�
�
�
頁
。

（
3
）　

黄
毓
秀
「《
迷
園
》
中
的
性
與
政
治
」『
當
代
臺
灣
女
性
文
學
』（
時
報
、
�
�
�
�
年
）
�
�
頁
。

（
4
）　

林
芳
玫
「《
迷
園
》
解
析―

性
別
認
同
與
國
族
認
同
的
弔
詭
」『
女
性
主
義
與
中
國
文
學
』（
里
仁
、
�
�
�
�
年
）
�
�
�
頁
。

（
5
）　

王
德
威
「
華
麗
的
世
紀
末―

臺
灣
・
女
作
家
・
邊
緣
詩
學
」（
前
掲
）
�
�
�
頁
。

（
6
）　

彭
小
妍
「
女
作
家
的
情
欲
書
寫
與
政
治
論
述
」『
北
港
香
爐
人
人
插
』（
麥
田
出
版
、
�
�
�
�
年
）
�
�
○
頁
。

（
7
）　

岡
真
理
『
記
憶
／
物
語
』（
岩
波
書
店
、
�
○
○
○
年
）
を
参
照
し
た
。

（
8
）　

何
義
麟
『
�
・
�
�
事
件―

「
台
湾
人
」
形
成
の
エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
�
○
○
�
年
）
�
頁
を
参
照
し
た
。



お
茶
の
水
女
子
大
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学
会
報　

第
�
十
号

�
�
〇

（
9
）　
「
台
湾
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
（
李
昂
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

�
�
�
�
年
�
月
�
日
台
北
市
ハ
ワ
ー
ド
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
に
て　

聞
き
手
＝
藤
井

省
�
）」『
夫
殺
し
』（
宝
島
社
、
�
�
�
�
年
）
�
�
�
頁
。

（
10
）　
「
台
湾
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
」（
前
掲
）
�
�
�
頁
。

（
11
）　

邱
貴
芬
『（
不
）
同
國
女
人
聒
噪―

訪
問
當
代
台
灣
女
作
家
』（
元
尊
文
化
、
�
�
�
�
年
）
�
○
�
頁
。

（
12
）　

邱
彦
彬
「
記
憶
失
控
錯
置
的
擬
相
：
李
昂
《
自
傳
の
小
説
》
中
的
記
憶
與
救
贖
」（『
中
外
文
學
』、
�
○
○
�
年
�
月
）
�
�
�
頁
。

（
13
）　

藤
井
省
�
『
世
界
の
文
学　

�
○
�
』（
朝
日
新
聞
社
、
�
○
○
�
年
）
十
�―

�
�
�
頁
。

（
14
）　

李
昂
『
自
傳
の
小
説
』
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
李
昂
『
自
傳
の
小
説
』
に
お
け
る
語
り
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
』

（
�
�
）、
�
○
○
�
年
）
に
詳
し
い
。

（
15
）　

藤
井
省
� 

『
世
界
の
文
学 
�
○
�
』（
前
掲
書
）
十
�―

�
�
�
頁
。

（
16
）　

上
野
千
鶴
子
「B

ook R
eview

 
李
昂
の
新
し
い
冒
険 ―

〈
女
（
わ
た
し
）〉
と
〈
女
（
わ
た
し
）
た
ち
〉
を
め
ぐ
る
物
語 ―

 

李
昂
著
藤
井

省
�
訳
『
自
伝
の
小
説
』」（『
東
方
』（
�
�
�
）、
東
方
書
店
、
�
○
○
�
年
�
月
）
�
○
頁
。

（
17
）　

瀬
地
山
氏
は
台
湾
の
家
父
長
制
に
つ
い
て
「
権
力
の
配
分
に
お
い
て
も
比
較
的
平
等
で
、
役
割
の
配
分
に
お
い
て
も
女
性
が
家
庭
内
に
束
縛

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
少
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
瀬
地
山
角
『
東
ア
ジ
ア
の
家
父
長
制
』
勁
草
書
房
、
�
�
�
六
年
）

�
�
�―

�
�
頁
。）。

付
記　

本
稿
は
、
台
日
研
究
生
台
湾
文
学
学
術
研
討
会
で
の
報
告
論
文
「
李
昂
《
迷
園
》、《
自
傳
の
小
説
》
中
的
「
記
憶
」
描
冩
與
「
他
者
性
」」

（『
台
日
研
究
生
台
湾
文
学
学
術
研
討
会
論
文
集
』
�
〇
〇
�
年
）
を
大
幅
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。




