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海
水
の
到
る
と
こ
ろ
華
僑
あ
り

　
　
　
　
　
　

ス
ハイ
ト
ヨウ
チロンゴ
　
レ
ン

　
中
国
語
で

「
四
海

都

有

中
国
人
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
比
喩
で
日
本
で
は

「海
水
の

到
る
と
こ
ろ
華
僑
あ
り
」
と
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
旅
行
に
出
か
け
た
際
、
意
図
も
せ
ず
チ
ャ
イ
ナ

タ
ウ
ン
に
出
く
わ
し
た
り
、
不
慣
れ
な
外
国
の
食
事
に
飽
き
て
き
た
と
き
に
現
地

の
中
華
料
理
店
に
厄
介
に
な

っ
た
と
い
う
経
験
を
持
つ
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　
私
は
、
世
界
各
地
に
移
住
し
た
華
僑
華
人
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
旅

に
出
か
け
た
際
は
必
ず
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪
れ
ま
す
。
し
か
も
、
横
浜
中
華
街
に
生
ま
れ
育

っ
た
の
で
、
海
外
の
チ

ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
訪
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
物
や
看
板
、
話
し
声
、
食

べ
物
な
ど
町
の
雰
囲
気
が
大

同
小
異
な
の
で
異
郷
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
欧
米
人
と
日
本
人
の

「ハ
ブ
」
だ
っ
た
華
僑
華
人

　
公
私
問
わ
ず
、
ど

っ
ぷ
り
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
漬
か
っ
て
い
る
私
で
す
が
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
大
学
の
卒

業
論
文
で
華
僑
華
人
を
テ
ー
マ
と
す
る
ま
で
、
「
な
ぜ
横
浜
に
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
が
あ
る
の
か
」、
「な
ぜ
世
界



に
華
僑
華
人
が
移
住
し
た
の
か
」
を
知
ら
ず
に
い
ま
し
た
。
中
学

・
高
校
時
代
、
「歴
史
の
授
業
は
暗
記
ば
か

り
で
つ
ま
ら
な
い
」
と
間
違

っ
た
認
識
を
持

っ
て
い
た
の
が
あ
だ
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
横
浜
中
華
街
の
歴
史
を
勉
強
し
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
を
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
い
ま
か
ら

一
五

〇
年
前
の

一
八
五
九
年
、
日
米
通
商
条
約
を
締
結
し
横
浜
が
開
港
さ
れ
る
と
、
多
く
の
欧
米
人
が
来
日
し
、
そ

れ
を
き

っ
か
け
に
日
本
は
急
速
に
近
代
化
し
ま
し
た
。
欧
米
人
は
日
本
人
と
直
接
意
思
疎
通
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
筆
談
で
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
中
国
人
を
通
訳

・
仲
介
者
と
し
て
同
行
さ
せ
ま
し
た
。
日
本
は
開
国
し

ま
し
た
が
、
文
化
や
習
慣
が
違
う
欧
米
人
に
は
居
留
地
を
設
け
、
日
本
人
が
生
活
す
る
内
地
と
区
画
し
ま
し
た
。

条
約
国
で
な
か

っ
た
清
国
の
国
民
は
本
来
な
ら
獄
日
本
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
必
要
不
可

欠
な
存
在
だ

っ
た
の
で
、
港
の
近
く
に
雑
居
地
を
設
け
彼
ら
が
生
活
す
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
そ
の
雑
居
地

が
今
の
横
浜
中
華
街
の
原
形
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
歴
史
を
学
び
、
い
ま
自
分
が
華
僑
華
人
の

一
人
と
し
て
横
浜
で
生
活
し
て
い
る
の
は
、歴
史
と
綿
々

と
つ
な
が

っ
て
い
る
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
が
歴
史
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
歴
史
を

つ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
歴
史
が
も
つ
奥
深
さ
親
密
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。

　
世
界
に
散
ら
ば
っ
た
華
僑
華
人
た
ち

　
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
生
活
し
て
い
る
華
僑
華
人
を
ひ
も
解
い
て
み
て
ゆ
く
と
、
本
巻
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
中

国
の
近
代
史
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
長
い
歴
史
を
持

つ
中
国
に
と
っ
て
、
近
代
は
幾
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多
の
災
難
を
経
験
し
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
多
く
の
人
が
故
郷
を
離
れ
華

僑
華
人
と
な
っ
た
の
も
、
国

内
で
の
生
活
が
厳
し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
ま
す
。

　
華
僑
華
人
と
は
、
中
国
大
陸

・
台
湾

・
香
港
以
外
に
居
住
し
て
い
る
中
国
系
の
人
々
を
指
し
て
い
ま
す
。
華

僑
の

「僑
」
に
は
仮
住
ま
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
中
国
国
籍
を
保
持
し
た
ま
ま
海
外
に
暮
ら
し
て
い
る
人
々

を
指
し
ま
す
。

一
方
、
華
人
と
は
、
す
で
に
外
国
国
籍
を
取
得
し
法
的
に
は
中
国
人
で
な
い
人
を
指
し
ま
す
。

中
国
文
化
を
保
持
し
中
国
の
血
統
を
有
す
る
人
々
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
海
外
に
移
住
し
た
中
国
人
を
華
僑
華
人
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
中
国
人
が
大
量
に
海
外

へ
移
住
す
る

よ
う
に
な
っ
た

一
九
世
紀
後
半
の
こ
と
で
す
。
清
朝
は
臣
民
の
海
外
移
住
を
禁
じ

て
い
ま
し
た
が
、
ア
ヘ
ン
戦

争
を
機
に
こ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
中
国
人
の
海
外
移
住
が
本
格
化
し
ま
し
た
。
海
外

へ
渡
る
人

が
多
か

っ
た
要
因
に
は
、
中
国
国
内
に
お
け
る
政
治
的
混
乱
、
経
済
的
困
窮
の
ほ
か
、
海
上
交
通
技
術
が
発
展

し
て
い
た
こ
と
も
き

っ
か
け
の

一
つ
で
し
た
。

一
方
、
欧
米
で
は
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
こ
と
や
植
民
地
開
拓
の

た
め
、
良
質
で
安
価
な
労
働
力
の
需
要
が
高
ま
り
、
そ
の
タ
ー
ゲ

ッ
ト
と
な
っ
た
の
が
中
国
人
だ

っ
た
の
で
す
。

船
に
す
し
詰
め
と
な

っ
た
中
国
人
た
ち
は
、
新
天
地
を
求
め
ア
メ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
に
赴
き
ま
し
た
。
数
年

働
い
た
後
、
故
郷
に
戻
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
移
住
先
に
根
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
華

僑
華
人
は
世
界
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
数
は
三
〇
〇
〇
万
人
を
越
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ッケ
ン　
　カ
ント
ン

　
海
外
移
住
の
手
段
が
主
に
船
で
あ

っ
た
時
代
、
華
僑
華
人
は
地
理
的
に
海
に
出
や
す
い
福
建
や
広
東
な
ど
沿
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海
部
出
身
の
人
々
が
主
で
し
た
。

一
方
、
移
住
先
に
お
い
て
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
、
彼

ら
が
上
陸
す
る
拠
点
で
あ
る
港
湾
都
市
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

「華
僑
は
革
命
の
母
」、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拠
点

　
華
僑
華
人
に
と

っ
て
言
葉
や
気
候
な
ど
が
違
う
異
郷
の
地
で
の
生
活
は
不
便
で
し
た
。
新
し
い
土
地
に
慣
れ

る
た
め
人

一
倍
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
故
郷
に
残
し
た
家
族
を
思
う
寂
し
さ
に
も
耐
え
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
よ
そ
者
と
し
て
差
別
に
遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
環
境
の
な
か
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
者
、
同
じ

方
言
を
話
す
者
が
互
い
に
親
近
感
を
持
つ
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
ら
が
集
ま
る
場
所
は
中
国
語
が

飛
び
交
い
、
彼
ら
の
生
活
に
必
要
な
も
の
や
情
報
が
集
中
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
血
縁
団
体
、
地
縁
団
体
な
ど

　
　
　
　
　
な
ら

中
国
社
会
に
倣

っ
た
互
助
組
織
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
華
僑
華
人
が
集
住
す
る
街
は
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ

ン
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
ん

　
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
は
人
や
金
そ
し
て
情
報
が
集
ま
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
拠
点
と
な
り
ま
し
た
。
孫

ぶ
ん文

が
、
清
朝
を
打
倒
し
共
和
国
樹
立
を
掲
げ
世
界
各
地
で
革
命
運
動
を
し
て
い
た

こ
ろ
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
は

重
要
な
拠
点
で
し
た
。
ま
た
孫
文
が

「華
僑
は
革
命
の
母
」
と
称
え
た
よ
う
に
、
各
地
の
華
僑
華
人
は
資
金
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

しんが
い

で
も
人
力
の
面
で
も
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
度
重
な
る
失
敗
に
耐
え
最
終
的
に
は
辛
亥
革
命
を

成
功
さ
せ
、
中
華
民
国
の
国
父
と
称
さ
れ
た
孫
文
は
、
実
は
ハ
ワ
イ
育
ち
の
華
僑

で
し
た
。
海
外
に
身
を
置
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
だ
移
民
と
い
う
立
場
が
、
民
主
的
な
思
想
や
偏
狭
的
で
な
い
愛
国
心
を
抱
か
せ
る
糧
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と
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
ど
う
生
き
る
か
、
ど
う
生
か
す
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほん
ろう

　
愛
国
心
は
と
き
に
人
々
を
苦
し
め
ま
す
。
華
僑
華
人
は
、
祖
国
を
離
れ
て
も
中
国
の
政
治
に
翻
弄
さ
れ
続
け

て
き
ま
し
た
。
国
民
党
と
共
産
党
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
は
華
僑
華
人
に
も
波
及
し
、
世
界
各
地
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
闘
争

へ
と
発
展
し
ま
し
た
。
横
浜
に
華
僑
総
会
や
華
僑
学
校
が

い
ま
で
も
二
つ
ず
つ
あ
る
の

は
こ
う
し
た
歴
史
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
移
民
で
あ
る
華
僑
華
人
は
、
居
住
国
に
お
い
て
も
祖
国
に
お
い
て
も

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
扱
わ
れ
、
は
ざ
ま
に
立
つ
経
験
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
政
治
や
権
力
の
周
縁

に
追
い
や
ら
れ
た
華
僑
華
人
が
商
売
や
教
育
に
熱
心
な
の
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
自
分
や
家
族
を
守
る
た

め
、
そ
れ
が
最
善
の
方
法
だ
と
心
得
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
。
世
代
を
重
ね
、
日
常
的
に
複
数
の
言
語
や
文
化
、

そ
し
て
社
会
に
精
通
し
易
い
立
場
を
生
か
し
グ

ロ
ー
バ
ル
な
舞
台
で
活
躍
す
る
華
僑
華
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

一
見
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
や
華
僑
華
人
は
、
中
国
の
文
化
や
民
族
で
強
固
に
結
ば
れ
た
つ
な
が
り
を
持
つ
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
表
面
的
な
理
解
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
移
民
で
あ
る
が
故
に
、
自
ら

の
中
に
異
な
る
文
化
を
内
包
し
、
異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
特
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

「
ハ
ブ
」
と
し
て

の
特
性
を
生
か
し
国
々
や
民
族
の
架
け
橋
と
な
る
役
割
を
華
僑
華
人
や
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
か
ら
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
グ

ロ
ー
バ
ル
時
代
に
見
合

っ
た
歴
史
を
、
私
た
ち
は
新
た
に
編
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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