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五
年
前
の
東
日
本
大
震
災
、
今
年
二
月
の
台
湾
南
部
地
震
に
際
し
、

官
民
と
も
に
即
座
に
動
き
、
救
援
や
心
の
こ
も
っ
た
見
舞
い
で
、
互
い

そ
ん
な
両
国
の
素
晴
ら
し
い
関
係
の
源
は
、
明
治
時
代
に
遡
る
。

第
四
代
台
湾
総
督
ｃ児
玉
源
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
、

こ
こ
ろ
ざ

し

　

い
だ

じ

ん

り
よ
く

志

を
抱
い
た
明
治
人
の
台
湾
へ
の
尽
力
こ
そ
が
契
機
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
日
本
人
は
、
未
開
の
地
・台
湾
に
ど
う
向
き
合
っ
た
の
か
。

驚
く
べ
き
日
本
時
代
の
教
育

私
は
昭
和
二
十
二
年
全
九
四
七
）生
ま
れ
で
す
が
、
幼
い
頃
の
台
湾
と
の
「出

会
い
」
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

小
学
生
の
時
の
あ
る
夏
、
甲
子
園
で
行
な
わ
れ
て
い
た
全
国
高
等
学
校
野
球

選
手
権
大
会
を
テ
レ
ビ
で
観
て
い
て
、
過
去
の
準
優
勝
校
の
中
に
「嘉
義
農
林
学

校
」
の
名
を
発
見
し
ま
し
た
。
同
校
が
準
優
勝
し
た
の
は
戦
前
の
昭
和
六
年
全

九
三

一
）
の
こ
と
で
す
が
、
嘉
義
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
地
名
だ
と
思
い
調
べ
て
み

る
と
、
台
湾
の
学
校
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
同
校
野
球
部
は
台
湾
に
わ
た
つ
た

松
山
商
業
出
身
の
近
藤

兵
太
郎
が
監
督
を
務
め
て
お
り
、
映
画
「Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｏ
ス
二

〇

一
四
年
台
湾
公
開
、
翌
二
〇

一
五
年
日
本
公
開
）
で
も
描
か
れ
た
の
で
、
記
憶

に
新
し
い
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
甲
子
園
準
優
勝
の
時
の
レ
ギ
ュ
ラ
ー

は
、
日
本
人
が
三
人
、
台
湾
人
（漢
人
）
が
二
人
、
原
住
民
族
高
砂
族
が
四
人
だ

っ
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
の
選
手
は
、
差
別
は

一
つ
も
な
か
っ
た
と
言
い
、
「正

し
い
野
球
」
を
教
え
て
く
れ
た
と
近
藤
監
督
を
懐
か
し
く
回
顧
し
て
い
ま
す
。

ま
た
同
じ
頃
、
テ
レ
ビ
番
組
で
、
「戦
前
の
日
本
で
一
番
高
い
山
は
ど
こ
か
」
と

い
う
ク
イ
ズ
が
出
題
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
「富
士
山
」
と
解
答
し
た
ら
誤

り
で
す
。
私
も
小
学
生
な
り
に
知
恵
を
絞

っ
て
、
票
戦
前
に
は
日
本
領
だ
っ
た
）

朝
鮮
半
島
や
台
湾
、
も
し
く
は
千
島
列
島
や
樺
太
の
ど
こ
か
の
山
か
な
」
と
ま
で

は
想
像
し
ま
し
た
が
、
答
え
は
台
湾
の
新
高
山
（
い
ま
の
玉
山
）
で
し
た
。
昭
和

十
六
年
盆

九
四

一
）
十
二
月
の
真
珠
湾
攻
撃
の
作
戦
実
行
を
命
令
す
る
コ
一
イ

タ
カ
ヤ
マ
ノ
ボ
レ
一
二
〇
八
」
で
も
知
ら
れ
る
名
山
で
す
。

私
は
こ
う
し
た
幼
い
頃
の
体
験
を
通
じ
て
、
や
が
て
日
本
統
治
下
の
台
湾
に

つ
い
て
少
し
ず
つ
知
識
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
驚
い
た
の
は
、
戦
前
に

台
北
帝
国
大
学
、
及
び
台
北
高
等
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
例
え

ば
、
私
の
故
郷
で
あ
る
北
海
道
に
は
、
帝
国
大
学
は
あ
り
ま
し
た
が
旧
制
高
校

は
な
く
、
帝
大
予
科
が
あ
る
の
み
で
し
た
。　
一
方
で
台
北
に
は
帝
国
大
学
は
も

ち
ろ
ん
、
旧
制
高
校
ま
で
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
他
に
も
工
業
、
商
業
、
農
業
、

医
学
で
も
高
等
教
育
の
専
門
学
校
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
を
見
て
も

北
海
道
レ
ベ
ル
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

,
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昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）、
札
幌
市
生
ま
れ

カ
イ
ロ
大
学
客
員
助
教
授
、
八
―
バ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員
、

東
京
大
学
大
学
院
教
授
な
ど
を
経
て
、
呪
在
、
明
治
大
学
特
任
教
授
、

東
京
大
学
名
誉
教
授

平
成
十
八
年
、
紫
綬
裏
章
を
受
章

耳
末
維
新
に
学
ふ
呪
在

全
三
巻
、
リ
ー
タ
ー
シ
ツ
フ

胆
力
と
大
局
観
　
中
束
国
際
関
係
史
研
究
　
歴
史
と
は
何
か

な
ど
言
き
多
数

近
言
に

中
東
捜
合
危
機
か
ら
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か
つ
て
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
の
ソ
ウ
ル
に
も
京
城
帝
国
大
学
を
設
立
し
ま
し

た
。
植
民
地
と
は
基
本
的
に
、
支
配
者
が
被
支
配
者
か
ら
「搾
取
」
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
統
治
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
植
民
地
に
国
内
と

‘
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
充
実
し
た
教
育
機
関
を
置
ぐ
こ
と
な
ど
考
え
に

く
い
こ
と
で
し
た
。
し
か
も
日
本
人
は
貧
富
や
出
身
に
関
係
な
く
、
分
け
隔
て

な
く
台
湾
人
の
教
育
に
あ
た
つ
た
と
い
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
現
在
の
台
湾
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
日
本
が
統
治
を
開
始
し
た
の
は
、
日
清
戦
争
勝
利
後
の
明
治
二
十
八
年

（
一
人
九
五
）
の
こ
と
で
、
当
時
は
ま
だ
系
統
だ
っ
た
教
育
は
行
な
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
清
国
の
い
う
「化
外
の
地
」
に
、
日
本
は
内
地
と
遜
色
の

な
い
教
育
体
制
を
整
え
た
の
で
す
。

私
自
身
、
台
湾
の
李
登
輝
元
総
統
か
ら
「日
本
統
治
が
な
け
れ
ば
、
我
々
は
物

事
を
知
っ
た
り
学
ん
だ
り
す
る
と
い
う
『向
上
心
』
を
知
ら
ず
に
い
た
ま
ま
だ
つ

た
で
し
ょ
う
」
と
い
う
趣
旨
の
お
話
を
お
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
李
元
総
統
に
限
ら
ず
、
陳
水
扁
元
総
統
の
相
談
役
・許
文
龍
氏
な
ど
も
同
様

の
趣
旨
を
発
言
し
て
い
ま
す
。
結
果
、
五
年
前
の
東
日
本
大
震
災
、
そ
し
て
今

年
二
月
の
台
湾
南
部
地
震
の
際
に
は
、
双
方
の
官
民
と
も
に
即
座
に
救
援
や
見

舞
い
に
動
く
な
ど
、
日
本
と
台
湾
は
今
に
至
る
ま
で
、
素
晴
ら
し
い
関
係
を
築

い
て
い
る
の
で
す
。

決
し
て
「搾
巴

だ
け
で
な
か
っ
た
統
治

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
明
治
日
本
は
台
湾
を
「搾
取
」
だ
け
の
対
象
と
し
て
捉

え
な
か
つ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
明
治
人
に
と
つ
て
、
台
湾
統
治
と
は
ど
ん
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
の
か
―
―
。
こ
の
点
を
紐
解
く
に
は
台
湾
統
治
、
と
り
わ
け

今
に
続
く
日
台
関
係
の
礎
を
築
い
た
第
四
代
台
湾
総
督
。児
玉
源
太
郎
に
代
表

さ
れ
る
明
治
人
の
姿
に
追
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

児
玉
源
太
郎
が
台
湾
総
督
に
就
任
し
た
の
は
、
明
治
三
十

一
年
全

八
九
八
）

二
月
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
鴨
醒
釘
紹
ヵヽ、梅
太た賠
、
乃の本ぎ蕊
蛸
が
総
督
を
務

め
て
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
統
治
が
う
ま
く

い
か
ず
、
児
玉
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま
し
た
。

児
玉
の
総
督
就
任
以
降
、
台
湾
は
劇
的
な
変

化
を
遂
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
´

教
育
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り

で
す
が
、
他
に
も
ま
ず
特
筆
す
べ
き
が
、
行
政

機
構
の
改
革
で
す
。
当
時
、
台
湾
は
あ
の
小
さ

な
島
に
六
県
六
十
五
署
の
行
政
単
位
が
あ
り
ま

し
た
が
、
児
玉
は
三
県
四
十
四
署
へ
と
衝
素
化

の
導
入
…
…
。
詳
細
を
列
挙
す
る
と
、
そ
れ
だ

け
で
紙
幅
が
尽
き
る
ほ
ど
で
す
。

英
仏
と
は
異
な
る
「中
間
型
」

こ
の
よ
う
な
日
本
の
植
民
地
政
策
を
、
果
た

し
て
ど
う
評
価
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
世
界
史

に
鑑
み
る
に
、
植
民
地
経
営
に
は
大
き
く
分
け

て
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
〔
イ
ギ

リ
ス
が
採
っ
た
の
が
「準
放
任
主
義
」
と
も
い
う

森林と資源を運ぶために1906年に建設が始まった阿里山
森跡鉄道は今も運行しているl写真↓邑♭共:JTBフ ォト,

し
ま
し
た
。
台
北
、
台
中
、
台
南
の
三
区
分
で
す
。
ま
た
、
病
院
や
医
院
を
設

け
る
な
ど
医
療
政
策
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。
実
際
、
日
本
統
治
時
代

の
記
憶
の
あ
る
台
湾
の
方
は
、
日
本
人
の
優
し
い
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
（町
医
者
）

の
思
い
出
を
語
る
人
が
多
く
、
医
療
に
お
け
る
日
本
の
貢
献
が
窺
え
る
で
し
ょ

つゝ
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
児
玉
の
「右
腕
」
で
あ
る
民
政
長
官
。後
藤
新

平
の
存
在
抜
き
に
は
話
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
重
要
な
の
が
経
済
政
策
で
す
。
児
玉
に
合
理
的
か
つ
先
見
の
明
が
あ

っ
た
と
感
じ
さ
せ
る
の
は
、しは
蔵
局
長
に
新‐こ
渡と
戸べ
樅
逐
を
ダ
終
し
た
点
で
し
ょ

つゝ
。
新
渡
戸
は
農
業
経
済
、
植
民
地
経
済
の
専
門
家
で
、
後
に
国
際
連
盟
の
事

務
次
長
と
な
る
「国
際
人
」
で
す
。
新
渡
戸
の
も
と
で
特
に
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
生
産

量
を
向
上
さ
せ
た
台
湾
は
、日
本
国
内
で
い
え
ば
沖
縄
と
並
ぶ
「砂
糖
生
産
大
国
」

へ
変
貌
を
遂
げ
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
、
物
資
輸
送
の
た
め
の
鉄
道
や
港
湾
の
整
備
、
度
量
循
シ
ス
テ

ム
の
平
準
化
、
下
水
道
整
備
な
ど
に
よ
る
衛
生
状
態
の
改
善
、
そ
し
て
戸
籍
制
度

べ
き
政
策
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
十
九
世
紀
、
イ
ン
ド
を
始
め
と
し
た
ア
ジ
ア

や
エ
ジ
プ
ト
、
南
ア
フ
リ
カ
を
植
民
地
化
し
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
自
ら
末
端
ま

で
細
々
と
治
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
現
地
の
支
配
者
層
、
特
権
階
級
を
懐
柔
し
た

上
で
、
植
民
地
か
ら
利
益
や
資
源
を
吸
い
上
げ
ま
し
た
。

一
方
、植
民
地
に
内
地
諸
県
と
同
様
に
官
吏
を
じ
か
に
派
遣
す
る
「同
化
主
義
」

を
採
っ
た
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
し
た
。
彼
ら
は
現
地
の
イ
ン
フ
ラ
政
策
を
な
お

ざ
り
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
文
化
を
押
し
付
け
、
同
時
に
略
奪
政
策

を
行
な
い
ま
し
た
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
が
代
表
例
で
あ
り
、
現
地
人
は
フ
ラ
ン
ス

に
大
い
な
る
憎
し
み
を
抱
き
、
一
九
六
二
年
の
独
立
の
際
に
は
、
実
に
厳
し
い
争

い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
明
治
日
本
の
植
民
地
政
策
に
目
を
向
け
る
と
、
英
仏
の

「中
間
型
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

明
治
日
本
は
現
地
に
多
く
の
日
本
人
を
派
遣
し
て
近
代
化
を
行
な
い
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
、
将
来
的
に
台
湾
の
人
々
の
「自
立
」
を
促
す
た
め
で
も
あ
り
ま
し
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た
。
穿

っ
た
見
方
と
し
て
、
「台
湾
か
ら
よ
り
多

く
の
利
益
を
搾
取
す
る
た
め
に
、
近
代
化
を
行

′
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
つゝ
と戸
も
あ
り
ま
す

が
、
も
し
日
本
に
そ
う
し
た
下
心
が
あ
り
、
一
方

的
な
搾
取
の
気
配
を
見
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
間

違
い
な
く
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
よ
う
に
「怨
み
」
を

晴
ら
す
た
め
の
解
放
戦
争
や
日
本
人
虐
殺
が
起

き
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
台
湾
、
そ
し
て
朝

鮮
半
島
に
お
い
て
す
ら
、
つ
い
に
大
規
模
な
叛

乱
は
起
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
誇
り
高
き
台
湾
の

中
国
人
や
朝
鮮
人
さ
え
蜂
起
し
な
か
つ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
日
本
統
治
の
「真
実
」
が
窺
え
ま

し

よ

ゝ
つ

。

私
が
感
じ
る
の
は
、
児
玉
源
太
郎
ほ
ど
「先
が

見
え
た
」
男
な
ら
ば
、
欧
米
列
強
が
経
験
し
た
よ

う
に
植
民
地
は
永
続
的
な
も
の
で
な
く
、
い
ず

れ
宗
主
国
か
ら
分
離
独
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
わ
か
つ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ら
ば
、
後
世
に
至

っ
て
も
ポ
ジ
テ
イ
ブ
な
面
が
記
憶
さ

れ
る
よ
う
な
統
治
に
す
べ
き
で
あ
る
―
―
そ
う
し
た
「百
年
の
大
計
」
を
、
児
玉

は
作
為
的
か
つ
意
図
的
で
は
な
く
、
ご
く
自
然
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思

つゝ
の
で
す
。
余
人
に
は
代
え
が
た
い
現
実
主
義
者
だ
っ
た
と
い
つ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
し
か
も
児
玉
は
、
内
務
大
臣
を
兼
務
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
内
務

省
は
ひ
と
昔
前
で
い
う
と
こ
ろ
の
自
治
省
、
厚
生
省
、
建
設
省
、
警
察
庁
な
ど

ら
の
志
と
は
す
な
わ
ち
、
日
本
を
欧
米
列
強
の
脅
威
に
屈
し
な
い
、
近
代
国
家
ヘ

と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
台
湾
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
統

治
下
に
入
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
分
け
隔
て
な
く

一
緒
に
近
代
化
を
目
指
し
て
い

く
の
は
、
し
ご
く
当
然
の
こ
と
―
―
。
そ
れ
が
明
治
人
の
感
覚
だ
つ
た
の
で
す
。

ま
た
古
来
、
日
本
人
に
は
「側
隠
の
情
」
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
困
っ
て
い
る

人
が
い
れ
ば
、
何
の
見
返
り
も
求
め
ず
に
相
手
を
助
け
る
の
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
り
、
武
士
道
の
「敗
者
へ
の
共
感
、
弱
者
へ
の
愛
情
」
に
結
び
つ
く
も
の

で
し
た
。
明
治
人
が
「未
開
」
の
台
湾
の
地
に
降

り
立
っ
た
時
、
「台
湾
の
人
々
の
暮
ら
し
を
日
本

人
と
同
等
の
も
の
に
引
き
上
げ
よ
う
」
と
考
え

た
の
は
、
ま
さ
に
根
底
に
側
隠
の
情
、
武
士
道

の
心
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
彼
ら
の
心
の

裡
に
現
代
的
な
意
味
で
の
「搾
取
」
な
ど
と
い
う

言
葉
が
浮
か
ぶ
余
地
は
、
些
か
も
な
か
っ
た
で

し
よ
つゝ
。

そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
台
湾

人
が
そ
う
し
た
明
治
人
の
志
に
、
大
い
に
応
え

る
人
々
で
あ
つ
た
点
で
し
ょ
う
。

各
種
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
で
も
、
次
の
よ

う
に
多
く
の
逸
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

明
治
三
十
九
年
盆

九
〇
六
）
、
児
玉
は
五
十
五

歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
神
奈
川

県
の
江
ノ
島
に
児
玉
神
社
を
建
て
よ
う
と
い
う

を
併
せ
た
役
割
を
担

っ
て
い
ま
す
。
大
臣
と
し

て
の
予
算

へ
の
日
配
り
の
点
で
も
、
行
政
感
覚

を
備
え
た
児
玉
が
台
湾
総
督
で
あ

っ
た
こ
と

は
、
日
台
に
と

つ
て
実
に
幸
福
な
展
開
だ
っ
た

の
で
す
。

明
治
八
の
「志
」
と
は

単
な
る
搾
取
の
対
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

「本
土
の
一
部
≒
内
地
の
延
長
」―
―
。
そ
れ
が
、

台
湾
の
植
民
地
経
営
に
あ
た
つ
た
児
玉
ら
明
治

人
の
感
覚
で
し
た
。
そ
う
し
た
感
覚
、
感
性
は
、

明
治
の
日
本
人
の
多
く
が
胸
に
宿
し
て
い
た
堅
住

に
拠
る
も
の
で
し
ょ
う
。

維
新
を
経
て
明
治
の
世
が
到
来
す
る
と
、
身

分
に
関
係
な
く
、
有
能
な
人
物
が
活
躍
で
き
る

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
児
玉
、
後
藤
、
新
渡
戸

は
そ
の
代
表
例
と
言
う
べ
き
人
物
で
す
。
児
玉
は
長
州
支
藩
・徳
山
藩
の
下
級

武
士
出
身
で
、
幼
く
し
て
父
親
を
失
い
、
義
兄
が
惨
殺
さ
れ
た
た
め
貧
し
い
育

ち
方
を
し
て
い
ま
す
。
後
藤
の
家
は
伊
達
家
の
陪
々
臣
で
、
や
が
て
帰
農
し
ま

し
た
。
新
渡
戸
も
盛
岡
藩
の
出
身
で
、
維
新
後
に
は
「賊
」
と
罵
ら
れ
ま
し
た
。

彼
ら
は
、
心
の
「痛
み
」
や
「貧
し
さ
」
に
耐
え
な
が
ら
、
激
動
の
幕
末
動
乱
を

経
て
き
た
男
た
ち
で
す
。
我
々
の
想
像
を
絶
す
る
よ
う
な
苦
し
い
体
験
が
、
彼

ら
の
精
神
を
鍛
え
、
「志
」
を
高
め
た
部
分
も
大
い
に
あ
つ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。彼
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話
が
持
ち
上
が
り
、
基
金
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
十

一
万
円
の
予
算
に
対
し
て
、
下

説
に
は
三
千
円
し
か
集
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
話
が
台
湾
に

伝
わ
る
と
、僅
か
二
週
間
で
残
り
の
額
が
集
ま
っ
た
と
い
う
の
で
す
。ま
た
戦
後
、

中
国
国
民
党
が
台
湾
に
来
た
時
、
台
湾
人
は
博
物
館
に
建
っ
て
い
た
児
玉
や
後

藤
の
銅
像
を
地
下
に
隠
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
心
の
底
か
ら
尊
敬
、
敬
愛
の
念
を

抱
い
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
行
動
で
す
。
児
玉
ら
明
治
人
の
功
績
の
大
き
さ

と
と
も
に
、
台
湾
の
人
々
の
心
意
気
が
お
み
る
逸
話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「我
々
の
国
を
、
い」
れ
ほ
ど
ま
で
に
良
く
し
て

く
れ
て
、
教
育
や
モ
ラ
ル
な
ど
色
々
な
も
の
を

授
け
て
く
れ
た
日
本
人
、
台
湾
発
展
の
基
礎
を

築
い
て
く
れ
た
日
本
人
は
、
今
ど
こ
へ
行
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

時
お
り
、
台
湾
の
方
々
か
ら
今
の
日
本
人
に

向
け
ら
れ
る
言
葉
で
す
。
彼
ら
は
、
も
し
か
し

た
ら
我
々
以
上
に
「日
本
人
の
何
た
る
か
」
を
弁

え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
こ
の
言
葉
の
裏
側
に
は
日
本
へ
の
愛
情
と

信
頼
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
言
葉
に
応
え
る
た
め
に

も
、
現
在
の
日
本
と
台
湾
の
「絆
」
を
生
み
出
し

た
明
治
人
の
姿
に
想
い
を
馳
せ
、
日
本
人
と
し

て
歴
史
に
プ
ラ
ス
の
貢
献
を
果
た
し
た
事
実
を

改
め
て
銘
記
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
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