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昭
和
四
十
九
年
、
一
年
間
台
湾
に
住
ん
だ
。
三
度
目

の
訪
台
だ
っ
た
。
木
柵
の
国
立
政
治
大
学
国
際
関
係
研

究
所
に
住
み
込
ん
で
、
文
革
研
究
の
た
め
、
江
青
の
伝

記
資
料
を
探
っ
た
の
で
あ
る
。
台
湾
に
は
江
青
を
知
る

人
が
沢
山
居
て
、
中
共
の
資
料
も
豊
富
に
あ
っ
た
。
そ

れ
以
後
、
毎
年
二
、
三
回
、「
中
共
研
究
」
の
た
め
台
湾

に
通
っ
た
。

台
湾
を
研
究
し
始
め
た
の
は
、
香
港
に
関
す
る
中
英

交
渉
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
あ
る
。「
残
る
は
台
湾
」
と
ば

か
り
、
台
湾
に
関
す
る
報
告
や
文
章
を
求
め
ら
れ
た
の

で
、
台
湾
の
政
治
の
流
れ
を
見
る
た
め
、「
台
湾
の
政
治

改
革
年
表
・
覚
書
」
と
い
う
研
究
ノ
ー
ト
を
作
り
始
め

た
。
台
湾
の
出
来
事
や
資
料
を
抄
録
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
そ
の
後
、
私
の
研
究
時
間
の
半
分
を
と
る
大
作

業
に
な
る
と
は
、
当
時
、
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。

訪
台
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
台
湾
が
実
に
懐
か
し
く

な
っ
た
。
何
し
ろ
、
師
範
大
学
前
の
和
平
東
路
や
台
湾

大
学
横
の
新
生
南
路
を
造
成
中
か
ら
知
っ
て
い
る
の

だ
。
い
つ
の
間
に
や
ら
「
台
湾
の
水
を
飲
み
、
台
湾
の

米
を
食
べ
て
育
っ
た
」
老
台
北
に
な
り
、
台
湾
と
台
湾

人
大
好
き
人
間
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
台
湾
で
暮
ら
す
う
ち
に
、
台
湾
が
抱
え
る

複
雑
な
事
情
が
判
っ
て
き
た
。

台
北
で
三
ヶ
月
北
京
語
を
習
い
、
練
習
の
た
め
北
京

語
で
話
し
か
け
る
と
大
抵
日
本
語
で
返
っ
て
く
る
。
北

京
語
を
使
い
た
く
な
い
人
が
居
る
。
禁
じ
ら
れ
て
い
た

か
ら
敢
え
て
日
本
語
を
使
う
抵
抗
精
神
旺
盛
な
人
も
居

る
。
国
際
感
覚
の
鈍
い
日
本
人
で
あ
る
私
に
は
、
い
ろ 伊原吉之助理事

台
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台
湾
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ん
な
発
見
が
あ
っ
た
。

蔣
介
石
が
台
湾
占
領
の
た
め
派
遣
し
た
陳
儀
は
、
同

胞
と
し
て
で
な
く
、
勝
利
者
と
し
て
台
湾
に
君
臨
し
、

略
奪
暴
行
勝
手
次
第
を
や
っ
た
。
彼
ら
に
は
豊
か
な
生

産
基
地
台
湾
を
経
営
す
る
意
志
も
能
力
も
な
く
、
現
に

あ
る
富
を
奪
っ
て
大
陸
に
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
工

場
や
生
産
設
備
ま
で
解
体
し
て
大
陸
に
送
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
共
内
戦
の
敗
退
で
中
国
国
民
党
の
亡

命
政
権
が
台
湾
に
逃
げ
込
み
、
折
か
ら
の
冷
戦
と
相
俟

っ
て
、「
一
中
を
争
う
二
中
」
問
題
に
捲
き
込
ま
れ
た
。

蔣
介
石
に
と
っ
て
台
湾
は
、
大
陸
反
攻
の
た
め
の
基

地
で
し
か
な
く
、
軍
事
費
を
搾
取
し
た
だ
け
で
建
設
せ

ず
。
蔣
經
國
に
と
っ
て
台
湾
は
生
活
基
地
だ
っ
た
か

ら
、
建
設
に
手
を
染
め
た
。
李
登
輝
に
と
っ
て
台
湾
は

生
ま
れ
故
郷
だ
か
ら
、
中
国
国
民
党
の
独
裁
を
民
主
化

し
台
湾
化
し
た
。
陳
水
扁
は
米
国
・
中
国
・
野
党
の
「
一

中
」
圧
力
の
前
に
「
中
華
民
国
」
体
制
の
枠
内
で
し
か

動
け
な
い
。
李
登
輝
を
追
い
出
し
た
連
戦
は
「
中
国
」

国
民
党
に
引
き
戻
し
、
立
法
院
で
の
多
数
を
頼
ん
で
少

数
与
党
の
民
進
党
政
権
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
て
い
る
。

台
湾
は
民
主
化
し
た
と
い
う
が
、
民
主
主
義
と
は
法

治
と
手
続
き
に
よ
る
統
治
で
あ
る
。
在
台
中
国
派
の
野

党
は
好
き
勝
手
に
こ
れ
を
踏
み
に
じ
り
、
民
主
主
義
は

ま
だ
台
湾
に
定
着
し
た
と
は
言
い
難
い
。
米
国
と
中
国

は
、
冷
戦
中
の
便
宜
的
申
し
合
わ
せ
事
項
に
す
ぎ
な
い

「
一
中
」
の
虚
構
に
固
執
し
て
、
台
湾
を
も
国
際
社
会
を

も
縛
り
続
け
て
い
る
。

台
湾
は
こ
の
よ
う
に
歴
史
の
重
荷
に
苦
し
ん
で
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
時
と
と
も
に
希
望
が
出
て
き
た
。

若
い
世
代
が
順
調
に
育
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
歴
史
の
重
荷
を
気
に
し
な
い
。
中
国
に
郷

愁
を
抱
く
「
外
省
人
」
は
、
二
二
八
事
件
や
白
色
テ
ロ

を
経
験
し
た
台
湾
人
と
と
も
に
次
第
に
退
場
し
つ
つ
あ

る
。
今
や
、
大
陸
籍
を
持
つ
者
を
含
め
て
、
台
湾
で
生

ま
れ
、
台
湾
に
育
ち
、
台
湾
の
た
め
奮
闘
す
る
世
代
が

着
々
と
育
っ
て
い
る
。「
中
国
と
の
究
極
的
統
一
」
な
ど

と
い
う
者
を
、
新
時
代
の
台
湾
人
が
指
導
者
に
選
ぶ
と

は
思
え
な
い
。

明
日
の
台
湾
は
、
も
っ
と
す
っ
き
り
す
る
に
違
い
な

い
。


