
井
上
靖
「
楼
蘭
」
に
お
け
る
宿
命
観

―
〈
白
い
河
床
〉
の
象
徴
性
に
つ
い
て
―

劉

淙

淙

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
四
号

抜
刷



論

文

皇
學
館
論
叢

第
四
十
八
巻
第
四
号

平

成

二

十

七

年

八

月

十

日

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観

︱
︿
白
い
河
床
﹀
の
象
徴
性
に
つ
い
て
︱劉

淙

淙

□

要

旨

井
上
靖
の
西
域
小
説
の
系
列
の
中
で
︑
特
に
﹁
楼
蘭
﹂︵
昭
和
三
三
年
︶
は
大
変
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
︒
作
中
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
﹁
悲

運
﹂﹁
運
命
﹂﹁
宿
命
的
﹂﹁
宿
命
﹂
の
よ
う
な
言
葉
は
作
品
の
基
盤
を
な
し
︑
主
題
に
通
じ
る
︒
論
者
は
︑
作
品
に
描
か
れ
る
︿
白
い
河
床
﹀
の
原

型
は
西
域
に
お
け
る
ア
ル
カ
リ
性
の
土
地
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑
先
行
の
研
究
を
検
証
し
な
が
ら
︑
詩
﹁
猟
銃
﹂﹁
漆
胡
樽
﹂︵
詩
集
﹃
北

国
﹄
所
収
︑
昭
和
三
三
年
︶
と
小
説
﹁
楼
蘭
﹂
と
を
比
較
す
る
︒
作
品
﹁
楼
蘭
﹂
に
見
え
る
︿
白
い
河
床
﹀
に
は
楼
蘭
と
い
う
国
家
の
歴
史
に
刻

ま
れ
た
廃
墟
の
イ
メ
ー
ジ
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
特
に
︑
本
稿
で
は
︑﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
︿
白
い
河
床
﹀
の
象
徴
性
に
つ
い
て

論
じ
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

井
上
靖

楼
蘭

ロ
ブ
湖

宿
命
観

白
い
河
床
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は

じ

め

に

﹁
楼
蘭
﹂︵﹃
文
芸
春
秋
﹄
昭
和
三
三
年
七
月
︶
は
井
上
靖
が
西
域
を
題
材
に
し
た
最
初
の
小
説
で
あ
る
︒
後
︑
昭
和
三
四
年
﹁
敦
煌
﹂
と

共
に
毎
日
芸
術
大
賞
を
受
賞
し
た
︒
作
品
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
冒
険
家
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
博
士
が
書
い
た
﹃
彷
徨
へ
る
湖
﹄︵
ロ
ブ
·

ノ
ー
ル
︶
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
︑﹃
漢
書
﹄﹃
史
記
﹄﹃
大
唐
西
域
記
﹄
な
ど
の
資
料
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
る
︒
大
国
の
漢
と

匈
奴
と
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
弱
小
国
楼
蘭
は
︑
曾
て
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
東
西
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
︒
紀
元
前
七
七
年
に
︑
楼
蘭
国
民

は
匈
奴
の
劫
掠
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
住
み
慣
れ
た
ロ
ブ
湖
畔
の
城
邑
か
ら
新
し
い
都
城
︵
扜う

泥で
い

城
︶
に
移
り
︑
漢
の
庇
護
下
に
入
っ
た
︒

新
し
い
国
家
は
鄯
善
と
呼
ば
れ
た
が
︑
四
～
五
世
紀
頃
︑
ロ
ブ
湖
も
楼
蘭
も
鄯
善
も
砂
漠
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
︒

井
上
靖
の
﹁
闘
牛
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
昭
和
二
四
年
一
二
月
︶
は
昭
和
二
五
年
︑
第
二
二
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
︑
文
壇
的
デ
ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
︒

お
も
し
ろ
い
の
は
受
賞
外
れ
の
﹁
猟
銃
﹂︵﹃
文
學
界
﹄
同
年
一
〇
月
︒
第
二
二
回
芥
川
賞
候
補
︶
の
中
に
出
た
︿
白
い
河
床
﹀
と
い
う
言
葉
が
︑

長
谷
川
泉
氏
を
初
め
数
多
く
の
学
者
達
に
井
上
靖
の
生
涯
の
心
象
風
景
と
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
小
説
﹁
猟
銃
﹂
の
冒
頭
部
分
で
︑﹁
そ

ん
な
時
き
ま
っ
て
私
の
瞼
の
中
で
︑
猟
人
の
背
景
を
な
す
も
の
は
︑
初
冬
の
天
城
の
冷
た
い
背
景
で
は
な
く
︑
ど
こ
か
落
莫
と
し
た
白
い

河
床
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
︒
そ
れ
に
︑
小
説
の
終
わ
り
で
︑﹁
私
は
両
手
を
窓
枠
に
お
く
と
︑
な
ぜ
と
も
な
く
︑
そ
こ
が
三
杉
の
所
謂
彼

の
﹁
白
い
河
床
﹂
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
︑
暫
く
︑
窓
の
下
の
樹
立
の
茂
っ
て
い
る
狭
い
中
庭
の
闇
を
覗
き
込
ん
で
い
た
﹂
と
あ
る
︒

長
谷
川
泉
氏
は
︑
井
上
靖
が
歴
史
を
眺
め
る
心
象
の
原
点
は
﹁
落
莫
た
る
白
い
河
床
﹂
︵
注
１
︶で

あ
る
と
い
う
︒
福
田
宏
年
氏
も
︿
白
い
河
床
﹀

に
注
目
し
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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近
代
的
意
識
で
言
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
も
ち
が
う
︒
ま
た
仏
教
的
な
無
常
観
と
も
ち
が
う
︒
人
生
に
対
す
る
︑
単
に
退
嬰
的
な
諦
念
と

も
ま
た
ち
が
う
︒
そ
れ
ら
す
べ
て
と
か
か
わ
り
合
う
︑
一
種
の
深
く
沈
潜
し
た
運
命
観
と
も
言
っ
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の

﹁
白
い
河
床
﹂
が
︑
井
上
靖
文
学
の
ポ
エ
ジ
ー
を
支
え
る
核
で
あ
り
︑
こ
れ
が
次
第
に
発
展
し
て
︑﹃
あ
る
偽
作
家
の
生
涯
﹄﹃
澄
賢

房
覚
書
﹄︑
さ
ら
に
歴
史
小
説
の
﹃
楼
蘭
﹄
や
﹃
敦
煌
﹄
の
世
界
に
広
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
︵
注
２
︶

右
の
文
中
の
﹁
一
種
の
深
く
沈
潜
し
た
運
命
観
﹂
に
つ
い
て
︑
福
田
宏
年
氏
は
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
小
川
和
祐
氏
は
詩
の
角
度
か
ら
︿
白
い
河
床
﹀
を
見
る
︒﹁
運
命
さ
だ
め

？

さ
な
り
︑
あ
ゝ

わ
れ
ら
自
ら
孤こ

寂せ
き

な
る
発
光
体
な
り
！

白
き
外
部
世
界
な
り
﹂

伊
東
静
雄
の
﹁
八
月
の
石
に
す
が
り
て
﹂
と
い
う
︑
こ
の
詩
か
ら
井
上
靖
は
︑﹁
苛
烈
な
夢
と
孤
独
に
堪
え

て
生
き
た
精
神
﹂
に
﹁
深
い
衝
撃
﹂
を
受
け
て
︑
そ
こ
に
︑
な
に
も
の
か
の
﹁
文
学
精
神
﹂
を
発
見
し
た
︒
つ
ま
り
︑
小
川
和
祐
氏
は
﹁
八

月
の
石
に
す
が
り
て
﹂
は
︑︿
白
い
河
床
﹀
の
雛
形
と
な
っ
た
と
い
う
︵
注
３
︶︒

も
と
も
と
︑
井
上
文
学
の
基
幹
に
は
︑
室
生
犀
星
︑
萩
原
朔
太
郎
︑

三
好
達
治
ら
の
影
響
を
受
け
て
詩
作
を
始
め
た
と
い
う
大
岡
信
氏
︵
注
４
︶ら

の
論
文
が
あ
る
︒

本
論
で
は
︑
井
上
靖
の
散
文
詩
︑
紀
行
文
な
ど
を
含
め
て
︑
西
域
小
説
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
︿
白
い
河
床
﹀
の
象
徴
性
を
考
察
し
て

み
る
︒

一

﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
引
用
文
の
傍
線
は
筆
者
︒
以
下
同
じ
︶

作
中
の
﹁
悲
運
﹂﹁
運
命
﹂﹁
宿
命
的
﹂﹁
宿
命
﹂
の
よ
う
な
言
葉
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
支
え
︑
主
題
に
通
じ
る
︒
以
下
︑
作
品
を
四
つ
の

部
分
に
分
け
て
そ
の
因
果
関
係
を
考
察
し
て
み
る
︒
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︿
１
﹀
悲
運

西
暦
紀
元
前
七
七
年
秋
︑
故
王
安
帰
は
殺
さ
れ
︑
そ
の
弟
で
新
し
い
王
と
な
っ
た
尉
屠
耆
を
迎
え
た
群
衆
の
中
で
︑
少
年
と
老
婆
は
﹁
河

竜
を
売
る
な
﹂﹁
楼
蘭
を
離
れ
る
こ
と
は
︑
死
を
意
味
す
る
﹂
と
叫
ん
だ
︒
楼
蘭
国
の
民
意
は
二
人
の
声
に
代
表
さ
れ
る
︒
漢
の
管
轄
範

囲
と
楼
蘭
の
距
離
の
た
め
︑
尉
屠
耆
は
楼
蘭
の
名
が
鄯
善
に
変
わ
り
︑
扜う

泥で
い

城
へ
遷
都
す
る
こ
と
に
し
た
︒
だ
が
︑
楼
蘭
か
ら
離
れ
る
前
︑

安
帰
の
未
亡
人
は
服
毒
し
自
殺
し
た
︒
彼
女
の
自
殺
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
の
議
論
が
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
そ
の
自
殺
の
原
因
と

し
て
の
﹁
悲
運
﹂
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
出
た
︒

あ
る
者
は
故
王
の
悲
運
に
対
す
る
悲
歎
の
余
り
で
あ
る
と
言
い
︑
あ
る
者
は
故
王
の
墓
場
の
あ
る
こ
の
楼
蘭
の
地
を
離
れ
る
こ
と
の

悲
し
さ
の
た
め
だ
と
言
っ
た
︒
不
思
議
に
彼
女
の
死
は
国
人
の
だ
れ
で
も
素
直
に
受
け
取
ら
れ
た
︒︵
第
二
章
︶

｢素
直
に
受
け
取
ら
れ
た
﹂

即
ち
︑
皆
は
王
女
の
死
ぬ
こ
と
が
十
分
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
彼
女
と
同
じ
気
持
ち
を
持

ち
︑
国
民
は
同
じ
順
良
な
態
度
を
取
り
な
が
ら
︑
故
国
を
捨
て
去
っ
た
︒
新
王
︵
尉
屠
耆
︶
は
王
族
と
重
臣
を
集
め
て
会
議
を
行
な
っ
た
︒

結
局
︑
暫
く
漢
の
命
令
に
服
し
︑
楼
蘭
の
城
邑
を
捨
て
て
︑
南
方
に
新
し
い
国
を
作
っ
て
︑
漢
の
保
護
の
も
と
に
国
力
を
充
実
し
て
か
ら
︑

機
会
を
伺
っ
て
も
う
一
度
楼
蘭
へ
帰
る
と
い
う
決
定
が
出
た
︒

︿
２
﹀
運
命

作
品
の
第
三
章
で
︑
遷
都
し
た
鄯
善
の
国
民
は
昔
の
先
祖
達
の
生
活
や
︑
楼
蘭
や
ロ
ブ
湖
の
名
を
口
と
耳
に
し
な
い
日
は
な
か
っ
た
︒

︵
ロ
ブ
湖
が
︒
筆
者
注
︶
塩
を
含
ん
だ
水
や
︑
塩
を
含
ん
だ
砂
と
い
う
も
の
で
さ
え
想
像
も
で
き
な
い
︒
に
も
拘
ら
ず
︑
た
だ
自
分

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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た
ち
が
い
つ
か
は
そ
こ
へ
戻
り
︑
そ
こ
の
美
し
い
城
邑
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
知
っ
て
い
た
︒
彼
等
は

そ
れ
が
自
分
た
ち
の
種
族
の
持
つ
神
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
た
運
命
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
固
く
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
た
︒︵
第
三
章
︶

長
時
間
に
わ
た
っ
て
鄯
善
人
は
︑
匈
奴
の
殺
掠
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
数
百
年
後
︑
鄯
善
で
育
っ
た
少
年
達
は
故
郷
が
い
か
な

る
と
こ
ろ
か
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
が
︑
百
名
ほ
ど
の
男
た
ち
の
一
団
が
︑
ほ
ぼ
人
数
と
同
数
の
駱
駝
を
連
れ
て
︑
楼
蘭
へ
出
発
し
た
︒

ま
た
︑
鄯
善
王
は
二
千
の
国
兵
を
率
い
て
故
地
を
奪
還
し
よ
う
と
し
た
が
︑
惨
澹
た
る
敗
北
に
終
っ
た
︒

︿
３
﹀
宿
命
的

明
帝
永
平
一
六
年
︵
西
歴
七
三
年
︶︑
漢
の
武
将
・
班
超
達
は
鄯
善
に
派
遣
さ
れ
た
際
︑
部
下
た
ち
を
率
い
︑
風
上
か
ら
火
を
放
ち
︑
北

匈
奴
使
節
の
宿
営
地
へ
夜
襲
を
か
け
た
︒
翌
朝
班
超
は
鄯
善
王
を
招
き
︑
匈
奴
使
節
の
首
を
見
せ
た
︒
鄯
善
王
の
広
は
驚
愕
し
︑
こ
の
蠻

勇
に
恐
怖
し
て
︑
即
刻
に
漢
に
降
服
し
た
︒

永
平
一
八
年
︵
西
歴
七
五
年
︶
に
匈
奴
は
二
万
の
大
軍
を
率
い
て
︑
西
域
奪
還
の
挙
に
出
て
来
た
︒
こ
こ
に
於
い
て
漢
と
匈
奴
の
間

に
は
︑
こ
れ
か
ら
班
超
の
一
生
を
か
け
た
長
い
宿
命
的
な
闘
争
が
繰
り
展
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒︵
第
四
章
︶

漢
の
明
帝
が
崩
御
す
る
と
︑
西
域
諸
国
が
一
斉
蜂
起
し
た
︒
北
匈
奴
単
于
は
二
万
大
軍
を
率
い
て
車
師
︵
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ル

フ
ァ
ン
︶
を
侵
攻
し
た
︒
こ
れ
に
乗
じ
て
焉
耆
国
︵
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

バ
イ
ン
ゴ
リ
ン
・
モ
ン
ゴ
ル
︶
は
漢
に
叛
い
て
︑
漢
の
勢
力
を
摧

破
す
る
こ
と
を
企
て
た
︒
や
が
て
︑
章
帝
も
一
時
西
域
経
営
を
中
止
し
て
︑
班
超
を
召
還
し
た
︒
こ
れ
か
ら
︑
新
た
に
皇
帝
と
な
っ
た
三

代
皇
帝
は
西
域
を
抛
棄
し
ょ
う
と
し
た
︒
折
角
の
功
業
を
一
旦
は
廃
棄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
班
超
の
一
生
の
悪
戦
苦
闘
も
無
に
帰
し
た
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の
で
あ
る
︒

︿
４
﹀
宿
命

最
後
の
結
果
と
し
て
の
﹁
宿
命
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
同
じ
第
四
章
に
あ
る
︒
永
元
一
四
年
︵
西
暦
一
〇
二
年
︶
に
半
生
を
費
や
し
て
西

域
で
兵
馬
倥
偬
の
生
活
を
過
ご
し
て
老
い
た
班
超
は
︑
や
っ
と
洛
陽
に
帰
っ
た
︒
漢
の
安
帝
は
︑﹁
西
域
の
道
遠
く
且
は
険
阻
で
あ
る
こ

と
︑
胡
族
の
叛
服
常
な
ら
ぬ
こ
と
︑
西
域
派
遣
軍
の
費
用
莫
大
な
る
こ
と
﹂
こ
の
三
つ
の
理
由
に
依
っ
て
︑
永
初
元
年
︵
西
暦
一
〇
七
年
︶

に
西
域
を
放
棄
し
た
︒

鄯
善
国
は
匈
奴
の
間
に
あ
っ
て
︑
常
に
匈
奴
に
劫
掠
さ
れ
︑
漢
が
西
域
に
は
い
っ
て
来
る
と
︑
い
つ
も
い
ち
早
く
漢
を
頼
っ
た
︒
併

し
︑
や
が
て
ま
た
そ
れ
は
漢
に
裏
切
ら
れ
る
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
鄯
善
国
の
持
つ
宿
命
と
し
て
︑
こ
う
し
た
こ
と
が
︑

今
ま
で
繰
り
替
え
さ
れ
た
よ
う
に
︑
ま
た
そ
れ
か
ら
も
繰
り
替
え
さ
れ
て
行
っ
た
︒︵
第
四
章
︶

楼
蘭
と
い
う
国
の
地
理
環
境
は
﹁
楼
蘭
か
ら
道
を
南
に
と
る
と
︑
且
末
︑
于
闐
︑
莎
車
︑
疏
勒
の
国
々
が
あ
っ
て
︑
月
氏
に
通
じ
︑
道

を
北
に
と
る
と
︑
姑
師
︑
焉
耆
︑
輪
台
︑
龜
茲
の
国
々
を
経
て
︑
烏
孫
︑
大
宛
の
国
々
に
至
る
︒
従
っ
て
︑
楼
蘭
は
南
道
を
取
る
に
し
て

も
︑
北
道
を
取
る
に
し
て
も
︑
中
国
か
ら
西
域
諸
国
に
行
く
に
は
︑
ど
う
し
て
も
︑
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
道
に
あ
﹂
り
︑
極
め
て
重

要
な
軍
事
的
︑
政
治
的
な
意
味
が
あ
っ
た
︒

漢
の
勢
威
は
何
百
年
間
︑
何
回
目
か
に
西
域
諸
国
に
及
ん
だ
︒
し
か
し
︑
時
代
が
変
わ
る
と
漢
の
支
配
者
の
思
考
に
よ
っ
て
︑
西
域
経

営
へ
の
情
熱
が
冷
め
る
と
︑
そ
の
代
わ
り
に
︑
匈
奴
が
大
挙
に
侵
略
し
て
来
る
の
で
あ
る
︒
故
に
小
説
中
の
楼
蘭
王
は
︑
漢
と
匈
奴
の
間

の
板
挟
み
と
な
る
立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
︑﹁
小
国
は
大
国
の
間
に
あ
り
︑
両
属
せ
ね
ば
安
ん
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
﹂
と
言
っ
た
︒

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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第
二
章
で
︑
楼
蘭
の
少
年
と
老
婆
は
﹁
河
竜
を
売
る
な
﹂︑﹁
楼
蘭
を
離
れ
る
こ
と
は
︑
死
を
意
味
す
る
﹂
と
叫
ん
だ
が
︑
典
拠
﹃
史
記
﹄

や
﹃
漢
書
﹄
な
ど
に
は
︑
楼
蘭
に
関
す
る
記
録
は
ご
く
僅
か
な
部
分
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
明
ら
か
に
︑
こ
の
台
詞
は
井
上
靖

自
身
の
想
像
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
悲
運
﹂﹁
運
命
﹂﹁
宿
命
的
﹂﹁
宿
命
﹂
と
い
う
言
葉
に
支
え
ら
れ
て
︑
作
品
﹁
楼
蘭
﹂
は
国
の
特
色
と
し
て
の
悲
劇
を

構
築
し
て
い
る
と
言
う
︒

二
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
︿
白
い
河
床
﹀

﹁
楼
蘭
﹂
の
第
二
章
で
︑
楼
蘭
人
は
や
む
を
得
ず
故
国
を
離
れ
る
前
に
︑
集
団
で
ロ
ブ
湖
畔
や
タ
リ
ム
と
そ
の
支
流
や
︑
蘆
の
沢
や
﹁
白

い
河
床
の
露
出
し
て
い
る
乾
河
道
﹂
や
︑
水
に
関
係
の
あ
る
場
所
で
︑
何
回
か
祭
壇
を
設
け
︑
ロ
ブ
湖
の
神
・
河
竜
に
祈
り
を
捧
げ
た
︒

彼
ら
は
︑
何
回
か
ロ
ブ
湖
を
見
て
も
名
残
は
尽
き
な
い
︒

そ
れ
に
︑
小
説
最
終
章
で
楼
蘭
の
荒
涼
た
る
光
景
を
描
い
て
い
る
︒﹁
白
く
乾
い
た
砂
の
道
が
帯
の
よ
う
に
拡
が
っ
て
い
る
だ
け
で
︑

ど
こ
に
も
湖
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
表
現
が
出
て
き
た
︒
ロ
ブ
湖
は
中
国
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
︑
タ
リ
ム
盆
地
東
部

の
塩
湖
︒
タ
リ
ム
川
な
ど
の
流
路
や
砂
丘
の
変
化
で
位
置
や
形
が
変
わ
り
︑
現
在
は
水
が
な
い
︒
北
東
に
楼
蘭
の
遺
跡
が
あ
る
︒
か
つ
て

の
青
い
海
の
よ
う
な
ロ
ブ
湖
は
姿
を
消
し
︑
楼
蘭
は
全
く
砂
漠
の
た
だ
中
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

同
じ
ロ
ブ
湖
の
涸
れ
た
塩
水
の
痕
跡
が
分
か
れ
て
︑﹁
白
く
乾
い
た
砂
の
道
﹂
と
は
︿
白
い
河
床
﹀
の
変
形
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
る
︒
こ
こ
で
の
︿
白
い
河
床
﹀
や
﹁
白
く
乾
い
た
砂
の
道
﹂
は
︑
文
明
の
跡
︑
生
命
の
跡
を
象
徴
す
る
だ
ろ
う
︒
ロ
ブ
湖
は
一
滴
の

水
も
な
く
乾
い
た
白
い
ア
ル
カ
リ
を
含
ん
だ
土
壌
に
な
っ
た
︒
白
い
ア
ル
カ
リ
性
の
土
壌
は
︑
西
域
に
よ
く
あ
る
普
通
の
乾
い
た
風
景
で
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あ
る
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
若
い
頃
か
ら
作
家
の
心
に
強
く
印
象
を
与
え
た
心
象
風
景
と
思
わ
れ
る
︒

新
装
版
﹁
楼
蘭
﹂
の
あ
と
が
き
の
中
に
︑
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

こ
の
作
品
を
発
表
し
て
か
ら
︑
い
つ
か
二
十
七
年
と
い
う
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
が
︑
中
国
の
招
き
に
よ
っ
て
︑
今
年
の
九
月
︑
へ

デ
ィ
ン
︑
わ
が
大
谷
探
検
隊
以
来
の
最
初
の
外
国
人
と
し
て
︑
楼
蘭
の
故
地
に
立
た
せ
て
貰
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
空
々
漠
々
た

る
沙
の
拡
が
り
の
上
に
立
つ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
大
き
い
天
の
拡
が
り
を
仰
い
で
来
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
私
の
﹃
楼

蘭
﹄
は
︑
そ
の
時
本
当
の
意
味
で
完
成
す
る
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
︵
注
５
︶︒

井
上
靖
が
楼
蘭
の
跡
に
立
っ
た
あ
の
時
︑
や
は
り
眼
に
し
た
の
は
天
地
の
間
に
﹁
空
々
漠
々
﹂
の
沙
の
上
に
あ
る
限
り
な
い
大
空
で

あ
っ
た
︒
川
は
人
類
文
明
の
揺
籃
で
あ
る
︒
黄
河
文
明
︑
イ
ン
ド
文
明
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
川
の
ほ
と
り
で
発
生

し
︑
発
展
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
い
つ
か
川
は
涸
れ
て
し
ま
う
︒
す
べ
て
の
生
命
と
文
明
は
川
の
河
床
と
両
側
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
︒

す
べ
て
の
躍
動
し
て
い
た
も
の
は
無
に
帰
し
て
し
ま
う
︒
涸
れ
た
白
い
河
床
は
生
命
文
明
の
墓
場
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ

は
︑
す
べ
て
の
も
の
が
繁
栄
し
て
い
た
文
明
の
宿
命
な
の
か
と
︑
作
者
は
枯
れ
た
川
の
ほ
と
り
に
立
っ
て
蒼
天
に
問
う
︒

作
品
成
立
当
時
の
昭
和
三
三
年
︑
ロ
ブ
湖
は
す
で
に
涸
れ
つ
つ
あ
り
︑
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
小
説
﹁
楼
蘭
﹂
の
第
二
章
で
︑

﹁
風
が
吹
き
荒
れ
た
た
め
も
あ
っ
た
が
︑
築
地
は
崩
れ
︑
路
地
に
は
灰
の
よ
う
な
砂
が
積
も
っ
た
︒
そ
し
て
城
邑
全
体
が
廃
墟
の
相
を
帯

び
て
色
褪
せ
て
見
え
た
﹂
楼
蘭
の
人
々
は
︑
故
郷
か
ら
離
れ
る
代
わ
り
に
︑
国
を
漢
の
軍
事
要
塞
と
し
た
︒
無
論
︑
こ
の
行
為
は
﹁
河
竜
﹂

を
売
っ
た
こ
と
と
等
し
い
︒
全
作
品
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
こ
で
人
類
と
大
自
然
の
調
和
が
崩
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
タ
リ
ム
河
の
水
資

源
は
︑
無
残
に
乱
用
さ
れ
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
上
流
で
ダ
ム
を
造
っ
た
こ
と
が
原
因
か
︑
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
︑
ロ
ブ
湖
は
完
全

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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に
涸
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

｢楼
蘭
﹂
の
第
四
章
で
︑
楼
蘭
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
鄯
善
の
若
者
達
は
︑
砂
に
埋
め
ら
れ
た
楼
蘭
国
で
︑
昼
と
な
く
︑
夜
と
な

く
三
日
三
晩
の
間
﹁
砂
塵
で
天
地
は
暗
く
な
り
︑
視
界
は
全
く
利
か
な
い
﹂
環
境
下
で
︑
正
体
不
明
の
侵
入
者
と
戦
い
︑﹁
何
百
と
い
う

馬
の
い
な
な
き
と
駱
駝
の
悲
痛
な
叫
び
﹂
が
起
り
︑
人
間
も
城
壁
さ
え
も
が
﹁
砂
の
た
め
に
半
分
の
高
さ
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
大
自
然
の

恐こ

怖わ

さ
を
味
わ
っ
た
︒
夜
に
な
る
と
︑
風
の
怒
号
の
中
に
﹁
ロ
ブ
湖
の
怒
っ
た
波
の
叫
び
﹂
さ
え
も
が
耳
に
入
っ
た
︒
彼
等
は
こ
の
天
地

晦
冥
の
惨
状
が
起
こ
っ
た
原
因
は
ロ
ブ
湖
の
神
・﹁
河
竜
は
怒
っ
て
い
る
﹂
と
考
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
五
分
の
一
の
生
き
残
り
の
人
々

は
今
度
の
体
験
が
﹁
沙
漠
の
魔
物
の
仕
業
﹂
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
︒

こ
こ
で
︑
ロ
ブ
湖
の
河
竜
︑
即
ち
絶
対
的
な
自
然
の
力
が
人
間
の
愚
行
に
怒
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
自
然
の

力
と
は
︑
塩
分
の
濃
い
湖
が
持
っ
て
い
る
力
で
も
あ
る
︒
こ
の
力
の
源
は
︑
楼
蘭
の
人
々
の
神
で
も
あ
る
河
竜
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒

篠
田
一
士
氏
と
辻
邦
夫
氏
と
の
対
談
の
中
で
︑
井
上
靖
は
﹁
川
だ
け
は
丹
念
に
み
え
て
い
ま
す
︒
川
が
好
き
な
ん
で
す
﹂
と
言
っ
た
︒

ま
た
︑﹁
史
実
に
よ
っ
て
間
違
い
な
く
書
こ
う
な
ん
て
い
う
こ
と
と
は
ま
る
で
違
っ
て
︑
自
分
の
持
っ
て
い
る
川
を
つ
か
み
だ
そ
う
と
す

る
﹂
︵
注
６
︶と

言
い
︑
続
け
て
︑
彼
は
ヘ
ル
マ
ン
ド
川
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
南
部
の
流
域
に
一
番
廃
墟
が
多
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
︒

ヘ
ル
マ
ン
ド
川
は
ず
っ
と
南
の
マ
ル
ゴ
沙
漠
を
流
れ
る
︒
酷
い
砂
嵐
が
原
因
で
度
々
流
れ
を
変
え
る
た
め
︑
数
多
く
の
町
や
村
が
無
人

に
な
り
︑
廃
墟
と
化
し
て
し
ま
っ
た
︒
ヘ
ル
マ
ン
ド
付
近
の
遺
跡
は
戦
争
で
壊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
た
だ
︑
水
即
ち
生
命
の
源
か
ら

離
れ
た
た
め
に
︑
楼
蘭
の
よ
う
に
砂
嵐
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

︿
白
い
河
床
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
一
面
に
﹁
川
﹂︑
一
面
に
﹁
道
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
は
守
屋
ひ
か
る
氏
の
指
摘
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
氏
は
︑
井
上
靖
の
小
説
﹁
傍
観
者
﹂︵﹃
小
説
新
潮
﹄
昭
和
二
六
年
五
月
号
︶
に
お
い
て
は
︑

主
人
公
の
心
象
は
﹁
一
滴
の
水
も
な
い
磧
と
い
っ
た
方
が
い
い
﹂
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
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ま
た
︑﹁
川
﹂
で
は
な
く
︑﹁
水
の
涸
れ
た
河
の
道
﹂
の
﹁
道
﹂
は
﹁
一
筋
の
磧
﹂
と
ほ
ぼ
同
義
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
︒
更
に
︑
守
屋
ひ

か
る
氏
は
︑
井
上
靖
の
作
品
に
﹁
今
ま
で
荒
涼
と
し
た
磧
を
歩
き
続
け
て
来
た
速
水
﹂︵﹁
黯
い
潮
﹂﹃
文
藝
春
秋
﹄
昭
和
二
五
年
七
月
号
〜
一

〇
月
号
︶︑﹁
磧
の
よ
う
な
殺
風
景
な
荒
れ
た
白
さ
﹂︵﹁
山
の
湖
﹂﹃
女
性
改
造
﹄
昭
和
二
六
年
四
月
号
〜
六
月
号
︶
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
︒
こ
の

よ
う
な
﹁
磧
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
そ
の
他
の
初
期
作
品
の
中
に
も
出
る
と
述
べ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
猟
銃
﹂︵
前
出
︶︑
そ
し
て
﹁
傍
観
者
﹂

︵
前
出
︶﹁
黯
い
潮
﹂︵
前
出
︶
の
登
場
人
物
の
共
通
点
は
︑
死
者
に
対
す
る
哀
傷
の
念
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
︒
同
氏
は
﹁
山

の
湖
﹂
は
︑
過
去
の
体
験
を
現
在
ま
で
引
き
ず
り
︑
そ
の
主
人
公
の
虚
し
さ
が
︑﹁
磧
﹂
即
ち
︿
白
い
河
床
﹀
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
︒
守
屋
ひ
か
る
氏
は
﹃
静
岡
大
正
風
土
記
﹄﹃
新
狩
野
川
紀
行
﹄﹃
狩
野
川

︱

そ
の
風
土
と
文
化

︱
﹄
な
ど
の
資
料
を

調
査
し
な
が
ら
︑
井
上
靖
が
育
て
ら
れ
た
伊
豆
当
地
の
狩
野
川
に
は
嘗
て
周
期
的
に
乾
い
た
記
録
が
な
い
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
︒

要
す
る
に
︿
白
い
河
床
﹀
の
原
型
は
直
接
に
狩
野
川
だ
と
考
え
る
の
は
難
し
い
︒
守
屋
ひ
か
る
氏
は
︑︿
白
い
河
床
﹀
は
﹁
磧
﹂
の
変
形

で
あ
り
︑
ま
た
︑�
賽
の
川
原
�
と
い
う
民
間
信
仰
か
ら
の
連
想
で
あ
り
︑﹁
死
﹂
に
対
し
て
の
意
識
が
非
常
に
大
き
い
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
︵
注
７
︶︒

青
い
ロ
ブ
湖
は
︑
楼
蘭
の
生
活
の
保
障
で
あ
る
︒
民
は
﹁
農
耕
と
遊
牧
と
︑
ロ
ブ
湖
に
依
る
採
塩
と
漁
業
と
で
生
活
し
て
い
た
﹂
の
で

あ
り
︑﹁
楼
蘭
人
に
と
っ
て
ロ
ブ
湖
は
神
で
あ
り
︑
祖
先
で
あ
り
︑
自
分
た
ち
の
生
活
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
﹂︒
ロ
ブ
湖
の
変
遷
の
た
め
︑

楼
蘭
は
︑
沙
漠
に
埋
も
れ
て
滅
ん
で
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
沙
漠
の
中
で
幾
千
年
か
の
間
眠
り
続
け
た
︒
そ
れ
故
に
︑
ミ
イ
ラ
が
残
り
︑

仏
塔
が
残
り
︑
木
簡
が
残
り
︑
様
々
な
文
物
が
残
っ
た
︒
井
上
靖
は
︑
西
域
の
廃
墟
に
踏
み
込
み
︑
文
明
の
過
去
を
悼
ん
で
い
る
︒

〈白
い
河
床
﹀
は
︑﹁
楼
蘭
﹂
の
第
二
章
で
︑
楼
蘭
の
国
民
が
︑
故
国
を
離
れ
る
前
に
河
竜
を
祭
っ
て
い
る
場
所
と
し
て
使
わ
れ
た
︒
こ

こ
で
︑
も
う
一
つ
無
視
し
て
は
い
け
な
い
詩
は
﹁
決
別
﹂︵﹃
乾
河
道
﹄
に
収
録
︶
で
あ
る
︒
井
上
靖
が
﹁
大
ア
ル
カ
リ
地
帯
﹂
で
目
に
し

た
の
は
︑
見
渡
す
限
り
﹁
皹
割
れ
た
白
土
地
帯
が
拡
が
っ
て
い
る
﹂
風
景
で
あ
る
︒
彼
は
ジ
ー
プ
か
ら
降
り
る
時
に
﹁
そ
こ
は
生
き
て
い

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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る
者
が
足
を
踏
み
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
気
づ
い
た
︒

私
見
で
は
︿
白
い
河
床
﹀
が
井
上
靖
の
内
的
な
風
景
で
あ
り
︑
そ
の
原
型
は
日
本
の
河
で
は
な
く
︑
中
国
西
域
の
ア
ル
カ
リ
性
の
土
地

で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
前
出
の
守
屋
ひ
か
る
氏
の
見
方
の
よ
う
に
︑
つ
ま
り
︿
白
い
河
床
﹀
と
は
︑
生
き
物
の
立
ち
入
る
こ
と
の
で

き
な
い
場
所
︑
静
寂
な
死
者
の
世
界
︑
異
界
を
象
徴
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

井
上
靖
は
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
夢
﹂
︵
注
８
︶の

中
に
︑
歴
史
の
背
景
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
た
︒

い
つ
も
歴
史
の
背
景
に
お
い
て
︑
そ
こ
の
特
殊
な
自
然
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
時
代
は
変
り
︑
世
は
変
っ
て
も
︑
依
然

と
し
て
そ
こ
の
自
然
は
︑
砂
漠
も
︑
オ
ア
シ
ス
も
︑
草
原
も
︑
昔
な
が
ら
の
姿
を
持
っ
て
お
り
︑
変
る
方
は
歴
史
の
方
で
あ
る
︒
そ

こ
の
自
然
の
中
に
は
往
時
の
人
間
の
営
み
の
欠
片
が
人
骨
の
よ
う
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢楼
蘭
﹂
の
中
で
も
︑
井
上
靖
は
生
命
の
脆
弱
さ
を
︑
涸
れ
た
︿
白
い
河
床
﹀
に
喩
え
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒
本
来
︑
人
類
の
文
明

は
壮
観
な
大
河
の
よ
う
に
滔
滔
と
流
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
苛
烈
な
自
然
の
暴
威
と
残
酷
な
戦
争
の
野
蛮
は
文
明
を
滅
ぼ
し
て
い
る
︒
二

千
年
前
か
ら
︑
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
往
来
し
︑
東
西
の
文
明
が
交
流
し
あ
っ
て
融
合
し
て
い
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
︑
荒
涼
た
る
白
い
涸
れ
た
河

床
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
井
上
靖
は
﹁
二
十
四
の
小
石
﹂
︵
注
９
︶に

自
分
が
小
説
を
創
作
す
る
経
験
を
語
っ
た
︒
昭
和
三
三
︑
三
四
年
頃
︑
西
域
小
説
を
書
く
時

の
情
況
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

西
域
を
舞
台
に
し
た
小
説
に
最
も
熱
を
入
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
︒
私
の
作
家
生
活
の
中
で
︑
精
神
的
に
も
︑
肉
体
的
に
も
︑
一
番
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張
り
の
あ
っ
た
時
期
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
︒﹃
楼
蘭
﹄
を
脱
稿
し
た
日
の
こ
と
も
︑﹃
洪
水
﹄
を
書
き
上
げ
た
日
の
こ
と

も
忘
れ
な
い
で
い
る
︒

こ
の
時
期
に
成
立
し
た
﹁
楼
蘭
﹂
と
﹁
洪
水
﹂

こ
の
一
気
呵
成
に
な
っ
た
二
作
の
創
作
か
ら
み
れ
ば
︑
彼
は
西
域
小
説
を
創
作

す
る
こ
と
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
︒﹁
洪
水
﹂
の
主
人
公
索
勱
は
楼
蘭
近
く
の
ク
ム
河
畔
で
屯
田
す
る
︒
ク
ム
河
が
ロ
ブ
湖

の
上
流
と
い
う
関
係
は
︑
作
中
に
関
連
す
る
歴
史
的
事
件
︑
更
に
︑
小
説
の
舞
台
や
成
立
時
期
な
ど
︑
い
ず
れ
も
﹁
楼
蘭
﹂
と
﹁
洪
水
﹂

は
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︵
注
10
︶︒

だ
が
︑
作
家
自
身
は
当
時
︑﹁
短
編
﹁
洪
水
﹂
な
ど
は
︑
全
て
沙
漠
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
作
品

の
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
﹂
︵
注
11
︶と

言
い
︑﹁
小
説
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
所
は
︑﹁
自
分
の
足
で
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
書
物
の
知
識
で
書
く

ほ
か
な
か
っ
た
﹂
︵
注
12
︶と

言
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
当
時
の
井
上
靖
は
︑
作
品
の
舞
台
に
入
っ
て
取
材
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
山
本
健
吉
氏
は
﹁
楼
蘭
﹂
は
井
上
靖
の
﹁
一
篇
の
詩
篇
と
し
て
結
晶
﹂
し
﹁
西
域
に
寄
せ
る
夢
の
中
核
部
分
﹂
︵
注
13
︶に

入
り

込
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
評
し
た
︒
井
上
靖
は
エ
ッ
セ
イ
﹁
西
域
の
山
河
﹂
︵
注
14
︶の

中
に
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

戦
時
中
に
読
み
漁
っ
た
書
物
に
よ
っ
て
︑
私
は
心
の
中
に
は
西
域
と
か
︑
沙
漠
と
か
い
っ
た
も
の
が
︑
も
う
ど
う
し
て
も
消
す
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
は
い
り
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒︵
略
︶
い
つ
も
私
の
瞼
に
浮
か
ん
で
お
り
︑
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
は
︑

日
本
海
の
砂
丘
で
仰
い
だ
冷
た
い
星
の
輝
き
が
無
数
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
私
が
思
い
描
く
沙
漠
の
原
形
は
い
つ
も
日
本
海

の
砂
丘
で
あ
っ
た
︒

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
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︶
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要
す
る
に
︑﹁
楼
蘭
﹂
と
い
う
小
説
の
成
立
は
︑
井
上
靖
が
四
高
時
代
に
︑
日
本
海
で
体
験
し
た
砂
丘
の
イ
メ
ー
ジ
の
抽
象
化
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
︒
井
上
靖
は
︑
昔
読
ん
だ
書
物
を
通
し
て
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
文
明
の
栄
え
と
滅
び
の
歴
史
が
は
っ
き
り
目
の
前
に
浮
か

ん
で
き
た
だ
ろ
う
︒
周
知
の
通
り
︑
井
上
靖
は
川
に
拘
る
作
家
で
あ
る
︒
嘗
て
﹁
史
実
に
よ
っ
て
間
違
い
な
く
書
こ
う
な
ん
て
い
う
こ
と

と
は
ま
る
で
違
っ
て
︑
自
分
の
持
っ
て
い
る
川
を
つ
か
み
だ
そ
う
と
す
る
﹂︵
前
出
︶
と
語
っ
た
が
︑﹁
楼
蘭
﹂
の
場
合
に
は
﹁
自
分
の
持
っ

て
い
る
川
﹂︑
自
ら
の
︿
白
い
河
床
﹀
体
験
に
基
づ
い
て
成
立
さ
せ
て
い
る
作
品
と
も
言
え
よ
う
︒

楼
蘭
が
再
発
見
さ
れ
た
の
は
約
千
五
百
年
後
の
二
〇
世
紀
の
初
め
で
あ
る
︒
井
上
靖
は
︑
ヘ
デ
ィ
ン
の
﹃
彷
徨
へ
る
湖
﹄
が
︑
ロ
ブ
湖

が
千
五
百
年
の
周
期
で
南
北
に
移
動
す
る
と
い
う
推
測
を
出
し
た
と
理
解
し
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
楼
蘭
で
生
き
た
楼
蘭
の
人
々
は
︑
こ
の

よ
う
な
ロ
ブ
湖
の
習
性
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
ロ
ブ
湖
を
不
変
の
存
在
と
し
て
崇
め
︑
そ
し
て
こ
の
地
に
国
を
作
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
ロ
ブ
湖
は
元
々
流
さ
れ
て
き
た
土
砂
に
よ
っ
て
移
動
し
て
い
る
﹁
さ
ま
よ
え
る
湖
﹂
で
あ
っ
た
︒
作
品
に
は
﹁
楼
蘭
は
ロ
ブ

湖
に
よ
っ
て
作
ら
れ
︑
ロ
ブ
湖
無
し
で
は
楼
蘭
と
は
言
え
な
い
﹂︵
第
二
章
︶
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
歴

史
小
説
と
は
︑
過
去
の
事
物
が
時
間
的
に
変
遷
し
た
あ
り
さ
ま
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
主
体
は
極
言
す
れ
ば
︑
結
局
破
滅
さ
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
天
災
か
人
禍
か
の
原
因
を
問
わ
ず
︑
ロ
ブ
湖
無
し
で
は
存
在
で
き
な
い
楼
蘭
は
︑
ロ
ブ
湖
の
習
性
か
ら
︑

元
々
滅
び
て
し
ま
う
運
命
に
あ
っ
た
国
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
︒

三

﹁
楼
蘭
﹂
以
外
に
見
ら
れ
る
︿
白
い
河
床
﹀

井
上
靖
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
沙
漠
を
舞
台
に
し
た
作
品
に
は
﹁
異
域
の
人
﹂︵
昭
和
二
八
年
七
月
︶﹁
楼
蘭
﹂︵
昭
和
三
三
年
七
月
︶﹁
洪
水
﹂︵
昭
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和
三
五
年
七
月
︶﹁
狼
災
記
﹂︵
昭
和
三
六
年
八
月
︶
が
あ
る
︒﹁
敦
煌
﹂︵
昭
和
三
四
年
七
月
︶
は
河
西
回
廊
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
あ
る
︒

井
上
靖
自
身
は
︑
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
の
意
味
を
﹁
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
は
ウ
イ
グ
ル
語
で
は
タ
ッ
キ
リ
・
マ
カ
ン
︒
タ
ッ
キ
リ
は
�
死
�︑
マ
カ

ン
は
�
広こ
う

袤ぼ
う

�︑
つ
ま
り
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
沙
漠
は
死
の
沙
漠
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
な
か
な
か
人
間
は
そ
の
中
に
入
っ
て
行
く
こ
と
は
で

き
ぬ
﹂
︵
注
15
︶や

﹁
死
の
沙
漠
﹂﹁
不
帰
の
沙
漠
﹂
︵
注
16
︶と

説
明
し
て
い
る
︒

昭
和
六
〇
年
八
月
︑
井
上
靖
は
﹁﹁
楼
蘭
﹂
新
装
版
あ
と
が
き
﹂
に
︑﹁
楼
蘭
﹂
と
そ
の
後
に
書
い
た
一
群
の
歴
史
小
説
と
は
﹁
根
本
的

に
異
な
る
発
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
﹂
と
言
い
︑﹁
こ
の
作
品
を
支
え
て
い
る
も
の
は
︑
楼
蘭
と
い
う
往
古
の
城
廓
都
市
に
対
す
る
若
い

日
の
私
の
詩
で
あ
る
﹂
と
自
作
を
解
説
し
て
い
る
︒

井
上
靖
の
小
説
に
は
︑
詩
の
モ
チ
ー
フ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
︑
ま
た
詩
作
品
と
同
名
の
タ
イ
ト
ル
が
多
く
︑
引
き
比
べ
て
読
む
と
詩
と

小
説
の
関
係
に
つ
い
て
一
層
興
味
深
い
発
見
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
小
説
﹁
楼
蘭
﹂
に
同
名
詩
は
な
い
︒

｢楼
蘭
﹂
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
最
初
の
詩
集
﹃
北
国
﹄︵
昭
和
三
三
年
三
月
三
〇
日
︑
東
京
創
元
社
刊
︑
詩
を
三
八
篇
収
録
︶
の
後
書
き
に
は
︑

井
上
靖
が
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
前
の
約
二
〇
年
間
︑
五
〇
篇
の
詩
を
生
み
出
し
た
と
書
い
て
い
る
︒
欧
米
で
は
小
説
家
と
な
る

前
に
詩
を
書
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
日
本
で
は
希
有
な
例
だ
ろ
う
︒
こ
の
種
の
小
説
家
と
し
て
は
︑
島
崎
藤
村
︑
室
生
犀
星
︑
伊
藤

桂
一
︑
清
岡
卓
行
な
ど
が
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
北
国
﹄
に
は
︿
白
い
河
床
﹀
に
関
す
る
詩
﹁
猟
銃
﹂︵
昭
和
二
三
年
一
〇
月
︶
を
収
録
し
て
い
る
︒﹁
猟
銃
﹂
の
末
尾
は
次

の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
︒﹁
そ
し
て
人
生
の
白
い
河
床
を
の
ぞ
き
見
た
中
年
の
孤
独
な
る
精
神
と
肉
体
の
双
方
に
︑
同
時
に
し
み
入
る

よ
う
な
重
量
感
を
捺
印
す
る
も
の
は
︑
や
は
り
あ
の
磨
き
光
れ
る
一
個
の
猟
銃
を
お
い
て
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
﹂
と
あ
る
︒

遡
っ
て
︑
井
上
靖
の
四
高
時
代
及
び
同
人
誌
時
代
︑
雑
誌
﹃
日
本
海
詩
人
﹄﹃
北
冠
﹄﹃
焔
﹄﹃
聖
餐
﹄
な
ど
に
発
表
し
た
詩
作
の
中
に
︑

﹁
ご
く
初
期
の
も
の
を
除
い
て
﹂︑
こ
の
よ
う
な
早
期
の
詩
作
の
大
部
分
が
︑﹁
流
行
作
家
の
地
位
を
築
き
あ
げ
た
昭
和
三
十
三
年
に
な
っ

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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て
﹂
か
ら
﹃
北
国
﹄
に
収
録
さ
れ
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
︵
注
17
︶︒

以
下
︑
井
上
靖
の
紀
行
文
や
散
文
詩
か
ら
︿
白
い
河
床
﹀
の
原
形
に
迫
っ
て
み
る
︒

ま
ず
︑
作
家
の
生
涯
を
通
じ
て
変
色
し
な
い
西
域
へ
の
憧
憬
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
随
筆
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
夢
﹂︵
前
出
︶
の
一
部
分

に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

中
央
ア
ジ
ア
で
一
番
行
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
あ
る
︒
こ
の
い
か
な
る
記
録
や
旅
行
記
に
お
い
て
も
︑
美
し
い
と

い
う
形
容
詞
を
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
冠
せ
ら
れ
て
い
る
砂
漠
の
中
の
都
邑
に
立
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
は
︑
若
い
頃
も
五
〇

に
な
っ
た
今
も
変
わ
り
は
な
い
︒
単
な
る
若
い
日
の
感
傷
と
の
み
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
町
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
侵
さ
れ

て
い
る
︒
ア
ラ
ブ
人
︑
カ
ラ
キ
タ
イ
人
︑
回
教
徒
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
︑
ロ
シ
ア
人
︑
い
ず
れ
も
こ
の
都
邑
を
栄
え
さ
せ
た
り
︑
惜
し
気

も
な
く
焼
き
捨
て
た
り
し
た
︒

サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
古
い
城
址
に
立
っ
た
ら
︑
何
人
の
脳
裡
を
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
栄
枯
盛
衰
が
︑
そ
れ
こ
そ
走
馬
燈
の
よ
う
に

廻
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
︒

学
生
時
代
の
井
上
靖
は
︑
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
世
界
の
虜
と
な
っ
た
︒﹁
中
央
ア
ジ
ア
へ
の
夢
は
少
年
期
と
い
う
よ
り
︑

青
年
期
に
心
に
は
い
り
込
ん
で
来
た
﹂
︵
注
18
︶と

言
う
︒
青
年
に
な
っ
て
も
︑
彼
は
ず
っ
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
夢
に
浸
っ
て
い
た
︒﹁
一
番
行
っ

て
み
た
い
と
こ
ろ
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
﹂
と
あ
る
が
︑
結
局
そ
こ
は
︑
彼
に
対
し
て
は
廃
墟
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
︑
沙
漠
諸
国
の
﹁
さ
ま
ざ

ま
な
民
族
の
栄
枯
盛
衰
﹂
の
代
表
と
し
て
強
く
印
象
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
敦
煌
︑
楼
蘭
︑
高
昌
︑
バ
ル
フ
︑
サ
マ
ル
カ
ン
ド
な
ど
の
︑

西
域
諸
国
の
栄
え
と
滅
び
の
歴
史
的
な
宿
命
は
︑
生
涯
に
わ
た
り
彼
の
心
を
占
め
て
い
る
︒
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井
上
靖
は
昭
和
五
三
年
一
月
一
日
発
行
の
﹃
文
藝
春
秋
﹄
か
ら
︑
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
日
発
行
の
同
誌
新
年
・
特
別
号
ま
で
︑
計
四

二
回
に
亘
っ
て
﹁
私
の
西
域
紀
行
﹂
と
い
う
紀
行
文
を
連
載
し
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
同
文
は
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
五
日
︑
上
下
二
巻
に

分
け
て
文
藝
春
秋
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
翌
年
三
月
︑
第
六
詩
集
﹃
乾
河
道
﹄
を
刊
行
し
た
︒

詩
集
﹃
乾
河
道
﹄︵
昭
和
五
一
年
一
〇
月
二
五
日
︑
集
英
社
刊
︑
七
四
篇
詩
作
を
収
録
︶
に
は
古
代
文
明
の
廃
墟
に
関
係
が
あ
る
詩
作
が
多
い
︒

た
と
え
ば
︑﹁
泉
は
涸
れ
︑
運
河
は
乾
上
が
っ
た
︒
い
つ
の
こ
と
か
判
ら
な
い
︒︵
略
︶
永
年
経
営
の
地
は
見
る
か
げ
も
な
い
廃
墟
に
化
し
︑

亡
霊
の
棲
家
に
な
っ
て
い
た
﹂︵﹁
精
絶
国
の
死
﹂
︶︒
ほ
か
﹁
人
生
と
は
﹂﹁
高
昌
故
城
﹂﹁
バ
ル
フ
の
遺
跡
に
て
﹂﹁
ソ
バ
シ
故
城
﹂﹁
交
脚

弥
勒
﹂﹁
河
西
回
廊
﹂﹁
米
蘭
﹂﹁
胡
楊
の
死
﹂
な
ど
が
あ
る
︒

紀
行
文
﹁
河
岸
に
立
ち
て
﹂︵
昭
和
六
一
年
二
月
︑
平
凡
社
︶
と
同
様
︑
紀
行
文
﹁
私
の
西
域
紀
行
﹂
中
に
も
︑
頻
繁
に
﹁
乾
河
道
﹂﹁
白

い
河
床
﹂
と
い
う
表
現
が
出
る
︒
例
え
ば
︑
第
二
四
章
﹁
亀
茲
国
の
故
地
﹂
に
︑
西
域
に
時
折
出
て
く
る
白
い
﹁
乾
河
道
﹂
に
気
づ
き
︑

井
上
靖
は
天
山
か
ら
﹁
ま
る
で
そ
の
塩
が
流
れ
出
し
て
来
て
い
る
よ
う
な
感
じ
﹂
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
︒
同
じ
章
で
︑
ソ
バ
シ
故
城
︵
井

上
靖
に
よ
る
と
︑
ソ
バ
シ
即
ち
亀
茲
国
の
ウ
イ
グ
ル
語
で
あ
り
︑
水
源
の
意
味
で
あ
る
︶
の
遺
跡
ソ
バ
シ
河
の
川
床
に
つ
い
て
﹁
堂
々
た
る
大
河

の
荒
れ
た
姿
で
あ
る
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
井
上
靖
は
︑﹁
ソ
バ
シ
故
城
﹂︵﹃
乾
河
道
﹄
に
収
録
︶
と
い
う
詩
の
中
で
︑
廃
れ
き
っ
た
ソ
バ
シ

故
城
に
入
っ
て
階
段
を
上
る
と
︑
目
に
し
た
墓
室
の
中
で
誰
か
分
か
ら
な
い
﹁
死
者
は
今
も
な
お
眠
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
毎
晩
︑

月
光
が
廃
墟
の
隅
々
を
照
ら
し
て
い
る
光
景
を
想
像
す
る
と
︑﹁
そ
う
思
っ
た
時
ほ
ど
︑
歴
史
と
い
う
も
の
が
︑
悠
遠
な
ど
と
い
っ
た
も

の
と
は
無
関
係
に
︑
た
だ
ひ
た
す
ら
に
淋
し
い
も
の
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
と
感
じ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑﹁
私
の
西
域
紀
行
﹂
の
第
四
〇
章
﹁
ロ
ブ
沙
漠
を
め
ぐ
る
興
亡
﹂
で
︑﹁
乾
上
が
っ
た
白
い
ア
ル
カ
リ
の
地
面
﹂
が
月
に
当
る

と
︑﹁
さ
ぞ
悽せ
い

愴そ
う

な
眺
め
に
あ
る
﹂
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
︒
こ
の
ロ
ブ
沙
漠
一
帯
の
︑﹁
沙
漠
の
中
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
白
い
ア
ル
カ

リ
地
帯
が
置
か
れ
て
い
る
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
詩
人
で
も
あ
る
井
上
靖
は
一
本
の
乾
河
道
を
渡
り
︑﹁
現
在
は
乾
河
道
に
な
っ
て
い
る
﹂

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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チ
ャ
ル
ク
リ
ク
河
を
見
た
︒﹁
楼
蘭
遺
跡
﹂
も
﹁
ミ
ー
ラ
ン
︵
米
蘭
︶﹂
も
完
全
に
廃
れ
て
い
る
︒
そ
の
時
︑﹁
今
日
の
チ
ャ
ル
ク
リ
ク
の

集
落
が
往
古
の
鄯
善
国
の
都
で
あ
っ
た
と
は
判
断
で
き
な
い
﹂
と
い
う
︑
往
古
の
都
市
の
変
貌
の
思
い
に
浸
る
の
で
あ
る
︒

第
六
詩
集
の
詩
集
名
と
な
っ
た
﹁
乾
河
道
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
最
初
に
小
説
﹁
漆
胡
樽
﹂︵
昭
和
二
五
年
︶
の
中
に
出
た
︒
漆
胡
樽
の
最

初
の
持
ち
主
は
楼
蘭
人
の
青
年
で
あ
っ
た
︒﹁
漆
胡
樽
﹂
は
楼
蘭
が
鄯
善
へ
遷
都
す
る
以
前
︑
国
内
で
は
頻
繁
に
河
竜
の
怒
り
と
さ
れ
た

旱
魃
が
起
り
︑
環
境
悪
化
を
背
景
に
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
︒

作
者
は
ま
ず
︑
二
章
の
冒
頭
で
楼
蘭
付
近
の
沙
漠
で
起
っ
て
い
る
異
変
を
描
い
た
︒﹁
ロ
ブ
湖
に
注
ぐ
河
流
は
こ
と
ご
と
く
断
絶
し
﹂︑

嘗
て
満
々
た
る
水
面
の
湖
は
今
﹁
一
面
の
硬
い
塩
の
原
と
化
し
た
﹂
と
紹
介
し
て
い
る
︒
城
を
巡
っ
て
い
る
何
本
か
の
河
も
今
﹁
僅
か
に

そ
の
形
骸
の
み
を
横
た
え
て
い
る
広
い
乾
河
道
﹂
と
な
っ
た
︒
彼
ら
の
昨
日
ま
で
住
み
着
い
て
い
た
地
は
︑
全
く
の
廃
墟
と
し
て
︑
沙
漠

に
置
き
去
ら
れ
た
︒

井
上
靖
は
主
に
新
疆
︑
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
︑
ソ
連
の
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
の
あ
た
り
を
舞
台
に
す
る
西
域
小
説
を
数
多
く
創
作
し
て
い

る
︒﹁
漆
胡
樽
﹂
に
続
い
て
︑﹁
楼
蘭
﹂︵
昭
和
三
三
年
︶﹁
洪
水
﹂︵
昭
和
三
四
年
︶﹁
聖
者
﹂︵
昭
和
四
四
年
︶
な
ど
の
作
品
の
舞
台
は
こ
の
領

域
に
点
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
︑
井
上
靖
の
﹁
私
の
西
域
紀
行
﹂︵
昭
和
五
八
年
︶︑﹁
西
域
の
山
河
﹂︵
昭
和
五
八
年
︶︑﹁
河
岸
に
立
ち
て
﹂︵
昭

和
六
一
年
︶︑﹁
異
国
の
星
﹂︵
昭
和
六
二
年
︶
な
ど
の
紀
行
文
に
も
︑
古
代
文
明
の
遺
跡
を
巡
っ
て
︑
自
分
の
西
域
小
説
や
詩
の
コ
メ
ン
ト

や
感
想
を
書
い
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
作
品
は
︑
常
に
乾
い
た
河
の
畔
で
三
五
の
胡
国
が
興
亡
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ

を
持
っ
て
い
る
︒
主
に
苛
酷
な
自
然
の
中
に
︑
広
大
な
時
間
と
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
の
中
に
︑
西
域
に
よ
く
見
ら
れ
る
自
然
風
景
の
乾
河
道

を
巡
っ
て
︑
川
の
畔
で
の
国
々
の
興
廃
栄
枯
︑
人
間
の
営
み
を
繰
り
返
す
こ
と
に
注
目
し
て
︑
作
家
は
一
連
の
作
品
群
を
創
作
し
て
い
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
西
域
は
井
上
靖
の
精
神
風
土
で
も
あ
り
︑
乾
河
道
系
譜
に
は
︑
作
者
の
人
生
観
の
一
つ
が
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
︒
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紀
行
文
﹁
ア
ム
・
ダ
リ
ヤ
の
水
溜
ま
り
﹂︵﹃
季
刊
芸
術
﹄
昭
和
四
四
年
四
月
︑
第
九
号
︶
は
ロ
シ
ア
の
川
の
話
で
あ
る
︒
詳
し
く
︑
レ
ナ
川
︑

ア
ム
ー
ル
川
︑
ア
ム
・
ダ
リ
ヤ
川
︑
シ
ル
・
ダ
リ
ヤ
川
な
ど
の
様
子
を
記
し
て
い
る
︒
文
末
は
︑
ア
ム
・
ダ
リ
ヤ
の
落
日
の
美
し
さ
で
閉

じ
ら
れ
た
︒﹁
ダ
リ
ヤ
﹂
は
︑﹁
海
︵
転
じ
て
大
河
︶﹂
を
意
味
す
る
ペ
ル
シ
ア
語
の
テ
ュ
ル
ク
語
読
み
に
な
る
の
で
︑﹁
ア
ム
川
﹂
と
表
記

す
る
場
合
も
見
ら
れ
る
︒
井
上
靖
は
人
間
と
川
を
象
徴
す
る
自
然
と
の
関
係
を
次
に
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︵
注
19
︶︒

沙
漠
の
川
と
い
う
も
の
は
︑
ど
う
も
人
類
の
運
命
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
︒
人
間
の
生
活
と
も
運
命
と
も
無

関
係
に
こ
の
川
は
流
れ
て
い
る
︒
そ
の
時
々
で
流
れ
る
道
を
変
え
︑
そ
れ
自
体
の
持
つ
あ
る
法
則
に
従
っ
て
流
れ
て
行
く
と
い
う
思

い
を
懐
か
せ
ら
れ
る
か
ら
で
す
︒
謂
っ
て
み
れ
ば
沙
漠
の
川
は
人
類
の
運
命
を
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑
も
っ
と
直
接

に
己
が
運
命
そ
の
も
の
の
︑
ど
う
に
も
で
き
ぬ
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒
そ
れ
自
体
が
己
が
運
命
の
軌
跡
で
あ
る
に
他
な

り
ま
せ
ん
︒

井
上
靖
は
﹁
運
命
と
い
う
も
の
に
非
常
に
興
味
を
持
ち
ま
す
﹂
︵
注
20
︶と

語
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
︑
む
し
ろ
運
命
そ
の
も
の
の
巡
り
合
わ

せ
︑
宗
教
性
の
意
味
を
離
れ
て
︑
偶
然
性
と
い
う
よ
り
︑﹁
沙
漠
の
川
﹂
と
﹁
人
間
の
運
命
﹂
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
︒
も
っ
と
長
い
歴

史
か
ら
み
る
と
︑
気
ま
ぐ
れ
に
自
然
環
境
が
変
わ
る
と
︑
人
間
は
い
く
ら
必
死
に
努
力
し
て
も
︑
そ
の
興
亡
の
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
︒
川
の
流
れ
の
軌
跡
は
︑
人
類
文
明
の
軌
跡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒﹁
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
人
間
が
運
命
を

つ
く
っ
て
い
る
﹂
と
言
わ
れ
る
が
︑
実
は
川
が
人
間
の
運
命
を
司
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
乾
河
道
系
譜
に
お
け
る
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
︒

｢楼
蘭
﹂
も
楼
蘭
国
も
︑
こ
の
乾
河
道
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
楼
蘭
﹂
の
作
者
は
︑
作
品
を
通
じ
て
読
者
た
ち
に

﹁
乾
河
道
系
譜
﹂
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
第
一
詩
集
﹃
北
国
﹄
の
中
の
詩
﹁
猟
銃
﹂
に
︿
白
い
河
床
﹀
と
い
う
表

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
に
お
け
る
宿
命
観
︵
劉
︶
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現
が
既
に
使
わ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
作
家
の
内
部
的
な
廃
墟
の
原
点
と
な
り
︑
第
六
詩
集
﹃
乾
河
道
﹄
に
も
通
じ
て
ゆ
く
︒﹁
楼
蘭
と

い
う
往
古
の
城
廓
都
市
に
対
す
る
若
い
日
の
私
の
詩
﹂︵
新
装
版
﹁
楼
蘭
﹂
の
あ
と
が
き
︶
の
原
型
は
︑
詩
﹁
猟
銃
﹂
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
︑
こ
の
小
説
も
特
に
︿
白
い
河
床
﹀
を
基
調
に
描
か
れ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
り
︑
井
上
靖
の
人
生
観
や
宿
命
観
に
よ
り
︑
成
り
立
っ

た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
︒

お

わ

り

に

井
上
靖
の
西
域
小
説
の
系
列
中
で
︑
特
に
﹁
楼
蘭
﹂
は
大
変
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
西
域
は
彼
に
と
っ
て
学
生
時
代
か
ら
︑
生

涯
に
わ
た
り
念
願
の
土
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

井
上
靖
が
書
い
た
西
域
物
の
中
に
︑
前
記
の
﹁
楼
蘭
﹂
や
﹁
敦
煌
﹂
や
﹁
異
域
の
人
﹂
や
﹁
洪
水
﹂
な
ど
の
作
品
に
︑
人
が
必
死
に
努

力
し
て
状
況
を
改
善
し
て
も
︑
自
然
の
力
に
よ
っ
て
︑
全
て
が
無
に
帰
す
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
︒
現
実
的
に
は
︑
永
遠
に
は
存
在
し
な

い
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
す
べ
て
は
刹
那
的
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
歴
史
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹁
ソ
バ
シ
故
城
﹂
詩
の
中
に
︑
歴
史
と

い
う
も
の
は
た
だ
徒
に
淋
し
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
︑
井
上
靖
は
失
わ
れ
た
世
界
の
中
で
︑
永
遠
に
続
い
て

い
る
人
間
性
の
価
値
を
求
め
る
の
で
あ
る
︒

鶴
田
欣
也
氏
は
︑
小
説
﹁
猟
銃
﹂
に
お
け
る
﹁
白
い
河
床
﹂﹁
白
い
月
の
光
り
﹂﹁
白
い
薔
薇
﹂﹁
白
い
小
蛇
﹂
な
ど
の
﹁
白
い
イ
メ
ー
ジ
﹂

は
︑﹁
死
﹂﹁
悲
し
み
﹂﹁
孤
独
﹂
な
ど
を
象
徴
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
注
21
︶︒

三
杉
穣
介
は
一
三
年
以
来
︑
不
倫
の
恋
を
密
か
に
胸
に
抱

い
て
い
る
︒
彩
子
の
死
の
た
め
︑﹁
私
﹂
の
目
に
映
じ
て
い
る
の
は
︑
三
杉
の
﹁
ど
こ
か
落
莫
と
し
た
白
い
河
床
﹂
を
歩
い
て
い
る
﹁
現

在
の
天
涯
孤
独
の
身
﹂
と
な
っ
た
彼
の
後
姿
で
あ
る
︒﹁
楼
蘭
﹂
の
中
で
は
︑
無
限
の
砂
漠
に
お
け
る
︿
白
い
河
床
﹀
と
い
う
表
現
が
︑
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文
明
の
死
と
い
う
運
命
を
象
徴
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
敦
煌
﹂
で
は
︑
人
間
と
し
て
の
強
い
意
志
︑
即
ち
努
力
を
継
続
︑
持
続
し
て
い

く
意
志
を
伝
え
て
い
る
︒
初
め
て
敦
煌
へ
行
っ
た
夜
︑
井
上
靖
は
妻
ふ
み
さ
ん
に
﹁
俺
は
人
類
を
信
じ
る
よ
︒
そ
れ
か
ら
芸
術
を
信
じ
る

よ
﹂
︵
注
22
︶と

言
い
切
っ
た
︒
彼
は
﹁
楼
蘭
﹂
を
書
き
上
げ
た
翌
年
に
︑
趙
行
徳
と
い
う
人
物
が
沙
漠
の
中
で
︑
敦
煌
文
献
や
文
化
財
を
守
ろ
う

と
努
力
し
て
い
る
作
品
﹁
敦
煌
﹂
を
完
成
さ
せ
た
︒

井
上
靖
は
﹁
乾
河
道
系
譜
﹂
の
作
品
を
通
じ
て
︑
人
類
の
文
明
の
栄
え
と
滅
び
を
テ
ー
マ
に
す
る
︒
こ
の
宿
命
を
︑
作
家
は
︿
白
い
河

床
﹀
と
し
て
ま
と
め
た
が
︑
人
類
の
大
き
な
価
値
は
︑
ひ
た
す
ら
に
文
明
を
営
み
︑
文
明
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
と
信
じ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
乾
河
道
系
譜
﹂
の
作
品
に
お
け
る
宿
命
観
と
は
︑
人
類
文
明
に
対
す
る
否
定
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
す
べ
て
の
文
明
に
対
す
る
肯

定
と
賛
美
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
人
の
営
み
の
哀
し
さ
と
い
と
お
し
さ
を
︑
作
家
は
書
き
続
け
た
の
で
あ
る
︒

作
家
は
い
つ
の
時
代
︑
如
何
な
る
人
物
に
素
材
を
借
り
て
も
︑
結
局
は
自
分
を
描
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
井
上
靖
は
︑
自

分
の
生
命
を
か
け
て
︑
執
筆
活
動
を
通
じ
て
︑
自
ら
が
楼
蘭
︑
敦
煌
︑
サ
マ
ル
カ
ン
ド
遺
跡
な
ど
︑
そ
れ
ら
の
失
わ
れ
た
文
明
の
軌
跡
を

歩
ん
で
き
た
︒﹁
楼
蘭
﹂
と
い
う
作
品
を
通
じ
て
︑
文
明
・
歴
史
に
対
す
る
宿
命
観
を
︑
そ
の
独
自
の
着
眼
点
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
︒

避
け
て
通
れ
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
︿
白
い
河
床
﹀
に
象
徴
さ
れ
る
宿
命
観
と
は
︑
井
上
靖
の
人
生
に
と
っ
て
不
可
欠
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
︒

楼
蘭
と
い
う
国
も
︑
ま
た
作
家
自
身
も
︑
生
涯
に
わ
た
り
︿
白
い
河
床
﹀
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
と
し
て
あ
る
︒

注

︵
１
︶
長
谷
川
泉
﹁
現
代
文
学
に
お
け
る
井
上
靖
﹂︵
長
谷
川
泉
編
﹃
井
上
靖
研
究
﹄
昭
和
四
九
年
四
月
一
五
日
発
行
︑
南
窓
社
︶
所
収
︑
二
一
頁
︒

︵
２
︶
福
田
宏
年
﹃
井
上
靖
の
世
界
﹄︵
昭
和
四
七
年
九
月
四
日
第
一
刷
発
行
︑
講
談
社
︶
一
九
～
二
〇
頁

︵
３
︶︵
注
１
︶
に
同
じ
︒
小
川
和
佑
﹁
詩
と
小
説
の
接
点
﹂︵
長
谷
川
泉
編
﹃
井
上
靖
研
究
﹄
昭
和
四
九
年
四
月
一
五
日
発
行
︑
南
窓
社
︶
所
収
︑

井
上
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﹁
楼
蘭
﹂
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け
る
宿
命
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︶
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三
六
〇
～
三
六
一
頁
︒

︵
４
︶
大
岡
信
﹁
井
上
靖
に
お
け
る
詩
人
﹂︵
高
橋
英
夫
・
他
著
﹃
群
像
日
本
の
作
家
二
〇

井
上
靖
﹄
平
成
三
年
三
月
発
行
︑
小
学
館
︶
所
収
︑
五
八
六
頁
︒

︵
５
︶﹁﹁
楼
蘭
﹂
新
装
版
の
あ
と
が
き
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
別
巻
︶
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
︒

︵
６
︶
井
上
靖
・
篠
田
一
士
・
辻
邦
生
﹃
わ
が
文
学
の
軌
跡
﹄︵
昭
和
五
二
年
四
月
二
五
日
︑
中
央
公
論
社
︶
一
八
八
～
一
九
八
頁
︒

︵
７
︶
守
屋
ひ
か
る
﹁
井
上
靖
考
︱
初
期
作
品
に
お
け
る
﹁
白
い
河
床
﹂
の
造
形
︱
﹂︵﹃
国
文
橘
﹄
通
巻
二
四
巻
︑
平
成
十
年
三
月
一
〇
日
︶
参
照
︒

︵
８
︶﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
へ
の
夢
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
二
七
巻
︶
四
四
二
～
四
四
三
頁
︒

︵
９
︶﹁
二
十
四
の
小
石
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
別
巻
︶
一
〇
二
頁
︒

︵
10
︶﹁
洪
水
﹂
と
﹁
楼
蘭
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
井
上
靖
研
究
﹄
第
一
四
号
︵
平
成
二
七
年
七
月
二
〇
日
︶
掲
載
の
︑
劉
淙
淙
﹁
井
上
靖
﹁
洪
水
﹂

に
お
け
る
自
然
へ
の
畏
怖
︱
典
拠
﹃
水
経
注
﹄
と
の
比
較
か
ら
﹂
に
述
べ
た
︒

︵
11
︶﹁
二
つ
の
歴
史
小
説
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
別
巻
︶
五
二
頁
︒﹃
井
上
靖
小
説
全
集
﹄
第
一
六
巻
︵
昭
和
四
八
年
二
月
︶
掲
載
の
﹁
自
作
解
題
﹂︒

︵
12
︶﹁
敦
煌

砂
に
埋
ま
っ
た
小
説
の
舞
台
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
別
巻
︶
二
三
一
頁
︒

︵
13
︶
山
本
健
吉
﹃
井
上
靖
西
域
小
説
集
﹄
の
﹁
解
説
﹂︵
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
〇
日
︑
講
談
社
︶
八
三
六
頁
︒

︵
14
︶﹁
西
域
紀
行
・
砂
丘
と
私
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
二
七
巻
︶
四
六
八
頁
︒

︵
15
︶﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
と
水
と
砂
と
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
二
七
巻
︶
五
二
七
頁
︒

︵
16
︶﹁
私
の
西
域
紀
行
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
二
八
巻
︶
五
三
頁
︒

︵
17
︶
高
木
伸
幸
﹁
井
上
靖
初
期
散
文
詩
論
︱
﹁
猟
銃
﹂
の
原
点
・�
昇
華
�
と
�
浄
化
�
︱
﹂﹃
近
代
文
学
試
論
﹄︵
平
成
七
年
一
二
月
二
五
日
︑
広
島

大
学
近
代
文
学
研
究
会
︶
三
七
頁
︒

︵
18
︶︵
注
８
︶
に
同
じ
︒
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︵
19
︶﹁
ア
ム
・
ダ
リ
ヤ
の
水
溜
ま
り
﹂︵﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
七
巻
︶
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
︒

︵
20
︶︵
注
６
︶
に
同
じ
︒
八
六
頁
︒

︵
21
︶
鶴
田
欣
也
﹁
井
上
文
学
に
お
け
る
孤
独
と
情
熱
﹂︵
長
谷
川
泉
編
﹃
井
上
靖
研
究
﹄
昭
和
四
九
年
四
月
一
五
日
発
行
︑
南
窓
社
︶
所
収
︑
一
二
七
頁
︒

︵
22
︶
井
上
靖
・
平
山
郁
夫
対
談
﹃
敦
煌
﹄︵﹃
歴
史
街
道
﹄﹁
人
間
を
信
じ
る
し
︑
芸
術
を
信
じ
る
﹂
昭
和
六
三
年
七
月
︑
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
︶
一
七
四
頁
︒

︿
付
記
﹀こ

の
論
文
に
お
け
る
井
上
靖
の
本
文
の
引
用
は
﹃
井
上
靖
全
集
﹄
第
１
巻
︵
平
成
七
年
四
月
二
〇
日
発
行
︑
新
潮
社
︶
第
５
巻
︵
平
成
七
年
九

月
一
〇
日
発
行
︑
新
潮
社
︶
第
７
巻
︵
一
九
九
五
年
一
一
月
一
〇
日
発
行
︑
新
潮
社
︶
第
27
巻
︵
平
成
九
年
一
〇
月
一
五
日
発
行
︑
新
潮
社
︶
第

28
巻
︵
平
成
九
年
一
一
月
一
〇
日
︑
新
潮
社
︶
別
巻
︵
平
成
一
三
年
四
月
二
五
日
発
行
︑
新
潮
社
︶
に
拠
っ
た
︒

本
稿
は
平
成
二
四
年
度
に
皇
學
館
大
学
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の
一
部
で
す
︒
そ
の
後
︑
平
成
二
七
年
七
月
五
日
︵
日
︶
の
第
八
回
皇
學
館
大

学
人
文
学
会
大
会
で
の
口
頭
発
表
資
料
に
基
づ
き
︑
此
の
度
︑
改
め
て
加
筆
︑
修
正
を
加
え
て
成
立
し
た
も
の
で
す
︒
貴
重
な
ご
指
摘
を
頂
き
ま

し
た
諸
先
生
方
に
︑
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
な
お
︑
本
稿
に
関
す
る
資
料
調
査
は
三
重
県
国
際
交
流
財
団
の
奨
学
金
に
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
︒

︵
り
ゅ
う

そ
う
そ
う
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶

井
上
靖
﹁
楼
蘭
﹂
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お
け
る
宿
命
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︶
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