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私
は
東
台
湾
の
移
民
村
で
有
名
な
吉よ
し

野の

に
生
れ
、
理

蕃
要
衝
の
地
、玉た
ま

里さ
と

と
新し
ん

城じ
ょ
うで
青
春
時
代
を
過
ご
し
た
。

　

そ
も
そ
も
台
湾
は
、
日
本
が
統
治
す
る
ま
で
に
三
度

の
外
来
政
権
に
支
配
さ
れ
た
が
、
そ
の
何
れ
も
東
台
湾

に
主
権
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
東
台
湾
は

二
百
七
十
年
間
、
空
白
の
無
法
地
帯
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
状
態
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
が
牡ぼ

丹た
ん

社し
ゃ

事
件
で
あ

る
。
事
件
は
日
本
の
出
兵
で
解
決
し
た
が
、
清
朝
政
府

は
こ
の
時
よ
り
、
東
部
も
自
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を

示
す
た
め
に
東
西
横
断
道
路
を
開
削
し
、
初
代
巡じ
ゅ
ん
ぶ撫
劉

銘
伝
は
台
湾
経
営
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
行
政
が
軌
道
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
最
中
、

日
清
戦
争
に
よ
り
台
湾
は
日
本
の
領
土
と
な
っ
た
。

　

ま
こ
と
に
皮
肉
な
こ
と
に
、
事
件
の
際
、
東
部
の
治

安
を
厳
し
く
追
求
し
た
日
本
が
今
度
は
、
自
ら
の
手
で

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
領
台
当

初
、
そ
の
治
安
は
極
め
て
悪
く
、
明
治
二
十
九
年
、
タ

ロ
コ
の
監
視
哨
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
た
結
城
少
尉
以

下
二
十
三
名
が
タ
イ
ヤ
ル
族
に
全
滅
さ
れ
、
そ
の
遺
体

収
容
に
向
か
っ
た
花か

蓮れ
ん

港こ
う

守
備
隊
は
半
年
か
け
て
失
敗

に
終
り
、
そ
の
間
、
風
土
病
に
罹
っ
た
者
を
含
め
五
百

余
名
の
死
傷
者
を
出
し
た
。
東
部
の
治
安
は
、
大
正
三

年
、
第
五
代
佐
久
間
総
督
が
一
個
師
団
を
投
じ
て
タ
ロ

コ
討
伐
を
断
行
し
た
こ
と
に
よ
り
結
着
し
た
。
そ
の
結

果
、
高
砂
族
の
九
六
％
が
帰
順
し
、
台
湾
全
体
の
治
安

も
よ
う
や
く
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
た
だ
ち
に
東
部
に
人
の
住
め
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
正
の
頃
ま
で
「
波
が
荒
く

て
入
れ
ん
港こ
う

、
一
度
入
る
と
帰
れ
ん
港
、
米
が
ま
ず
く

て
食
わ
れ
ん
港
」
と
言
わ
れ
、
東
京
大
学
の
矢や

内な
い

原は
ら

忠た
だ

雄お

教
授
は
名
著
﹃
帝
国
主
義
下
の
台
湾
﹄
で
「
東
部
の

開
発
は
不
可
能
に
近
い
」
と
指
摘
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。 山口政治理事

台
湾
と
私　
⒂

空
白
の
東
台
湾
史
を
顧
み
る

山や
ま

口ぐ
ち

政ま
さ

治じ
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だ
が
、
治
安
解
決
に
目
ど
が
つ
く
と
、
台
湾
総
督
府

は
人
知
の
限
り
を
尽
く
し
て
東
台
湾
の
開
発
に
取
り
組

み
、
花
蓮
港
の
庁
民
は
こ
れ
に
呼
応
し
て
あ
ら
ゆ
る
難

題
に
挑
戦
し
た
。

　

そ
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
警
察
官
と
教
師
だ
っ
た
。

警
察
官
は
山
岳
地
帯
の
蕃ば
ん

社し
ゃ

に
入
り
込
み
、
サ
ー
ベ
ル

に
代
え
て
鋤す
き

と
教
科
書
を
手
に
し
、
家
族
ぐ
る
み
で
高

砂
族
を
啓
蒙
し
て
近
代
化
に
務
め
た
。
教
師
た
ち
は
、

芝し

山ざ
ん

巌が
ん

精
神
と
教
育
勅
語
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
、
我

が
子
の
よ
う
に
分
け
隔
て
な
く
教
え
た
。

　

そ
の
姿
を
見
て
い
た
湾
生
二
世
の
子
弟
た
ち
は
「
両

親
は
愛
情
と
使
命
感
に
燃
え
て
い
た
」
と
語
る
。

　

こ
う
し
て
警
察
官
や
教
師
の
献
身
的
努
力
に
よ
り
共

存
共
栄
の
精
神
は
芽
生
え
、
鉄
道
、
道
路
な
ど
の
イ
ン

フ
ラ
は
急
速
に
進
捗
し
た
。
元
々
不
毛
の
地
帯
だ
っ
た

の
で
建
設
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
に
は
多
く
の
犠
牲
と
苦
難
を
伴
っ
た
。
例
え
ば
、

交
通
の
大
動
脈
と
な
っ
た
台た
い

東と
う

線せ
ん

一
七
〇
キ
ロ
を
開
通

さ
せ
る
の
に
十
六
年
も
か
け
、
蘇そ

花か

断だ
ん

崖が
い

一
二
〇
キ
ロ

を
自
動
車
道
に
完
成
さ
せ
る
の
に
三
十
年
も
要
し
た
。

　

こ
う
し
た
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
と
平
行
し
て
、
産
業
の

振
興
も
進
め
ら
れ
、
後
世
に
残
る
吉
野
村
の
官
営
移
民

を
魁
さ
き
が
けと
し
、
台
東
線
上
、
点
と
線
を
な
す
十
四
の
一
大

移
民
ベ
ル
ト
地
帯
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
血
と
汗
を

流
し
た
移
民
者
を
襲
っ
た
の
は
台
風
、
マ
ラ
リ
ア
、
恙
つ
つ
が

虫む
し

、
毒
蛇
で
、
当
時
の
恐
怖
の
話
題
は
今
日
な
お
語
り

継
が
れ
て
い
る
。

　

移
民
に
続
き
、
黒
い
煙
を
吐
い
た
寿
こ
と
ぶ
き

村
と
上か
み

大や
ま

和と

村
の
塩え
ん

水す
い

港こ
う

精
糖
は
東
台
湾
の
近
代
化
を
象
徴
し
た

が
、
何
と
言
っ
て
も
近
代
化
を
世
に
示
し
た
の
は
、
庁

民
が
夢
に
ま
で
見
た
築
港
を
完
成
し
、
三
〇
〇
〇
ト
ン

級
三
隻
を
接
岸
さ
せ
た
時
で
、
こ
の
と
き
提
灯
行
列
を

し
て
祝
っ
た
。
さ
ら
に
島
民
を
驚
か
せ
た
の
は
、
時
代

の
花
形
産
業
の
重
化
学
工
業
、
ア
ル
ミ
、
ニ
ッ
ケ
ル
を

豊
富
な
電
力
を
活
用
し
て
生
産
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

顧
み
る
に
、
歴
代
の
外
来
政
権
が
目
も
向
け
ず
に
空

白
に
し
て
い
た
陸
の
孤
島
東
台
湾
を
、
五
十
年
足
ら
ず

で
西
部
並
み
に
近
づ
け
、「
住
め
ば
都
よ
帰
れ
ん
港
」

の
理
想
郷
に
し
た
の
は
、
台
湾
史
に
残
る
大
事
業
だ
っ

た
。
終
戦
で
別
れ
を
惜
し
ん
で
振
り
返
っ
た
時
、
人
々

は
文
字
通
り
「
麗
う
る
わ
しし
の
島
、
イ
ラ
・
フ
ォ
ル
モ
サ
！
」

と
感
嘆
し
た
の
だ
っ
た
。


