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本
書
は
日
本
統
治
期
に
お
け
る
台
湾
の
小
説
及
び
（
近
年
植
民
地
時
代
を
舞

台
と
し
て
製
作
さ
れ
た
）
映
画
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
視
点
か
ら
読
み
直
す

研
究
で
あ
る
︒
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
台
湾
の
植
民
地
時
代
の
文
学
に
関
す

る
研
究
に
お
い
て
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の

理
論
を
介
入
し
て
論
議
を
試
み
る
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
韓
国
や
香
港
と
と

も
に
、
植
民
地
支
配
の
影
と
そ
の
後
遺
症
は
今
日
で
も
し
ば
し
ば
文
学
、
映

画
、
な
い
し
一
般
言
説
（public discourse

）
に
現
れ
て
い
て
ア
ジ
ア
学
の
研

究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
︒

　
過
去
半
世
紀
以
来
、「
台
湾
」
と
い
う
研
究
の
現
場
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を

経
て
き
た
︒
二
十
世
紀
の
一
九
五
〇
年
代
冷
戦
期
に
は
中
国
本
土
へ
の
ア
ク

セ
ス
が
極
め
て
制
限
さ
れ
て
い
た
せ
い
で
、
欧
米
の
研
究
者
は
台
湾
を
中
国

の
「
代
役
」
と
し
て
伝
統
中
国
社
会
を
理
解
す
る
場
と
見
て
い
た
︒
七
〇
年

代
と
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
台
湾
は
経
済
高
速
成
長
の
モ
デ
ル
「
ア
ジ
ア
の

四
つ
の
ド
ラ
ゴ
ン
」（the four dragons of A

sia

）
の
一
員
で
あ
る
経
済
発
展
国

と
し
て
研
究
対
象
と
な
っ
た
︒
西
洋
の
資
本
主
義
と
儒
教
の
倫
理
を
合
流
し

て
ア
ジ
ア
の
新
し
い
経
済
容
相
を
転
換
す
る
一
好
例
と
さ
れ
た
︒

　
一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
加
速
す
る
民
主
化
運
動
は
人
権
や

自
由
選
挙
な
ど
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も

台
頭
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
九
〇
年
代
に
興
起
す
る
植
民
地
研
究
や
ポ
ス
ト
・

コ
ロ
ニ
ア
ル
リ
ズ
ム
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
理
論
に
も
影
響
さ
れ
、
半
世

紀
に
わ
た
る
日
本
帝
国
統
治
期
に
つ
い
て
の
考
察
が
正
式
に
幕
を
あ
け
た
︒

二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
英
語
圏
で
も
、
台
湾
植
民
地
時
代
の
複
雑
に

書
評バ

ー
ト
・
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス

『  

ト
ラ
ン
ス
リ
ン
ガ
ル
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン 

　
―
―
（
ポ
ス
ト
）
コ
ロ
ニ
ア
ル
台
湾
の
小
説
と
映
画
』

B
ert Scruggs, Translingual N

arration: C
olonial and Postcolonial Taiw

anese Fiction and Film
. 

H
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aw

ai
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錯
綜
す
る
同
化
種
族
政
策
、
言
語
・
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
文
学
生
産
、

あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
文
化
の
ト
ラ
ン
ス
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
（
跨

地
域
的
）
な
流
通
な
ど
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
書
物
が
出
て
い
る
（Leo 

C
hing 2001 ; Faye K

leem
an 2003 , K

aren T
hornber 2009 , K

im
berly K

ono 2010

）︒

そ
れ
ま
で
の
政
治
経
済
な
い
し
軍
事
歴
史
に
集
中
す
る
日
本
植
民
地
研
究
と

一
転
し
て
、
文
学
や
文
化
に
脚
光
を
浴
び
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
植
民
地
体
験

を
よ
り
マ
イ
ク
ロ
的
に
、
そ
の
体
験
が
い
か
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
に
影

響
を
与
え
た
か
を
考
察
す
る
ま
で
に
進
化
し
た
︒
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
氏
の
﹃
ト

ラ
ン
ス
リ
ン
ガ
ル
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
は
こ
の
意
味
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
︒

し
か
し
、
今
ま
で
の
日
本
植
民
地
文
化
研
究
の
書
物
と
一
風
違
う
の
は
、
こ

の
本
が
文
化
や
文
学
生
産
を
植
民
地
の
時
空
に
お
い
て
と
ら
え
る
歴
史
的
な

調
査
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

の
視
点
か
ら
コ
ロ
ニ
ア
ル
時
期
の
テ
ク
ス
ト
を
検
証
す
る
と
い
う
方
法
を
と

る
︒

　
本
書
は
冷
戦
期
終
結
後
、
特
に
戒
厳
法
が
解
除
さ
れ
た
あ
と
、
植
民
期
に

日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
が
活
発
に
中
国
語
に
訳
さ
れ
る
現
象
を
焦
点

に
す
る
︒
い
ま
年
々
衰
え
て
い
く
台
湾
の
日
本
語
世
代
と
異
な
り
、
戦
後
生

ま
れ
世
代
、
ま
た
そ
の
あ
と
に
生
ま
れ
た
新
し
い
世
代
の
植
民
地
時
代
へ
の

認
識
は
こ
う
い
う
翻
訳
作
品
に
通
じ
て
こ
そ
成
り
立
つ
の
で
あ
る
、
と
ス
ク

ラ
ッ
グ
ス
は
言
う
︒
よ
っ
て
本
書
は
、
原
作
の
作
者
、
創
作
意
図
、
そ
の
時

代
に
お
け
る
各
作
品
の
意
味
な
ど
よ
り
も
、
翻
訳
過
程
に
た
ず
さ
わ
る
翻
訳

者
・
媒
介
者
（m

ediator

）
と
、
こ
の
言
語
転
換
作
業
に
生
ま
れ
た
間
テ
ク
ス

ト
（intertextual

）
の
ず
れ

0

0

の
問
題
に
目
を
向
け
る
︒
こ
の
意
味
で
、
作
者
は

今
ま
で
の
定
説
を
逆
転
し
て
「
コ
ロ
ニ
ア
ル
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
に
よ
っ

て
生
成
す
る
」（p. 9

）
と
敢
言
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
は
た
し
て
ど
ち
ら
が
ど

ち
ら
を
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
異
議
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
コ
ロ

ニ
ア
ル
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
境
界
が
い
っ
そ
う
曖
昧
と
な
る
点
を
強
調

す
る
作
者
の
意
志
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
過
去
の
植
民
地
経
験
の
再
構
築
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ス
ク

ラ
ッ
グ
ス
は
構
造
言
語
学
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
分
析
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
、
心
理
分
析
と
い
う
五
つ
の
方
法
論
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
章
を
展
開

し
て
い
く
︒
本
書
は
六
章
か
ら
な
り
、
第
一
章
は
本
書
全
体
の
要
旨
の
紹
介

に
あ
た
る
︒
こ
こ
で
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
は
、
本
書
の
目
的
は
日
本
帝
国
に
つ
い

て
の
研
究
で
も
過
去
の
植
民
地
と
し
て
の
台
湾
や
台
湾
人
の
生
活
や
思
想
を

文
学
作
品
に
通
し
て
再
発
見
す
る
こ
と
で
も
な
い
と
述
べ
る
︒
そ
の
か
わ
り
、

台
湾
の
植
民
地
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
翻
訳
者
と
批

評
家
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
者
と
批
評
家
が
現
在

自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
植
民
地
期
文
学
に
投
影
す
る
こ
と
の
過
程
を

追
跡
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

　
第
二
章
は
「
一
つ
の
文
化
、
二
つ
の
国
」
と
題
し
て
、
植
民
地
期
の
言
語

政
策
、
台
湾
に
お
け
る
戦
前
・
戦
後
の
複
雑
な
民
族
、
言
語
環
境
を
説
明
す

る
︒
近
代
台
湾
人
が
清
朝
皇
帝
の
臣
民
と
し
て
生
ま
れ
、
日
本
天
皇
の
臣
民
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と
し
て
死
ぬ
︒
あ
る
い
は
日
本
天
皇
の
臣
民
と
し
て
生
ま
れ
、
中
（
華
民
）

国
の
国
民
と
し
て
死
ぬ
―
―
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
は
台
湾
人
が
直
面
し
た
こ
の

「
一
つ
の
体
、
二
つ
の
国
」
と
い
う
ね
じ
れ
を
指
摘
し
、
日
本
語
文
学
を
中
国

語
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
作
品
に
第
二
の
生
命
（second life

）

を
与
え
ら
れ
る
と
語
っ
た
（p. 22

）︒
日
本
語
で
書
か
れ
た
台
湾
文
学
、
国
家

の
な
い
国ナ
シ
ョ
ナ
ル民
文
学
と
し
て
の
台
湾
文
学
を
い
か
に
読
解
す
る
か
の
問
い
を
な

げ
か
け
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
、
複
声
（m

ulti-voiced

）
な
ど
の
概
念
で
解
い
て
い

く
手
順
を
と
っ
た
︒

　
第
三
章
は
植
民
地
期
の
主
要
な
作
家
、
翁
鬧
、
吳
濁
流
、
そ
し
て
王
昶
雄

を
取
り
上
げ
、
作
中
人
物
で
あ
る
「
在
日
台
湾
人
」
の
曖
昧
性
に
作
家
た
ち

の
運
命
を
だ
ぶ
ら
せ
る
︒
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
境
界
線
は
場
所

（location

）
と
あ
る
特
定
の
土
地
（local

）
の
掛
け
合
い
の
な
か
で
こ
そ
成
立

で
き
た
と
も
い
う
︒
第
四
章
は
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
の
専
門
研
究
対
象
で
あ
る
作

家
楊
逵
と
小
林
多
喜
二
と
比
較
し
な
が
ら
、
階
級
意
識
、
文
学
虚
構
空
間
と

の
関
係
を
検
証
し
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
植
民
地
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
リ
ズ

ム
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
︒

　
第
五
章
は
女
性
作
家
と
女
性
の
社
会
的
役
割
、
身
体
の
政
治
性
に
つ
い
て

論
を
展
開
す
る
︒
張
碧
華
、
葉
陶
（
上
述
楊
逵
の
妻
）、
黄
寶
桃
、
楊
千
鶴
と

い
う
四
人
の
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
女
性
作
家
と
そ
の
作
品
に
そ
れ
ぞ
れ

一
セ
ク
シ
ョ
ン
ず
つ
与
え
て
論
じ
て
い
く
︒
そ
の
な
か
で
台
湾
の
評
論
家
の

研
究
を
引
用
し
な
が
ら
、
台
湾
の
女
性
作
家
研
究
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の

欠
陥
を
指
摘
し
た
︒
ス
ラ
ッ
グ
ス
に
よ
れ
ば
、
第
三
世
界
作
家
を
論
じ
る
際
、

少
数
の
作
家
を
あ
た
か
も
第
三
世
界
の
国
家
、
文
化
全
体
の
代
弁
者
と
す
る

と
い
う
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
へ
の
批
判
は
、
台
湾
の
女
性
作
家

研
究
と
批
評
に
も
適
用
で
き
る
と
い
う
︒
特
定
の
植
民
地
期
の
女
性
作
家
が

台
湾
に
お
け
る
全
女
性
の
植
民
地
体
験
を
代
表
す
る
と
い
う
よ
う
な
勘
違
い

が
頻
繁
に
起
こ
り
、
そ
の
ゆ
え
、
彼
女
ら
の
作
品
を
論
ず
る
際
、
お
も
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
光
を
当
て
、
肝
心
な
文
学
芸
術
性
を
後
景
に
退
け
て
し
ま
う

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
植
民
地
期
台
湾
に
お
け
る
女
性
作
家
に
つ
い
て
、
い

ま
だ
に
系
統
的
に
整
理
か
つ
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
疑
い
え
な
い
事
実

で
あ
ろ
う
︒
こ
の
章
は
日
本
と
台
湾
の
植
民
地
文
学
研
究
と
い
う
分
野
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
新
し
い
視
野
を
広
め
る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る

こ
と
が
お
お
い
に
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒

　
本
書
に
は
「（
ポ
ス
ト
）
コ
ロ
ニ
ア
ル
台
湾
の
小
説
と
映
画
」
と
い
う
副
題

が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
各
章
は
お
も
に
文
学
作
品
を
中
心
に
し
、

映
画
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
て
も
詳
細
に
分
析
は
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の

点
、
終
章
の
第
六
章
は
台
湾
に
お
け
る
植
民
地
期
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と
ソ
ラ
ス

タ
ル
ジ
ア
（solastalgia

）
と
い
う
二
つ
の
手
か
が
り
を
た
ど
り
な
が
ら
、
最
近

の
台
湾
映
画
で
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
概
念
が
表
す
感
情
が
表
現
さ
れ
た
か

を
注
目
す
る
の
で
あ
る
︒
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
周
知
の
概
念
で
あ
っ
た
が
、
ソ

ラ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
比
較
的
新
し
い
造
語
と
い
え
よ
う
︒
ソ
ラ
ス
タ
ル
ジ
ア
は

も
と
も
と
は
環
境
生
態
学
の
用
語
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
環
境
哲
学
者
グ
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リ
ー
ン
・
ア
ー
ル
ブ
レ
ケ
ッ
ト
（G

leen A
lbrecht, 1953‒  

）
が
提
案
し
た
新
語

で
あ
る
︒
故
郷
を
離
れ
て
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
よ
っ
て
鬱
病
や
悩
み
を
経
験
す

る
と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
対
し
、
ソ
ラ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
自
分
の
故
郷
（
あ

る
い
は
我
が
家
）
に
居
な
が
ら
郷
愁
を
感
じ
、
悩
ま
さ
れ
、
病
気
に
さ
え
な
る

状
況
を
さ
す
︒
ア
ー
ル
ブ
レ
ケ
ッ
ト
氏
は
、
そ
れ
は
個
人
に
ま
つ
わ
る
環
境

の
激
変
の
ゆ
え
に
発
生
す
る
と
述
べ
る
（
氏
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
・

サ
ウ
ス
・
ウ
ェ
ー
ル
ス
﹇
Ｎ
Ｓ
Ｗ
﹈
地
域
に
起
こ
っ
た
旱か
ん

魃ば
つ

や
大
規
模
な
露
天
掘
り

に
よ
っ
て
地
域
の
人
々
が
こ
う
む
る
生
理
的
苦
痛
と
無
力
感
を
例
と
し
て
あ
げ
る
）︒

　
一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
た
時
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
政
治
的
な

理
由
で
製
作
で
き
な
か
っ
た
台
湾
史
と
「
台
湾
意
識
」（
台
湾
人
と
し
て
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
展
現
す
る
映
画
が
た
く
さ
ん
で
て
き
た
︒

ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
映
画
は
植
民
地
期
の
記
憶
を
新
た
な
形
式

で
詮
索
し
美
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
表
れ
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒
た
と
え

ば
候ホ
ウ

孝
シ
ャ
オ

賢
シ
ェ
ン

監
督
の
﹃
悲
情
城
市
』
を
先
頭
に
立
ち
、
二
〇
〇
八
年
台
湾
映

画
興
行
収
入
最
高
記
録
を
達
し
た
魏
ウ
ェ
イ

德ダ
ー

聖
シ
ョ
ン

監
督
の
﹃
海
角
七
号
―
―
君
想
う
、

国
境
の
南
』
と
同
年
台
湾
で
初
め
て
客
家
語
で
作
ら
れ
た
﹃
１
８
９
５
』、
あ

る
い
は
嘉
義
農
林
学
校
の
日
本
人
、
漢
人
、
原
住
民
の
野
球
選
手
た
ち
が
甲

子
園
へ
行
く
い
き
さ
つ
を
物
語
る
﹃K

A
N

O
 1931

―
―
海
の
向
こ
う
の
甲
子

園
』（
二
〇
一
四
）
は
み
な
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
を
介
し
て
コ
ロ
ニ
ア
ル
を
再

構
築
す
る
好
例
で
あ
ろ
う
︒
現
在
の
台
湾
映
画
に
見
ら
れ
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア

と
ソ
ラ
ス
タ
ル
ジ
ア
は
、
結
局
、
時
間
的
（tem

poral

）
お
よ
び
空
間
的

（locative

）
な
要
素
が
両
方
入
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

　
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
映
画
に
は
日
本
語
、
台
湾
語
、
客
家
語
、
原
住
民
部

落
の
こ
と
ば
な
ど
が
混
じ
り
合
う
き
わ
め
て
特
殊
な
多
言
語
環
境
を
映
像
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
民
族
・
多
元
文
化
の
状
況
が
語
ら
れ
る
︒
多
く
の
観

客
は
、
た
と
え
そ
の
多
数
の
こ
と
ば
の
な
か
の
一
つ
や
二
つ
が
分
か
っ
て
い

て
も
ほ
か
の
言
語
は
翻
訳
字
幕
に
頼
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
、

同
じ
台
湾
人
で
も
映
画
鑑
賞
の
聴
覚
経
験
は
か
な
ら
ず
し
も
単
一
な
体
験
で

は
な
い
︒
こ
こ
で
、
ス
ク
ラ
ッ
グ
ス
が
本
書
の
題
名
を
﹃
ト
ラ
ン
ス
リ
ン
ガ

ル
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
』（
越
境
す
る
言
葉
で
の
語
り
）
と
名
付
け
た
意
図
が
い
っ

そ
う
は
っ
き
り
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　﹃
ト
ラ
ン
ス
リ
ン
ガ
ル
・
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
は
た
だ
の
テ
ク
ス
ト
分
析
に
と

ど
ま
ら
ず
、
日
本
語
と
、
そ
の
後
中
国
語
と
い
う
二
つ
の
ス
ー
パ
ー
ラ
ン

ゲ
ー
ジ
の
狭
間
で
、
正
式
な
書
き
言
葉
の
シ
ス
テ
ム
を
も
た
な
い
台
湾
語
に

よ
る
台
湾
文
学
の
生
産
・
翻
訳
・
鑑
賞
の
実
況
を
明
快
に
語
る
︒
そ
し
て
コ

ロ
ニ
ア
ル
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
境
目
を
ぼ
や
け
さ
せ
、
相
互
相
生
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
を
鋭
利
な
分
析
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
︒
こ
の
意
味
で

本
書
が
日
本
と
台
湾
植
民
地
期
の
文
学
と
映
画
研
究
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

研
究
、
そ
し
て
日
本
語
文
学
研
究
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
大
き
く
貢
献
す

る
こ
と
を
、
書
評
者
は
確
信
し
て
い
る
︒


