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告

台
湾
で
生
ま
れ
た
日
本
語

井

竿

富

雄

は
じ
め
に

　

筆
者
は
「
地
域
実
習
」
な
ら
び
に
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習
」
担
当
者
と
し
て
「
台
湾
と
山

口
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
」
と
い
う
海
外
に
渡
航
す
る
タ
イ
プ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
て

き
た
。
日
本
政
治
史
を
主
と
し
て
研
究
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
台
湾
は
直
接
の
研
究
対
象

と
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
国
際
文
化
学
部
が
こ
れ
ま
で
ア
ジ
ア
諸
国
、
と
り
わ
け

東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
に
関
心
を
持
っ
て
来
た
こ
と
も
あ
り
、
個
人
的
に
台
湾
の
文
化
な

ど
に
は
関
心
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
に
防
府
市
立
図
書
館
倉
庫
で
、
台
湾
の
画
家
陳
澄
波

（
一
八
九
五
―
一
九
四
七
）の
作
品
『
東
台
湾
臨
海
道
路
』
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
発
見
者
で

あ
っ
た
児
玉
識（
元
龍
谷
大
学
教
授
）、
そ
し
て
元
来
の
台
湾
実
習
担
当
者
で
あ
っ
た
安
渓
遊

地（
本
学
名
誉
教
授
）と
い
う
二
人
の
学
者
に
誘
わ
れ
つ
つ
、
最
初
は
「
台
湾
大
学
で
の
国
分

直
一
文
書
整
理
補
助
・
立
石
鐵
臣
『
回
覧
雑
誌
』
文
字
起
こ
し
補
助
」
と
い
う
事
業
と
合
わ

せ
た
形
で
筆
者
も
台
湾
を
め
ぐ
る
地
域
実
習
科
目
と
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
そ
こ
に
、
安
渓
名
誉
教
授
が
も
う
一
つ
大
き
な
課
題
を
持
ち
込
ん
だ
。「
陳
澄
波

の
自
筆
ノ
ー
ト
」で
あ
る
。
陳
澄
波
が
青
年
時
代
に
大
量
に
書
き
写
し
た
日
本
語
の
文
章（
内

容
も
領
域
も
実
に
幅
広
い
）や
、
東
京
美
術
学
校
時
代
に
学
生
陳
澄
波
が
哲
学
の
講
義
を
聴

講
し
て
と
っ
た
ノ
ー
ト
、
ま
た
一
九
三
四
年
に
開
催
さ
れ
た
帝
展（
陳
澄
波
も
入
選
し
て
い

た
）を
実
際
に
参
観
し
、
入
選
作
品
を
実
見
し
て
一
つ
一
つ
に
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
ノ
ー
ト

が
遺
さ
れ
て
い
た
。
安
渓
名
誉
教
授（
作
文
帳
）の
ほ
か
、
筆
者（
帝
展
ノ
ー
ト
）や
、
吉
永
敦

征
准
教
授（
哲
学
ノ
ー
ト
）も
加
わ
り
、
文
字
起
こ
し
を
し
て
そ
の
背
景
や
意
味
を
考
え
る
と

い
う
作
業
を
数
年
か
け
て
行
っ
た
。
こ
の
成
果
は
後
に
文
字
起
こ
し
と
と
も
に
『
陳
澄
波
全

集
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
筆
者
は
「
台
湾
で
生
ま
れ
た
日
本
語
」
に
今
更
な
が
ら
関
心
を
抱
い

た
。
以
前
に
も
筆
者
は
、
植
民
地
で
生
ま
れ
た
日
本
語
文
学
に
つ
い
て
文
章
を
書
い
た
こ
と

が
あ
る

）
2
（

。
そ
こ
か
ら
の
問
題
意
識
の
継
続
と
も
言
い
得
る
。
も
と
よ
り
、
日
本
帝
国
が
植

民
地
に
お
い
て
、
伊
沢
修
二
の
渡
台
を
皮
切
り
に
し
て
、
住
民
に
日
本
語
を
学
ば
せ
た
以

上
、
宗
主
国
側
が
期
待
し
な
く
て
も
日
本
語
が
流
暢
な
現
地
住
民
が
出
て
く
る
こ
と
は
当
然

の
結
果
で
あ
る

）
3
（

。
そ
し
て
、
台
湾
住
民
の
中
か
ら
、
日
本
語
で
創
作
活
動
を
す
る
者
も
現

れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
当
然
あ
り
得
る
。
言
語
に
熟
達
し
た
も
の
が
、
そ
の
言

語
を
用
い
て
自
ら
の
考
え
や
感
覚
を
表
現
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
人
間
と
し
て
当
然

の
行
為
で
あ
る
。
陳
澄
波
は
画
家
で
あ
る
か
ら
文
章
を
主
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
陳
澄

波
も
日
本
語
に
よ
る
文
章
を
い
く
つ
か
遺
し
て
い
る

）
4
（

。
最
も
衝
撃
的
な
も
の
は
、
陳
澄
波

が
一
九
四
七
年
、
二
・
二
八
事
件
で
反
乱
の
扇
動
者
と
い
う
無
実
の
罪
に
よ
り
処
刑
さ
れ
る

寸
前
に
家
族
に
対
し
て
遺
し
た
遺
書
の
う
ち
い
く
つ
か
が
日
本
語
で
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
国
家
権
力
に
よ
っ
て
暴
力
的
に
生
命
が
断
ち
切
ら
れ
る
と
い
う
瞬
間
に
出
る
言
葉

が
日
本
語
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た（
陳
澄
波
に
は
中
国
語
の
遺
書
も
残
さ
れ
て
い
る
）と
い
う

こ
と
は
、
陳
澄
波
の
「
母
語
」
と
し
て
、
中
国
語
、
台
湾
語（
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
言
語
で
あ

る
ホ
ー
ロ
ー
語
）と
並
ん
で
日
本
語
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
の
後
、「
地
域
実
習
」、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
正
に
よ
る
名
称
変
更
で
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演

習
」
と
な
っ
た
筆
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
台
湾
嘉
義
の
国
立
中
正
大
學
に
行
く
こ
と
が

加
わ
っ
た
。
こ
こ
で
は
台
湾
文
学
お
よ
び
創
意
応
用
研
究
所（
大
学
院
に
相
当
す
る
）と
の
交

流
が
も
た
れ
、
地
域
の
文
化
資
源
を
ど
の
よ
う
に
地
域
振
興
に
生
か
し
て
い
く
か
、
と
い
う
、

国
境
を
超
え
た
問
題
意
識
の
も
と
に
あ
る
研
究
成
果
を
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

）
5
（

。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
筆
者
の
関
心
事
に
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
文
化
、
と
い
う
こ
と
が

出
て
き
た
。
植
民
地
時
代
に
お
い
て
台
湾
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
文
化
的
活
動
の
成
果

や
意
義
を
ど
う
に
か
し
て
学
生
に
伝
え
ら
れ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陳
澄
波
の
絵

画
が
防
府
に
来
た
理
由
は
、
依
頼
者
の
元
台
湾
総
督
上
山
満
之
進
が
防
府
出
身
だ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
上
山
は
自
身
の
没
後
、
蔵
書
な
ど
を
す
べ
て
自
身
の
寄
附
で
設
立
す
る
防
府
市
立
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図
書
館
に
寄
贈
し
た
。
そ
し
て
、
上
山
満
之
進
が
陳
澄
波
に
絵
を
依
頼
し
、
作
品
が
描
か
れ

た
時
代
は
一
九
三
〇
年
前
後
で
あ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
と
は
原
住
民
族
の
大
規
模
な
反
乱
事

件
で
あ
る
霧
社
事
件
が
勃
発
し
た
年
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
、
嘉
義
農
林
学
校
が
編
成

し
た
民
族
混
成
野
球
チ
ー
ム
が
日
本
の
中
等
学
校
野
球
選
手
権
大
会
で
準
優
勝
し
た）

6
（

。
日

本
の
台
湾
統
治
が
民
族
を
超
え
て
浸
透
し
て
い
る
こ
と
と
、
根
強
い
抵
抗
が
続
い
て
い
る
こ

と
が
続
け
ざ
ま
に
現
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
台
湾
現
地

住
民
の
手
に
よ
る
文
学
作
品
が
、
宗
主
国
の
言
語
で
あ
る
日
本
語
で
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

い
さ
さ
か
長
す
ぎ
る
前
置
き
か
ら
「
は
じ
め
に
」
を
記
し
た
の
は
、
今
回
の
小
文
が
出
て

く
る
動
機
と
し
て
の
説
明
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
今
回
筆
者
は
、
二
〇
二
四
年
に
刊
行
さ
れ

た
日
本
統
治
期
台
湾
日
本
語
文
学
作
品
集
『
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
』

）
7
（

を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
の

小
説
集
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
持
つ
意
味
な
ど
も
事
前
事
後
教
育
に
入
れ
ら
れ
な
い
か
考
察

し
た
過
程
を
記
し
て
い
る
。
植
民
地
統
治
が
、
統
治
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
住
民
に
押
し
付

け
た
言
語
が
、
人
々
に
よ
っ
て
自
身
の
心
情
や
苦
悩
を
表
現
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治

経
済
体
制
に
対
す
る
抵
抗
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
に
は
植
民
地
統
治
終
了
後
に
も
自
身
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
日
本
語
を
用
い
た
人
も

あ
っ
た
。

　

植
民
地
時
代
の
日
本
語
文
学
作
品
集
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
膨
大
な
巻
数
を
持
つ
史
料
集
的

な
価
値
を
持
つ
も
の
が
出
て
い
る

）
8
（

。
た
だ
、
こ
れ
ら
は
巻
数
が
多
く
非
常
に
高
額
で
、
個

人
で
購
入
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
収
蔵
し
て
い
る
図
書
館
も
限
ら
れ
て
い
る（
残

念
な
が
ら
今
回
筆
者
も
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
）。
以
前
、
黒
川
創
氏
が
、「<

外
地

>

の
日
本
語
文
学
選
」
と
題
し
た
選
集
を
刊
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
台
湾
で
生

ま
れ
た
日
本
語
作
品
を
収
録
し
た
巻

）
9
（

が
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
書
籍
に
よ
っ
て
、
台
湾
で
生

ま
れ
た
日
本
語
小
説
に
初
め
て
触
れ
た
。
今
回
出
た
本
書
の
よ
う
な
、
個
人
で
な
ん
と
か
購

入
し
て
手
軽
に
読
め
る
量
の
作
品
集
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
黒
川
氏
の
作
品
集
以
来
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
、
植
民
地
で
生
ま
れ
た
、
宗
主
国
の
言
語
を
用
い
て

創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
宗
主
国
の
統
治
方
針
を
よ
り
先
鋭
化
し
た
形
で
表

し
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
筆
者
は
文
学
の
研
究
者
で
は
な
く
、
文
学
史
に
つ
い
て
も
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
そ
の
た
め
、
個
別
の
作
品
が
も
つ
文
学
的
・
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
論
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
文
学
的
・
文
学
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
今
回
取
り
上
げ
る
作
品
集
に
付
さ

れ
た
編
者
山
口
守
氏
の
詳
細
な
解
説
文
や
、
台
湾
の
研
究
者
陳
芳
明
氏
の
著
し
た
『
台
湾
新

文
学
史
』
の
邦
訳

）
（1
（

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一　

収
録
作
品
と
そ
の
内
容

　

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
作
品
で
あ
る
。
収
録
の
目
次
順
に
並
べ
る
。

呉
濁
流
「
自
然
に
か
え
れ
！
」

楊
逵
「
新
聞
配
達
夫
」

翁
鬧
「
夜
明
け
前
の
恋
物
語
」

龍
瑛
宗
「
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
」

呂
赫
若
「
牛
車
」

周
金
波
「
志
願
兵
」

楊
千
鶴
「
花
咲
く
季
節
」

　

本
書
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
、
内
容
も
性
格
も
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
広
が
る
作
品
群
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
と
、
関
連
し
た
事
項
な
ど
、
読
解
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事

項
を
記
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
紹
介
は
収
録
順
と
は
や
や
異
な
る
。

　

呉
濁
流
「
自
然
に
か
え
れ
！
」
は
、
猫
の
一
人
語
り
形
式
で
描
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
明

ら
か
に
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
教
師

の
家
に
飼
わ
れ
た
猫
が
人
間
世
界
を
観
察
し
、
最
後
に
飼
い
猫
の
立
場
を
放
棄
す
る
。「
人

間
っ
て
総
べ
て
道
徳
や
宗
教
と
云
う
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
道
徳
も
弱
者
に
強
い

る
道
具
と
し
て
し
か
使
わ
な
い
」と
い
う
一
文
は
示
唆
的
で
あ
る
。
呉
濁
流
は
長
篇
小
説『
ア

ジ
ア
の
孤
児
』
が
現
在
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
作
品
と
し
て
存
在
す
る

）
（（
（

。
植
民
地
時
代

末
期
か
ら
日
本
語
で
の
創
作
活
動
を
行
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
台
湾
を
統
治
し
た
国
民

党
政
権
が
日
本
語
で
の
出
版
活
動
を
禁
じ
た
後
、
中
国
語
で
の
創
作
活
動
に
転
じ
た
。
筆
者

は
、
台
湾
に
戦
後
す
ぐ
来
た
国
民
党
政
権
関
係
者
が
水
道
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
ア
ネ
ク

ド
ー
ト
が
呉
濁
流
の
短
編
「
ポ
ツ
ダ
ム
科
長
」
に
出
て
く
る
こ
と
を
講
義
科
目
で
紹
介
し
た

こ
と
が
あ
る
。

　

翁
鬧
「
夜
明
け
前
の
恋
物
語
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
恋
愛
に
関
す
る
一
人
語
り
の
形
式
で

書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
恋
愛
す
る
、
あ
る
い
は
し
た
い
若
者
の
懊
悩
が
な
ま
な
ま
し
く
描
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か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
翁
鬧
は
台
湾
に
お
い
て
日
本
語
で
創
作
活
動
を
行
っ
た
草
創
期

の
人
物
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
の
作
品
と
し
て
は
、台
湾
で
も
中
編
小
説「
港

の
あ
る
街
」
が
近
年
発
掘
さ
れ
、
日
中
対
訳
版
と
い
う
形
で
刊
行
さ
れ
た

）
（1
（

。
こ
の
小
説
は
、

神
戸
を
舞
台
に
し
て
、
孤
児
と
し
て
育
っ
た
女
性
、
犯
罪
者
か
ら
改
心
し
て
宗
教
家
と
な
っ

た
人
物
、
取
り
締
ま
る
対
象
と
気
脈
を
通
じ
た
悪
徳
刑
事
な
ど
の
織
り
な
す
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
な
ド
ラ
マ
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
翁
鬧
は
若
く
し
て
東
京
で
病
死
し
、
そ
の
創
作
期
間

は
わ
ず
か
二
年
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

楊
逵
「
新
聞
配
達
夫
」
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
品
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

台
湾
出
身
の
若
者
が
住
み
込
み
の
新
聞
配
達
員
に
な
り
、
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
な
労
働
環
境

を
経
験
し
、
労
働
条
件
の
改
善
目
指
し
て
闘
っ
て
い
く
日
本
人
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
主
人

公
の
若
者
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
農
場
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
日
本
企
業
に
強
制
的
に
農
地
を
買

い
た
た
か
れ
て
し
ま
っ
た
台
湾
農
民
の
子
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
よ
る
台
湾
植

民
地
経
営
の
一
環
で
あ
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
の
拡
大
が
も
た
ら
し
た
人
々
の
境
遇
の
激
変
と
、

日
本
国
内
で
の
労
働
問
題
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
作
者
で
あ
る
楊
逵
自
身
も
社
会
主
義
運

動
な
ど
に
関
わ
り
、
こ
の
後
植
民
地
統
治
が
終
焉
し
て
も
な
お
、
筆
禍
で
投
獄
さ
れ
た
り
す

る
数
奇
な
人
生
を
送
っ
た
。
現
在
の
台
湾
で
は
国
立
台
湾
文
学
館
の
手
に
よ
っ
て
全
集
が
編

纂
さ
れ
て
い
る
。

呂
赫
若
「
牛
車
」
も
、
こ
の
よ
う
な
近
代
化
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
っ
た
台
湾
の
地
方
住
民

が
主
人
公
で
あ
る
。
牛
車
を
使
っ
て
運
送
業
を
や
っ
て
い
た
主
人
公
は
、
道
路
が
近
代
化
で

拡
張
さ
れ
、
自
動
車
な
ど
が
運
送
手
段
と
し
て
入
り
込
ん
で
き
た
こ
と
に
よ
り
急
速
に
没
落

し
て
い
っ
た
。
現
金
収
入
の
道
が
絶
た
れ
て
い
く
中
で
、
つ
い
に
主
人
公
は
自
分
の
妻
に
売

春
さ
せ
て
金
を
稼
が
せ
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
手
を
染
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
生
活
の
中
で
、
主
人
公
は
交
通
規
則
違
反
を
理
由
と
し
て
警
察
官
に
検
挙
さ
れ
高
額
の
罰

金
を
課
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
さ
ら
な
る
重
圧
が
や
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
主
人
公
の
一
家

が
貧
困
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
捕
ら
え
ら
れ
転
落
し
て
い
く
様
子
が
や
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
重

圧
感
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
者
呂
赫
若
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
四
年
に
新
発
見
さ
れ

た
日
本
語
小
説
な
ど
が
中
日
対
訳
版
で
刊
行
さ
れ
た

）
（1
（

。
ま
た
、
戦
時
下（
一
九
四
二
年
か
ら

一
九
四
四
年
ま
で
）日
本
語
で
記
さ
れ
た
日
記
の
影
印
版

）
（1
（

も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
四

年
に
発
見
さ
れ
た
作
品
「
季
節
図
鑑
」
は
、
新
聞
の
連
載
小
説
だ
っ
た
。
こ
れ
は
「
牛
車
」

の
よ
う
な
重
い
背
景
を
持
つ
も
の
と
は
異
な
り
、
一
組
の
男
女
が
出
会
う
話
で
あ
る
。
主
人

公
は
台
湾
か
ら
東
京
に
来
て
学
ん
で
い
た
が
、
台
湾
と
日
本
の
ル
ー
ツ
を
持
つ
女
性
と
出
逢

い
将
来
を
約
す
。
こ
の
思
い
は
、
台
湾
に
帰
郷
し
て
、
実
家
の
用
意
し
た
見
合
い
を
断
る
ほ

ど
真
剣
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
女
性
の
側
に
は
、
そ
の
職
業
に
対
す
る
男
性
の
実
家

か
ら
の
忌
避
感
と
と
も
に
、
台
湾
人
で
あ
る
父
に
つ
い
て
、
氏
名
以
外
一
切
不
明
で
あ
る
、

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
女
性
は
こ
の
父
の
存
在
を
探
す
た
め
に
台
湾
へ
向
か
い
、
各
所
を

訪
ね
て
い
く
う
ち
に
意
外
な
展
開
を
見
せ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
呂
赫
若

自
身
は
日
本
に
留
学
し
た
経
験
が
あ
り
、
小
説
だ
け
で
な
く
、
演
劇
や
音
楽
に
も
才
能
を
見

せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
四
七
年
の
二
・
二
八
事
件
に
巻

き
込
ま
れ
て
失
踪
し
、
未
だ
に
没
年
が
不
詳
と
い
う
不
気
味
な
人
生
の
結
末
に
至
る
人
物
で

も
あ
る

）
（1
（

。

「
牛
車
」
作
中
で
「
大
人（
た
い
じ
ん
）」
と
呼
ば
れ
る
日
本
人
警
察
官
が
、
台
湾
社
会
の

末
端
に
お
い
て
恐
る
べ
き
権
力
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
た

）
（1
（

こ
と
は
、
こ
の
拙
稿
を
記
す
際

に
確
認
し
た
、
近
代
台
湾
の
高
名
な
作
家
頼
和
の
「
秤
」
と
い
う
作
品
で
も
見
ら
れ
る
。
貧

し
い
農
民
が
、
作
っ
た
野
菜
を
市
場
で
売
る
た
め
に
隣
人
か
ら
秤
を
借
り
て
い
く
。
と
こ
ろ

が
日
本
人
警
察
官
は
こ
の
秤
が
不
正
確
で
あ
る
と
い
い
が
か
り
を
つ
け
て
秤
を
へ
し
折
り
、

さ
ら
に
高
額
の
罰
金
を
課
し
て
支
払
う
こ
と
の
で
き
な
い
主
人
公
を
投
獄
し
て
し
ま
う
。
主

人
公
の
妻
は
、
夫
を
釈
放
し
て
も
ら
う
た
め
に
新
年
を
迎
え
る
資
金
と
し
て
借
り
た
金
を
は

た
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
街
で
は
警
察
官
が
殺
害
さ
れ
た（
と
同
時
に
主

人
公
が
自
殺
し
た
こ
と
も
暗
示
さ
れ
る
）、
と
い
う
話
が
拡
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
結
末
で

あ
る

）
（1
（

。
頼
和
は
医
師
で
あ
り
、
日
本
語
に
よ
る
教
育
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
日

本
語
に
よ
る
創
作
は
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

龍
瑛
宗
「
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
」
は
、
植
民
地
統
治
を
受
容
し
な
が
ら
生
き
よ
う
と
す
る

台
湾
人
青
年
の
苦
悩
と
挫
折
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
と
、
前
述
の
「
新
聞
配
達

夫
」
は
日
本
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
は
旧
制
中
学
を
卒
業

（
こ
の
人
物
が
き
わ
め
て
優
秀
な
日
本
語
の
使
い
手
で
あ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
）し
て

役
場
に
勤
務
し
、
働
き
な
が
ら
学
ん
で
さ
ら
に
上
級
の
文
官
試
験
を
突
破
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
最
終
目
標
は
日
本
人
女
性
と
結
婚
し
て
日
本
の
戸
籍
に
入
り
、
日
本
人
に
な
り
切
る
こ

と
だ
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
、
日
本
人
か
ら
の
差
別
的
な
視
線
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
周
囲
は
主
人
公
の
努
力
に
冷
淡
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極

的
に
足
を
引
っ
張
る
の
で
あ
っ
た
。
企
業
に
勤
め
る
社
会
人
に
な
っ
た
台
湾
人
の
同
級
生

は
、
主
人
公
の
志
望
を
批
判
し
た
。
主
人
公
が
、
も
し
社
会
的
上
昇
が
で
き
な
く
て
も
勉
学
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に
よ
っ
て
知
識
を
獲
得
し
人
格
を
陶
冶
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
、
と
語
っ
た
こ
と
に
対

し
「
お
お
、
そ
の
智
識
を
犬
に
喰
わ
れ
ろ
だ
。
智
識
は
君
の
生
活
を
不
幸
に
す
る
で
あ
ろ

う
。
君
が
現
実
に
ぶ
つ
か
る
場
合
、
そ
の
智
識
は
反
っ
て
君
の
幸
福
の
桎
梏
と
な
る
で
あ
ろ

う
」
と
冷
水
を
浴
び
せ
た
。
台
湾
人
の
上
司
は
「
私
は
社
会
の
不
幸
の
原
因
を
常
に
知
識
の

過
剰
に
あ
る
と
思
う
で
す
な
」
と
こ
れ
見
よ
が
し
に
語
っ
た
。
主
人
公
が
恋
愛
感
情
を
抱
い

た
女
性
は
、そ
の
父（
同
僚
で
、主
人
公
は
こ
の
人
物
の
自
宅
の
一
部
を
借
り
て
住
ん
で
い
る
）

に
人
身
売
買
の
よ
う
な
形
で
財
産
家
の
息
子
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
て
去
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
主
人
公
は
「
こ
の
街
の
空
気
が
恐
ろ
し
い
。
腐
っ
た
果
物
の
よ
う
に
な
る
。
青
年
は
デ
ス

ペ
レ
ー
ト
な
沼
地
に
彷
徨
う
て
い
る
」
と
つ
ぶ
や
く
。
た
だ
一
人
学
問
の
世
界
の
探
究
に
道

を
見
出
し
て
い
た
若
者（
前
述
の
同
僚
の
息
子
）は
結
核
で
短
い
人
生
を
終
え
て
い
っ
た
。
主

人
公
は
そ
の
若
者
に
よ
る
「
二
十
三
の
歳
月
は
短
か
い
か
も
知
れ
な
い
。
／
し
か
し
僕
の
肉

体
は
儚
か
っ
た
が
、
僕
の
精
神
は
五
十
も
六
十
も
暮
し
た
。
／
僕
は
深
い
思
惟
と
真
の
知
識

に
よ
っ
て
物
事
を
解
釈
す
る
を
得
た
」
と
い
う
文
章
を
含
む
遺
稿
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
つ
い

に
主
人
公
は
努
力
を
放
棄
し
酒
に
耽
溺
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
の
台
湾
青
年

が
持
つ
閉
塞
感
を
暗
い
筆
致
で
描
い
た
作
品
は
、
同
時
代
の
台
湾
で
も
「
台
湾
を
悪
く
描
き

過
ぎ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
た
ら
し
い）

（1
（

。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
植
民
地
統
治
よ
り
は
、

台
湾
の
伝
統
的
社
会
の
側
に
あ
る
問
題
点
が
主
人
公
を
追
い
込
む
よ
う
な
描
き
方
に
な
っ
て

い
る
。
龍
瑛
宗
は
こ
の
作
品
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
、
銀
行
勤
務
や
新
聞
社
勤
務
を
し
な
が
ら

小
説
を
書
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
中
華
民
国
政
府
の
も
と
で
日
本
語
で
の
出
版
活
動

が
禁
止
さ
れ
た
た
め
銀
行
勤
め
に
戻
り
、
定
年
後
中
国
語
作
家
と
し
て
再
デ
ビ
ュ
ー
し
た

）
（1
（

。

二
〇
〇
八
年
に
龍
瑛
宗
の
全
集
が
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
日
本
語
作
品
だ
け
を
集
め
た
日

本
語
版
の
全
集
と
、
日
本
語
作
品
を
中
国
語
訳
し
、
中
国
語
作
品
を
加
え
た
中
国
語
版
の
二

種
類
が
出
て
い
る

）
11
（

。

現
代
台
湾
に
お
い
て
、
こ
の
「
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
」
と
、
前
述
の
頼
和
「
秤
」
が
、
マ

ン
ガ
に
作
り
直
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た

）
1（
（

。
小
説
と
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
が
一
部

変
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
暗
く
重
た
い
雰
囲
気
が
よ
く
出
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
川

創
氏
の
編
集
し
た
前
述
作
品
集
で
は
、
龍
瑛
宗
の
「
邂
逅
」
と
い
う
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。こ
れ
で
は
、デ
ビ
ュ
ー
し
て
間
が
な
い
小
説
家（
自
身
を
模
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
）

と
、
文
学
に
は
さ
ほ
ど
の
価
値
を
見
出
さ
な
い
地
元
の
名
士
が
旅
の
途
中
で
出
会
っ
て
会
話

を
交
わ
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
小
説
家
の
お
ど
お
ど
し
た
様
子
が
印

象
的
な
作
品
で
あ
る
。

周
金
波
「
志
願
兵
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
で
台
湾
人
に
も
徹
底
的
な
戦
時
協
力
が
求

め
ら
れ
て
い
き
、
そ
の
た
め
に
日
本
へ
の
同
化
を
強
い
る
状
況
下
で
の
作
品
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
志
願
兵
」
は
、
そ
れ
を
徹
底
し
て
推
し
進
め
る
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
は
、
三
人
の
台
湾
人
青
年
が
主
た
る
登
場
人
物
で
あ
る
。
一
人
は
語
り
手
の

「
私
」（
こ
の
人
物
も
東
京
で
学
ん
で
帰
郷
し
て
い
る
）、
一
人
は
東
京
の
大
学
を
出
て
台
湾

に
戻
っ
て
来
た
ば
か
り
の
若
者
、
そ
し
て
三
人
目
は
二
人
目
の
若
者
の
同
級
生
で
あ
る
。
こ

の
三
人
が
、
戦
時
下
の
台
湾
で
何
を
語
る
か
と
い
え
ば
「
ど
う
や
っ
て
日
本
人
に
な
り
切
る

か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
進
六
と
い
う
三
人
目
の
青
年
は
、
学
歴
は
さ
き
の
二
人
ほ

ど
高
く
な
い
が
、
在
台
日
本
人
の
精
神
修
養
団
体
に
加
わ
り
、
創
氏
改
名
も
し
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
東
京
か
ら
帰
っ
た
若
者
は
、
こ
の
人
物
の
主
張
を
「
神
が
か
り
的
」
と

批
判
し
、
激
し
い
論
争
に
な
る
。
そ
の
若
者
か
ら
す
れ
ば
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。「
僕
は

日
本
に
生
れ
た
。
僕
は
日
本
の
教
育
で
大
き
く
な
っ
た
。
僕
は
日
本
語
以
外
に
話
し
が
で
き

な
い
。
僕
は
日
本
の
仮
名
文
字
を
使
わ
な
け
れ
ば
手
紙
が
書
け
な
い
。
だ
か
ら
日
本
人
に
な

ら
な
け
れ
ば
僕
は
生
き
た
っ
て
仕
様
が
な
い
ん
だ
」。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
変
わ
っ
た
の
は
、
三
人
目
の
青
年
高
進
六
が
、
血
書
を
作
っ
て
日
本

軍
に
志
願
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
目
の
青
年
は
「
進
六
こ
そ
台
湾
の

た
め
に
台
湾
を
動
か
す
人
間
だ
。
僕
は
や
は
り
無
力
な
、
台
湾
の
た
め
に
は
何
に
も
な
ら
な

い
人
間
な
ん
だ
」
と
自
ら
の
負
け
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
〇
年
代
に
入
り
、
台
湾
で

も
急
速
な
皇
民
化
政
策
が
行
わ
れ
、
日
本
語
の
常
用
、
日
本
的
な
名
前
へ
の
改
姓
名
、
そ
し

て
神
道
の
普
及
が
行
わ
れ
た

）
11
（

。
以
上
の
よ
う
な
環
境
を
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
所
与
の
も

の
と
し
て
だ
け
受
け
止
め
る
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
誇
る
方
向
へ
進
め
る
こ
と
が
意
図
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
た
た
め
周
金
波
は
「
皇
民
作
家
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
日
本
の
戦
時
体
制
を
称
揚
す
る
よ
う
な
作
品
を
書
い
た

台
湾
人
作
家
も
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
の
日
本
敗
戦
後
は
完
全
に
断
筆
し
、
歯
科
医

師
と
し
て
後
半
生
を
送
っ
た
と
い
う
。
周
金
波
の
日
本
語
作
品
は
、
日
本
で
も
編
纂
さ
れ
刊

行
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

楊
千
鶴
「
花
咲
く
季
節
」
は
、
一
転
し
て
台
北
の
高
等
女
学
校
に
通
う
若
い
女
性
達
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
。
卒
業
後
の
仕
事
や
結
婚
な
ど
の
話
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
々
の

人
生
を
歩
ん
で
い
く
様
子
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
は
二
〇
二
三
年
に
台
湾
で
も
刊
行
さ
れ

て
い
る
が
、
わ
ざ
と
日
本
語
原
文
に
加
え
て
英
語
、
中
国
語
、
台
湾
語
の
漢
字
表
記
、
漢
字
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な
し
の
完
全
ロ
ー
マ
字
表
記
と
い
う
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る

）
11
（

。
楊
自
身

に
も
『
人
生
の
プ
リ
ズ
ム
』
と
い
う
日
本
語
で
書
か
れ
た
自
伝
が
あ
る

）
11
（

。
同
時
代
的
に
は
、

作
家
と
い
う
よ
り
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
作
品
が
『
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
た
。
日
本
時
代

の
台
湾
で
日
本
語
に
よ
る
文
学
作
品
が
生
ま
れ
た
の
は
、
事
実
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

の
作
品
を
見
る
と
、
時
代
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
も
多
様
で
あ
り
、
時
代
に
よ
っ

て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
入
る
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
、
日
本
時
代
末
期
、
す
な
わ
ち
敗

戦
前
夜
に
は
強
烈
な
同
化
を
志
向
す
る
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。

次
節
で
は
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
作
品
群
を
受
け
止
め
、
実
習
科
目
な
ど
の
教
育

に
入
れ
込
ん
で
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

二　

台
湾
生
ま
れ
の
日
本
語
を
ど
う
受
け
取
る
か

二
〇
二
四
年
の
台
湾
実
習
で
は
、
陳
澄
波
文
化
基
金
会
の
方
が
、
筆
者
や
学
生
を
陳
澄
波

の
作
品
に
ま
つ
わ
る
場
所
に
一
日
か
け
て
案
内
す
る
、
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
組
ん

で
く
れ
た
。
陳
澄
波
の
絵
画
に
描
か
れ
た
場
所
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
案
内
し
、
陳
澄
波

の
旧
居
を
訪
ね
、
嘉
義
の
町
に
残
る
日
本
時
代
の
建
築
物
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
も
目
の
当
た
り
に
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
時
筆
者
は
絵
に
描
か
れ
た
嘉
義
の
廟
に
入
っ
た
際
、
日
本
語
の
和
歌
が
描

か
れ
た
額
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た（
図
1
）。「
し
き
し
ま
の
や
ま
と
ご
こ
ろ

を
ひ
と
と
は
ば
あ
さ
ひ
に
に
ほ
ふ
や
ま
ざ
く
ら
ば
な
」（
左
）と
「
や
ま
は
さ
け
う
み
は
あ
せ

な
む
よ
な
り
と
も
き
み
に
ふ
た
ご
こ
ろ
わ
れ
あ
ら
め
や
も
」（
右
）で
あ
る
。
前
者
は
本
居
宣

長
、
後
者
は
源
実
朝
の
作
品
で
あ
る
。
日
本
に
対
す
る
強
烈
な
愛
国
心
と
尊
皇
心
を
あ
ら
わ

す
短
歌
の
額
が
、
台
湾
の
伝
統
的
な
宗
教
施
設
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
明
ら
か
に
日
本
統
治

時
代
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る（
暗
く
て
字
が
小
さ
く
、
奉
納
者
が
台
湾
人
な
の
か
日

本
人
な
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
）。

筆
者
は
事
前
学
習
に
お
い
て
日
本
統
治
時
代
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
学
生
に
こ
の
額
の
存
在
を
指
し
示
し
た
が
、
学
生
は
十
分
に
意
味
の
あ
る
と
こ

ろ
を
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
ど
う
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
額
が

い
つ
奉
納
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
本
統
治
と
台
湾
の
伝
統
的
な
宗
教
信
仰
が

矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
愛
国
・
尊
皇
の

和
歌
を
日
本
語
で
示
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
日
本
語
は

強
力
な
権
力
を
背
景
に
し
た
言
葉
と
し
て
台

湾
に
入
っ
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
台
湾
で
は
日
本
語
が
戦
後
も
各
方

面
で
長
期
間
生
き
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
台
湾
で
は
日
本
時
代
生
ま
れ
の
人
々

の
間
で
日
本
語
を
使
っ
た
文
学
活
動
が
行
わ

れ
た
。
俳
句
や
短
歌
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
黄

霊
芝
と
い
う
作
家
は
日
本
語
に
よ
る
小
説
や

短
歌
・
俳
句
を
書
き
続
け
て
き
た
。
し
か
し

台
湾
で
日
本
語
に
よ
る
作
品
を
公
表
す
る
メ

デ
ィ
ア
は
な
い
た
め
、
自
費
出
版
で
作
品

集
を
刊
行
し
て
い
た
の
で
あ
る

）
11
（

。
他
に
も
、

台
湾
に
日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
を
普
及
さ
せ
た

人
物
で
あ
る
蔡
焜
燦
の
伝
記
マ
ン
ガ
『
台
湾

の
少
年
』（
全
四
巻
）を
見
る
と
、
戦
後
の
台

湾
で
は
「
中
国
語
・
台
湾
語
・
日
本
語
」
と

い
う
言
語
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と

が
わ
か
る

）
11
（

。

と
は
い
え
そ
れ
は
、
親
日
的
な
姿
勢
と
は

異
な
る
。
前
節
で
紹
介
し
た
周
金
波
の
小
説

で
、
登
場
人
物
が
「
自
分
は
日
本
語
で
し
か

表
現
が
で
き
な
い
」
と
い
う
シ
ー
ン
が
あ
っ

た
。
戦
後
日
本
語
で
俳
句
や
短
歌
を
書
き
続

け
た
台
湾
の
人
々
に
と
っ
て
は
、「
日
本
・

日
本
語
が
好
き
だ
か
ら
」
で
は
な
く
、
感
情

や
心
の
動
き
を
自
分
の
考
え
る
よ
う
に
表
現

で
き
る
の
が
日
本
語
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
戦
後
の
日
本
人
は
理
解
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
す
れ
違
い
か

ら
対
立
に
至
る
こ
と
も
あ
っ
た

）
11
（

。

図１　嘉義の廟にあった和歌の額
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台湾で生まれた日本語

台
湾
と
日
本
と
の
つ
な
が
り
を
学
ぶ
、
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
を
伝

え
ら
れ
る
よ
う
な
事
前
事
後
学
習
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
筆
者
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

小
括

　

筆
者
が
担
当
し
て
き
た
台
湾
地
域
実
習
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
演
習
は
、
陳
澄
波
の
絵
が
台
湾

で
な
く
東
京
で
な
く
山
口
に
あ
っ
た
こ
と
を
通
し
て
、
台
湾
と
山
口
の
つ
な
が
り
を
学
ん
で

い
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
リ
ア
ル
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
、
筆

者
は
何
か
方
法
が
な
い
も
の
か
と
考
え
て
き
た
。
無
論
、
外
部
講
師
の
方

）
11
（

が
説
明
し
て
下

さ
る
こ
と
を
通
し
て
、
か
な
り
の
事
前
知
識
が
入
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
も
多
い
。

た
だ
、
も
う
少
し
学
生
自
身
が
何
か
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
て
、
マ
テ
リ
ア
ル
を
通
じ
て
何

か
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
常
に
考
え
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
う
と
、
筆
者
は
中
国
語
も
台
湾
語
も
解
さ
ず
、
学
生
も
必
ず
し
も
中
国

語
を
学
ぶ
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
中
国
語
を
学
ぶ
も
の
が
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
も

よ
く
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
通
訳
が
つ
か
な
け
れ
ば
現
地
で
の
説
明
文
な
ど
を
読
む

こ
と
も
か
な
わ
な
い
。
ガ
イ
ド
し
て
く
れ
る
人
が
英
語
か
日
本
語
に
訳
さ
な
け
れ
ば
ど
う
に

も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
て
き
た
の
が
、
台
湾
で
生
ま
れ
た
日
本
語
だ
っ
た
。

　

台
湾
で
生
ま
れ
た
日
本
語
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
作
業
を
筆
者
は
事
前
学
習
で
一
度
試
し

て
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
難
し
く
て
失
敗
し
た
。
学
生
に
と
っ
て
は
、
言
葉
が

難
し
い
の
と
、
背
景
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
今
回
刊
行
さ
れ
た
小
説
集

の
よ
う
な
、
丁
寧
な
解
説
を
付
し
て
い
く
こ
と
に
加
え
て
、
リ
ア
ル
な
背
景
説
明
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
し
か
も
台
湾
で
生
ま
れ
、
は
ぐ
く
ま
れ
た
日
本
語
は
、
戦
後
日
本
と
異
な
る
歴

史
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
に
容
易
に
理
解
し
え
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
台
湾
大
学
在
学
中
に

共
産
主
義
運
動
へ
の
関
与
で
逮
捕
さ
れ
政
治
犯
と
し
て
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
経
験
を
有
す
る

医
師
顔
世
鴻
が
、
あ
え
て
中
国
語
と
日
本
語
で
自
身
の
獄
中
生
活
を
記
し
て
い
る
こ
と

）
11
（

へ

ど
う
向
き
合
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
記
で
顔
は
、「
東
京（
裁
判
―
筆
者
注
）

の
判
決
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
判
決
と
比
べ
て
公
平
で
は
な
か
っ
た
」
と
書
き
つ
つ
も
「
私

は
歴
史
の
上
で
殊
に
現
代
史
で
は
日
本
の
行
為
に
好
感
を
持
た
な
い
」
と
も
明
言
し
て
い
る
。

加
え
て
、「
は
じ
め
に
」
で
書
い
た
こ
と
と
も
重
な
る
の
だ
が
、
一
台
湾
知
識
人
が
回
想
録

の
末
尾
に
日
本
語
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
た
こ
と
に
ど
う
直
面
す
る
か
、
と
い
う
レ
ベ
ル
に

ま
で
探
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
の
敗
戦
と
中
国
の
勝
利
、
そ
し
て
台
湾
の
光
復
は
我
々
に
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も

非
常
に
深
刻
な
影
響
を
与
へ
、
そ
れ
は
今
日
も
亦
継
続
中
で
あ
る
」）

1（
（

　

こ
の
一
文
を
記
し
た
医
師
葉
盛
吉
は
、
上
述
の
顔
世
鴻
を
共
産
主
義
運
動
に
引
き
入
れ
た

こ
と
を
罪
と
さ
れ
て
中
華
民
国
政
府
に
逮
捕
さ
れ
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
一
か
月
後
に
処
刑

さ
れ
た
。
刑
死
に
直
面
し
て
自
身
の
半
生
を
回
顧
し
た
回
顧
録
が
中
国
語
で
な
く
、
日
本
語

で
書
か
れ
た
意
味
は
、
台
湾
と
日
本
の
か
か
わ
り
を
学
ぶ
に
あ
た
り
決
し
て
軽
視
し
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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注（
1
） 

『
陳
澄
波
全
集
』
一
一
巻
、
陳
澄
波
文
化
基
金
会
・
藝
術
家
出
版
社
刊
行
、
台
北
、
二
〇
二
二
年
。

陳
澄
波
の
遺
書
は
全
集
一
四
巻
（
二
〇
二
〇
年
刊
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
途
中
経
過
に

つ
い
て
は
安
渓
遊
地
・
井
竿
富
雄
・
吉
永
敦
征
編
著
『
上
山
満
之
進
と
陳
澄
波
』
山
口
県
立
大
学
、

二
〇
一
七
年
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 
拙
稿
「
境
界
線
の
上
の
日
本
語
」
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
編
『
星
座
と
し
て
の
国
際
文
化

学
』
青
山
社
、
二
〇
一
三
年
所
収
。
台
湾
だ
け
で
は
な
く
、
植
民
地
朝
鮮
の
作
家
た
ち
も
取
り
上
げ

た
。

（
3
） 

こ
の
「
伊
沢
修
二
の
渡
台
」
こ
そ
、
日
本
語
教
育
が
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
で
あ
る
こ
と
は
銘
記
さ

れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
教
育
は
植
民
地
統
治
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
4
） 

顔
娟
英
、
鶴
田
武
良
訳
『
風
景
心
境
』
雄
獅
美
術
、
台
北
、
二
〇
〇
一
年
は
、
日
本
統
治
時
代
、
美

術
に
関
す
る
日
本
語
で
公
表
さ
れ
た
文
章
の
原
文
と
中
国
語
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
陳
澄
波
の
書

い
た
も
の
も
あ
る
。
筆
者
が
文
字
起
こ
し
な
ど
を
行
っ
た
「
一
九
三
四
年
の
帝
展
ノ
ー
ト
」
は
、
ど

こ
か
の
メ
デ
ィ
ア
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
下
書
き
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5
） 

二
〇
二
四
年
の
中
正
大
學
訪
問
で
は
、
大
学
附
近
の
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
所
を
空
撮

し
て
そ
の
風
景
が
も
つ
美
に
気
づ
い
て
も
ら
う
、
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
参
観
し
た
。
ま

た
、
日
本
時
代
に
建
設
し
た
給
水
塔
が
残
っ
て
い
る
地
域
で
、
こ
の
地
域
の
文
学
作
品
を
も
と
に
し

て
（
あ
る
い
は
新
た
に
創
作
し
て
）
、
こ
こ
か
ら
新
た
な
文
化
的
成
果
を
発
信
し
よ
う
と
す
る
試
み

を
見
学
し
た
。

（
6
） 

日
本
で
は
二
〇
一
四
年
の
映
画
『
K
A
N
O
』
で
強
烈
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
じ

監
督
の
手
で
霧
社
事
件
の
映
画
『
セ
デ
ッ
ク
・
バ
レ
』
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ど
ち
ら
か
を
な
か
っ
た
こ
と
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（
7
） 

山
口
守
編
『
パ
パ
イ
ヤ
の
あ
る
街
』
皓
星
社
、
二
〇
二
四
年
。

（
8
） 

『
日
本
植
民
地
文
学
精
選
集
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
一
―
二
〇
〇
二
年
。
『
日
本
統
治
期
台
湾
文

学
集
成
』
緑
蔭
書
房
、
二
〇
〇
二
年
―
二
〇
〇
七
年
。
前
者
は
四
七
巻
（
う
ち
、
台
湾
関
係
の
も
の

で
一
四
巻
）
も
あ
る
。

（
9
） 

黒
川
創
編
『
〈
外
地
〉
の
日
本
語
文
学
選
』
第
一
巻
、
新
宿
書
房
、
一
九
九
六
年
。
「
南
方
・
南

洋
・
台
湾
」
と
い
う
く
く
り
で
集
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
） 

陳
芳
明
、
下
村
作
次
郎
・
野
間
信
幸
・
三
木
直
大
・
垂
水
千
恵
・
池
上
貞
子
訳
『
台
湾
新
文
学
史
』

東
方
書
店
、
二
〇
一
五
年
（
全
二
巻
）
。
防
府
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た
も
の
を
用
い
た
。
筆
者

も
購
入
し
た
は
ず
だ
が
な
ぜ
か
見
つ
か
ら
な
い
。

（
11
） 

二
〇
二
二
年
、
岩
波
現
代
文
庫
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

翁
鬧
作
、
杉
森
藍
訳
『
有
港
口
的
街
市
』
晨
星
出
版
、
台
中
、
二
〇
〇
九
年
。
惜
し
む
ら
く
は
、
こ

の
本
の
日
本
語
部
分
は
誤
植
が
多
い
。
中
で
も
目
に
つ
く
の
は
「
く
り
か
え
し
」
を
表
す
記
号
を
ひ

ら
が
な
の
「
く
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
は
横
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で

間
違
い
が
ど
う
し
て
も
目
立
っ
て
し
ま
う
。
現
代
台
湾
に
と
っ
て
は
古
い
時
代
の
外
国
語
で
の
出
版

で
あ
る
か
ら
困
難
で
あ
る
と
は
い
え
、
残
念
な
印
刷
ミ
ス
で
あ
る
。

（
13
） 

『
季
節
図
鑑　

呂
赫
若
新
出
土
作
品
集
』
国
立
台
湾
文
学
館
、
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
共
同
出

版
、
台
北
、
二
〇
二
四
年
。
小
説
の
ほ
か
、
エ
ッ
セ
イ
や
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
歌
曲
を
論
じ
た
連
載
文

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

陳
萬
益
編
・
鐘
瑞
芳
訳
『
呂
赫
若
日
記
』
国
立
台
湾
文
学
館
、
台
南
、
二
〇
〇
四
年
。
日
記
と
い
う

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
が
日
本
語
で
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
呂
赫
若
の
中
で
は
日
本
語
が
既
に

母
語
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
） 

垂
水
千
恵
『
呂
赫
若
研
究
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
こ
の
研
究
も
一
九
四
三
年
ま
で
の
研
究
と

な
っ
て
い
る
。

（
16
） 

筆
者
は
二
〇
二
四
年
の
台
湾
訪
問
の
際
、
台
北
市
に
あ
る
「
台
湾
新
文
化
運
動
紀
念
館
」
を
訪
れ
た
。

こ
こ
は
日
本
統
治
時
代
の
警
察
署
の
建
物
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
日
本
人
で
あ
る
と

知
っ
た
紀
念
館
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と
思
し
き
方
は
、
す
ぐ
さ
ま
筆
者
を
留
置
場
と
水
拷
問

を
し
た
場
所
に
案
内
し
た
（
図
２
）
。
台
湾
新
文
化
運
動
自
体
が
、
台
湾
住
民
に
よ
る
自
立
し
た
民

族
意
識
に
基
づ
く
文
化
・
政
治
運
動
と
し
て
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
植
民
地
統
治

権
力
と
鋭
く
対
立
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
警
察
署
跡
に
こ
の
記
念
館
を
設
置
し
た

設
置
者
の
考
え
が
よ
く
伝
わ
る
。

図２　水拷問をした場所

（
17
） 

頼
和
の
「
秤
」
は
、
陳
逸
雄
編
訳
『
台
湾
抗
日
小
説
選
』
研
文
出
版
、
一
九
八
八
年
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
謝
建
明
「
頼
和
小
説
に
お
け
る
〈
日
本
警
察
〉
」
『
論
究
日
本
文
学
』
（
立
命
館
大

学
）
七
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
を
読
ん
だ
。

（
18
） 

和
泉
司
『
日
本
統
治
期
台
湾
と
帝
国
の
〈
文
壇
〉
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
二
年
。

（
19
） 

た
だ
し
、
発
表
す
る
あ
て
の
な
い
日
本
語
小
説
を
書
き
続
け
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

（
20
） 
陳
萬
益
編
『
龍
瑛
宗
全
集
』
国
立
台
湾
文
学
館
、
台
南
、
二
〇
〇
八
年
。
筆
者
は
日
本
語
版
だ
け
を

持
っ
て
い
る
。
初
出
誌
紙
か
ら
の
影
印
版
と
、
原
稿
か
ら
の
文
字
起
こ
し
（
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
）
と
で
作
ら
れ
て
い
る
（
注
一
九
に
該
当
す
る
よ
う
な
作
品
）
。

（
21
） 

頼
和
・
阮
光
民
『
一
稈
秤
仔
』
前
衛
出
版
社
、
台
北
、
二
〇
二
三
年
。
龍
瑛
宗
・
阮
光
民
『
植
有
木

瓜
樹
的
小
鎮
』
前
衛
出
版
社
、
台
北
、
二
〇
二
四
年
。
「
台
湾
経
典
短
篇
小
説
図
像
系
列
」
と
い
う

シ
リ
ー
ズ
も
の
で
、
続
刊
さ
れ
る
と
い
う
。
マ
ン
ガ
の
作
者
阮
光
民
氏
は
、
日
本
で
も
作
品
が
翻
訳

出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
作
品
を
見
る
と
、
台
湾
社
会
に
お
い
て
、
「
日
本
統
治



― 70 ―

台湾で生まれた日本語

時
代
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
日
本
人
警
官
が
台
湾
人
住
民
を
抑

圧
し
て
い
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
全
面
肯
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
22
） 

こ
こ
で
は
平
井
健
介
『
日
本
統
治
下
の
台
湾
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
年
を
使
っ
た
。
こ

の
本
は
経
済
史
を
中
心
と
し
て
い
る
日
本
統
治
時
代
の
通
史
で
あ
る
。
台
湾
で
こ
の
時
期
刊
行
さ

れ
て
い
た
創
氏
改
名
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
宮
田
豊
源
・
広
田
藤
雄
共
編
『
内
地
式
改
姓
名
の
仕
方
』

（
修
訂
版
）
台
北
鴻
儒
堂
書
店
、
一
九
四
一
年
を
二
〇
一
八
年
に
同
社
が
復
刻
し
て
い
る
。

（
23
） 

中
島
利
郎
・
黄
英
哲
編
『
周
金
波
日
本
語
作
品
集
』
緑
蔭
書
房
、
一
九
九
八
年
、
中
島
利
郎
・
莫
素

微
編
『
周
金
波
日
本
語
作
品
集
第
二
集
』
緑
蔭
書
房
、
二
〇
一
三
年
。
第
二
集
の
方
に
は
周
の
息
子

が
書
い
た
略
伝
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

楊
千
鶴
、
林
智
美
訳
『
花
開
時
節
（
花
咲
く
季
節
）
四
語
文
新
版
』
前
衛
出
版
社
、
台
北
、

二
〇
二
三
年
。

（
25
） 

『
人
生
の
プ
リ
ズ
ム
』
初
版
は
一
九
九
三
年
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
古
書
店

か
ら
購
入
し
一
読
し
た
の
だ
が
、
研
究
室
移
転
等
に
伴
う
蔵
書
の
大
混
乱
で
行
方
が
分
か
ら
な
い
。

今
回
の
小
論
を
書
く
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
重
要
文
献
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

（
26
） 

黄
霊
芝
に
つ
い
て
は
下
岡
友
加
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
台
湾
の
日
本
語
作
家
』
渓
水
社
、

二
〇
一
九
年
な
ど
が
あ
る
。

（
27
） 

游
珮
芸
・
周
見
信
、
倉
本
知
明
訳
『
台
湾
の
少
年
』
全
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
―
二
〇
二
三

年
。
原
作
で
あ
る
『
来
自
清
水
的
孩
子
』
慢
工
文
化
事
業
、
台
北
、
二
〇
二
〇
―
二
〇
二
一
年
も
見

る
機
会
が
あ
っ
た
。
日
本
統
治
時
代
は
学
校
な
ど
で
使
わ
れ
る
日
本
語
と
家
庭
で
の
台
湾
語
、
そ
こ

に
日
本
支
配
終
了
後
中
華
民
国
政
府
が
持
ち
込
ん
だ
中
国
語
が
さ
ら
に
加
わ
る
の
で
あ
る
。
日
本
語

は
公
的
言
語
か
ら
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
の
み
使
わ
れ
る
言
語
に
な
っ
た
。
原
書
で
は
、
日
本
語

と
台
湾
語
の
部
分
に
は
中
国
語
の
訳
文
が
付
さ
れ
、
日
本
語
版
で
は
、
北
京
語
を
標
準
語
、
台
湾
語

を
瀬
戸
内
地
方
の
方
言
に
訳
し
て
い
る
。

（
28
） 

李
哲
宇
「
台
北
俳
句
会
の
成
立
」
『
跨
境
』
一
八
号
、
二
〇
二
四
年
。
日
本
の
俳
句
団
体
の
台
北
支

部
だ
っ
た
も
の
が
独
立
し
た
背
景
に
は
、
日
本
側
に
無
意
識
の
宗
主
国
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

（
29
） 

藤
田
賀
久
、
栖
來
ひ
か
り
と
い
う
、
今
日
台
湾
を
学
ぶ
に
は
最
上
級
の
人
士
が
事
前
学
習
を
担
当
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
不
足
を
補
っ
て
余
り
あ
る
。

（
30
） 

顔
世
鴻
『
青
い
緑
島
』
一
葉
設
計
、
台
北
、
二
〇
二
二
年
。
中
国
語
版
の
『
緑
島
百
事
』
は
未
見
。

本
書
は
国
立
成
功
大
學
の
陳
梅
卿
名
誉
教
授
よ
り
恵
投
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。

（
31
） 

許
雪
姫
・
王
麗
蕉
主
編
『
葉
盛
吉
獄
中
手
稿
與
書
信
集
』
国
家
人
権
博
物
館
・
中
央
研
究
院
台
湾
史

研
究
所
、
新
北
・
台
北
、
二
〇
二
一
年
。
こ
の
手
記
は
妻
と
、
つ
い
に
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
息
子

に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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Japanese language born in Taiwan

Izao Tomio 

   This study examines the Japanese language as it emerged in Taiwan, using Yamaguchi Mamoru’s  
The Town on Papaya, Anthology of Japanese novels written in Colonial Taiwan, Koseisha,2024, as a reference.
   As part of project exercise, the author of this study led Yamaguchi Prefectural University students 
to Chia-Yi, Taiwan,  to  learn about the historical relationship between Yamaguchi and Taiwan. Chen 
Cheng-Po, a famous Taiwanese artist closely related to this exercise, wrote his will in Japanese before 
his execution. The findings demonstrate that although the Japanese language penetrated the Taiwanese 
people  in Japan during the colonial era,  it evolved  in Taiwan after World War Ⅱ. Knowledge of  the 
Japanese Language in Taiwan requires an understanding of the historical relationship between Taiwan 
and Japan among YPU students.


