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特
集
の
背
景
―
―
金
門
学

川
島　

こ
の
た
び
『
地
域
研
究
』
に
て
金
門
研
究
を
特
集
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
台
湾
で
は
、
金
門
学
と
い
う
言
葉
が
あ
る
ほ
ど
、

金
門
島
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
面
積
が
一
五
〇
平
方
キ

ロ
、
人
口
一
〇
万
弱
し
か
な
い
こ
の
島
が
、
台
湾
の
み
な
ら
ず
、
東

ア
ジ
ア
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
徴
的
な
歴
史
世
界
を
形
成
し
て
い
る

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
歴
史
世
界
が
、

孤
立
し
た
、
閉
じ
た
空
間
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
他
の
地
域
と

深
く
関
わ
り
、
ま
た
他
の
地
域
に
対
し
て
も
参
照
価
値
の
あ
る
、
い

わ
ば
広
い
空
間
に
開
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
島
の
あ
り
方
が
、
知
的
刺
激
に
満
ち
て
い
る
た

め
、
多
く
の
研
究
者
を
惹
き
つ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
金

門
島
内
部
で
も
、
国
際
政
治
の
変
容
と
中
国
の
台
頭
、
あ
る
い
は
台

湾
の
経
済
発
展
や
民
主
化
を
背
景
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
、
金
門
島
民
自
身
が
金
門
学
を
推
進
す
る
と
い
う
、
地
域
密
着

型
の
〝
地
域
学
〟
の
あ
り
方
を
提
案
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
金
門
に
惹
き
こ
ま
れ
、
頻
繁
に
こ
の
島
を
訪

れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
金
門
島
を
、
ま
た
こ
の
金
門
島
を
対
象
と

 
特
集
―

１   

金
門
島
研
究
―
―
そ
の
動
向
と
可
能
性

﹇
座
談
会
﹈

金
門
島
研
究
の
魅
力
と
課
題

出
席
者
　
陳
　
來
幸
（
兵
庫
県
立
大
学
経
済
学
部
）

貴
志
俊
彦
（
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
）

司
　
会
　
川
島
　
真
（
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
）

収
録
日
　
　
二
〇
一
〇
年
六
月
一
九
日

す
る
金
門
学
を
、
ぜ
ひ
こ
の
『
地
域
研
究
』
で
紹
介
し
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
集
で
は
、
ま
ず
国
立
金
門
大
学
に
て
〝
金

門
学
〟
を
長
く
提
唱
さ
れ
、
御
専
門
の
建
築
史
の
観
点
か
ら
島
の
建

築
物
や
街
路
設
計
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
論
考
を
発
表
さ
れ
、
昨
今

は
海
外
に
展
開
し
た
金
門
出
身
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
て
調
査
を
展

開
し
て
お
ら
れ
る
江
柏
煒
教
授
に
御
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
著
書
『
冷
戦
島

―
前
線
と
し
て
の
金
門
（C

old W
ar 

island: Q
uem

oy on the front line

）
』
（Cam

bridge, U
K

; N
ew

 
Y

ork: Cam
bridge U

niversity Press, 2008

）
に
て
、
冷
戦
と
い

う
国
際
政
治
の
大
枠
か
ら
で
は
な
く
、
島
の
内
側
か
ら
冷
戦
の
も
つ

意
味
を
描
き
出
し
、
世
界
に
対
し
て
金
門
島
の
研
究
対
象
と
し
て
の

魅
力
を
紹
介
し
た
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ゾ
ー
ニ

（M
ichael Szonyi

）
教
授
に
も
御
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
お
二
人
の
論
考
が
戦
後
を
対
象
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
僑
郷

（
華
僑
の
出
身
地
）
と
し
て
の
金
門
の
姿
を
紹
介
し
た
、
川
島
の
論

考
を
採
録
し
て
あ
り
ま
す
。

　

今
日
は
、
特
集
を
組
む
に
あ
た
り
、
研
究
対
象
と
し
て
も
、
ま
た

ご
自
身
の
ル
ー
ツ
と
し
て
も
金
門
島
に
深
い
御
縁
を
お
持
ち
の
陳
来

幸
さ
ん
、
そ
し
て
早
く
か
ら
金
門
島
研
究
の
可
能
性
に
注
目
さ
れ
、

島
を
訪
ず
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
地
域
研
の
貴
志
俊
彦
さ
ん
と
と
も
に

金
門
島
の
こ
と
、
ま
た
金
門
島
を
地
域
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
お
二
人
そ
れ

ぞ
れ
か
ら
金
門
島
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
、

研
究
対
象
と
し
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
陳
さ
ん
に
口
火
を
切
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

お
願
い
し
ま
す
。

　

金
門
と
の
関
わ
り

陳　

そ
う
で
す
ね
、
私
自
身
が
日
本
生
ま
れ
の
三
世
華
僑
な
の
で
、

神
戸
の
中
華
同
文
学
校
に
通
っ
て
い
た
小
中
学
生
の
頃
の
友
人
に

「
私
は
金
門
出
身
だ
」
と
い
う
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
私
に

と
っ
て
の
金
門
と
の
接
点
の
始
ま
り
で
し
ょ
う
。
友
人
た
ち
と
の
間

陳　來幸（ちん・らいこう）　東アジア社会経済史。
華僑華人史。博士（文学）。日本や朝鮮半島を含
む北東アジア、東南アジア、アメリカ大陸諸地域
の華僑社会を結びつける中華総商会制度を研究し
ている。近代日本の華僑社会の始まりに注目する
なか、神戸福建会館の王家や黄家、長崎の陳家な
ど金門人の役割がきわめて重要であることに気づ
く。近年、金門を結節点とする世界に広がる華人
ネットワークの営みに関心を持っている。
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で
は
、
福
建
人
、
台
湾
人
、
広
東
人
の
く
く
り
は
あ
り
ま
し
た
が
、

省
よ
り
先
の
県
や
鎮
や
村
の
名
前
ま
で
知
っ
て
い
る
人
は
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
祖
父
母
や
親
戚
た
ち
の
会
話
か
ら
「
キ

ン
ム
ン
ラ
ン
（
金
門
人
）
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
は
鮮
明
に
耳
に

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
の
、
私
に
と
っ
て
の
「
キ
ン
ム
ン
ラ
ン
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
と
い
え
ば
、
明
ら
か
に
福
建
人
で
し
た
。

川
島　

キ
ン
ム
ン
ラ
ン
は
、
と
く
に
神
戸
に
多
い
ん
で
す
か
。

貴
志　

長
崎
も
そ
う
で
し
ょ
う
。

陳　

長
崎
か
ら
や
っ
て
き
て
神
戸
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で

す
。
神
戸
で
は
、
金
門
出
身
者
と
い
え
ば
、
い
く
つ
か
の
名
家
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
最
初
に
あ
が
る
の
が
王
敬
祥
一
族
で
す
。
王
敬

祥
は
、
中
華
革
命
党
の
神
戸
大
阪
支
部
長
で
も
あ
っ
て
、
孫
文
を
支

援
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
王
家
は
、
王
敬
祥
さ
ん
の
お
父

さ
ん
王
明
玉
の
時
代
に
、
長
崎
経
由
で
神
戸
に
や
っ
て
き
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
長
崎
泰
益
号
で
す
。
今
は
五
代
目
の
陳

東
華
さ
ん
の
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
陳
一
族
も
多
く
が
神
戸
に
住
み

つ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
長
崎
の
陳
家
も
金
門
出
身
で
す
。
我
が
家

も
、
遠
く
は
あ
り
ま
す
が
、
両
家
と
姻
戚
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　

私
が
華
僑
華
人
の
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
長
崎
へ

行
っ
て
陳
東
華
さ
ん
（
泰
益
興
産
・
Ｊ
Ａ
Ｌ
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
）
の
事

務
所
で
写
真
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
時
に
、
友
人
の
祖
父
が
映
っ
て
い

ま
し
た
。
董
運
籌
さ
ん
。
現
在
の
神
戸
福
建
会
館
理
事
長
董
国
華
さ

ん
の
お
父
さ
ん
で
す
。
こ
の
時
に
、
こ
の
董
さ
ん
は
も
と
も
と
長
崎

の
泰
益
号
で
勤
め
て
い
た
金
門
出
身
の
方
だ
と
知
り
ま
し
た
。
台
湾

か
ら
や
っ
て
き
た
私
の
祖
父
陳
通
は
、
戦
前
も
う
一
人
の
台
湾
人
の

蔡
栄
業
さ
ん
と
こ
の
董
さ
ん
と
三
人
で
一
緒
に
泰
安
公
司
と
い
う
貿

易
会
社
を
興
し
ま
し
た
。
現
在
は
私
の
兄
が
継
い
で
い
ま
す
。
金
門

人
と
、
台
湾
人
と
は
共
同
で
出
資
し
て
事
業
を
始
め
た
り
す
る
な

ど
、
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

川
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
で
も
金
門
島
と
も
つ
な
が
り

が
あ
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
お
持
ち
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
海
外
に
い
る
金
門
人
、
金
門
出
身
者
と
い
う
感
じ
で

し
ょ
う
か
。

陳　

特
別
な
金
門
島
意
識
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

川
島　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
貴
志
さ
ん
に
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

貴
志　

私
が
金
門
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
今
、
陳
さ
ん
に
ご
紹
介

い
た
だ
い
た
王
敬
祥
の
文
書
や
、
泰
益
号
の
残
し
た
膨
大
な
資
料
を

通
じ
て
で
す
。
私
が
八
年
間
進
め
て
き
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
国

人
の
法
的
地
位
と
い
う
科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
、
二
〇
〇
五
年

の
三
月
に
立
教
大
学
の
荒
野
泰
典
さ
ん
（
日
本
近
世
史
）
や
弘
末
雅

士
さ
ん
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
近
代
史
）
と
、
一
緒
に
金
門
島
に
行
っ
た

の
が
最
初
で
す
。
実
際
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
日
本
で
考
え

て
い
た
金
門
島
と
は
違
う
な
、
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
金
門
島
に
行

く
に
は
、
台
湾
の
本
島
か
ら
だ
い
た
い
飛
行
機
で
五
〇
分
ぐ
ら
い
か

か
り
ま
す
。
約
三
〇
〇
キ
ロ
弱
あ
る
の
で
す
。
よ
う
や
く
着
い
た
と

思
え
ば
、
も
う
向
こ
う
に
は
厦
門
が
見
え
ま
す
。
地
理
空
間
と
し
て

は
、
限
り
な
く
中
国
大
陸
に
近
い
。
し
か
し
、
パ
ス
ポ
ー
ト
上
は
、

金
門
島
の
人
々
は
中
華
民
国
と
い
い
ま
す
か
、
台
湾
の
パ
ス
ポ
ー
ト

な
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
重
層
的
な
と
こ
ろ
に
あ
り
な
が
ら
、
同
時

に
金
門
島
人
は
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
と
い
う
と
、
中
国
人
で
も
な
い
し
、
台
湾
人
で
も
な
い
、
あ
る

種
の
独
特
な
金
門
島
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
大
変
驚
い
た
次
第
で
す
。
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
、
国
家
に
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
独
自
の
も
の
の
よ
う

に
思
い
ま
し
た
。

川
島　

な
る
ほ
ど
。
台
湾
で
金
門
の
人
々
は
第
五
の
族
群
と
か
い
わ

れ
ま
す
ね
。
私
も
同
じ
よ
う
な
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の

数
年
間
、
福
建
、
広
東
の
沿
岸
部
の
、
い
わ
ゆ
る
華
僑
を
生
み
出
し

て
い
る
僑
郷
を
歩
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
世
界
遺
産
に
な
っ
た
福

建
の
土
楼
や
広
東
の
碉
楼
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
建
物
に
し
て
も
何

に
し
て
も
、
あ
る
程
度
金
門
と
共
通
性
を
見
出
せ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
中
華
人
民
共
和
国
の
統
治
し
て
い
る
空
間
と
、
中
華
民
国
が

一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
統
治
し
て
い
る
金
門
が
同
じ
と
は
い
い
ま
せ

ん
。
た
だ
、
あ
る
時
期
ま
で
は
か
な
り
似
た
、
つ
ま
り
移
民
を
送
り

出
す
地
域
と
し
て
の
共
通
性
が
あ
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
た
だ
、

話
を
聞
い
て
い
く
と
、
金
門
は
僑
郷
に
し
て
は
科
挙
官
僚
を
多
く
輩

出
し
た
と
い
う
特
徴
を
持
ち
ま
す
。
金
門
出
身
の
官
僚
が
台
湾
に
赴

任
す
る
こ
と
も
多
く
、
台
湾
に
対
し
て
は
優
位
性
、
優
越
性
を
感
じ

貴志俊彦（きし・としひこ）　東アジア地域史。
修士（文学）。東アジアの地域間・都市間・集団
間の政治経済学的な関係性を研究する。王敬祥文
書や泰益号資料に関心を寄せるなかで出会った金
門島の地域的特徴に興味を抱くようになり、2005
年に初めて金門島を訪れた。近年は、金門島出身
者を含め、「外国人」の情報コミュニケーション
のあり方について研究を進めている。

写真1　福建省永定県の客家の土楼。2008
年、世界遺産に指定された（川島真撮影）。
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て
い
た
人
が
い
た
よ
う
で
す
。

陳　

私
自
身
は
金
門
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
最
初
に
島

の
姿
を
目
に
し
た
の
は
一
九
九
六
年
で
し
た
。
世
界
華
僑
華
人
研
究

学
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
）
が
厦
門
で
開
か
れ
た
時
で
す
。
す
で
に
厦
門

の
方
か
ら
の
観
光
地
に
な
っ
て
い
て
、
望
遠
鏡
を
「
の
ぞ
い
て
ご
ら

ん
」
と
い
わ
れ
て
み
た
の
で
す
。
く
わ
し
く
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん

が
、
「
三
民
主
義
・
統
一
中
国
」
で
し
た
か
。
大
き
な
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
レ
ン
ズ
の
向
こ
う
に
は
っ
き
り
と
見
え
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
こ
こ

に
は
冷
戦
の
遺
物
が
残
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

川
島　

厦
門
か
ら
見
え
る
と
な
る
と
小
金
門
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

　

僑
郷
と
し
て
の
金
門

川
島　

福
建
の
沿
岸
部
は
、
海
賊
が
た
く
さ
ん
出
る
よ
う
な
海
上
交

通
の
ひ
と
つ
の
中
心
で
、
漳
州
と
そ
の
外
島
の
厦
門
、
さ
ら
に
コ
ロ

ン
ス
島
や
金
門
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
同
時
に
僑

郷
で
も
あ
り
ま
し
た
。
金
門
も
例
外
で
は
な
く
、
個
々
の
村
々
は
そ

れ
ぞ
れ
特
定
の
移
民
先
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
村
は
ブ
ル
ネ
イ
、
こ

の
村
は
マ
レ
ー
の
ど
こ
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
母
村
が
僑
報
と
い
う
新
聞
を
発
行
し
て
移
民
先
に
届
け
た
り

し
て
、
（
公
的
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

貴
志　

面
白
い
で
す
ね
。
だ
い
た
い
一
六
八
ぐ
ら
い
村
が
あ
る
と
い

う
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
先
地
と
い
い
ま
す
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

つ
な
が
る
移
民
先
を
持
っ
て
い
ま
す
。
金
門
島
は
孤
立
し
た
小
さ
な

島
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
ハ
ブ
的
な
拠
点
と
し
て
広
が
り
を
持
つ
地

域
を
形
成
し
て
い
る
点
に
関
心
が
あ
り
ま
す
ね
。

陳　

そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
建
物
と
い
う
の
は
、
移
民
先
の
建
築
様
式
の

影
響
を
受
け
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

川
島　

村
ご
と
に
ど
こ
ま
で
違
う
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
現
存

し
て
い
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
建
築
物
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
モ
ダ
ン
の
要

素
が
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
海
と
は
異
な
り
ま
す
し
、
お
そ
ら
く

コ
ロ
ン
ス
島
と
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
金
門
で
は
、

東
南
ア
ジ
ア
に
移
民
し
て
い
た
人
た
ち
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
や
っ

て
い
た
、
バ
ン
ガ
ロ
ー
が
あ
る
よ
う
な
コ
ロ
ニ
ア
ル
モ
ダ
ン
の
様
式

を
持
ち
帰
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
時
に
は
タ
イ
ル
な
ど
は
日
本
製

だ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

貴
志　

彼
ら
の
住
宅
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
か
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
華

人
社
会
の
そ
れ
に
似
て
い
ま
す
ね
。
上
海
の
よ
う
な
近
代
的
な
建
物

で
は
な
く
て
。

川
島　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
そ
こ
で
考
え
る
こ
と
は
、
上

海
の
よ
う
な
近
代
と
、
金
門
島
に
お
い
て
展
開
し
た
華
僑
送
金
（
僑

滙
）
に
基
づ
く
、
海
外
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
モ
ダ
ン
の
影
響
を
受
け
た
近

代
が
全
然
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
お
そ
ら
く
中
国
政
府
や
中
国

の
地
方
政
府
が
進
め
た
近
代
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
の
で
す
。
金
門
で
は
、
華
僑
が
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
学
校
を
つ

く
り
、
ま
た
衛
生
建
設
な
ど
を
し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
モ
ダ
ン

の
姿
に
は
、
非
常
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

陳　

私
が
さ
き
ほ
ど
建
物
の
様
式
を
話
題
に
し
た
の
は
、
た
と
え

ば
、
今
で
は
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
広
東
省
開
平
県

な
ど
で
は
、
多
く
の
人
が
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
、
故
郷
に
帰
っ
て
く

る
や
、
競
っ
て
一
風
変
わ
っ
た
建
物
を
建
て
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

厦
門
近
辺
の
晋
江
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
華
橋
か
ら
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

が
も
ち
こ
ま
れ
中
国
で
も
常
に
一
番
強
い
チ
ー
ム
を
輩
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
移
民
先
か
ら
戻
っ
て
き
た
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
人
々
の
行
き
来
に
よ
っ
て
、
閩
南
や
広
東

な
ど
の
僑
郷
に
、
新
し
い
要
素
が
お
び
た
だ
し
く
流
入
し
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
神
戸
に
進
出
し
た
金
門
島
出
身
の
王
敬

祥
が
、
金
門
の
王
家
の
た
め
に
造
っ
た
建
物
は
、
ま
っ
た
く
日
本
風

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。

川
島　

え
え
、
華
南
風
で
す
よ
ね
。

陳　

純
伝
統
的
な
華
南
風
の
も
の
を
敢
え
て
造
っ
た
と
な
る
と
、
移

民
先
か
ら
必
ず
し
も
何
か
新
し
い
も
の
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
本
と
の
関
係
が
、
も
し
頻
繁
に

ず
っ
と
続
い
て
い
た
な
ら
、
あ
る
い
は
台
湾
の
よ
う
な
畳
の
和
室
様

式
の
よ
う
な
住
宅
が
金
門
に
も
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

貴
志　

必
ず
し
も
、
故
郷
に
錦
を
飾
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
強
く
思
い
ま
し
た
。
出
先
で
大
金
持
ち
に
な
っ

て
、
そ
の
財
産
を
持
っ
て
故
郷
に
帰
っ
て
名
を
成
す
こ
と
よ
り
、
双

方
に
資
産
を
作
り
つ
つ
、
往
来
が
続
け
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
故
郷
に

写真 2　金門西部の水頭の僑郷の風景。洋
楼が多く残されている（川島真撮影）。

写真 3　広東省開平県の碉樓のある風景。
2007 年、世界遺産に加えられた。僑滙で
建てられた高層の碉楼が目立つ（川島真撮
影）。
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完
全
に
戻
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
移
民
先
に
戻
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
往
来
の
激
し
さ
が
、
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

川
島　

こ
の
点
で
す
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
理
解
が
重
要
で
す
ね
。

か
つ
て
、
金
門
島
で
は
、
移
民
の
多
い
時
に
は
、
女
性
人
口
の
方
が

多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
男
は
島
か
ら
ほ
と
ん
ど
出
て
い
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
島
自
体
治
安
が
悪
か
っ
た
よ
う
で
す
。
建
物
に
は
見

張
り
台
が
あ
り
ま
し
た
。
海
賊
が
来
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
た
。

陳　

開
平
の
碉
楼
と
同
じ
で
す
ね
。
や
は
り
一
階
、
二
階
は
鉄
の
門

で
す
か
。

川
島　

鉄
の
門
で
す
。
金
門
の
近
代
は
、
移
民
先
か
ら
の
送
金
と
も

た
ら
さ
れ
る
技
術
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
、
清
か
ら
の
連
続

性
は
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
近
代
に
入
っ
て
送
金
が
多
く
な

り
、
中
国
と
は
異
な
る
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

日
本
統
治
か
ら
冷
戦
の
前
線
に

川
島　

そ
の
近
代
の
繁
栄
を
経
て
、
一
九
三
七
年
か
ら
日
本
の
統
治

に
入
り
ま
す
。
じ
つ
は
日
本
統
治
下
の
金
門
島
の
こ
と
は
、
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。
汪
政
権
に
よ
る
統
治
を
と
り
つ
つ
、
日
本
側
か
ら

は
、
福
大
公
司
と
い
う
会
社
が
入
っ
て
経
営
し
た
こ
と
や
、
飛
行
場

建
設
、
阿
片
の
強
制
栽
培
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
敗
戦

直
後
の
金
門
の
新
聞
や
雑
誌
は
、
日
本
の
こ
と
を
非
常
に
悪
く
言
い

ま
す
。
た
だ
、
最
近
、
聞
き
取
り
を
す
る
と
国
民
党
の
方
が
ひ
ど
い

と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。

　

金
門
は
日
本
と
の
戦
争
を
経
て
、
一
九
四
五
年
の
一
〇
月
二
日
に

中
華
民
国
の
統
治
に
戻
り
ま
す
。
以
後
、
〝
戦
後
復
興
〟
に
向
け

て
、
華
僑
か
ら
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
激
増
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
国
共
内
戦
の
関
連
で
徴
兵
制
の
問
題
が
浮
上
し
ま
す
。
金

門
に
戻
る
と
徴
兵
に
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
海
外
の
男
性

た
ち
は
金
門
に
戻
ら
ず
に
、
お
金
だ
け
送
る
の
で
す
。
一
九
四
九
年

に
な
る
と
共
産
党
か
ら
総
攻
撃
を
受
け
て
戦
場
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
砲
弾
が
降
り
注
い
だ
一
九
五
八
年
も
含
め
て
、
四
九
年
か
ら

の
一
〇
年
間
ぐ
ら
い
は
か
な
り
激
し
い
戦
争
状
態
と
な
り
ま
す
。

六
〇
年
代
に
入
っ
て
多
少
落
ち
着
き
ま
す
が
、
最
前
線
状
態
は
基
本

的
に
変
わ
ら
ず
、
一
九
九
〇
年
代
の
頭
に
い
た
る
ま
で
戦
場
扱
い
で

し
た
。
移
動
も
制
限
さ
れ
て
貨
幣
も
台
湾
本
島
と
違
う
金
門
の
貨
幣

が
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
開
か
れ
て
い
た
島
が
逆
に
管
理
下
に
お
か

れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
け
る
僑
郷
と
し
て
の
姿
が

川
島
論
文
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

貴
志　

そ
の
ほ
か
、
金
門
島
に
は
別
の
面
白
い
テ
ー
マ
を
残
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
太
平
洋
戦
争
期
と
冷
戦
期
と
い
っ
た
戦

時
下
の
金
門
島
の
実
態
研
究
で
す
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
こ
れ
と
関

係
す
る
こ
と
で
す
が
、
従
来
の
研
究
が
太
平
洋
戦
争
期
・
日
中
戦
争

期
と
戦
後
の
冷
戦
期
を
分
断
し
て
い
る
の
で
す
が
、
金
門
島
を
研
究

す
れ
ば
、
じ
つ
は
連
続
し
た
ひ
と
つ
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た
研
究
視
点
が
残
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
ま
ず
、
第
一
の
点
で
す
が
、
一
九
三
七
年
の
一
一
月
か
ら
八

年
間
に
わ
た
る
日
本
占
領
期
に
つ
い
て
、
金
門
商
会
が
台
湾
総
督
の

出
張
事
務
所
に
な
る
と
か
、
金
門
県
立
中
学
校
が
日
本
金
門
守
備
隊

の
所
在
地
に
な
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
統
治
の
実
態
は

依
然
不
明
で
す
。
じ
つ
は
、
金
門
島
と
台
湾
の
相
違
点
を
考
え
る
と

き
に
、
一
八
九
五
年
に
日
本
の
植
民
地
と
な
っ
た
台
湾
の
経
験
と
、

一
九
三
七
年
に
占
領
統
治
さ
れ
た
と
い
う
金
門
島
の
経
験
の
比
較
検

討
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
ま
す
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
言
い
ま
す

と
、
冷
戦
期
に
お
け
る
金
門
島
と
日
本
の
関
わ
り
で
す
。
一
九
四
九

年
に
日
本
の
根
本
博
と
い
う
軍
人
が
、
白
団
形
成
以
前
に
国
共
内
戦

（
中
台
戦
争
）
に
関
与
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
根
本
の
部

下
で
あ
っ
た
吉
川
源
三
が
横
領
事
件
を
や
っ
て
、
当
時
の
吉
田
茂
内

閣
が
野
党
に
責
め
ら
れ
ま
し
た
。
冷
戦
期
の
日
本
人
は
決
し
て
外
と

関
わ
り
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
戦
争
中
の
軍
人
た
ち
の

集
団
が
こ
の
金
門
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
点

は
、
門
田
隆
将
さ
ん
と
い
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
が
、
最
近
、

『
こ
の
命
、
義
に
捧
ぐ
―
―
台
湾
を
救
っ
た
陸
軍
中
将
根
本
博
の
奇

跡
』
と
い
う
本
を
集
英
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
評
判
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。

川
島　

そ
う
で
す
ね
。
あ
の
本
の
出
版
に
際
し
て
は
、
少
し
お
手
伝

い
し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
日
本
人
が
戦
後
も
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
ぐ
ら
い
ま
で
東
ア
ジ
ア
が

戦
争
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。

貴
志　

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア

で
は
、
太
平
洋
戦
争
期
のH

ot W
ar

か
ら
戦
後
のC

old W
ar

に

な
っ
た
の
で
は
な
く
、
ず
っ
とH

ot W
ar

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
と
く
に
金
門
島
か
ら
は
、
こ
のH

ot W
ar

の
姿
を

連
続
的
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

川
島　

沖
縄
が
軍
事
基
地
化
さ
れ
、
そ
し
て
日
本
本
土
は
平
和
国
家

と
い
い
な
が
ら
も
、
一
部
の
軍
人
は
ず
っ
と
最
前
線
で
武
器
を
持
ち

続
け
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
白
団
な
ど
は
そ
の
代
表
で
す
。

写真 4　金門の建築物の、見晴らし台に
なっている最上階部分。様式や意匠には、
移民先からの影響が見てとれる（川島真撮
影）。
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一
九
四
五
年
で
過
去
と
未
来
が
切
れ
る
と
い
う
歴
史
観
は
修
正
を
迫

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
っ
た
日
本
の
姿
も

金
門
を
通
じ
て
描
き
出
さ
れ
る
面
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

陳　

私
は
一
九
五
六
年
生
ま
れ
で
す
が
、
神
戸
で
過
ご
し
た
小
学

校
、
中
学
校
の
時
代
は
ま
さ
し
く
国
共
対
立
、
中
台
対
立
と
い
う
冷

戦
構
造
に
華
僑
社
会
が
巻
き
込
ま
れ
た
時
期
で
し
た
。
ど
こ
の
家
族

は
中
国
系
だ
、
ど
こ
の
家
族
は
台
湾
政
府
系
だ
と
い
う
、
色
眼
鏡
を

持
っ
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
子
ど
も
な
り
に
何
と
な
く
わ
か
っ

て
い
た
時
代
で
す
。
振
り
返
る
と
、
金
門
島
で
の
こ
の
よ
う
な
戦
闘

行
為
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
の
が
五
〇
年
代
の
終
わ
り
で
す
。
冷

戦
構
造
が
華
僑
社
会
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
六
〇
年
代
だ
っ
た
の
だ

と
、
あ
ら
た
め
て
認
識
し
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
神
戸
の
金
門
出
身
者

は
ど
う
い
っ
た
心
持
ち
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
、
そ
う

い
っ
た
冷
戦
構
造
、
前
線
に
な
っ
た
自
分
た
ち
の
故
郷
を
眺
め
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ
の
こ
と
を
関
係
者
に
あ
ま
り
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
実
の
と
こ
ろ
、
金
門
の
人
た
ち
は
多
様
で
、

北
京
政
府
を
支
持
し
て
い
た
人
も
、
台
湾
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
い

た
人
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
皆
さ
ん
が
お
元
気
な
う
ち

に
、
あ
の
当
時
に
三
〇
代
、
四
〇
代
だ
っ
た
人
た
ち
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

川
島　

今
回
掲
載
さ
れ
る
ス
ゾ
ー
ニ
（Szonyi

）
論
文
や
江
論
文

は
、
金
門
島
が
軍
事
最
前
線
と
な
り
、
ま
さ
に
総
動
員
体
制
下
に
置

か
れ
る
よ
う
な
っ
た
時
期
の
歴
史
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
い
う
切
り
口
も
、
新
鮮
で
す
。
今
回
の
論
文
に
は
出
て
き
ま
せ
ん

が
、
江
さ
ん
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
金
門
会
館
に

関
す
る
著
作
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
の
論
点
と
陳
さ
ん
の
提
示
さ
れ

た
論
点
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

陳　

そ
う
で
す
ね
、
ホ
ス
ト
社
会
に
よ
っ
て
も
華
橋
の
お
か
れ
た
状

況
は
全
く
違
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

川
島　

た
と
え
ば
、
華
僑
迫
害
で
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
土
着
を
選
ぶ
人
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
に
逃
げ
る

人
、
金
門
に
帰
る
人
、
そ
し
て
金
門
が
見
え
る
厦
門
に
帰
る
人
、
い

ろ
い
ろ
な
選
択
肢
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ホ
ス
ト
社
会

と
の
関
係
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
で
選
択
を
し
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
今
な
ら
聞
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

パ
ス
ポ
ー
ト
も
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
い
っ
た
は
ず
で
す
。
自
分
の
故
郷

が
戦
場
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
普
通
の
華
僑
と
は
違
う
感

覚
を
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

　

金
門
に
よ
り
引
き
裂
か
れ
／
繋
が
れ
る
空
間

貴
志　

戦
後
日
本
で
金
門
島
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
六
二
年
に
「
金
門
島
に
架
け
る
橋
」
と
い
う
映
画
が
上
映
さ
れ

た
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
活
と
中
映
と
の
合
作
映
画
で
す
。

こ
の
映
画
を
通
じ
て
、
日
本
人
は
初
め
て
冷
戦
の
最
前
線
に
金
門
島

が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
た
だ
し
、
日
本

と
台
湾
で
上
映
さ
れ
た
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
は
異
な
っ
て
お
り
、
日
本

側
で
放
映
さ
れ
た
も
の
は
日
本
人
に
都
合
よ
く
描
い
て
い
る
し
、
台

湾
で
は
結
論
が
全
然
違
う
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
金
門
島
を
象
徴
と
し

て
、
華
僑
社
会
内
部
が
中
国
と
台
湾
と
に
分
断
さ
れ
た
だ
け
で
は
な

く
、
こ
う
し
た
映
画
を
通
じ
て
日
本
人
と
台
湾
人
の
間
に
も
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
心
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

川
島　

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
る
の
で
す
か
。

貴
志　

も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国

交
回
復
を
契
機
と
し
て
、
日
台
断
絶
が
起
こ
り
、
華
僑
社
会
の
中
で

は
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
か
の
踏
み
絵
が
敷
か
れ
る
わ
け
で
す
。
金

門
島
人
は
、
ま
さ
に
そ
の
踏
み
絵
を
最
初
に
踏
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
一
方
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
、
台
湾
人
と
日
本
人
と
の
間
に

は
、
今
日
日
本
の
市
井
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
な
両
者
の
一
体
感
、
共

鳴
と
い
う
よ
う
な
感
情
よ
り
も
、
お
互
い
に
対
す
る
認
識
と
い
う

か
、
シ
ン
パ
シ
ー
が
分
断
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
点
が
、
「
金
門
島
に
架
け
る
橋
」
と
い
う
二
つ
の
シ
ナ
リ

オ
を
持
つ
映
画
の
上
映
で
顕
在
化
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
華
僑
社
会
の
内
部
分

裂
は
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
ま
た
理
解
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
金
門
島

人
が
抱
え
る
問
題
の
複
雑
さ
に
は
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
し
、
あ
る

意
味
、
い
ま
だ
に
そ
う
し
た
状
況
認
識
が
続
い
て
い
る
の
で
は
な
い

写真 5　金門島の各地には現在でもさまざ
まな戦時のスローガンが残されている。「還
我河山」は中国奪還を求める内容（川島真
撮影）。

写真 6　金門島から中国に対しては拡声器
による宣伝が行われた。写真は馬山播音站
（川島真撮影）。
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か
と
思
う
の
で
す
。

川
島　

な
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
金
門
が
絡
ん
で
く
る
の
で
す
ね
。
そ
し

て
、
〝
中
華
民
国
〟
の
中
で
も
、
や
は
り
今
の
台
湾
の
人
た
ち
と
金

門
島
人
が
違
う
経
験
を
し
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
金
門
の
最
前

線
に
は
台
湾
人
の
軍
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
台
湾

本
土
の
社
会
と
金
門
社
会
は
や
は
り
、
三
〇
～
四
〇
年
間
に
わ
た
っ

て
分
断
さ
れ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
『
認
識
台
湾
』
と
い
う
中
学
校

向
け
の
教
科
書
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
金
門
島
は
台
湾
で
は
な

い
の
で
四
九
年
以
前
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
四
九
年
以
後
の
部
分
で

戦
場
と
し
て
少
し
出
て
く
る
だ
け
で
す
。
台
湾
の
民
主
化
や
台
湾
化

は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
う
一
度
台

湾
化
せ
ず
、
台
湾
よ
り
も
民
主
化
の
遅
れ
た
金
門
島
は
他
者
化
さ
れ

ま
す
。
蒋
介
石
の
頃
も
軍
事
最
前
線
で
他
者
化
さ
れ
て
、
台
湾
化
の

過
程
で
再
び
他
者
化
さ
れ
た
の
で
す
。
金
門
は
二
重
に
台
湾
か
ら
他

者
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

貴
志　

そ
う
で
す
ね
。
印
象
論
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
台
湾
で

二
〇
〇
八
年
に
馬
英
九
政
権
が
成
立
し
て
以
降
、
い
ま
指
摘
さ
れ
た

金
門
島
が
抱
え
る
二
重
性
ゆ
え
に
、
中
台
を
結
び
つ
け
る
キ
ー
的
な

役
割
を
果
た
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
考
え
て
い
ま
す
。
他
者
化
さ

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
台
湾
と
も
中
国
と
も
違
う
。
そ
の
た
め
に
、

金
門
島
人
は
台
湾
社
会
に
と
っ
て
、
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
の
で
す
。

川
島　

民
進
党
の
末
期
の
頃
、
金
門
県
長
が
金
門
を
「
特
区
」
に
す

る
よ
う
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
中
台
交
流
の
最
前
線
に
な
ろ

う
と
す
る
発
想
で
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
民
進
党
代
表
の
蔡
英
文
が

当
時
進
め
て
い
た
両
岸
交
流
の
成
果
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。
民
進

党
政
権
は
、
中
国
と
の
交
流
を
限
定
的
に
し
て
、
金
門
を
そ
の
窓
口

に
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
金
門
島
の
人
々
が

支
持
す
る
国
民
党
の
馬
英
九
政
権
に
な
る
と
、
中
台
間
の
交
流
が

い
っ
そ
う
拡
大
し
て
、
台
北
か
ら
中
国
各
地
に
飛
行
機
が
ど
ん
ど
ん

飛
び
始
め
た
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
金
門
は
も
う
素
通
り
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

貴
志　

そ
う
な
の
で
す
。

川
島　

金
門
は
新
党
、
あ
る
い
は
国
民
党
支
持
者
が
多
く
、
民
進
党

に
は
ほ
と
ん
ど
票
が
入
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
湾

と
中
国
と
の
関
係
が
よ
く
な
れ
ば
よ
く
な
る
ほ
ど
、
交
流
の
前
線
と

し
て
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
抱
え

て
い
ま
す
。

　

軍
事
最
前
線
の
副
産
物

貴
志　

二
〇
〇
五
年
に
金
門
島
へ
行
っ
た
時
に
、
私
た
ち
は
冷
戦
の

最
先
端
と
い
う
古
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
す
が
、
実
際

に
現
地
で
目
に
し
た
の
は
、
景
色
が
非
常
に
き
れ
い
で
、
自
然
豊
か

で
あ
り
、
平
穏
な
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
に
は
正
直
、

驚
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
ピ
ン
と
き
た
の
が
朝
鮮
半
島
の
三
八
度
線

の
こ
と
で
し
た
。
現
在
の
金
門
島
は
、
環
境
や
生
態
系
を
研
究
す
る

重
要
な
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
半
島
を
南
北
に
分
断
す

る
三
八
度
線
一
帯
は
、
金
門
島
と
同
じ
く
、
人
が
入
れ
な
か
っ
た
た

め
に
原
始
林
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
て
、
自
然
が
豊
か
な
状
態
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
か
ら
、
軍
事
的
な
緊
張
状
態
が
人
間
を
排
斥
し

て
、
か
え
っ
て
自
然
と
人
間
社
会
の
共
生
の
在
り
方
を
問
う
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
ま
た
自
然
や
環
境
に
対
し
て
人
間
は
い
か
な
る
役

割
を
は
た
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

川
島　

も
ち
ろ
ん
基
地
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
汚
染
性
と
い
う
の

は
強
い
わ
け
で
、
一
回
基
地
に
な
っ
た
場
所
は
、
な
か
な
か
他
の
目

的
に
使
え
ま
せ
ん
が
、
他
方
で
自
然
保
存
等
、
封
鎖
さ
れ
て
い
る
空

間
の
副
産
物
と
い
う
も
の
は
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

貴
志　

そ
し
て
そ
れ
が
観
光
資
源
に
な
る
の
で
す
。
韓
国
で
も
、
現

在
三
八
度
線
一
帯
は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
金

門
島
に
も
、
た
く
さ
ん
の
台
湾
人
が
観
光
に
赴
く
わ
け
で
す
。
台
湾

人
は
、
豊
か
な
自
然
を
満
喫
し
た
り
、
冷
戦
期
の
史
跡
め
ぐ
り
み
た

い
な
こ
と
を
し
た
り
す
る
た
め
に
、
金
門
島
に
押
し
寄
せ
る
の
で
す

ね
。
そ
こ
に
は
、
緊
張
感
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
観
光
産
業
や
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
分
野
か
ら
地
域
を
見
る
場
合

で
も
、
金
門
島
と
い
う
の
は
、
三
八
度
線
と
同
じ
よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク

な
研
究
対
象
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

陳　

私
の
場
合
は
、
そ
の
対
立
の
犠
牲
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
特

区
と
い
う
よ
う
な
話
題
が
出
て
く
る
点
で
、
沖
縄
、
琉
球
と
の
共
通

性
と
い
う
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
傷
つ
け
ら
れ
た
心
性
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

川
島　

金
門
は
一
〇
万
人
い
た
兵
が
五
千
に
減
り
ま
し
た
。
金
門
の

緊
張
感
の
緩
み
方
は
そ
う
と
う
早
く
進
行
し
た
よ
う
で
す
。

貴
志　

こ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の
特
集
の
論
文
に
あ
る
よ
う
に
、
金
門

島
を
国
際
政
治
の
対
立
の
前
線
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
金

門
島
に
住
ん
で
い
る
人
々
の
視
点
か
ら
金
門
島
研
究
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
問
題
提
起
と
繋
が
り
ま
す
ね
。
陳
さ
ん
が
指
摘
さ

れ
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
問
題
だ
と
思
い
ま

す
。
地
域
研
究
の
あ
り
方
と
し
て
、
大
所
高
所
で
俯
瞰
し
て
い
る
こ
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博士（文学）。2002 年に最初に金門島を訪れて以
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を尋ね歩いている。
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と
も
大
事
だ
し
、
地
に
足
が
つ
い
た
在
地
の
視
点
も
同
様
に
重
要
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

川
島　

金
門
社
会
に
即
し
て
考
え
る
と
、
世
界
に
開
か
れ
僑
郷
と
し

て
の
近
代
を
体
験
し
、
台
湾
に
対
し
て
も
優
位
性
を
意
識
し
て
い
た

金
門
社
会
が
、
突
然
世
界
へ
の
扉
を
閉
ざ
さ
れ
、
そ
し
て
島
の
人
口

以
上
の
規
模
で
駐
留
し
た
中
華
民
国
国
軍
の
兵
士
た
ち
か
ら
、
そ
の

金
門
社
会
の
モ
ダ
ン
が
否
定
さ
れ
、
む
し
ろ
立
ち
遅
れ
た
文
化
の
よ

う
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
海
外
に
出
た
金
門
の
人
々
が
味
わ
っ
た
苦
痛
も
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
物
的
、
心
的
ス
ト
レ
ス
を
与
え
ら
れ
た

人
々
が
、
軍
事
的
緊
張
感
が
緩
ん
で
い
く
過
程
で
、
そ
し
て
民
主
化

過
程
で
〝
自
由
化
〟
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
つ

で
し
ょ
う
か
。

　

現
在
の
海
外
の
金
門
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

川
島　

目
下
の
金
門
島
で
は
、
包
丁
と
か
高
粱
酒
、
お
菓
子
な
ど
の

産
業
を
持
ち
な
が
ら
も
、
結
局
観
光
産
業
が
中
心
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
残
さ
れ
た
自
然
を
国
立
公
園
に
し
て
維
持
し
、
僑
郷
で
あ
っ

た
こ
と
も
観
光
資
源
に
し
て
昔
の
古
い
家
も
民
宿
に
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
な
数
十
年
間
を
経

て
、
金
門
の
人
々
は
、
台
湾
人
と
も
中
国
人
と
も
違
う
主
張
を
始
め

て
い
る
と
い
う
の
も
確
か
で
す
。

陳　

海
外
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
復
活
は
明
ら
か
に
あ
り
ま
す
か
？

貴
志　

あ
り
ま
す
。

川
島　

国
立
金
門
技
術
学
院
は
、
国
立
金
門
大
学
に
昇
格
し
ま
し
た

が
、
こ
の
大
学
に
も
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

貴
志　

そ
し
て
、
金
門
学
が
こ
の
よ
う
に
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
の
も
、
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
力
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な

い
わ
け
で
す
。
大
昔
の
よ
う
に
交
易
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
い
に
し

て
も
、
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
金
門
島
が
復
活
し
、
か
つ
脚
光
を
浴
び
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
学
問
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

新
し
い
観
光
地
や
生
態
系
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
し
て
の
金
門
島
と
い
う

の
は
、
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
息
吹
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
わ
け
で
す
。

陳　

金
門
島
は
非
常
に
小
さ
い
と
こ
ろ
な
の
に
、
海
に
よ
る
広
が
り

が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
ど
ん
な
制
度
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
か
り

に
海
禁
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
、
い
っ
た
ん
こ
の
島
に
渡
り
さ
え
す
れ

ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
広
が
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
手
が
か
り
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
北
は
日
本
へ
、
南
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
と
展

開
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
小
さ
な
場
所
の
持

つ
大
き
な
広
が
り
と
い
う
点
は
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
。
人
口
は
非
常

に
少
な
い
で
す
ね
。

川
島
　
現
在
は
一
〇
万
弱
で
す
。

陳　

に
も
か
か
わ
ら
ず
金
門
人
を
自
負
す
る
海
外
の
華
僑
は
数
十
万

で
す
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
面
白
い
で
す
ね
。

貴
志　

ち
ょ
っ
と
古
い
デ
ー
タ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
い
る
金
門
系
は
だ
い
た
い
一
〇
万
で
す
。
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
に
も
各
一
〇
万
ず
つ
。
ブ
ル
ネ
イ
は
三
万
人
以
上
で
、
ブ

ル
ネ
イ
に
い
る
華
僑
人
口
の
七
〇
％
が
金
門
島
出
身
者
だ
そ
う
で

す
。
そ
し
て
、
台
湾
に
住
む
金
門
島
出
身
者
が
だ
い
た
い
三
〇
万
。

や
は
り
金
門
島
に
い
る
金
門
人
は
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
少
数
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

川
島　

そ
う
で
す
ね
。
他
に
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
で
迫
害
さ
れ
た

金
門
出
身
者
が
避
難
し
た
中
国
に
も
一
定
の
人
口
が
い
ま
す
。

陳　

私
の
持
っ
て
い
る
資
料
で
は
、
日
本
の
金
門
出
身
者
は
三
千
人

に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
の
急
激
な
新
華
僑
に
よ
る
華
僑
人
口
増
加

以
前
の
段
階
で
考
え
れ
ば
、
日
本
の
華
僑
の
七
％
ぐ
ら
い
を
占
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
割
合
は
大
き
い
で
す
ね
。
そ

の
わ
り
に
は
、
研
究
対
象
と
し
て
は
注
目
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

市
川
信
愛
教
授
の
金
門
研
究

川
島　

日
本
の
金
門
研
究
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
石
田
浩
さ
ん
も
金
門

に
関
心
を
お
持
ち
で
し
た
が
、
や
は
り
市
川
信
愛
さ
ん
が
金
門
華
僑

の
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
市
川
さ
ん
の
問
題

関
心
や
、
当
時
の
切
り
口
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

陳　

市
川
さ
ん
は
泰
益
号
資
料
を
通
じ
て
陳
家
を
研
究
す
る
中
、
晩

年
、
金
門
華
僑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
注
目
し
、
研
究
の
方
向
性
に
つ

い
て
も
大
き
な
野
望
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
台
湾
で
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
、
学
際
的
な
総
合

研
究
と
し
て
の
金
門
研
究
の
面
白
さ
を
力
説
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
渡
り
鳥
に
つ
い
て
の
研
究
も
面
白
い
。
地
理
学
、
民
俗
学

の
立
場
か
ら
「
風
獅
爺
」
の
研
究
も
興
味
深
い
。
そ
の
ほ
か
、
海
洋

学
、
水
産
学
の
立
場
か
ら
カ
ブ
ト
ガ
ニ
の
研
究
も
あ
り
う
る
し
、
さ

ら
に
、
環
境
科
学
や
地
球
物
理
学
へ
の
広
が
り
と
い
う
点
で
も
金
門

を
素
材
に
さ
ま
ざ
ま
な
発
展
が
あ
り
う
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

川
島　

市
川
さ
ん
は
あ
る
意
味
で
壮
大
な
研
究
計
画
を
お
持
ち
だ
っ

た
の
で
す
ね
。

陳　

海
外
の
研
究
者
と
し
て
、
金
門
に
調
査
に
入
っ
た
の
は
お
そ
ら

く
自
分
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
台
湾
の
研
究
者
の
前
で
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
市
川
さ
ん
は
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
日
か
ら
八

月
三
一
日
ま
で
の
一
ヶ
月
、
金
門
に
調
査
に
入
り
ま
し
た
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
「
姓
氏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
興
味

を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
台
湾
に
は
金
門
経
由
で
入
っ
て
き
た
人

も
多
く
、
閩
南
系
の
人
も
多
い
の
で
す
が
、
台
湾
は
日
本
に
よ
っ
て

五
〇
年
間
統
治
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
的
な
も
の
が
残
さ
れ
て
は
い
て

も
日
本
の
影
響
を
受
け
て
独
特
な
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
が
台
湾



034035［座談会］金門島研究の魅力と課題

で
す
。
中
国
で
は
、
華
南
方
面
で
は
姓
氏
、
家
廟
等
々
が
発
達
し
た

け
れ
ど
も
、
文
化
大
革
命
で
か
な
り
の
破
壊
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
伝
統
的
な
中
国
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
が
残
っ

て
い
る
空
間
は
、
も
は
や
金
門
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
単
姓
村
が
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
て
、
そ
の
宗
族
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
海
外
に
雄
飛
す
る
。
あ
る
意
味
で
海
外
移
民

パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
典
型
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
形
式
が
金
門
で
は

ず
っ
と
存
続
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
村
落
と
海
外
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
今
で
は
き
わ
め
て
珍
し
い
の

で
は
な
い
か
と
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
強
調
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

貴
志　

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
問
題
は
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の

地
域
研
究
の
問
題
に
関
わ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
れ

ま
で
日
本
は
日
本
、
東
ア
ジ
ア
は
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
は
東
南

ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
研
究
、
す
な
わ
ち
地
域
を
区
分
し
た
地
域
研
究

を
進
め
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
金
門
島
か
ら
見
る

と
、
先
ほ
ど
の
泰
益
号
の
問
題
と
絡
め
て
、
金
門
島
と
中
国
の
関
係

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
金
門
島
と
日
本
や
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
、
金

門
島
と
台
湾
本
島
と
の
関
係
、
さ
ら
に
金
門
島
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関

係
と
い
っ
た
、
じ
つ
に
い
ろ
い
ろ
な
地
域
間
の
関
係
が
ク
ロ
ス
オ
ー

バ
ー
し
つ
つ
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。

す
な
わ
ち
、
金
門
島
を
核
と
す
れ
ば
、
今
ま
で
日
本
研
究
や
東
南
ア

ジ
ア
研
究
や
東
ア
ジ
ア
研
究
と
し
て
分
断
さ
れ
て
い
た
地
域
研
究
の

あ
り
方
が
、
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
よ

う
な
可
能
性
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
金
門
島
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
地
域
研
究
自
体
が
抱
え
て
い

る
ひ
と
つ
の
課
題
を
、
あ
る
意
味
克
服
ま
で
は
し
な
い
に
し
て
も
、

地
域
の
相
関
関
係
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

川
島　

ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
非
常
に
ミ
ク
ロ
な
ん
だ
け

ど
、
そ
こ
に
マ
ク
ロ
的
拡
が
り
が
あ
る
。
そ
こ
が
面
白
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
難
し
い
の
は
、
華
僑
研
究
全
体
で

見
た
場
合
に
、
金
門
に
何
か
特
殊
な
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

華
僑
研
究
と
し
て
の
金
門
研
究
の
特
殊
性

陳　

や
は
り
戦
後
、
台
湾
（
中
華
民
国
）
に
統
治
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
た
だ
、
今
ま
で
の
議
論
に
基
づ
く
と
、
日

本
と
の
関
係
が
特
殊
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大

陸
の
福
建
や
広
東
出
身
の
日
本
華
僑
と
は
異
な
り
、
金
門
出
身
の
福

建
人
は
日
本
統
治
時
期
の
台
湾
人
と
の
結
び
つ
き
を
通
じ
、
華
僑
社

会
の
中
で
も
独
特
の
領
域
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま

す
。

川
島　

さ
き
ほ
ど
の
市
川
信
愛
さ
ん
の
議
論
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文

革
の
影
響
を
受
け
ず
に
、
ま
た
軍
事
最
前
線
で
あ
っ
た
結
果
（
砲
弾

が
降
り
注
い
だ
に
し
て
も
）
、
一
九
世
紀
以
来
の
華
僑
と
僑
郷
の
関

係
を
、
一
定
程
度
維
持
し
て
い
る
と
見
て
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

貴
志　

今
の
問
題
と
関
連
し
て
、
金
門
島
は
海
洋
史
や
海
域
史
の
面

か
ら
も
考
え
る
対
象
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
小
さ

く
見
れ
ば
、
中
台
関
係
の
中
で
金
門
島
が
ひ
と
つ
の
ハ
ブ
に
な
っ
た

り
、
あ
る
い
は
同
じ
よ
う
に
沖
縄
が
東
シ
ナ
海
で
、
香
港
が
南
シ
ナ

海
で
ひ
と
つ
の
ハ
ブ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
姿
で
す
。
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
小
海
域
の
ハ
ブ
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
香
港
か
ら
金

門
島
、
そ
し
て
沖
縄
、
さ
ら
に
北
東
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
広
域
ル
ー
ト
み

た
い
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
海

域
研
究
で
は
、
ア
ジ
ア
の
一
定
の
海
域
圏
で
の
考
察
に
終
わ
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
ま
す
。
し
か
し
金
門
を
見
れ
ば
、
世
界

へ
広
が
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
金
門
島
を
核
と
す
る

広
域
ル
ー
ト
は
、
さ
ら
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
、
太
平
洋
沿
い
に
ど
ん
ど

ん
広
が
っ
て
い
た
の
で
す
。
あ
る
意
味
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
動
を
、
彼

ら
は
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
う
な
る
と
、
金
門
島
研
究
は
、
東

ア
ジ
ア
研
究
や
東
南
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う
特
定
の
エ
リ
ア
に
よ
る
地

域
的
枠
組
み
で
は
な
く
て
、
あ
ら
た
め
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら

考
え
な
お
す
方
法
論
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
え
ま
す
。
特
定
の

地
域
が
、
じ
つ
は
世
界
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

を
、
私
た
ち
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

図 1　金門西部の珠山の『薛氏家譜』にあ
る地図。一族が各地に展開しているさまを
示している。

写真 7　珠江の薛家の家廟。毎年 12 月に
一族の祭りが行われる（川島真撮影）。
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川
島　

確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
、
香
港
も
金
門
も
沖
縄
も
、

そ
こ
に
住
む
人
は
世
界
中
に
親
戚
が
い
る
の
で
す
よ
ね
。
今
ま
で
の

地
域
研
究
は
、
そ
の
地
域
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
研
究
が
多
く

て
、
逆
に
開
い
て
い
く
研
究
が
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
の
か
な
と
感

じ
ま
す
。

貴
志　

そ
の
点
は
非
常
に
重
要
で
す
が
、
で
は
金
門
島
人
は
香
港
人

や
沖
縄
人
と
何
が
違
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
当
然
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。
そ
の
時
に
、
と
く
に
重
要
な
の
は
、

ホ
ス
ト
社
会
か
ら
見
る
と
い
う
視
点
だ
と
思
う
の
で
す
。
金
門
島

人
、
香
港
人
、
沖
縄
人
が
移
住
先
の
ホ
ス
ト
社
会
と
の
関
係
で
ど
の

よ
う
な
共
通
性
と
差
異
性
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
各
国
で
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
比
較
論
的
な
調
査
や
研
究
が
必

要
だ
と
思
い
ま
す
。

川
島　

そ
れ
と
同
時
に
、
母
村
、
つ
ま
り
送
り
出
す
方
の
側
の
あ
り

よ
う
の
違
い
と
い
う
の
が
あ
る
は
ず
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
香
港
人

は
個
人
ベ
ー
ス
で
移
民
す
る
の
に
対
し
て
、
金
門
島
は
基
本
的
に
宗

族
単
位
、
ま
さ
に
単
姓
村
た
る
村
単
位
で
動
い
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
そ
う
い
っ
た
違
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ホ
ス
ト
社
会
の
状
況
が

組
み
合
わ
さ
れ
ば
、
総
体
が
把
握
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

貴
志　

今
ま
で
の
華
僑
研
究
は
、
概
し
て
送
り
出
す
地
域
の
側
と
送

り
出
さ
れ
た
華
僑
・
華
人
た
ち
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
集
団
と
の
関
係

し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
金
門
島
研
究
は
、

さ
ら
に
先
に
い
っ
て
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
華
僑
が
土
着

化
し
て
華
僑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
さ
え
も
持
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と

を
視
野
に
入
れ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
華
僑
イ
メ
ー
ジ
と
東
南
ア

ジ
ア
に
土
着
化
し
た
中
国
系
移
民
と
の
違
い
を
意
識
し
た
研
究
を
し

て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
あ
た
り
、
東
京
外
国
語
大
学

の
三
尾
裕
子
さ
ん
の
研
究
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
三
尾
さ
ん
は
、
ホ

ス
ト
社
会
と
の
関
係
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
土
着
化
し
た
中
国
系

移
民
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
、
出
身
地
域
の
文
化
や
関
係
を
強

調
す
る
華
僑
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
が
ら
な
い
の
で
す
。

川
島　

こ
の
観
点
で
い
う
と
、
た
と
え
ば
台
湾
に
居
つ
い
て
し
ま
っ

た
金
門
の
人
も
土
着
化
し
た
も
の
と
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
と
単
純
に
比
べ
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
台
湾
社
会
に
土
着
化
し
た
思
わ
れ
る
金
門
出
身
の

人
々
も
、
い
つ
も
台
湾
社
会
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

台
湾
・
日
本
に
お
け
る
金
門
社
会

陳　

私
自
身
の
出
身
は
台
湾
で
す
。
父
方
、
母
方
の
祖
父
母
が
全
部

で
四
人
い
る
の
で
す
が
、
華
僑
研
究
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初

め
て
四
人
の
祖
父
母
の
う
ち
一
人
が
金
門
出
身
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
二
年
の
こ
と
で
す
。
母
方
の
祖
母
は
新
竹
出

身
の
鄭
家
で
、
そ
の
来
歴
は
金
門
経
由
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

川
島　

な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
名
門
で
す
ね
。

陳　

外
祖
母
自
身
が
新
竹
鄭
家
の
「
進
士
第
」
の
そ
ば
の
「
春
光

第
」
で
生
ま
れ
育
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
台
湾
籍
最
初
の
進
士
の

一
族
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
台
湾
の
友
人
の
研
究
者
か
ら
教
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
今
ま
で
日
本
で
は
母
方
の
祖
母
は
落
ち
ぶ
れ
た
貴

族
の
出
だ
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
祖
先
が
進

士
だ
っ
た
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
短
期
在
外
研
究
で
台
湾
に
し
ば
ら

く
い
た
時
に
、
祖
母
の
こ
と
を
説
明
す
る
と
、
「
こ
れ
が
有
名
な
鄭

用
錫
だ
」
と
鄭
家
に
関
す
る
研
究
論
文
を
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

読
ん
で
初
め
て
鄭
氏
は
梧
江
出
身
だ
と
知
り
ま
し
た
。
こ
の
梧
江
が

金
門
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
（
笑
）
。
そ
こ
で
、
今
で
も
「
春
光

第
」
に
住
む
外
祖
母
の
甥
の
嫁
に
あ
た
る
お
ば
さ
ん
に
会
い
に
ゆ
き

ま
し
た
。
ル
ー
ツ
を
調
べ
て
み
る
と
、
鄭
家
は
明
末
に
金
門
に
や
っ

て
き
て
、
金
門
に
は
三
世
代
生
活
し
、
三
代
目
の
時
に
出
稼
ぎ
で
台

湾
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。
四
代
目
あ
た
り
で
台
湾
に
定
着
し
、
そ

の
次
の
代
の
用
錫
の
時
に
最
終
の
科
挙
試
験
に
進
ん
で
合
格
し
て
進

士
に
な
っ
た
。
台
湾
人
の
進
士
と
し
て
は
四
番
目
な
の
だ
け
ど
、
台

湾
籍
の
進
士
と
し
て
は
最
初
の
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で

す
。
そ
こ
か
ら
数
え
て
さ
ら
に
四
代
目
ぐ
ら
い
の
時
に
日
本
に
や
っ

て
き
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
私
も
金
門
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
一
員
に
入
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
二
〇
〇
二
年
に
な
っ
て
初
め

て
わ
か
り
ま
し
た
（
笑
）
。

貴
志　

陳
さ
ん
に
前
か
ら
伺
い
た
か
っ
た
の
は
、
日
本
に
お
け
る
華

僑
に
は
、
華
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
同
時
に
、
た
と
え
ば

金
門
島
人
で
あ
る
と
い
う
出
身
地
域
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
華
僑
だ
け
ど
金
門
島
人
な
の
だ
と
い
う

自
負
で
す
が
、
神
戸
に
育
っ
た
華
人
と
し
て
は
、
両
者
は
ど
の
よ
う

な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

陳　

と
く
に
金
門
島
の
方
だ
か
ら
、
ほ
か
の
出
身
と
は
違
う
と
い
う

感
覚
は
、
子
ど
も
の
時
の
つ
き
あ
い
の
中
で
は
ま
っ
た
く
感
じ
な

か
っ
た
。
少
な
く
と
も
私
の
世
代
で
は
、
で
す
が
…
…
。

貴
志　

や
は
り
華
僑
の
一
部
と
い
う
感
覚
な
ん
で
す
か
。
神
戸
は
、

特
殊
な
例
に
思
え
ま
す
が
。

陳　

そ
う
で
す
ね
。
数
あ
る
華
僑
の
出
身
地
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

自
ら
の
出
身
地
が
金
門
だ
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
華
僑
が
ど

れ
だ
け
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
も
い
わ
ば
老
華
僑
で
、
す
で
に
来
日

三
世
、
四
世
の
世
代
で
す
。
こ
の
世
代
に
な
る
と
、
と
く
に
日
本
の

華
僑
の
場
合
、
多
く
は
出
身
省
程
度
の
認
識
し
か
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、
出
身
県
や
出
身
鎮
に
対
す
る
認
識
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
金
門
の
地
域
研
究
が
進
め
ら
れ
る
と
、
日
本

の
華
僑
が
あ
ら
た
め
て
自
ら
の
出
身
地
に
目
を
向
け
て
い
く
契
機
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
華
僑
や
移
民
の
研
究
を
し
て
い
る
私
に
し

て
自
分
の
ル
ー
ツ
を
知
っ
た
の
は
偶
然
の
こ
と
か
ら
で
す
か
ら

…
…
。

川
島　

国
立
金
門
大
学
の
方
々
を
お
招
き
し
て
、
神
戸
の
金
門
出
身
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の
方
々
と
座
談
会
を
開
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陳　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
王
さ
ん
や
陳
さ
ん
に
は
強
烈
な
金
門
人
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
り
ま
す
。

川
島　

金
門
大
学
で
は
、
金
門
出
身
者
か
ら
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け

つ
つ
、
ま
た
彼
ら
の
子
弟
を
僑
生
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
金
門
の
危
機
感
と
金
門
学

川
島　

い
ま
金
門
学
が
金
門
島
発
の
学
問
と
し
て
も
話
題
に
な
っ
て

い
る
の
に
は
、
金
門
社
会
の
あ
る
種
の
危
機
感
が
背
景
に
あ
り
ま

す
。
三
通
が
始
ま
っ
て
、
い
ま
や
台
北
か
ら
中
国
各
地
に
直
行
便
が

飛
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
に
は
一
〇
〇
万
の
台
湾
人
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
が
住
ん
で
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
大
学
生
交
流
が
始
ま
り
ま

す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
中
台
交
流
の
ハ
ブ
で
あ
っ
た
金
門

は
、
と
つ
ぜ
ん
周
縁
化
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
中
国
、
台
湾
が

統
一
す
る
に
せ
よ
、
台
湾
が
独
立
す
る
に
せ
よ
、
金
門
の
立
場
は
弱

い
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
の
金
門
の
叫
び
が
こ
の
金

門
学
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ

う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
深
く
関
わ
っ
た
学
問
に
、
外
に
い

る
私
た
ち
が
ど
の
程
度
同
調
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
で

し
ょ
う
け
れ
ど
、
こ
う
い
っ
た
主
体
性
形
成
と
学
問
の
関
わ
り
じ
た

い
も
研
究
対
象
だ
と
思
い
ま
す
。

貴
志　

金
門
で
は
、
一
九
九
二
年
の
一
一
月
に
戒
厳
令
が
解
除
さ

れ
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
八
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
今

後
の
金
門
島
が
、
中
台
関
係
の
中
で
い
か
に
変
わ
っ
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
に
関
心
あ
り
ま
す
よ
ね
。

川
島　

台
湾
の
政
局
で
い
え
ば
、
当
然
な
が
ら
民
進
党
政
権
の
「
伝

統
的
」
政
策
に
お
け
る
金
門
は
「
台
湾
と
は
異
な
る
存
在
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
実

的
に
は
、
民
進
党
に
な
っ
た
方
が
対
中
国
交
流
に
抑
制
的
に
な
る
の

で
、
逆
に
金
門
の
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
主
義
主
張
と
し

て
は
、
金
門
を
切
り
離
し
て
台
湾
・
澎
湖
だ
け
で
の
独
立
を
か
つ
て

掲
げ
た
民
進
党
よ
り
国
民
党
の
方
が
金
門
に
と
っ
て
い
い
わ
け
で
す

が
、
現
実
的
に
は
国
民
党
な
ら
そ
れ
で
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い

の
で
す
。
あ
と
、
金
門
県
政
府
か
ら
す
れ
ば
財
政
の
問
題
や
若
い
人

が
外
に
出
る
と
い
う
、
ど
の
離
島
に
も
あ
る
よ
う
な
共
通
の
課
題
を

抱
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
観
光
収
入
だ
け
で
補
う
の
は
無
理
な
の

で
、
海
外
華
僑
か
ら
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
面

が
あ
り
ま
す
。

貴
志　

金
門
高
粱
は
昔
ほ
ど
生
産
さ
れ
な
い
し
、
売
れ
て
も
い
な

い
。
そ
う
な
る
と
、
も
う
観
光
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
観
光
に
も
限
界
が
あ
る
か
ら
ド

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
地
域
事
情
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
。

川
島　

あ
と
、
す
ぐ
中
国
に
船
で
行
け
ま
す
か
ら
、
中
国
で
も
う
け

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
厦
門
に
家
を
買
っ
て
週
末
は
そ
こ
に

住
み
、
そ
こ
で
物
を
売
っ
て
す
ぐ
に
帰
っ
て
く
る
人
も
い
ま
す
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
移
動
し
な
が
ら
稼
ぐ
の
は
、
昔
な
が
ら
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

貴
志　

日
本
の
占
領
期
や
冷
戦
期
と
違
っ
て
、
今
は
い
わ
ば
金
門
島

が
平
時
の
正
常
な
状
態
に
戻
っ
た
と
い
う
感
じ
も
す
る
の
で
す
が
。

　

地
域
研
究
の
課
題
と
し
て
の
金
門

川
島　

そ
ろ
そ
ろ
、
金
門
を
対
象
と
し
た
地
域
研
究
の
意
義
や
課
題

に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
座
談
会
で
は

多
く
の
論
点
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
に
、
俯
瞰
的
な
国
際
政
治
研

究
と
、
冷
戦
の
前
線
と
し
て
の
金
門
の
内
側
か
ら
そ
の
時
代
を
抉
ろ

う
と
す
る
ス
タ
イ
ル
の
相
違
が
あ
り
ま
し
た
。
第
二
に
、
外
に
広
が

る
金
門
島
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
華
僑
研
究
と
し
て
見
る
場
合
と
、

ホ
ス
ト
社
会
の
目
線
を
加
え
て
双
方
か
ら
捉
え
る
と
い
う
方
法
と
い

う
論
点
も
あ
り
ま
し
た
。
第
三
に
、
東
シ
ナ
海
の
ハ
ブ
と
し
て
の
金

門
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
世
界
に
開
か
れ
た
場
と
し
て
見

て
い
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
こ
の
第
三
の
点
は
、
と
か
く

研
究
対
象
と
し
て
の
「
地
域
」
を
設
定
し
て
、
そ
の
内
側
へ
内
側
へ

と
向
か
お
う
と
す
る
地
域
研
究
を
、
外
に
開
か
せ
ら
れ
な
い
か
と
い

う
含
意
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

貴
志　

金
門
島
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
地
域
を
対
象

と
し
た
研
究
で
重
視
す
る
、
地
域
の
特
殊
性
、
文
化
の
固
有
性
を
強

調
し
す
ぎ
る
と
い
う
感
覚
と
い
い
ま
す
か
、
研
究
者
が
陥
り
が
ち
な

ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
を
打
破
は
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
再
考
す
る

た
め
の
何
か
新
し
い
問
題
提
起
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

が
す
る
ん
で
す
。
同
時
に
、
地
域
研
究
の
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
性

は
、
そ
の
地
域
の
現
在
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
現
状
観
察
を
基
礎
と

す
る
が
た
め
に
、
地
域
が
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
か
、
地
域
そ

の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
変
化
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

見
落
と
し
が
ち
な
点
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
金
門
島
の
研
究
は
、
こ

の
よ
う
な
点
を
再
考
す
る
材
料
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で

す
。
実
際
、
金
門
島
の
場
合
、
前
近
代
的
な
歴
史
研
究
、
海
域
や
交

易
史
み
た
い
な
も
の
、
あ
る
い
は
華
僑
史
み
た
い
な
も
の
を
き
っ
ち

り
把
握
し
な
い
と
、
地
域
研
究
と
し
て
の
金
門
島
研
究
は
成
り
立
ち

え
な
い
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
抱
い
て
い
る
あ
る
種
の
地
域
観
も

同
様
で
、
戦
後
に
成
立
し
た
、
日
本
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、

あ
る
い
は
台
湾
、
中
国
、
そ
う
い
う
地
域
区
分
に
よ
る
、
い
わ
ば
縦

割
り
型
の
地
域
研
究
を
克
服
し
て
い
か
な
い
と
、
対
象
へ
の
切
り
口

が
生
ま
れ
て
こ
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
る

ト
ピ
ッ
ク
を
通
し
て
地
域
の
相
関
性
を
考
察
す
る
タ
イ
プ
の
地
域
研

究
を
進
め
る
た
め
に
は
、
二
〇
世
紀
的
な
世
界
の
中
で
多
く
見
ら
れ

る
、
地
域
を
ど
ん
ど
ん
転
々
と
し
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
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を
含
み
込
む
、
「
超
域
」
と
か
「
境
域
」
的
な
発
想
を
地
域
研
究
に

持
ち
込
む
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
、
金
門
島
と
い
う
対
象
が
示
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

川
島　

そ
れ
を
、
通
婚
圏
と
か
で
く
く
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
地

域
に
デ
ィ
ー
プ
に
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
広
が
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ
こ

の
面
白
さ
で
す
よ
ね
。

貴
志　

そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
時
間
と
空
間
に
大
き
な
広
が
り
を

持
た
せ
る
地
域
研
究
を
志
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
地
域

研
究
は
、
本
来
的
に
総
合
学
問
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
た
ん
な
る
現

状
分
析
の
た
め
の
研
究
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
私
た
ち

が
、
金
門
島
研
究
を
通
じ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
戦
後
に
設
定
さ

れ
た
特
定
の
地
域
か
ら
は
み
だ
さ
な
い
地
域
研
究
の
あ
り
方
を
突
破

し
て
い
く
か
、
そ
の
解
決
策
を
求
め
る
道
筋
を
探
る
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
点
は
、
北
海
道
大
学
の
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
が
取
り

組
ん
で
い
る
「
国
境
」
研
究
は
示
唆
に
と
む
研
究
事
例
で
す
ね
。

陳　

金
門
島
へ
の
迫
り
方
と
し
て
、
私
は
華
僑
研
究
と
い
う
面
か
ら

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
華
僑
研
究
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、

今
ま
で
の
華
僑
研
究
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
す
で
に
克

服
さ
れ
て
い
る
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
中
国
に
い
か
に
関
わ
っ
た
か

と
い
う
中
国
中
心
主
義
的
な
見
方
が
ひ
と
つ
に
あ
り
ま
す
。
と
く
に

華
僑
の
力
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
場
合
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
な
り

ま
す
。
四
九
年
以
降
、
あ
る
い
は
改
革
開
放
以
降
、
僑
郷
に
対
し
て

ど
れ
だ
け
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
わ
け

で
す
。
そ
れ
で
は
金
門
と
は
中
国
な
の
か
、
大
陸
な
の
か
、
と
い
う

問
い
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
中
国
中
心
主
義
的
な
華

僑
研
究
の
ほ
か
に
、
日
本
な
ら
日
本
華
僑
史
研
究
、
ア
メ
リ
カ
な
ら

ア
メ
リ
カ
華
僑
史
研
究
と
い
う
、
自
分
た
ち
は
そ
の
ホ
ス
ト
社
会
の

中
で
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
ど
う
あ
る
べ
き
な
の

か
、
必
要
最
小
限
に
し
か
中
国
と
の
関
係
を
語
ら
な
い
、
ホ
ス
ト
社

会
に
軸
を
置
い
た
華
僑
研
究
も
非
常
に
多
い
。
そ
こ
で
は
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
を
話
題
に
し
、
ア
メ
リ
カ
の
華
僑

研
究
で
は
、
ア
メ
リ
カ
華
僑
に
つ
い
て
し
か
語
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

中
で
、
日
本
の
華
僑
研
究
は
、
異
な
る
地
域
の
物
の
移
動
と
と
も

に
、
人
の
移
動
や
交
流
に
つ
い
て
も
多
く
を
語
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
私
自
身
も
自
覚
的
に
比
較
研
究
を
行
う
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
た
と
え
ば
朝
鮮
半
島

の
南
と
北
、
日
本
の
中
の
台
湾
人
と
大
陸
出
身
華
僑
、
そ
し
て
そ
の

背
後
に
あ
る
国
際
政
治
と
の
絡
み
な
ど
を
意
識
し
て
、
華
僑
た
ち
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
研
究
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
問
題
が
見

え
て
き
ま
す
。
よ
う
や
く
北
東
ア
ジ
ア
で
の
比
較
研
究
は
緒
に
つ
き

つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
中
で
金
門
に
焦
点
を
当
て
た
場

合
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
に
複
雑
に
交
差
す
る
問
題
が
見
え
て
く
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。
金
門
を
深
く
研
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
視
野
が
さ
ま

ざ
ま
な
地
域
へ
と
広
が
っ
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
こ
で
織
り
な
す
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
錯
綜
性
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
金
門
研
究

は
面
白
い
議
論
が
可
能
な
地
域
的
、
歴
史
的
空
間
を
持
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

川
島　

私
の
場
合
は
、
金
門
が
閉
じ
た
ひ
と
つ
の
歴
史
世
界
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
れ
が
開
か
れ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
特
徴
を
与
え
て
い
る
の
が
、
金
門
社
会
が
歴
史
的
に
体
験

し
て
き
た
、
個
々
の
時
代
の
状
況
の
積
み
重
ね
な
わ
け
で
す
。
そ
う

し
た
歴
史
性
を
丁
寧
に
把
握
し
て
こ
そ
、
金
門
島
を
ひ
と
つ
の
地
域

と
し
て
と
ら
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
こ
で
留

意
す
べ
き
は
、
個
々
の
時
代
を
把
握
す
る
に
際
し
て
、
学
問
的
な
方

法
論
が
異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
地

社
会
に
即
す
る
に
し
て
も
、
学
問
的
に
は
引
き
裂
か
れ
た
領
域
を
横

断
し
て
い
か
な
い
と
、
金
門
社
会
を
紡
げ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
こ
そ
が
本
来
は
地
域
研
究
の
醍
醐
味
で
あ
っ
た
は
ず
で

す
。

　

ま
た
、
金
門
の
人
々
自
身
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
過

程
で
紡
ぎ
出
さ
れ
る
内
容
も
大
切
で
す
。
そ
れ
ら
と
は
時
に
は
緊
張

感
を
孕
む
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
金
門
社
会
が
い
か
に

金
門
学
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
研
究
対
象
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

貴
志　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
ず
は
「
金
門
へ
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
い

う
こ
と
が
大
切
と
思
い
ま
す
（
笑
）
。
ま
ず
は
、
金
門
島
に
立
っ
て

厦
門
を
眺
め
、
あ
る
い
は
沖
縄
を
感
じ
、
そ
し
て
香
港
を
に
ら
み
、

米
国
や
中
国
の
影
響
力
を
感
じ
つ
つ
、
そ
う
し
た
空
間
の
中
で

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
、
金
門
学
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
文
献
を
や
っ
て
い
た
私
た
ち
の
よ
う
な
歴
史
研
究
者
も
そ
の
現

場
へ
行
き
、
そ
こ
で
生
活
す
る
人
の
話
を
聞
き
、
そ
し
て
空
間
と
い

う
も
の
を
感
じ
る
、
そ
う
い
う
作
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
も
思
い
ま
す
。
私
の
科
研
で
は
、
こ
の
座
談
会
に
出
席
さ
れ

て
い
る
お
二
方
と
い
っ
し
ょ
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
金
門
華
僑
の
調
査
に
行
く
予
定
で
す
。
し
か
し
、
同
時
に
、
地
域

研
究
者
も
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
行
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
は
り
研
究
機

関
・
行
政
機
関
で
収
集
し
て
い
る
、
あ
の
膨
大
な
金
門
島
出
身
者
の

僑
報
な
ど
の
歴
史
的
な
資
料
を
説
き
明
か
す
こ
と
に
意
を
注
ぐ
必
要

が
あ
り
ま
す
。
金
門
島
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と

文
献
学
者
が
協
働
作
業
を
進
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
重
要
な
研
究

対
象
で
あ
る
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

陳　

私
は
自
分
自
身
が
華
僑
な
の
で
敢
え
て
申
し
ま
す
と
、
金
門
人

あ
る
い
は
金
門
幇
に
属
し
て
い
る
と
い
う
人
た
ち
の
ど
れ
だ
け
の
人

た
ち
が
、
ど
れ
ほ
ど
金
門
人
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
は
な
は
だ
懐
疑
的
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

貴
志　

そ
れ
は
国
際
比
較
を
し
て
検
証
し
て
い
く
べ
き
で
す
ね
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
金
門
島
人
と
、
神
戸
に
い
る
金
門

島
人
と
い
う
か
、
金
門
人
と
称
し
て
い
る
人
た
ち
と
が
、
互
い
に
ど

の
よ
う
に
ホ
ス
ト
社
会
へ
の
感
情
が
違
う
の
か
、
ま
た
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
調
査
す
べ
き
で
す

ね
。

川
島　

金
門
と
い
う
島
が
空
間
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
金
門
人
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が
広
が
っ
て
い
く
と
は
い
っ
て
も
、
金
門
と
い
う
島
が
拡
大
し
て

い
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
何
と
も
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

何
代
目
か
に
な
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
薄
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
し
、
で
も
薄
ま
っ
た
人
が
金
門
人
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
変
容
が
あ
る
中
で
広
が
っ

た
り
消
え
た
り
す
る
運
動
体
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
方
が
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陳　

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
台
山
（
ト
イ
サ
ン
）
人
と
い
う

意
識
と
、
金
門
人
と
い
う
意
識
と
が
、
ど
う
異
な
る
か
と
い
う
こ
と

に
も
通
じ
ま
す
。

川
島　

と
て
も
興
味
深
い
の
は
、
金
門
人
自
身
が
最
近
そ
の
金
門
人

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
体
的
に
取
り
戻
す
べ
く
運
動
を
始
め
て

お
り
、
金
門
学
を
推
進
し
、
そ
の
影
響
が
金
門
人
の
子
孫
で
あ
る
陳

さ
ん
に
も
結
果
的
に
及
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
、
日
本
と
い
う
地
域
を
東
ア
ジ
ア
に
落
と
し
こ
み
、
広

げ
て
い
く
ひ
と
つ
の
契
機
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陳　

最
近
、
金
門
大
学
の
江
さ
ん
が
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す

が
、
市
川
信
愛
さ
ん
が
最
後
に
台
湾
で
お
話
し
さ
れ
た
時
に
は
、
金

門
学
を
ま
さ
に
孤
軍
奮
闘
で
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
で

し
た
。
そ
し
て
市
川
さ
ん
が
「
ぜ
ひ
台
湾
の
学
生
さ
ん
に
金
門
に

も
っ
と
注
目
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
ら
、
会
議
に
い
ら
し
た
著
名

な
某
教
授
が
「
そ
ん
な
に
面
白
い
と
思
う
ん
だ
っ
た
ら
、
あ
な
た
頑

張
り
な
さ
い
」
と
つ
れ
な
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
代
で

し
た
ね
。

川
島　

い
ま
や
英
語
圏
で
金
門
研
究
の
専
著
が
出
る
ほ
ど
で
す
。
こ

の
『
地
域
研
究
』
と
い
う
雑
誌
で
金
門
特
集
を
し
た
の
も
、
歴
史
の

大
き
な
あ
る
意
味
で
は
固
有
性
と
広
が
り
を
も
っ
た
金
門
、
ま
た
地

域
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
主
張
す
る
そ
の
金
門
を
、
問
題

提
起
的
に
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
研
究
や
東
ア
ジ
ア
を

研
究
す
る
諸
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
刺
激
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
日
の
座
談
会
は
と
て
も
有
意
義
な

も
の
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


