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１
．
は
じ
め
に

真
杉
静
枝
は
、
一
九
〇
〇
年
に
福
井
県
に
生
ま
れ
、
後
に
父
・
真
杉
千
里
ら
家
族

と
一
緒
に
台
湾
へ
渡
り
、
定
住
し
始
め
た
。
二
一
歳
の
と
き
、
親
決
め
結
婚
を
さ
せ

ら
れ
、
の
ち
に
そ
の
生
活
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
大
阪
の
祖
父
母
の
元
へ
出
奔
し

た
。
そ
の
後
、
大
阪
毎
日
新
聞
の
記
者
に
な
り
、
武
者
小
路
実
篤
と
知
り
合
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
、
日
本
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
彼
女
は
、
台
湾
で
の
生
活
経
験

を
有
す
る
少
数
の
日
本
女
性
作
家
の
一
人
で
あ
る
。

真
杉
静
枝
は
デ
ビ
ュ
ー
し
た
当
時
、
す
で
に
台
湾
を
題
材
と
す
る
作
品
を
創
作
し

て
い
た
。
最
初
の
作
品
集
『
小
魚
的
心
』（
一
九
三
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
南

海
の
記
憶
」、「
南
方
の
墓
」
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
、
日
中
戦
争

の
全
面
勃
発
に
し
た
が
い
、
台
湾
が
南
進
基
地
と
し
て
前
面
化
さ
れ
た
時
期
に
、
真

杉
静
枝
の
台
湾
描
写
に
も
変
化
が
現
れ
始
め
た
。
一
九
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
こ

と
づ
け
』
と
『
南
方
紀
行
』
は
、
一
九
三
七
年
の
日
中
事
変
以
後
、
南
進
基
地
と
し

て
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
て
き
た
台
湾
を
意
識
し
、
創
作
さ
れ
て
い
た
作
品
集
で
あ

る
。
こ
の
時
期
、「
国
策
小
説
」
の
よ
う
な
も
の
が
殆
ど
で
、
台
湾
の
皇
民
化
運
動
を

鼓
吹
す
る
作
品
が
多
か
っ
た
一
方
、
初
期
作
品
の
「
台
湾
殖
民
地
に
お
け
る
女
性
」

の
主
題
は
依
然
と
し
て
作
品
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

『
こ
と
づ
け
』
は
、当
時
の
「
日
本
の
南
進
政
策
に
の
っ
て
南
方
を
扱
っ
た
多
く
の

文
学
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
中
で
増
刷
を
重
ね
、
四
二
年
九
月
に
は
四
刷

三
〇
〇
〇
部
を
発
行
す
る
に
至
っ
た
」
と
い
う①
。
こ
の
時
期
の
「
南
進
関
係
」
小
説

の
人
気
は
、『
こ
と
づ
け
』
に
次
い
で
、一
九
四
一
年
六
月
に
、『
南
方
紀
行
』
が
さ
っ

そ
く
出
版
さ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
垣
間
見
え
る
。

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
日
本
敗
戦
と
同
時
に
、
台
湾
が
日
本
の
植
民
地
か
ら

離
脱
し
た
。
そ
の
後
、
真
杉
静
枝
は
、
自
ら
の
家
族
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
日
本
に

よ
る
領
台
以
後
の
歴
史
と
二
重
写
し
に
し
な
が
ら
、「
台
湾
」
を
描
い
て
い
た
。
明
治

末
期
に
台
湾
に
渡
っ
て
、
日
本
敗
戦
に
伴
い
、
引
揚
者
に
な
っ
た
左
門
治
と
千
代
と

い
う
夫
婦
の
一
連
の
物
語
、「
花
樟
」（
一
九
四
六
年
）、「
左
門
治
と
千
代
」（
一
九
四
七

年
）
と
「
老
脚
の
賦
」（
一
九
四
八
年
）
が
、「
帝
国
日
本
」
と
「
植
民
地
台
湾
」
と
の

関
係
を
歴
史
の
線
軸
で
見
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
目
的
は
、「
花
樟
」、「
左

門
治
と
千
代
」
と
「
老
脚
の
賦
」
を
通
し
て
、
真
杉
静
枝
の
家
族
史
か
ら
み
る
「
台

湾
殖
民
地
史
」、
そ
し
て
台
湾
描
写
の
変
容
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。

２
．  

左
門
治
と
千
代
の
物
語

―
「
花
樟
」、「
タ
バ
ニ
事
件
」
を
め
ぐ
る
家
族
史

「
花
樟
」（『
東
北
文
学
』
一
九
四
六
年
三
〜
四
月
）、「
左
門
治
と
千
代
」（『
東
北
文
学
』

一
九
四
七
年
一
月
）
と
「
老
脚
の
賦
」（『
仇
ご
よ
み
』
一
九
四
八
年
）
は
日
本
の
敗
戦
直

後
、
真
杉
が
台
湾
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。「
花
樟
」
と
「
左
門
治
と
千
代
」
は
、
作

品
の
結
末
の
注
記
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
『
花
樟
物
語
』
第
一
章
と
『
花
樟
物
語
』

真
杉
静
枝
の
「
花
樟
物
語
」
三
部
作
と
そ
の
台
湾
表
象

呉　
　
　

佩　

珍
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第
二
章
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
物
語
は
、
殖
民
地
台
湾
に
渡
っ
た
前
田
左

門
治
と
千
代
夫
婦
、
そ
し
て
長
女
八
重
と
次
女
龍
子
を
中
心
と
し
て
い
る
。
人
物
と

時
間
の
設
定
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
花
樟
」（
一
九
四
六
年
）、「
左
門
治
と
千
代
」

（
一
九
四
七
年
）
と
「
老
脚
の
賦
」（
一
九
四
八
年
）
は
シ
リ
ー
ズ
作
品
と
言
え
よ
う
。
人

物
設
定
と
物
語
の
概
要
か
ら
す
れ
ば
、
真
杉
家
一
族
を
モ
デ
ル
に
し
た
作
品
だ
と
推

定
で
き
る
。

「
花
樟
」
と
そ
の
続
編
「
左
門
治
と
千
代
」
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

前
田
一
家
は
台
湾
南
部
の
部
落
「
旧
城
」（
註
：
現
在
、
台
湾
南
部
の
左
営
）
に
住
ん

で
い
た
。
妻
・
千
代
が
長
女
・
八
重
と
次
女
・
龍
子
の
た
め
、
夫
・
左
門
治
に
内
証

で
花
樟
木
の
箪
笥
と
鏡
台
を
嫁
入
り
道
具
と
し
て
こ
し
ら
え
た
。「
花
樟
」の
家
具
を

持
つ
こ
と
は
部
落
内
の
日
本
人
共
同
体
に
は
一
種
の
身
分
象
徴
と
同
時
に
、ま
た「
内

地
」
に
戻
る
と
き
、「
故
郷
に
錦
を
飾
る
」
と
い
う
見
栄
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い

る
。次

女
の
龍
子
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
「
立
派
す
ぎ
る
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
満

足
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
夫
の
左
門
治
は
、「
こ
れ
で
家
の
中
を
『
台
湾
』
に

嚇
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
」（
一
三
）
と
い
う
感
想
を
も
ら
し
な
が
ら
も
、

妻
の
気
持
ち
を
察
し
な
く
も
な
い
。「
花
樟
」
の
結
末
で
は
、同
じ
部
落
の
日
本
人
医

者
の
芸
者
上
が
り
の
妻
が
自
殺
し
、
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
続
編

「
左
門
治
と
千
代
」
で
は
、
長
女
八
重
が
台
北
高
等
女
学
校
か
ら
旧
城
に
戻
り
、
母
・

千
代
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
購
入
し
た
花
樟
木
の
箪
笥
と
鏡
台
を
見
る
と
、「
辱
め
ら

れ
た
や
う
な
、
赤
い
顔
を
し
て
泣
き
笑
ひ
の
表
情
に
な
つ
た
丈
け
」
で
、「
急
に
言
葉

を
失
ひ
、
小
さ
く
な
つ
て
部
屋
の
隅
の
方
に
身
を
寄
せ
て
坐
」
っ
た
。
そ
の
後
、
父
・

左
門
治
は
、
急
に
公
学
校
の
校
長
か
ら
、
台
湾
人
学
生
の
無
賃
乗
車
を
か
ば
っ
た
り
、

台
湾
人
女
生
徒
の
時
間
外
授
業
を
計
っ
た
り
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
免
職
さ
れ
た
。

左
門
治
が
渡
台
以
来
、
教
職
を
免
じ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
で
二
度
目
で
あ
る
。
左
門

治
は
七
年
前
、
最
初
免
職
さ
れ
た
原
因
も
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
正

四
（
一
九
一
五
）
年
で
あ
り
、
妻
・
千
代
と
次
女
・
龍
子
が
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
年
で

も
あ
る
。
一
九
一
五
年
に
は
ち
ょ
う
ど
「
タ
バ
ニ
事
件
」
が
起
き
て
、
台
湾
南
部
の

政
治
情
勢
は
緊
迫
し
て
い
た②
。
当
時
、
左
門
治
は
台
中
州
下
社
頭
公
学
校
長
を
勤
め

て
い
た
が
、
学
校
の
衛
生
設
備
を
要
求
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
視
学
が
、
生
徒
の
綴

方
を
利
用
し
て
、
台
湾
人
家
庭
内
の
不
穏
分
子
を
摘
出
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
こ

の
確
執
に
よ
っ
て
左
門
治
が
清
水
巌
公
学
校
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
後
に
こ
の

新
し
い
土
地
で
、「
火
事
」
の
警
鐘
を
土
匪
襲
来
の
警
報
と
取
り
違
い
、
千
代
は
社
頭

派
出
所
ま
で
に
駆
け
つ
け
、
救
援
を
求
め
た
。
結
局
、
社
頭
よ
り
発
し
た
救
援
電
信

に
よ
っ
て
台
中
よ
り
、
数
多
く
の
救
援
隊
が
駆
け
つ
け
た
が
、
空
騒
ぎ
と
判
明
し
た

こ
と
で
、
左
門
治
が
免
職
さ
れ
、
自
殺
ま
で
図
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
千
代
に

気
づ
か
れ
て
止
め
ら
れ
た
。

台
湾
に
お
け
る
左
門
治
と
千
代
一
家
の
物
語
は
、以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

「
老
脚
の
賦
」
の
舞
台
は
一
九
四
五
年
の
東
京
に
移
り
変
わ
っ
た
。
日
本
の
敗
戦
に

よ
っ
て
台
湾
か
ら
引
き
揚
げ
た
左
門
治
、
千
代
、
次
女
の
龍
子
と
そ
の
次
男
哲
雄
が

さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
を
重
ね
て
鎌
倉
に
た
ど
り
着
い
て
、
長
女
八
重
の
家
に
身
を
寄
せ

る
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。

こ
の
三
部
作③
を
読
め
ば
、
現
実
の
な
か
の
真
杉
の
家
族

│
明
治
末
期
以
来
、
台

湾
で
暮
ら
し
て
き
た
両
親
、
妹
と
そ
の
子
ど
も

│
を
モ
デ
ル
に
し
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
見
、
真
杉
静
枝
の
家
族
史
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、日
本
の
「
台
湾
植
民
史
」
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。「
花
樟
」
と
そ
の
続
編
「
左
門

治
と
千
代
」
に
お
け
る
台
湾
描
写
は
、
ほ
ぼ
日
本
植
民
地
政
策
に
沿
っ
て
描
い
た
も

の
な
の
で
、「
台
湾
植
民
地
私
史
」
と
い
う
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
も
の
と
も
言
え
よ

う
。と

く
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
真
杉
静
枝
が
自
分
の
家
族
が
台
湾
に
移
住
し
て
か

ら
、
日
本
に
引
き
揚
げ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
、「
花
樟
物
語
」
と
命
名
す
る
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
台
湾
植
民
地
で
の
こ
の
一
族
の
物
語
は
「
花
樟
」
を
巡
っ
て
い
る
こ
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と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

樟
木
は
、
台
湾
の
特
産
で
樟
脳
の
原
材
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
た
重
要

な
経
済
的
価
値
を
持
つ
植
物
で
も
あ
る
。「
花
樟
物
語
」
に
お
い
て
は
、樟
木
な
い
し

樟
脳
、
そ
れ
か
ら
「
花
樟
」
の
由
来
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

樟
樹
の
中
で
も
、
こ
の
狭
い
台
湾
島
に
密
生
し
て
ゐ
る
樟
樹
の
う
ち
、
芳
樟
と

牛
樟
と
二
種
類
が
あ
つ
て
、
樟
脳
に
す
る
に
は
芳
樟
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

牛
樟
に
は
脳
分
が
あ
ま
り
な
い
の
で
あ
る
。
台
湾
の
専
売
局
が
大
正
七
年
頃
か

ら
、
こ
の
芳
樟
の
殖
林
に
力
を
入
れ
は
じ
め
て
ゐ
る
の
で
、
一
方
、
牛
樟
の
方

は
、
天
然
に
平
地
近
く
に
も
老
樹
と
な
つ
て
残
つ
て
ゐ
る
の
が
多
く
あ
つ
た
。

多
分
津
軽
さ
ん
の
や
う
な
商
人
の
眼
が
、
こ
の
牛
樟
に
向
け
ら
れ
た
と
い
ふ
わ

け
で
あ
ら
う
。
脳
を
採
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
独
特
の
美
し
い
木
理
を
生
か
し

て
、
美
術
的
な
板
材
と
し
て
の
需
用
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
つ
た
。
木
材
を
板

に
挽
い
て
、
そ
の
木
理
を
生
か
す
為
の
材
料
に
な
つ
た
も
の
を
、「
花
樟
」
と
称

ぶ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。（「
花
樟
」
六
頁
）

こ
の
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
花
樟
」
と
い
う
名
称
は
、
牛
樟
か
ら
来
た
も
の

で
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
津
軽
の
よ
う
な
商
人
が
花
樟
と
命
名
し
た
。
こ
の

時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
第
一
次
欧
州
大
戦
の
影
響
で
世
界
市
場
の
不
景
気
が
現
れ
て
き

た
頃
で
あ
る④
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
「
花
樟
」
が
そ
の
よ
う
に
日
本
人
部
落
で
騒

が
れ
て
、
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

樟
脳
は
基
本
的
に
は
台
湾
殖
民
地

の
重
要
な
経
済
植
物
で
あ
り
、
そ
の
産
量
と
品
質
は
世
界
に
誇
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
樟
脳
は
、
台
湾
産
の
も
の
が
、
獨
逸
製
人
造
樟
脳
の
跋
扈
し
て
ゐ
る
世
界
市
場
へ
出

て
、
立
派
に
そ
の
需
要
量
を
勝
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
で
、
台
湾
特
産
品
と
い
ふ
よ
り

は
、
東
洋
の
一
つ
の
誇
り
に
な
つ
て
ゐ
た⑤
」。
ま
た
、「
樟
脳
」、「
樟
木
」
と
日
本
の

台
湾
植
民
地
政
策
と
の
関
係
に
遡
れ
ば
、「
樟
脳
」、「
樟
の
木
」
と
い
う
記
号
は
、
日

本
の
台
湾
植
民
地
政
策
、
特
に
日
本
の
「
理
番
」
政
策
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
だ
と

わ
か
る
。
樟
脳
が
セ
ル
ロ
イ
ド
（C

ellu
loid

）
の
原
料
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
代
に

は
、
歴
史
上
最
初
の
人
工
の
熱
可
塑
性
樹
脂
と
し
て
セ
ル
ロ
イ
ド
が
発
明
さ
れ
、
も

て
は
や
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
、
欧
米
諸
国
や
日
本
な
ど
の
工
業
国
家
に

お
い
て
、
セ
ル
ロ
イ
ド
は
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
樟
脳
は
、
重
要
な

製
薬
の
原
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
八
八
九
年
に
は
一
時
、
無
煙
火
薬
の
原
料
と
も

な
っ
て
い
た
。
日
本
領
台
以
前
、日
本
と
台
湾
と
は
、世
界
の
二
大
樟
脳
産
地
で
あ
っ

た
。
一
八
九
五
年
領
台
以
後
、
日
本
は
実
質
的
に
世
界
の
樟
脳
市
場
を
独
占
し
た
と

も
言
え
よ
う⑥
。
そ
の
た
め
、
日
本
が
領
台
し
た
当
年
、
一
八
九
五
年
一
〇
月
三
一
日

に
、
早
速
、「
官
有
林
野
及
樟
脳
製
造
業
取
締
規
則
」
を
発
布
し
、
樟
脳
原
料
の
樟
木

林
を
国
有
化
し
た
。
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
裏
づ
け
に
な
る
公
文
書
や
契
約
の
な
い

山
林
地
は
、
み
な
官
地
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
表
面
的
に
は
、

法
律
概
念
を
台
湾
に
も
た
ら
し
た
と
見
え
る
が
、
実
は
、
日
本
領
台
以
前
、
樟
脳
事

業
を
独
占
し
て
き
た
漢
民
族
を
排
除
し
た
だ
け
で
な
く
、樟
木
林
資
源
の
国
有
を「
合

法
化
」
し
た
の
で
あ
る⑦
。
樟
木
と
樟
脳
関
係
の
新
聞
報
道
は
台
湾
官
報
『
台
湾
日
日

新
報
』
が
創
刊
し
た
当
時
、
さ
っ
そ
く
現
れ
、
ま
た
、
樟
脳
専
売
に
至
る
ま
で
の
い

き
さ
つ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
総
督
府
が
い
か
に
こ
の
経
済
植
物
を
重
要
視
し
て
い

た
か
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る⑧
。

上
述
し
た
、
日
本
の
台
湾
領
有
以
後
の
樟
脳
の
経
済
価
値
の
変
遷
か
ら
み
れ
ば
、

在
台
の
月
給
取
り
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
経
済
価
値
の
高
い
樟
木
家
具
を
手
に
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
テ
タ
ス
」
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

殖
民
地
に
お
け
る
日
本
人
共
同
体
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
も
と
も
と
歴
然
と
し
て
い
た

た
め
、
そ
の
「
経
済
価
値
」
の
力
を
借
り
て
「
身
分
価
値
」
を
高
め
る
効
果
が
望
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
津
軽
の
よ
う
な
商
人
が
現
れ
、
経
済
価
値
の
よ
り

低
い
「
牛
樟
」
を
「
花
樟
」
と
い
う
華
や
か
な
名
称
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
人
共
同
体
に
お
け
る
上
述
し
た
心
理
構
造
の
弱
み
を
つ
き
と
め
て
、
暴
利
を
獲
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得
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「『
花
樟
』
は
ま
だ
装
飾
用
で
も
な
く
、
ま
た
「
家
具
と
し

て
の
実
用
で
も
な
い
」、
一
種
投
機
的
な
意
味
で
以
つ
て
、
異
郷
暮
ら
し
の
貯
金
帳
に

と
つ
て
代
わ
つ
た
や
う
な
入
り
方
で
、
中
流
所
の
月
給
と
り
の
家
々
に
配
り
つ
け
ら

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た⑨
」。

ま
た
、「
花
樟
」
商
人
が
台
湾
の
日
本
人
共
同
体
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
競
い
合
う

心
理
を
利
用
し
、
商
売
目
的
で
装
飾
用
で
も
な
い
実
用
的
で
も
な
い
も
の
を
、
台
湾

の
日
本
人
家
庭
に
売
り
付
け
る
実
況
は
、
前
田
家
の
近
所
の
主
婦
の
口
を
通
じ
て
、

次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

津
軽
さ
ん
か
ら
、
月
賦
払
ひ
で
買
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
事
を
、
何
方
の
お
宅
で

も
内
緒
に
な
さ
る
の
ね
。
私
の
家
ぢ
や
、
別
段
そ
ん
な
事
少
し
も
秘
密
に
は
な

り
ま
せ
ん
わ
ね
。

│
そ
れ
に
し
て
も
ね
、
私
お
か
し
い
思
ひ
ま
す
の
よ
。
こ

の
一
二
年
の
間
に
、
津
軽
さ
ん
み
た
い
な
「
花
樟
」
専
門
の
商
人
が
、
こ
の
台

湾
に
ど
れ
丈
け
殖
え
た
か
し
れ
ま
せ
ん
の
で
す
つ
て
ね
。
み
ん
な
お
役
所
へ
行

つ
て
主
人
連
中
に
売
り
込
ん
だ
さ
う
で
す
け
れ
ど
。

│
つ
ま
り
、
こ
の
方
が

ず
つ
と
有
利
で
す
つ
て
云
ふ
ん
で
す
よ
。内
地
へ
持
つ
て
帰
れ
ば
た
い
へ
ん
な
、

値
打
ち
で
す
か
ら
つ
て
ね
。
台
湾
生
活
十
年
以
上
に
な
る
人
で
、
こ
の
台
湾
特

産
の
花
樟
を
持
た
ず
に
内
地
へ
帰
っ
て
は
、
恥
で
す
よ
。

│
な
ん
て
津
軽
さ

ん
は
、
ま
る
で
保
険
の
官
給
す
る
み
た
い
な
こ
と
を
云
ふ
ん
で
す
っ
て
。
そ
れ

で
す
す
め
て
歩
い
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
」

（
傍
線
筆
者
、「
花
樟
」
四
頁
）

上
の
引
用
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
花
樟
」
の
よ
う
な
商
品
は
、
実
用
価
値
あ
る
い

は
経
済
価
値
よ
り
、
結
局
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
「
月
給
取
り
」
の
日
本
人
の
虚
栄

心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
誕
生
し
た
「
台
湾
特
産
」
で
あ
ろ
う
。「
花
樟
」
が
家
に
置

か
れ
る
た
め
前
田
家
の
み
す
ぼ
ら
し
さ
を
引
き
立
て
る
こ
と
は
、
長
女
八
重
が
台
北

か
ら
戻
っ
て
、
母
親
が
購
入
し
た
「
花
樟
」
道
具
を
見
た
と
た
ん
漏
ら
し
た
感
想
か

ら
う
か
が
え
る
。「
私
た
ち
の
家
つ
て
、
な
ん
て
、
暗
い
、
汚
ら
し
い
貧
乏
く
さ
い
も

の
な
ん
で
せ
う
。
な
ん
だ
か
私
は
、
今
は
じ
め
て
み
る
や
う
な
」
と
言
う
。
妹
龍
子

は
「
だ
つ
て
、
御
自
分
の
家
じ
や
あ
な
い
の⑩
」
と
言
っ
た
と
き
、
八
重
は
さ
ら
に
こ

の
よ
う
に
答
え
た
。「
自
分
の
家
で
な
け
れ
ば
、
他
人
の
家
な
ら
、
ど
ん
な
家
だ
つ

て
、
大
し
て
不
満
に
は
思
わ
な
い
わ
。
こ
ん
な
箪
笥
だ
つ
て
、
少
し
も
審
美
的
に
は
、

と
り
え
は
な
い
わ
。
無
作
法
な
成
金
好
み
よ
。
こ
の
家
に
は
い
よ
い
よ
お
か
し
な
も

の
だ
わ
。
ど
ぎ
つ
く
て････

⑪
」。
つ
ま
り
、「
花
樟
」
道
具
は
自
分
の
家
と
は
い
か
に

不
釣
合
い
で
あ
り
、
そ
し
て
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
現
し
て
い
る
の
か
が
う
か
が

い
知
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
花
樟
道
具
を
購
入
す
る
た
め
、
母
親
の
千
代
は
、

「
一
生
懸
命
に
お
仕
事
を
し
た
お
金
を
、
順
に
毎
月
払
ひ
込
ん
で
行
つ
て
、
二
十
ヶ
月

払
へ
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
。
成
金
趣
味
で
見
栄
え
を
望
む
と
い
う
植
民
地
暮
ら
し

の
「
月
給
取
り
」
の
日
本
人
心
理
の
一
側
面
が
う
か
が
え
る
。

３
．  

左
門
治
の
視
点

―
非
「
支
配
階
級
」
か
ら
み
る
台
湾
植
民
地
支
配

左
門
治
が
日
記
の
中
で
妻
千
代
が
花
樟
道
具
を
購
入
し
た
一
件
に
対
し
て
、
こ
の

よ
う
に
述
懐
し
た
。

な
れ
ど
、
妻
千
代
の
心
中
も
亦
可
憐
と
い
ふ
べ
し
。
彼
女
に
し
て
、
亦
そ
の
器

の
如
く
、
我
等
の
台
湾
生
活
よ
り
何
も
の
か
を
克
ち
得
ん
も
の
と
乞
ひ
希
ふ
も

の
な
る
べ
し
。（
中
略
）
看
よ
、
本
日
よ
り
わ
れ
が
清
潔
を
以
つ
て
誇
り
と
せ
し

家
の
内
に
、
陋
浅
に
し
て
毒
々
し
き
未
開
未
熟
の
作
品
入
り
来
ら
れ
る
を
。
一

瞥
の
瞬
間
に
し
て
、わ
れ
こ
の
家
具
類
の
嫌
悪
す
べ
き
甚
だ
し
き
な
る
を
感
ず
。

こ
れ
こ
そ
は
現
下
台
湾
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
象
徴
せ
る
も
の
な
り
と
謂
ふ
べ
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く
。
こ
の
事
を
も
し
妻
に
あ
か
ら
さ
ま
に
云
つ
て
、
そ
れ
難
詰
せ
ん
か
、
彼
女

は
即
座
に
答
へ
て
曰
ふ
べ
し
。『
せ
つ
か
く
の
台
湾
暮
ら
し
な
れ
ば
、何
物
か
を

得
て
、
内
地
土
産
と
し
た
し
』
と
。（
中
略
）
台
湾
未
だ
に
未
開
地
な
り
。
共
に

正
し
き
力
を
つ
く
し
て
こ
そ
幸
福
な
れ
。
急
ぎ
一
個
の
利
を
得
ん
と
て
、
実
の

青
き
を
構
は
ず
、
美
術
的
に
も
、
又
、
日
本
家
屋
に
と
つ
て
の
調
和
の
上
に
も
、

不
完
全
な
る
を
も
顧
ず
、
我
が
所
有
と
し
て
内
地
へ
持
ち
帰
ら
ん
と
す
。
現
下

の
こ
の
土
地
の
行
政
官
達
、
み
な
是
な
り
、
誰
れ
か
一
人
、
丹
心
を
留
取
す
る

な
ら
ん
や
。（「
花
樟
」
一
四
頁
）

上
記
の
左
門
治
の
心
中
か
ら
す
れ
ば
、
二
点
が
わ
か
る
。
一
つ
は
、「
花
樟
」
家
具
は

「
成
金
趣
味
」
で
そ
れ
を
欲
し
が
る
こ
と
は
、ま
さ
に
台
湾
の
行
政
官
に
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
左
門
治
か
ら
す
れ
ば
、「
花
樟
」
は
「
後
進
的
な
」
台
湾
を
象
徴

し
、「
聖
潔
」
を
誇
る
日
本
家
屋
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
左
門
治
が
台
湾
を
「
未
開
」

な
土
地
と
し
て
見
る
「
植
民
地
者
」
の
ま
な
ざ
し
が
「
花
樟
」
を
通
じ
て
、
反
映
さ

れ
て
い
る
。
左
門
治
の
考
え
は
、「
下
層
階
級
」
の
日
本
「
植
民
地
者
」
の
一
側
面
を

現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
級
官
吏
が
台
湾
と
い
う
土
地
か
ら
何
も
か
も
剥
奪
し
、

利
益
先
行
の
植
民
政
策
を
批
判
し
な
が
ら
、「
後
進
的
」、「
未
開
的
」
と
い
う
見
下
す

目
線
で
植
民
地
台
湾
を
見
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
土
地
を
向
上
さ
せ
、
開
発
さ
せ
る

こ
と
を
自
ら
の
よ
う
な
「
植
民
者
」
の
責
任
と
自
認
す
る
の
で
あ
る
。

一
九
一
五
年
に
起
こ
っ
た
「
タ
バ
ニ
事
件
」
と
い
う
抗
日
事
件
が
き
っ
か
け
で
、

左
門
治
が
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
原
因
も
上
述
し
た
よ
う
に
、「
植
民
地
台
湾
」
政
策
を

め
ぐ
っ
て
、
上
官
と
意
見
の
不
一
致
か
ら
き
た
の
で
あ
る
。
タ
バ
ニ
事
件
が
起
き
た

当
時
、
左
門
治
は
台
中
州
下
社
頭
公
学
校
長⑫
を
勤
め
て
い
た
が
、
公
学
校
は
「
台
湾

人
子
供
達
の
ト
ラ
ホ
ー
ム
、
梅
毒
性
湿
疹
は
い
よ
い
よ
こ
の
庄
内
に
蔓
延
」
と
い
う

状
態
に
落
ち
、「
州
に
請
求
せ
し
学
童
衛
生
用
具
は
い
ま
だ
来
ら
ず
、
求
め
ん
に
も
当

地
に
し
て
は
術
も
な
し⑬
」
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
巡
視
に
来
た
新
視
学
に
対
し
て
、
学

校
の
衛
生
設
備
を
要
求
し
た
が
、
視
学
が
「
阿
緱
廳
下
に
先
日
蜂
起
し
た
る
匪
徒
の

件
に
つ
き
、
台
湾
人
学
童
等
の
綴
方
に
緊
急
の
注
意
を
」
要
望
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
左
門
治
が
「
児
童
を
と
ほ
し
て
、
日
本
政
府
の
施
す
べ
き
は
、
自
愛
の
こ
の
一

路
な
ら
ず
や
、サ
ー
ベ
ル
政
治
は
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」
と
言
い
返
し
た
。
視

学
が
興
奮
し
て
、「
殖
民
地
に
あ
り
て
は
現
下
、
教
育
者
と
て
、
行
政
官
の
一
人
な

り
、
よ
く
こ
こ
ろ
得
ら
れ
よ⑭
」
と＊

マ
マ怒

っ
た
。

つ
ま
り
、
植
民
地
教
育
方
針
と
植
民
地
支
配
の
ど
ち
ら
か
優
先
さ
せ
る
べ
き
な
の

か
を
め
ぐ
る
論
争
と
も
言
え
よ
う
。
左
門
治
の
よ
う
な
「
理
想
主
義
者
」
で
、
そ
し

て
支
配
の
実
権
を
持
っ
て
い
な
い
「
下
級
階
層
」
は
、
厳
酷
な
植
民
地
の
不
穏
な
情

勢
に
直
面
す
る
と
き
、
そ
の
政
策
に
異
議
を
唱
え
た
と
し
て
も
、
敗
北
す
る
運
命
を

た
ど
る
の
も
必
然
的
な
結
果
と
言
え
よ
う
。
作
品
の
最
後
に
、
左
門
治
は
、
自
殺
を

持
っ
て
台
湾
植
民
地
政
策
と
そ
の
執
行
者
の
官
僚
へ
異
議
を
申
し
立
て
よ
う
と
し
た

が
、
千
代
に
気
付
か
れ
、
命
が
助
か
っ
た
。
そ
の
三
十
年
後
、
日
本
の
敗
戦
に
し
た

が
い
、
左
門
治
は
、「
い
よ
い
よ
三
十
幾
年
の
最
後
の
日
、
そ
の
台
湾
の
住
み
つ
く
し

た
土
地
を
発
つ
時
、
午
前
三
時
と
い
ふ
闇
の
中
に
、
出
発
命
令
の
信
号
が
鳴
り
渡
つ

た
。
リ
ユ
ツ
ク
サ
ツ
ク
一
個
に
す
ぼ
め
ら
れ
た
、
全
財
産
に
七
十
二
才
の
足
元
を
蹣

跚
か
せ
て
、
引
揚
者
の
、
蜿
蜒
た
る
行
列
の
中
に
身
を
入
れ
る
時
、
左
門
治
は
、
明

治
末
期
以
来
の
台
湾
生
活
に
か
け
た
愛
の
さ
せ
る
素
直
さ
で
、
只
々
、
こ
の
歴
史
の

厳
粛
さ
を
、泣
き
な
が
ら
歩
き
出
し
て
ゐ
た⑮
」。
左
門
治
の
日
本
植
民
地
支
配
の
実
況

へ
の
観
察
を
通
せ
ば
、
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
植
民
地
者
の
鏡
像
は
重
層
的
で
相
互
に

葛
藤
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
台
湾
、
そ
し
て
そ
こ
に
い
る
被
植
民
者
へ

の
感
情
の
振
幅
も
典
型
的
な
「
植
民
者
」
的
な
も
の
で
は
な
い
。
左
門
治
の
観
察
に

は
、
台
湾
に
お
け
る
植
民
者
社
会
に
め
っ
た
に
浮
上
し
な
い
中
下
層
階
級
の
声
を
浮

き
彫
り
し
、
ま
た
、
政
策
決
定
権
を
牛
耳
る
上
級
官
僚
以
外
の
、
在
台
日
本
人
の
植

民
地
政
策
へ
の
批
判
の
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
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４
．
結
び
に

左
門
治
の
「
花
樟
」、
そ
し
て
「
タ
バ
ニ
事
件
」
へ
の
批
判
は
、
暗
々
裏
に
日
本
の

台
湾
に
お
け
る
植
民
地
政
策
へ
向
け
た
批
判
と
も
言
え
よ
う
。「
樟
脳
」が
必
要
と
さ

れ
、
よ
り
多
く
樟
木
林
を
増
や
す
た
め
、「
原
住
民
」
を
そ
の
元
来
の
生
息
地
か
ら

追
っ
払
っ
た⑯
。
佐
久
間
左
馬
太
総
督
の
「
五
年
理
蕃
計
画
」
は
、
ま
さ
に
「
樟
脳
事

業
」
を
拡
張
す
る
た
め
の
経
済
要
素
に
左
右
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う⑰
。
ま
た
、
樟

木
を
介
し
て
、
行
わ
れ
た
「
経
済
搾
取
」
は
台
湾
の
住
民
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
植
民
地

者
」
の
下
層
階
級
に
も
及
ん
だ
。「
脳
分
」
の
少
な
く
、
経
済
価
値
の
少
な
い
「
牛

樟
」
は
「
花
樟
」
と
い
う
華
や
か
な
名
前
の
改
装
に
よ
っ
て
売
り
付
け
ら
れ
、「
二
十

カ
月
」
の
分
割
で
や
っ
と
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
る
。「
タ
バ
ニ
事
件
」
は
、八
百
人

以
上
の
無
差
別
の
死
刑
判
決
が
あ
ま
り
に
も
厳
酷
で
、
日
本
帝
国
議
会
も
そ
れ
に
対

し
て
注
意
し
た
。
こ
の
抗
日
事
件
は
、
後
に
一
九
三
〇
年
の
「
霧
社
事
件
」
を
除
い

て
、
漢
民
族
の
最
後
の
大
型
抗
日
武
力
事
件
と
い
わ
れ
、
そ
れ
以
後
の
台
湾
抗
日
運

動
路
線
を
変
更
さ
せ
た
。
一
九
二
〇
年
よ
り
文
化
協
会
の
「
社
会
運
動
」
は
「
武
力

蜂
起
」
を
放
棄
し
、「
社
会
改
革
」
と
い
う
「
温
和
的
」
な
抗
日
路
線
と
な
っ
た
。
ま

た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
も
言
え
る
。
た

と
え
ば
、台
湾
の
代
表
的
な
左
翼
文
学
者
・
楊
逵
の
出
世
作「
新
聞
配
達
夫
」（
一
九
三
四

年
）
で
は
「
タ
バ
ニ
事
件
」
に
お
け
る
蜂
起
者
へ
の
惨
殺
ぶ
り
、
そ
し
て
当
時
の
殺

伐
的
雰
囲
気
が
主
人
公
楊
君
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
て
い
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。「
平
地
蕃

人
」、「
総
督
府
模
範
竹
林
」（
一
九
三
〇
年
）
な
ど
台
湾
関
係
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

作
品
を
創
作
し
た
伊
藤
永
之
介
は
、「
模
範
竹
林
」
の
中
で
「
タ
バ
ニ
事
件
」
を
モ

チ
ー
フ
と
し
て
、後
の
台
湾
に
お
け
る
労
働
運
動
と
の
つ
な
が
り
を
描
い
て
見
せ
た
。

「
経
済
政
策
」
と
「
武
力
征
伐
」
と
い
う
植
民
地
政
策
へ
の
批
判
は
、左
門
治
の
台

湾
暮
ら
し
の
一
九
一
五
年
と
一
九
二
二
年
の
日
記
か
ら
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
、
日
本
の
敗
戦
の
直
後
、
直
ち
に
元
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

者
が
集
結
し
た
『
東
北
文
学
』
で
発
表
さ
れ
た
意
味
も
こ
れ
か
ら
探
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。
左
門
治
と
千
代
一
家
は
、「
植
民
地
」
の
日
本
人
共
同
体
の
「
下

層
階
級
」
に
属
し
な
が
ら
、つ
ね
に
辞
令
次
第
で
移
動
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

デ
ラ
シ
ネ
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
日
本
敗
戦
と
同
時
に
惨
憺
に
極
ま

る
「
引
揚
者
」
と
な
り
、「
内
地
」
に
戻
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
左
門
治
た
ち
の
居

候
に
よ
っ
て
、
長
女
八
重
夫
婦
の
仲
に
も
つ
れ
が
生
じ
て
し
ま
い
、
左
門
治
一
族
は
、

安
住
の
地
を
求
め
る
た
め
、
ふ
た
た
び
果
て
な
く
旅
を
続
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
強

い
ら
れ
た
。
こ
の
一
家
の
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
「
家
族
史
」
は
、
ま
さ
に
日
本
の

台
湾
に
お
け
る
「
植
民
地
史
」
の
縮
影
と
も
言
え
よ
う
。

注①　
河
原
功
「
解
説
」『
こ
と
づ
け
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、
三
頁
。

②　

タ
バ
ニ
事
件
は
一
九
一
五
年
に
台
湾
台
南
タ
バ
ニ
に
起
こ
っ
た
大
規
模
の
武
力
抗

日
事
件
で
あ
る
。
首
謀
者
余
清
芳
、羅
俊
と
江
定
は
「
西
来
庵
」
と
い
う
寺
を
拠
点
に

蜂
起
し
た
た
め
、「
西
来
庵
」
事
件
と
も
い
わ
れ
る
。
一
九
一
五
年
八
月
二
二
日
に
余

清
芳
が
逮
捕
さ
れ
、八
月
二
五
日
よ
り
臨
時
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
一
九
五
七
人
は
「
匪

徒
刑
罰
令
」
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
、そ
の
う
ち
一
四
一
三
人
が
起
訴
さ
れ
た
。
八
八
六

人
が
死
刑
の
判
決
を
受
け
、四
五
三
人
が
禁
錮
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
厳
罰
の
あ
ま

り
、
帝
国
議
会
の
注
意
を
受
け
て
、
九
五
人
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
後
、
残
り
の
死
刑

囚
は
有
期
禁
錮
と
な
っ
た
。（
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
）
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（
二
〇
一
〇

年
八
月
一
一
日
確
認
）。

③　

現
在
、
発
見
さ
れ
た
、
左
門
冶
と
千
代
を
主
人
公
と
す
る
「
花
樟
物
語
」
は
、
こ
の

三
作
の
み
で
あ
る
。
話
筋
の
発
展
と
作
中
に
お
け
る
時
間
の
設
定
は
、一
貫
し
て
い
る

の
で
、
本
文
は
、
こ
の
三
篇
の
作
品
を
「
三
部
作
」
と
し
て
命
名
し
、
論
じ
る
こ
と
に

し
て
い
る
。

④　

真
杉
静
枝
「
花
樟
」（『
東
北
文
学
』
一
九
四
六
年
三
月
〜
四
月
）、
五
〜
六
頁
。
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⑤　

同
前
、
六
頁
。

⑥　

林
満
紅
『
茶
、
糖
、
樟
脳
業
與
台
湾
社
会
経
済
変
遷
（
一
八
六
〇
〜
一
八
九
五
）』

（
聯
経
出
版
、
一
九
九
七
年
）、
三
三
頁
。

⑦　

藤
井
志
津
枝
『
理
蕃
』（
文
英
堂
、
一
九
九
七
年
）、
一
三
〜
一
九
頁
。

⑧　
「
樟
脳
専
売
瑣
談
」『
台
湾
日
日
新
報
』（
一
八
九
九
年
七
月
二
日
〜
八
月
三
日
）。

⑨　

同
前
。

⑩　

真
杉
静
枝
「
左
門
治
と
千
代
」『
東
北
文
学
』（
一
九
四
七
年
一
月
）、
七
四
頁
。

⑪　

同
前
。

⑫　

日
本
植
民
地
期
に
お
い
て
、
公
学
校
は
、
台
湾
人
児
童
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
国
民

義
務
教
育
を
受
け
さ
せ
る
学
校
で
あ
る
。
日
本
人
児
童
が
通
う
の
は
小
学
校
と
い
う
。

⑬　

真
杉
静
枝
「
左
門
治
と
千
代
」、
八
六
頁
。

⑭　

同
前
。

⑮　

真
杉
静
枝
「
老
脚
の
賦
」『
仇
ご
よ
み
』（
鏡
書
房
、
一
九
四
八
年
）、
四
三
頁
。

⑯　
「
蕃
族
物
産
」『
台
湾
日
日
新
報
』（
一
八
九
八
年
一
〇
月
一
二
日
）。

⑰　
「
五
年
理
蕃
計
画
」
は
一
九
一
〇
年
台
湾
総
督
府
の
制
定
さ
れ
た
台
湾
原
住
民
に
対

す
る
武
力
鎮
圧
の
行
動
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
五
年
ま
で
計
画
的

に
全
台
の
原
住
民
を
武
力
鎮
圧
し
帰
順
さ
せ
る
と
考
え
て
い
た
。し
か
し
最
初
の
征
伐

は
北
部
の
タ
イ
ヤ
ル
族
を
目
標
と
し
て
い
た
が
、そ
の
抵
抗
は
予
想
以
上
激
し
か
っ
た

た
め
、
計
画
と
お
り
、
行
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
一
四
年
の
「
タ
イ
ロ
コ
蕃
」
征

伐
は
、高
齢
七
〇
歳
の
総
督
佐
久
間
左
馬
太
が
自
ら
戦
場
に
向
か
い
指
揮
を
執
っ
て
い

た
。
征
伐
が
終
わ
り
、
佐
久
間
は
自
ら
天
皇
に
「
理
蕃
計
画
完
成
」
と
報
告
し
、
総
督

を
解
任
さ
れ
た
。
一
九
一
五
年
七
月
安
東
貞
美
が
就
任
し
、原
住
民
の
武
力
征
伐
政
策

を
取
り
や
め
た
。『
台
湾
大
百
科
全
書
』
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国
立
政
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大
学
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文
学
研
究
所
准
教
授
）


