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武野口

本

書

は
、

↓
八

九
五

年

か
ら
約

五
卜

年
間

に

わ

た

る
日
本

の
植

民
地

統
治

期

の
台
湾

社
会

に

お

い
て
、
当
時

の
台
湾

社
会

な

ら
び

に
植

民
地

に
生
き

た
人

々

の
断
片

的

な
経
験

に
分

け

入

っ

て
考

察

す

る

こ
と

で
台

湾
社

会

の
変
容

を
解

明

し

よ

う
と
し

た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
際

、
社

会

の
文

化

的
価
値

体

系

が
凝
縮

さ

れ
た
葬

儀

と

い

う
題

材

を
通

じ

て
、
台

湾
研

究

で
従
来

行

わ
れ

て
き
た

政
治

・
社

会
運

動

と

い

っ
た
分

析

の
視

点

か

ら

で
は
な
く

、

す

で
に
先

行
す

る
人
類

学

的

分
野

の
研
究

も

考
慮

し

つ

つ
、
歴
史

的
考

察

を

も

っ
て
論

じ

て

い
る
。

ま
た
著

者

は
植

民
地

支

配
を
肯

定

す

る
よ

う
な
意

見

や
、

理
想

的
な

理
解

者

と
見

な
す

考

え

が
存

在

す

る

一
方

で
、

台
湾

に
対
す

る
圧

倒
的

な
無

関

心

か
ら
認

識

に

歪

み

が
生

じ
て

お
り

、

そ
れ

は

「植

民
地

統
治

を

お

こ
な

っ
た
帝

国

日
本

の
記

憶
」

が

「
今
な

お
息

づ

い
て

い
る
」

も

の

で
あ

る
、

と

し

て
冒

頭

に
重

要

な
指

摘

を
行

っ

て

い

る

(
一
-

四

頁

)
。

こ
れ

は
台

湾

研

究

や

植

民
地

研

究

の
み

な

ら
ず

、
現

代

の
日
台

間

に
内

包

さ
れ

る
重
要

な

問
題

設
定

で
あ

る
。
好

意
的

意

見

に

の
み
肩

を
す

り
寄

せ

て
は
な

ら

な

い
。

な

お
、
本

書

は

著

者

の
博
L

学
位

論
文

を
も

と

に
し
た
労

作

で
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あ

る
。

以
下

に
本
書

の
構

成

を
紹
介

し
、

容
を
追

っ
て
い
き

た

い
。

つ
い
で
内

は
じ
め
に

序
章

一

伝
統
社
会
の
葬
儀
と
死
体

は
じ
め
に

第

一
節

伝
統
社
会
の
葬
儀

第
二
節

伝
統
社
会
と
死
体

小
結

二

衛
生
と
死
体
-

統
治
期
初
期
の
死
体
と

火
葬
を
め
ぐ
る
状
況

は
じ
め
に

第

一
節

植
民
地
統
治
と
死
体

第
二
節

密
葬
と
火
葬

小
結

三

植
民
地
支
配
と
葬
儀
-

一
九

一
〇
～

一

九
二
〇
年
代
を
中
心
に

は
じ
め
に

第

一
節

「旧
慣
」
と
し
て
の
葬
儀

第
二
節

郷
紳
層
と
葬
儀

第
三
節

民
族
運
動
と
葬
儀

小
結

四

台
南
墓
地
移
転
問
題

は
じ
め
に

第

一
節

土
地
と
墓
地

第
二
節

住
民
と
墓
地

小
結

移
転
問
題
の
結
末

五

皇
民
化
政
策
と
葬
儀

は
じ
め
に

第

一
節

戦
時
下
の
葬
儀
の
ゆ
く
え

第
二
節

改
善
葬
儀
の
周
辺

第
三
節

文
学
作
品
の
な
か
の
「葬
儀
改
善
」

小
結

六

植
民
地
の
日
本
仏
教
l
l
臨
済
宗
妙
心
寺

派
の
活
動
を
中
心
に

は
じ
め
に

第

一
節

台
湾
に
お
け
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派

の
活
動

第
二
節

日
本
仏
教
と
寺
廟
整
理
運
動

第
三
節

日
本
仏
教
化
す
る
葬
儀

小
結

終
章

あ
と
が
き

主
な
参
考
文
献

台
湾
略
年
表

索
引

序
章

で

は
著

者

の
具

体
的

問
題
意

識

と
研
究

課
題

が
述

べ
ら

れ

る
。

出
発
点

と

し

て
、

従
来

の
研
究

で
陥

り

が
ち

で
あ

っ
た

「加

害
者

と
被

害

者

」
と

い

っ
た

二
項

対
立
的

構

図

の
設

定

か

ら
自
由

に
な

り
、
再

度

、
日
本

統
治

期

の
台
湾

社

会

を
と

ら

え
直

す

こ
と
を
提

唱

す

る

(
一
四

頁

)
。

先

に
述

べ
た

よ

う
な

歪

み

と

は
、
戦

後

の
日
本

が

旧
植

民
地

に
対

峙

し

て
き

た
中

で
、

い
か

に
そ

の

「場

や
時
間

が
不

足

し

て

い
る

の

か
を
反

映

」
す

る
も

の
で
あ
り

、

そ

の
植

民
地

の
残
像

を
取

り

戻
す

た

め
に
、

当
然

「多

角
的

な
考

察

、
検

証

、
分
析

」

を
通

じ

て
研

究

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

こ
れ

は
同
時

に
、
我

々
日
本

人

が
無

意
識

か

は
た

ま
た
恣

意
的

か
、

今

日

の

日

常

か

ら
忘

却

の
彼

方

へ
葬

ら

れ

つ

つ
あ

る

「
『帝

国

』

だ

っ
た
時
代

と

そ

の
終

焉

の
記
憶

」

に
着

実

に
向

き
合

う

こ
と

に
よ

り
、
旧

植

民
地

と

の
豊

か
な

相
互

関
係

を
築

こ
う
と
す

る
重

要

な
意

義

が
含

ま

れ
た
試

み

で
あ

る
と
し

て

い
る

(
一
四
頁

)
。
著

者

は

ま
た

「植

民
地

に
生

き
た

人

々

の

『
歴
史

』

を
統
治

者

の

『
歴
史

』

か
ら

拾

い
上
げ

再
構

成

」
す

る
た

め
、
葬

儀

を
中

心

と

し

た

「
『
文

化

』

と

い
う

枠
組

み
」

か

ら

と

ら

え
直

す

こ
と

を

目
指

す

(
一
四
頁

)
。

個

人

350



的

な
事

象

で
あ

る

は
ず

の
葬

儀

と

は
、

社
会

が

も

つ
伝

統

や
文
化

と

緊
密

に
関
連

し
、

そ

の
死

者

へ
の
扱

い
は

「死

者
と

周
囲

の

人
間

が
属

す

る
社
会

の
様

態

に
よ

っ
て
決

定

さ

れ

る
」

(
一

五

頁

)
。

著

者

は
台

湾

の
葬

儀

に
関

し

て

「中

国
南

方

地
域

の
俗

習

に
強

く
影
響

さ
れ

て

い
る

と

は

い
え
」
、

「中

国

文
化

圏
」

の

「伝
統

的

か

つ
標

準

的

な
規
範

に
沿

っ
た
も

の
」

と

し

て
位

置

づ

け

る

(
一
五

ー

一
六
頁

)
。

そ

し

て
、
台

湾

を
中

心

と
す

る
従

来

の
植
民

地
研

究

に

つ
い

て
、
戦

後

の

マ
ル
ク

ス
主

義
史

家

や

ア
ナ
ー

ル

学

派

の
社

会
学

的
視

点

、
人
類

学
的

研
究

の
接

点

か

ら
多

方
面

に
研

究

さ
れ

た

に
も

か

か
わ

ら

ず

、

(特

に
日

本

の
研

究

に
お

い
て

は
)
経

済

史

や
政

治

史

の
研
究

に
比
重

が
置

か
れ
、

他
分

野

の
歴

史

研

究

が
後

発

と

な

っ
た

こ
と

を

挙

げ

て

い

る

(
一
七

i

二
〇

頁

)
。
ま

た

葬
儀

を

テ

ー

マ
と
し

た
台

湾

の
研
究

は
、
文

化

人
類
学

的

研
究

が
先

行

し
、

「
政
治

的

な
社

会

構
造

の

変
化

に
よ

っ
て
ど

の
よ
う

な
変

容

を
遂
げ

た

か

と

い
う
点

に

つ
い
て
、

歴
史

的
文
脈

の
な
か

で

そ

の
変

容

の
意

味

を
考

え
」

(
二

一
頁

)

た
考

察

が

行

わ

れ

ず

、

こ

の
た

め

「植

民

地

の

日

常

」

に
分

け
入

っ
て
視

点

を
あ

て
、
文
化

的

現

象

を
歴

史

の
中

で
と
ら

え

る
必
要
性

を
指

摘

し

て

い
る
。

ま
た
本
書

で
は
、

そ

の
主

要
概

念

と

な

る
近

代

と
日
本

に

つ
い
て
、

近
代

を

「台
湾

の
伝

統

的
葬

儀

に
変

容

を
促

し
た
近

代
的

価
値

観

と
、

そ

れ

に
基

づ
く
諸

政
策

」

と
し
、

日
本

を

「台

湾

の
伝
統
文

化

を
下
位

に
置

き

、
非
台

湾
的

・
非
中

国
的

で
日
本

的

と
さ

れ

る
文

化

を

優
位

に
位
置

づ

け
、
統
治

者

の
も

た
ら

し
た

価

値
基

準

」

と
し

て
規
定

し

て

い
る
。

近

代
を

体

現

し

よ
う

と
す

る
日
本

に

よ
る

「葬

儀

改
善

」

は
台
湾

の
日
常

に
入
り

込

み
、

そ
れ
ま

で
の
伝

統
的

価

値
観

は
否

定

さ
れ
、
自

ら

の
身

体

に
関

わ

る
死

の
扱

い
ま

で
も
制

約

を
受

け

て
改
善

さ

れ

て

い
く

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
問
題

に
対

し

て
、

「
葬

儀

の
変

容

」

を
通

じ

て

「植

民
地

に

お
け

る
伝
統

と
近

代

の
交

錯

」

や
、

「台

湾

人

の
あ

り

か

た
」

(
二
三

頁

)
、

「台

湾
社

会

が
も

つ
ア
イ

デ

ン
テ

ィ

テ
ィ
」

(
二
四

頁

)

と

い

っ

た

課
題

を
検

証

し
、

そ

こ
か
ら
植

民
地

社
会

を

重
層

的

に
分
析

す

る
た
め

に
、
社

会
的

差

異

の

あ

る
各

層

の

「関

係
性

や
場

面

」
、

そ

こ
で
生

じ

た

「
抵

抗

や

受
容

」

を

考

察

し

よ

う

と

す

る
。以

下

に
順
次

各
章

の
内

容
を

追

っ
て

い
く
。

第

一
章

で
は
、
第

二
章

以
降

の
導

入
部

分

と

し

て
、

一
九

世
紀
初

頭

か
ら

の
台
湾

社
会

に
お

い

て
、
伝

統

的

に
行

わ

れ

て

い
た
葬

儀
様

式

や

葬

儀
上

に
見

ら
れ

た
行
為

を
中

心

に
概
観

し
、

伝

統
的

台
湾

社
会

で

の
死

の
受

け

止

め
方

と

、

そ

こ

に
生

き

た
人

々

の
心

性

を
考

察

し

て

い

る
。

ま
ず
著

者

は
、

当
時

の
台

湾
社

会

で

は
、

移

民

が
増
加

す

る

一
方

で
、
伝

染
病

な

ど

で

の

横

死
者

の
遺

棄

が
横

行

し

て

い
た

点

に
視

点

を

あ

て
る
。

こ
れ

は
、
台

湾

の
人

々
が

「無

縁

仏

の
霊
魂

は
鬼

と
化

す
」

と

い

っ
た
迷
信

か

ら
、

死
体

に
対

し

て
畏
怖
心

や
恐

怖
感

を
抱

い
て

い

た

こ
と
を

は
じ

め
、
死

後
腐

敗

に
よ

る
身
体

へ

の
有

毒

的

危

害

だ

け

で
な

く

、

死

体

の
発

す

る

「『
死

』

と

い
う

現

象

全

体

」

(
三

三

頁

)

に
、

「不
浄

性

と
危
険

性
」

(
三
二

ー
三

三
頁
)

が

存

在

す

る
と

認

識

し

て

い
た

た

め

で

あ

っ

た
。

次

に
、
社

会
学

的
考

察

に
よ

っ
て
台

湾

の

伝
統

的
葬

儀

の
流

れ
を
概

観

し
た
上

で
、

死
体

自
体

が

ど
う
扱

わ

れ
た

の
か

に
着

目
す

る
と

、

そ

こ
に

は
死

体

を
冥

界

へ

「
『
正

し
く

』

送

り

出

す
方

法
」

(三

四
頁
)
、
す

な

わ
ち
正
式

な

葬

儀

の
手

順

が
存

在

し
、

「伝

統

的

か

つ
標

準

的

な

規

範

に

沿

っ
た

」

(
一
六

頁

)
文

化

圏

の
共
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通
認
識
と
な
る

「
一
定
の
構
造
」
(四
〇
頁
)

が
、
台
湾
伝
統
社
会
に
特
性
と
し
て
存
在
し
た

こ
と
を
指

摘
す
る
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
清
末
期
に
は
死
者
と
無
関
係
で
あ
る
死
体

は
放
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
社
会
的
弱
者
が
強

者
を
恐
喝
す
る
手
段
と
し
て
死
体
を
送
り
つ
け

と
ら

い

る

「図
頼
」
が
横
行
し
た
こ
と
や
、
ま
た
葬
式

を
あ
げ
る
前
に
死
体

(枢
)
を
納
棺
す
る
際
、

風
水
思
想

に
よ
っ
て
良
相
を
選
定
し
室
内
に
安

置
す
る

「停
枢
」
と
い
う
社
会
的
意
義
の
あ
っ

た
行
為
を
考
察
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

「安
寧
な

る
暮
ら
し
を
願
う
」
人
々
は
死
体
に
無
関
心
で

い
る
必
要
が
あ
っ
た

一
方
で

(四
三
頁
)、
死

者
供
養
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
「『
正
し
い
手

続
き
』
を
踏
ん
で
死
者
を
共
同
体
か
ら
送
り
出

す
」
こ
と
が
共
同
体
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と

著
者
は
主
張
し
、
こ
の
点
が
台
湾
伝
統
社
会
の

文
化
的
特
性
で
あ
る
と
し
て
以
後
の
議
論
の
前

提
と
な

っ
て
い
る
。

次
に
第
二
章
で
は
、
総
督
府
の
衛
生
対
策
に

見
ら
れ
る
文
化
的
価
値
観

の
差
異
と
、
死
体
処

理
方
法
を
め
ぐ
る
統
治
者
側
と
台
湾
社
会
に
内

在
し
た
対
立
点
を
検
証
し
て
い
る
。
ま
ず
総
督

府
は
、
台
湾
内
で
相
次
ぐ
風
土
病

・
伝
染
病
の

対

策

と

し

て
、

「
『
公

衆

衛

生

』

の
重

要

性

」

を

「植

民

地

統

治

を

お

こ
な

う

に

あ

た

り
、

『
医
療

』

こ
そ

が
列

国

の
キ

リ

ス
ト
教

に
代

わ

る

『
文

明
』

の
役
割

」

(五

八

頁

)

で

あ

る
と

し

て
統

治

の
重

要

課
題

と
認

め
、

行
政

機
構

や

検

疫
体

制

の
整

備

、

お
よ
び
交

通

の
遮

断

を
積

極

的

に
展
開

し
た
。

し
か
し

、
病

を
媒

介
す

る

死
体

の
扱

い
に
関

し

て
は
、
台

湾

の
当
時

の
状

況

と
日

台
間

の
文
化

的
認

識

の
差

異
も
相

ま

っ

て
過
敏

に
な

り
、
不

潔
、

危
険

と
位

置

づ
け

つ

つ
死

体

管

理

と

火

葬

の
整

備

を
急

ぐ

こ

と

と

な

っ
た
。

一
方

、
風
水

に
よ

り
土
葬

を
重

視

す

る
伝

統
的

台
湾

社
会

で
は
、
遺
体

を
燃

す

こ
と

は
鬼

が

崇

る

と

し

て
忌

避

さ

れ

密

葬

が
相

次

ぐ
。
著

者

は
総
督

府

の
死

亡
者
統

計

が
極

端

に

少
な

い
と

し
た
上

で
、

台
湾

の
人

々
が

「
煩
雑

な
手

続

き

を
嫌

」

い

(
六

五

頁

)
、

公
共

墓

地

や
避
病

院

の
設
置

も
人

々

に
は
不

都
合

で
あ

っ

た

た

め
、

「近

代

的

」
制

度

と

し

て

は
認

知

さ

れ
ず

、

か

え

っ
て
不

信

感

を

募

ら

せ

た

と

指

摘

す

る

(六

七
頁

)
。

著

者

は

こ
う

し
た

動
向

を
、

郷

紳
層

の
慈
善

活

動

に
注

目

し
、

「伝

統

的
な

救
済

シ
ス
テ

ム
を

奪

わ
れ
」
、

「社

会
的

地

位
を

保
持
」

す

る
必
要

の
あ

っ
た

郷
紳

層

も
、

社
会
的
立
場
上
、
総
督
府
に
同
調
し
て

「地
域

の
衛
生
管
理
に
関
与
」
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
す
る

(七
二
頁
)。

そ
れ
は
必
ず
し
も

「当

局
の
指
示
に
従
順
で
あ

っ
た
」
の
で
は
な
く
、

「衛
生
と
い
う
強
力
な
社
会
管
理
シ
ス
テ
ム
実

施
の
場
面
に
」
、
郷
紳
層
が
地
域
の
末
端
に
公

権
力
が
浸
透
す
る
回
路
を
滞
ら
せ
る
側
面
も
持

ち
合
わ
せ
て
い
た

(七
三
頁
)。
結
果
的
に
統

治
初
期
の
総
督
府
が
近
代
的
で
衛
生
的
な
火
葬

を
社
会
に
浸
透
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
「統
治

者
と
い
う
立
場
を
常
に
強
く
意
識
」
す
る
態
度

か
ら
台
湾
人
と
日
本
人
の
間
に
線
引
き
が
存
在

し
、
ま
た

「説
諭
の
た
め
の
言
説
を
持
ち
得
」

ず

(八
〇
頁
)
、
さ
ら
に
、
「統
治
者
の
持
ち
込

ん
だ
文
化
の
一
端
が
」
、
「被
統
治
者
の
文
化
に

対
し
て
新
た
な
意
味
づ
け
ま
で
お
こ
な
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
し
て
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
章
で
は
、

一
九

一
〇
年
代
半
ば
か
ら
後

半
に
か
け
て
行
わ
れ
た
風
俗
改
良
運
動
、
ま
た

一
九
二
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
抗
日
運
動
の
な

か
で
の
葬
儀
改
善
に
つ
い
て
、
総
督
府
に
よ
る

植
民
地
支
配
シ
ス
テ
ム
が
台
湾
社
会
に
浸
透
し

て
い
っ
た
動
向
を
、
郷
紳
や
民
族
運
動
家
の
活

動
に
注
目
し
て
論
じ
て
い
る
。
葬
儀
の
様
式
が
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具
体
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、

一
〇

年
代
半
ば
以
降
、
辛
亥
革
命
な
ど

の
影
響
を
受

け
た
郷
紳
層
を
中
心
に
、
各
地
に
設
立
さ
れ
た

社
会
教
化
団
体
を
通
じ
て
、
教
育
普
及
や
風
俗

改
良
の
啓
蒙
活
動
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
の
気
運
を
統
治
者
側
た
る
総
督

府
が

「改
善
の
好
機
と
し
て
利
用
し
た
結
果
」

で
あ
り
、
台
湾
人
の
地
位
向
上
を
目
指
す
郷
紳

層
と
利
害
を
共
有
し
つ
つ
行
わ
れ
た

(八
九
-

九
三
頁
)。
葬
儀
自
体
は
、
現
代
の
葬
儀
形
式

に
も
通
ず
る
告
別
式
が
、
当
時
の
日
本
で
も
明

治
以
降
現
わ
れ
は
じ
め
る
が
、
特
に
台
湾
で
は

人
々
の
模
範
と
な
る
郷
紳
層
を
中
心
に
、
従
来

の
台
湾
式
葬
儀
と

「内
地
式
」
葬
儀
の
折
半
様

式
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
著
者

は
、
郷
紳
層
が
世
俗
に
対
し
て
先
進
性
を
誇
示

す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
地
位
保
全
の
た

め

「統
治
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
役
割
」
(
一
〇

〇
頁
)
を
演
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

一
方
、
二
〇
年
代
に
な
る
と
、

高
等
教
育
や
留
学
を
経
験
し
た
民
族
運
動
家
を

中
心
と
し
て
議
論
が
展
開
し
て
い
く
。
特
に

一

九
二
一
年
に
設
立
さ
れ
た

「台
湾
文
化
協
会
」

や
言
論
機
関
と
な
っ
た

『台
湾
民
報
』
な
ど
が

活
動

の
場

と
な

っ
た
。

し

か
し

そ

こ

で
も
従

来

の
台
湾

の
伝

統
葬

儀

は
迷
信

、
晒

習

と
し

て
主

に
経
済

的
非

効
率

な

ど
か

ら
否
定

さ

れ

る

(
一

〇
六

1

=

○

頁

)
。

ま

た

二
五

年

か

ら

三
〇

年
代

前

半

に

は
迷

信

打

破

運

動

が

行

わ

れ

る

が
、

こ
の
時

期

に
は
総
督

府

の
政

策

を

「愚

民

政
策

の
道

●
K
」

(
1
O

七
頁

)

と

み

な

す
民

族

運
動
と

相
ま

っ
て
、
次

第

に
儀
式

的

な
側
面

も

否

定

さ
れ

て

い

っ
た
。

そ

の
頂
点

が

一
九

ゴ
ニ

年

八
月

に
台
北

に

て
行

わ

れ
た
代

表
的

民
族

運

動

家

の
蒋
滑

水

の

「大

衆
葬

」

で
あ

り
、

こ
れ

は
伝

統

や
宗

教

が
排

除

さ

れ

た

新

し

い
葬

儀

と
し

て

「迷
信

打
破

運

動

の
プ

ロ
パ

ガ

ン
ダ

の

役

割
を

果
た

し
た

」

(
一

=

二
頁

)
。

こ
れ

ら

の

動

向

を
著

者

は
、

「台

湾

人

の
葬

儀

観

を
根

底

か
ら
覆

す
革
命

的

な

も

の
」

で
あ

っ
た

が
、
し

か
し
、

当
時

の
段

階

で

は

「旧
来

の
葬

儀

の
も

つ
秩
序

や
原

理
を

否
定

し

た

の
ち

に
、

そ
れ

に

代

わ

る
何

か
を
彼

ら

が
用
意

す

る
時

間
を

も

て

な
か

っ
た
」

た

め
、

民
衆

に

は
受

け

入

れ
ら
れ

ず

、
彼

ら

の
目
指

し

た

ス
タ

イ

ル
も
、
結

果
的

に
統
治

側

に
規
制

さ

れ

て

い
く

な

ど

「
台
湾
社

会

に
根

づ

く
機
会

を

失

っ
て

い

っ
た
」

と
総
括

し

て

い
る

(
=

五

頁
)
。

第
四
章
で
は
、
従
来

の
民
衆
党
の
活
動
成
果

と
な
る

「抗
日
組
織

の
政
治
的

・
社
会
的
運
動

の
流
れ
」
(
一
一
九
頁
)
の
枠
組
み
で
理
解
さ

れ
て
き
た

「台
南
墓
地
移
転
問
題
」
に
つ
い

て
、
統
治
者
と
民
衆
側

で
生
じ
た
対
立
か
ら
、

従
来
の
研
究
と
は
異
な
る
視
点
で
論
じ
て
い

る
。
こ
れ
は
、

一
九
二
八
年
に
台
南
州
当
局
が

明
末
よ
り
続
く
共
同
墓
地
の
敷
地
の
一
部
を
ゴ

ル
フ
場
建
設
用
地
に
す
る
計
画
が
、
台
湾
民
衆

の
大
々
的
反
発
を
招
い
た
事
件
で
あ
る
。
移
転

せ
ぬ
墓
地
は
無
縁
墓
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と

が
、
住
民
側
に
告
示
さ
れ
た
た
め
、
蒋
滑
水
ら

の
台
湾
民
衆
党
を
中
心
に
反
対
運
動
が
展
開
さ

れ
た
。
こ
れ
は
州
当
局
が
住
民
に
対
し
て
記
念

事
業
計
画
を
伝
達
し
同
意
を
得
る
方
向
性
を

示
さ
な
か
っ
た
点
が
、
「日
本
内
地
に
お
け
る

各
行
政
機
関
の
意
図
と

一
致
す
る
」
(
一
二
五

頁
)
と
著
者
は
指
摘

す
る
。
す
な
わ
ち
、
当

時
州
当
局
は
統
治
の
安
定
を
背
景
に

「御
大

典
記
念
事
業
」
を
通

じ
て
、
「内
地
と
同
様
」

に

「国
家
意
識
や
愛
国
意
識
に
よ
っ
て
推
進
」

(
一
二
六
頁
)
し
、
「天
皇
制
国
家
の
国
民
統
合

シ
ス
テ
ム
を
作
動
さ
せ
」
(
一
二
七
頁
)
る

一

連
の
行
動
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
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に
、

こ
の
計
画

自
体

が
本

来

ゴ

ル

フ
場
建

設

で

は
な

く
、

「
長

期
的

な

日
本

人
優

先

の
植

民
地

都
市

計
画

の

一
環
」

で
あ
り
、

日

本
人

居
住
地

の
開

発

・
整

備

の
み
な

ら
ず
台

湾

人
と

の
別

居

構
想

が
存
在

し

た

こ
と
も

明

ら
か

に

し

て
い
る

(
=
二
一二
i

=
二
五
頁

)
。

自
身

の
日
常

と
何

ら

関
係

が
な

い
台
湾

人

住
民

に
は
理

不
尽

で
横
暴

な

行
為

で
あ

っ
た

。

彼

ら

は
反

対

理
由

と

し

て
、

経
済

的

負

担

な

ど

を

は
じ

め

「『
御

大

典

事
業

』

に
ふ
さ

わ

し
く

な

い
」

と
す

る
な
ど

、

「天

皇
制

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
」

の
言

説

に
依

拠

し

て
挙

げ

て

い
る
。

し

か

し

こ
れ

は
、

「暴

力

的

に
押

し

つ
け

ら

れ

た
価

値

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
」

(
=

二
九

頁

)

で
あ

る

天

皇

を
、

日
常

を

「
や

り

過
ご

し

て

い
く

た

め

に

は

や

む

を

え

」
ず

(
=
二
九

頁

)
、
形

式
的

に
受

容

し
た

も

の
で
あ

り
、
台

湾
人

に
天
皇

と

い
う
価
値

が
内

在
化

し

た

の

で
は

な

く
、

「日

常

の
宗

教

生
活

に
実
害

を
与

え
」

ら

れ

る

こ
と

を
拒

否

し

た

も

の
で

あ

っ
た

(
1
>>1九

-

1
四
〇
頁

)
。

ま
た

民

族

運

動
家

た
ち

も

こ

の
動

向

を
好
機

と

と
ら

え
、

伝

統
的
葬

儀

を
晒

習

と

見

な
す

一
方

で
、
人

心

を
激
発

し

つ
つ
当

局

へ
批

判

を
加

え

た
。

こ
の

よ
う

に
自

ら

の
ア
イ

デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
を
抱

え
る

上
で
の
自
己
矛
盾
が
存
在
し
た
と
も
著
者
は
指

摘
す
る

(
一
四
五
頁
)
。
結
果
的
に
こ
の
計
画

は
廃
止
さ
れ
る
が
、
著
者
は
こ
の
問
題
を
通
じ

て
、
主
体
的
動
機
か
ら
反
対
し
た
住
民

(墓
地

縁
故
者
)
た
ち
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
従

来
の
研
究
評
価
に
は
な
い
新
た
な
構
図
と
し
て

明
示
し
て
い
る

(
一
四
六
頁
)。

第
五
章
は
、
ま
ず
、
内
地
で
国
民
精
神
総
動

員
運
動
が
開
始
さ
れ
て
以
後
、
植
民
地
台
湾
に

お
い
て
皇
民
化
が
図
ら
れ
て
い
く
過
程
を
葬
儀

改
善
か
ら
述
べ
た
上
で
、
当
時
の
台
湾
人
の
意

識
を
文
学
作
品
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
内
地
で

は

一
九
三
〇
年
に

「教
化
振
興
方

二
関

ス
ル

件
」
と
し
て
地
方
市
町
村
に
教
化
機
関
の
設
置

が
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
台
湾
で
は

「内

台
融
和
」
を
目
標
に
、
二
〇
年
代
の
風
俗
改
良

組
織
が
原
型
と
な

っ
て
組
織
強
化
が
図
ら
れ
て

い
く
。
三
六
年
に
は
社
会
教
化
運
動
た
る
民
風

作
興
運
動
が
展
開
さ
れ
、
同
化
を
図
る
べ
く
特

に
生
活
面
に
関
し
て
は
弊
風
と
し
て
項
目
が
挙

げ
ら
れ
、
迷
信
打
破
や
随
習
改
善
が
目
標
と

な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
と
し
て
、
著
者
は
ま

ず

「方
面
委
員
」
が
参
与
し
た
こ
と
に
注
目
す

る
。
こ
れ
は
末
端
の
実
行
組
織
と
し
て
生
活
共

同
体

と

し

て

の
自
然

集
落

に
設

立

さ
れ

た
部
落

振

興

会

を
中

心

に
、

そ

も
そ
も

貧

困
者

の
救
助

や
保
護

・
指
導

な

ど
を

目
的
と

し

た
も

の

で
あ

る

が
、
社

会
事

業
関

係
者

で
構

成

さ
れ

る
方
面

委

員

が
参

与

し
、
次

第

に

一
連

の
社

会
教

化
策

に
歩

調

を

合

わ

せ

て

い

っ
た

こ
と

で
、

「生

活

改

善

活

動

全
体

が

一
層
強

化

」

(
一
五

八
頁

)

さ

れ

る

こ
と

と

な

っ
た

。
葬

儀

に
注

目

す

れ

ば

、

統

治

側

よ

り

戦

時

経

済

に

は
ま

ず

簡

素

な
葬

儀

が

求

め
ら

れ
、

伝

統

葬

儀

に
見

ら

れ

る

「
停
枢

」

な

ど

「
『
厳
粛

さ
』

に
そ

ぐ

わ
な

い
習

慣

」

は
、

「
『
非
衛

生

的

』

『
非

公
共

的

』

『
非
文

明
的

』
」

(
一
六

一
頁

)

と

し

て
、

一
部

地

域

で

は
伝

統
葬

儀

の
廃
止

や
道

士

な
ど

の
排

除

と

と
も

に
進

め
ら

れ

る
な
ど

、
有
害

視

さ
れ

全

面

的

に

否

定

さ

れ

た
。

こ
う

し

た

状

況

か

ら
、
具

体

的

に
は
火
葬

率

の
上

昇
や
火

葬

場
、

公

共
墓

地

の
設
置

が

図
ら

れ
た

も

の

の
、
都

市

部

に
限

定
的

に
見

ら

れ
、
地

方

と

は
利

用
状

況

や
実
施

状

況

に
格

差

が
あ

っ
た
。

す
な

わ

ち
、

急
速

な
都

市

化

に
よ

っ
て
、
自

動
車

の
利
用

、

伝
統

的

な
徒
歩

移

動

に
よ

る
葬

列

を
困

難

に
さ

せ

る
状

況

を
生
む

な
ど

、
都
市

住

民

に
生
活

面

か

ら
受
容

さ
れ
た

点

に
も
着

目

し
て

い
る

(
一
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六
八
-
一
七
七
頁
)
。
ま
た
、
著
者
は
当
時
の

「台
湾
人

が
伝
統
的
葬
儀

へ
投
げ
か
け
る
ま
な

ざ
し
」
(
一
七
八
頁
)
を
、
皇
民
化
期
に
書
か

れ
た
葬
儀
に
関
す
る
文
学
を
通
じ
て
考
察
す
る

こ
と
で
、
急
速
な
皇
民
化
政
策
に
よ
る
改
善

が
、
台
湾
人
の
自
己
を
引
き
裂
い
た
と
見
る
。

文
学
の
書
き
手
で
あ
っ
た
台
湾
人
た
ち
は
近
代

的
知
識
人

で
あ
り
、
そ
の
近
代
の
内
包
す
る
も

の
に
は
、
す
で
に

「内
面
化
さ
れ
つ
つ
」
あ
っ

た

「理
性
的
で
合
理
的
な

『近
代
日
本
人
』
と

い
う
ま
ぼ
ろ
し
」
(
一
八
二
頁
)
が
存
在
し
、

同
時
に
内
面
に
根
付
く

「台
湾
人
」
と
の
狭
間

で

「メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
深
い
亀
裂
を
生
」
ん
だ

(
一
八
七
頁
)
と
す
る
ど
く
指
摘
し
て
い
る
。

第
六
章

で
は
、
皇
民
化
期
に
国
家
権
力
の
扶

植
を
目
的
と
し
て
台
湾
で
行
わ
れ
た
日
本
仏
教

の
植
民
地
布
教
の
問
題
に
つ
い
て
、
独
自
の
基

盤
を
築

い
た
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
布
教
活
動
を

中
心
に
、
そ
の
布
教
活
動
の
展
開
、
寺
廟
整
理

運
動
、
各
宗
派
の
対
立
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
葬

儀
改
善
か
ら
植
民
地
統
治
へ
の
作
用
、
実
態
を

分
析
し
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
、
日
本
の
統
治

開
始
後
の
仏
教
布
教
活
動
の
動
向
を
整
理
し
た

上
で
、
特

に
こ
の
時
期
渡
台
し
た
仏
教
者
の
使

命
感
に
、
「国
家
主
義
の
一
翼
を
担
う
」

一
方

で

「仏
教
的
普
遍
性
に
頼
っ
て
連
帯
」
(
一
九

八
頁
)
し
よ
う
と
す
る
二
面
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘

(
一
九
八
-
一
九
九
頁
)
し
、
布
教
の

糸
口
と
し
て
台
湾
仏
教
勢
力
と

「協
力
関
係
を

確
立
し
」
「教
線
を
拡
大
」
(二
〇

一
頁
)
す
る

た
め
に
、
寺
院
建
設
や
学
林
を
設
立
す
る
な
ど

社
会
事
業
を

一
〇
年
代
後
半
に
積
極
的
に
行

っ

た
と
評
価
す
る
。
し
か
し
、

一
九

一
五
年
の
漢

族
系
台
湾
人
に
よ
る
最
大
武
装
蜂
起
で
あ
っ
た

西
来
庵
事
件
は
、
総
督
府
の
温
存
政
策
を
転
換

せ
し
め
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
在
台
の
仏
教
関

係
者
た
ち
は
嫌
疑
を
避
け
る
た
め
に
も

「日
本

仏
教
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で

『参
加
』
」
(二
〇

二
頁
)
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
中
で
も

特
に
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
は
、
食
肉
妻
帯
を
禁

じ
た
点
が
台
湾
在
家
仏
教
な
ど
と
の
共
通
点
と

な
り
、
台
湾
で
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
優
位

的
立
場
を
得
た
と
指
摘
す
る

(二
〇
六
頁
)。

ま
た
、
そ
の
社
会
事
業
の
内
実
は
、
お
布
施
や

位
牌
の
収
益
、
不
動
産
収
入
な
ど
の
寺
廟
の
潤

沢
な
財
産
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的

展
開
と
し
て
は
、
内
地
の
手
続
き
を
経
ず
に
寺

廟
な
ど
と
臨
済
寺
が
契
約
関
係
を
交
わ
す

「連

絡
寺
廟
」
制
度
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
日
本

仏
教
側
の
半
ば
強
制
的
な
寄
付
を
寺
廟
側
が
受

け
入
れ
る
代
わ
り
に
、
抗
日
ゲ
リ
ラ
な
ど
か
ら

の
保
護
や
身
分
保
証
を
得
る
も
の
で
あ
り
、

「利
害
や
思
惑
で
結
」
ん
だ

(二

一
二
頁
)
こ

と
で
、
二
〇
年
代
後
半
か
ら
皇
民
化
期
ま
で

に
、
臨
済
宗
と
台
湾
人
有
力
者
や
寺
廟
関
係
者

の
間
に

「寺
廟
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
」

た

(
二
〇
九
頁
)。
そ
し
N
>>10
年
代
に
な
る

と

「国
民
精
神
総
動
員
運
動
」
に
連
動
し
て
仏

教
団
体
の
社
会
教
化

に
対
す
る
要
項
が
示
さ
れ

る
が
、
各
宗
派
は

「仏
教
講
習
会
」
を
開
催
す

る
こ
と
で
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
三
六

年
に
は

「民
風
作
興
協
議
会
」
を
起
点
に
、
在

来
宗
教
に
か
え
て
国
家
神
道
を
促
す

「寺
廟
整

理
運
動
」
が
始
ま
る
。

こ
の
時
期
の
情
勢
を
著

者
は
、
非
衛
生
的
な
慣
習
の
改
善
だ
け
で
な

く
、
や
は
り
寺
廟
の
財
産
を
ね
ら
っ
て
い
た
点

と
、
台
湾
人
の
戦
争
協
力
を
促
す
た
め
に
地
方

の
官
吏
に
判
断
を
委
ね
る
傍
観
の
態
度
を
取
っ

た
と
す
る
票
錦
堂

(
『日
本
帝
国
主
義
下
台
湾

の
宗
教
政
策
』
同
成
社
、

一
九
九
四
、
註
七

二
)
の
論
点
を
考
慮
し
た
上
で

(二
二
一
ー
二

二
二
頁
)
、
各
宗
派
が
寺
廟

・
信
徒
獲
得
の
た
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め

「仏
教

の

『国
家
神
道
化
ヒ

を
展
開
し
、

仏
教
講
習
会
で
台
湾
人
僧
侶
の
皇
民
化
が
図
ら

れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(二

一
五
-

二
二
〇
頁
)。
ま
た
葬
儀
改
善
の
内
容
に
関
し

て
は
、
寺
廟
整
理
に
よ
り

「内
地
式
寺
院
が
整

備
さ
れ
て
い
く
」
と
、
式
典
や
儀
式
の
改
善
だ

け
で
な
く
、
「伝
統
的
葬
儀
の
実
際
の
実
行
者

で
あ
る
」

「僧
侶
の
再
教
育
」
(二
三
二
頁
)
が

必
要
と
な
り
、
各
宗
派
は
台
湾
人
僧
侶
向
け
に

仏
教
講
習
会
を
開
催
し
、
葬
祭

・
儀
式
の
細
か

い
規
定
や
僧
侶

へ
の
罰
則
規
定
な
ど
が
設
け

ら
れ
、
「日
常
的
な
宗
教
行
事
の

『
日
本
仏
教

化
』」
(二
二
九
頁
)
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、

内
地
で
の
国
家
神
道
扶
植

の
動
向
に
伴
い
、
神

道
勢
力
と

の
対
立
も
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
総
督

府
が
神
職
者
な
ど
を
組
織
し
た

「台
湾
神
職

会
」
を
中
心
に
、
大
麻
奉
斎
や

「正
庁
改
善
運

動
」
な
ど
、
「各
家
庭
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
と

皇
室
祭
祀
を
直
結
さ
せ
、
祖
霊
祭
祀
の
国
式
化

H
神
道
化

を
は
か
ろ
う
と
し
」
た

(
二
三
六

頁
)。
し
か
し
、
こ
の
動
き
は
日
本
仏
教
勢
力

の
強
い
反
発
と
と
も
に
、
仏
壇
位
牌
が
受
容
さ

れ
て
い
た
台
湾
で
は
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

こ
れ
を
著
者
は

「
『皇
民
化
の
完
成
』
に

必
要
不
可
欠
な
は
ず
の
国
家
神
道
が
台
湾
社
会

へ
定
着
し
な
か
っ
た
原
因
」
(二
三
九
頁
)
と

し
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て

き
た
が
、
以
下
に
終
章
で
の
結
論
を
含
め
、
評

者
の
若
干
の
指
摘
を
行
い
た
い
。

繰
り
返
し
述
べ
る
が
、
本
書
は
、
台
湾
の
葬

儀
を
中
心
に
、
日
本
統
治
期
の
台
湾
社
会
を
、

主
と
し
て
雑
誌
を
は
じ
め
と
す
る
出
版
物
な
ど

の
歴
史
史
料
を
も
と
に
考
証
し
た
歴
史
書
で
あ

り
、
葬
儀
と
い
う
文
化
的
行
為
を
史
料
上
か
ら

分
析
、
検
証
し
、
文
化
史
的
考
察
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
こ
の
分
野
が
希
薄
で

あ
っ
た
台
湾

・
植
民
地
研
究
を
よ
り
立
体
的
に

考
察
す
る
新
た
な
試
み
で
も
あ
る
。

本
書
を
通
読
す
る
こ
と
で
、
日
常
を
営
ん
で

い
く
上
で
不
可
避
か
つ
不
可
欠
な
葬
儀
と
い
う

社
会
的
文
化
的
行
為
が
、
植
民
地
統
治
の
時
期

を
経
る
に
つ
れ
、
次
第
に
個
人
レ
ベ
ル
で
社
会

統
制
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
過
程
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
分
析
視
点
は
、
総
督

府
の
施
策
や
郷
紳
、
民
族
運
動
家
た
ち
の
断

片
的
な
動
向
の
み
を
追

っ
た
価
値
判
断
で
は

な
く
、
そ
の
時
代
の
そ
の
地
域
で
営
ま
れ
た

「
日
々

の
小
さ

な
出
来

事

」

(
三
頁

)

に
焦

点

を

当

て
、
人

々

が
日
常

を

や
り
過

ご

す
た

め

に
や

む
を

得
ず

取

ら
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
行
動

や

そ

の
心
性

を
史

料

上

よ

り

明

ら

か

に

す

る

こ

と

で
、
等

身

大

の
歴

史

像
を
描

こ
う

と
し

た
点

に

あ

る
。
特

に
、
本

書

後
半
部

分

で
述

べ
ら
れ

て

い
る
、
天
皇

や
皇

民
化

の
名

の
も

と
、
強

制
的

に
墓
地

を
移

転

さ

せ
よ
う

と
し

た

こ
と

や
、
葬

儀

様
式

を
改

善

し
日
本

式
仏

教

へ
帰

依
さ

せ

よ

う
と

し
た
問

題

に
対

し

て
は
、
多

く

の
総
督

府

関

連

の
史
料

や
雑

誌
記

事

を
追

う

こ
と

で
、
著

者

な

ら

で
は

の
新

た

な
構

図
が

見

い
だ
さ

れ

て

お
り
、

そ

の
検

証

は
リ

ア
リ
テ

ィ

に
富

ん

で

い

る
。終

章

で

は
、

論

じ

き

れ

な

か

っ
た

点

と

し

て
、
台

湾
原

住
民

の
葬

儀
、

戦
後

台
湾

社
会

と

の
連
続

性
、
在

台

日
本

人

の
ま

な
ざ

し

の
三
点

に

つ
い

て
課
題

が

残

さ
れ

て

い
る
。
特

に
、

終

章

の
結

論
と

し

て
も
得

ら
れ

て

い
る
、

統
治

期

に
日
本

人
が
追

い
求

め
た
近

代

や
日
本

と

い

っ

た
確
固

た

る
実

態

の
な

い
概
念

が
、
戦

後

か
ら

現

今

に

い
た

る
ま

で
台
湾

で
ど

の
よ

う
に
受

け

止

め
ら

れ
た

の
か

、
現
代

へ
の
連

続
性

を
指
摘

す

る
上

で
も

興
味
深

く
、

今
後

の
研
究

が
待

た
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れ

る
。

こ
れ

ら
著

者

の
挙
げ

た
当
時

の
社

会

的
問

題

点
が

、
史
料

上

の
制
約

は
あ

る

に

し

て
も
、

主

と

し

て
日
本

語
文

献

に
多

く

の
史

料

が
残

さ

れ

て
い

る
な
ら
ぼ

、
著
者
自

身

の
言

う

と

お
り

、

「自

身

の
内

面

に

あ

る
植

民
地

主

義

と
対

峙

す

る
」

た

め

に
も

、
日
本

人

の
手

で
地

道

に

「
近

代

に

お
け

る
自
画

像

を
等
身
大

に
描

け

る
よ

う

に
な

ら

な
け

れ
ば

い
け
な

い
」

(
三

頁

)

の
で

あ

ろ
う
。

し
か

し
な

が
ら
、
本

書

の
全

体

を

通

じ
た

問

題

設

定

に

お

い

て
、
著

者

の
議

論

の
前

提

と

な

っ
て

い
る
文

化
人

類
学
研
究

の
先

行
研

究

上

の
テ

ー

マ
か
ら
、

い
か

に
自

ら

の
研

究

手
法

を

設
定

し
た

の
か
が

い
さ
さ

か
不
明

瞭

で
あ

る
よ

う

に
思

え

る
。
著
者

が
問
題

関

心
や

研
究

手

法

を
そ

こ
か

ら
得
た

な
ら
ば

、
ど

の
よ
う

に
本

研

究

の
視

点

に
た

ど

り
着

い
た

の
か

、

「新

た

な

視

点
」

で
あ

る
だ

け

に
、
著

者

な
り

の
観

点

や

考

察

、
解
釈

を
含

め
、
詳
細

な
説

明

や
定

義

を

加

え

て
論

じ

て
ほ
し

か

っ
た
。

ま
た
、

筆
者

は
本
書

の
結
論

と

し

て
、
台

湾

の
社

会

に
内

在

化

し

た

「
近

代

的

な

日
本

」

が
、

「確

固

た

る
実

態

の
な

」

い

「逃

げ

水

」

の

よ
う

に

「
人

々
を

翻

弄

す

る
幻

影
」

(
二
五

三
頁
)

の
よ

う
な
存

在

で
あ
り

、
自

ら

の
内

面

に

「
『
台
湾

』

と

い
う
確

か
な

『
自

己

』
」

(
二

五

三

頁

)
を

抱

え

つ

つ
も
、

「自

律

的

な
行

為

と

し

て
選

」

び

つ

つ
、

「
台
湾

で
あ

り

な

が

ら

日

本

化

し

て

い
」

っ
た

(
二
五

四

頁

)

と

し

て
、
台
湾

人

の

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
に
深

い
亀

裂

が
生

じ

て

い
た

こ
と

を
指

摘

し

て

い
る
。

し

か
し
な

が
ら
、

で
は
、
台

湾

の
人

々
が
近

代

に

対

し

て
伝

統

を
否
定

し

よ
う
と

し

た
と

き
、

そ

の
伝
統

は
何

を
も

っ
て
し

て
伝

統

と

み
な
し

た

の

で
あ
ろ
う

か
。
本

書

は
そ

の
近
代

に
対

比

し

て
葬
儀

を
伝
統

と

し

て
捉

え

て

い
る
が

、
そ

の

伝

統
的

価
値
観

が
何

で
あ

っ
た

の
か

は
必
ず

し

も
明
確

に
定
義

さ

れ

て

い
な

い
。

た
と

え
ば

清

末

か

ら
伝
統

の
な

か

で
生

き

て

い
た
人

々
と

、

不

条

理
な
支

配

の
な
か

で
日
本

の
教

育

を
受

け

文

化

を
受
容

し
、
自

身

に
日
本

が
内

在

化

し
た

人

々
で
は
、

伝
統

の
意
味

合

い
は
異
な

る
よ
う

に
思

え

る
。

儀
礼

は
同

じ

で
あ

っ
た

と
し

て
も

取

得

し
た
価

値
観

は
そ

れ

ぞ
れ
異

な

る
よ

う

に

思
え

る
か

ら

で
あ

る
。

祖
先

祭
祀

や
伝

統
的

道

徳

を
彼

ら
自

身

が
単

に
位
置

づ

け
ら

れ
な

か

っ

た

の

で
は
な
く
、

気

づ

い
た
と

き

に
は
政

治
や

教

育

な
ど

の
文
化

的
側

面

を
媒
介

し

て
、

い

つ

の
間

に
か
自

ら

の
内

に
す

で

に
日
本

を
内
在

化

さ
せ

て
し

ま

っ
て

い
た
。

し

か
も

そ
れ

は
、
自

ら

の
伝

統

を
晒
習

で
あ

る
と
否
応

な

し

に
否

定

し

(
さ
れ
)

て
、
獲
得

す

べ
き
近
代

と
対

比
す

る

こ
と

で
、

自

ら

の
自

己

を
登

場

さ
せ
、

同
時

に

ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ

ィ
を

獲
得

し

よ
う

と
し
た

よ

う
に
も

思
う

。
追

い
求

め

よ
う

と
す

る
近
代

的
な
姿

に
は
、

同

じ

コ

ン
テ

ク

ス
ト

で
対

比

さ

れ

た
伝
統

も
ま

た
同
様

に
逃
げ

水

の
よ

う
な
存

在

で
あ

っ
た

の

で
は
な

か

ろ
う

か
。

結

局
、
否

定

す
る

に
し

ろ
し

な

い
に
し

ろ
、

台
湾

の
人

々

に
は
日
本

の
用

意

し
た
近

代

を
選

択
す

る
以
外

に
道

が
残

さ

れ

て

い
な

か

っ
た

の

で
は
な

か
ろ

う

か
。

一
方

、

「台

湾

の
人

々

が
葬

儀

改
善

を
通

じ

て
ど

の
よ
う

に
変
容

し
た

か
」

と

い
う

テ
ー

マ

か
ら

は
逸

脱

す

る

か

も

し

れ

な

い
が
、

台

湾

が
、

ひ

い

て
は

我

々

日
本

自

身

が
、

「帝

国

日

本

」

に
よ

る
近
代

化

そ

の
も

の
に
、

何

を
見
出

し
、
何

を
受

け
止

め

た

の
か
。

歴
史

上

の
そ

れ

ぞ
れ

の
段
階

・
時

期

に

お

い
て
、
台

湾

の
人

々

に
し

ろ
、

一
方

の
統

治
者

側

で
あ

る
日
本

に
し

ろ
、
結

局
、

そ

れ
ぞ

れ

ど

の
よ
う

な
近
代

的

な
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統
治
社
会
像
を
標
榜
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同

じ
植
民
地
に
生
き
る
日
本
人
も
、
総
督
府
の
施

策
に
抵
抗
し
た
民
族
運
動
家
も
、
自
律
的
に
日

本
化
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ペ
ス

ト
予
防
の
た
め
に
奨
励
さ
れ
た
火
葬
や
、
都
市

化
な
ど
の
社
会
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
て
登
場

し
、
利
用
さ
れ
た
葬
儀
用
自
動
車
の
よ
う
に

(第
五
章
、

一
七
六
頁
)、
経
済
性
や
合
理
化
を

求
め
る
近
代
化
の
流
れ
の
中
に
は
、
あ
る
程
度

の
利
便
性
や
革
新
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
た
技
術
的
な
社
会
的
整
備
は
別
に
し

て
、
皇
民
化
の
名
の
下
に
行
わ
れ
た
風
俗
改
良

や
墓
地
移
転
問
題
な
ど
、
統
治
者
側
の
都
合
に

よ
り
管
理

・
統
制
し
よ
う
と
し
た
制
度
上
の
問

題
に
つ
い
て
、
台
湾
の
人
々
が
自
ら
日
本
化
を

選
択
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ

利
害
を
掲
げ
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス

で
葬
儀
を
改
善
あ
る
い
は
受
容
し
よ
う
と
し
た

の
か
は
、
葬
儀
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
や
は
り
多
方
面

の
研
究
分
野
と
照
ら
し
合

わ
せ
た
上

で
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

え
る
。

と
は
い
え
、
本
書
は
葬
儀
の
変
容
に
見
ら
れ

る
文
化

的

現
象

を
通

じ

て
、
従

来

た
だ
否

定

さ

れ

て
き
た

日
本

と

い
う
側

面

だ
け

で
は
な
く
、

植

民

地

の
人

々
が
台
湾

で
あ

り
な

が
ら

日
本
化

す

る
と

い
う
方
向

性

を

「自

律

的

な
行
為

と

し

て
選

ん
だ

ひ
と

つ
の
道

」

が
存

在

し
た

も

の
と

捉

え

、
各
章

の
論

述

が
試

み

ら
れ

て

い
る
。

こ

の
あ

た
り

が
、
従

来

の
研
究

が
陥

っ
た

「支
配

-

被
支

配

」
と

い

っ
た

「二
項

対
立

」
的
観

点

か
ら
離

れ

て
述

べ
ら

れ

て

い
る
点

で
あ
り

、
先

行
研
究

上

の
限

界
点

を
新

た

に
捉

え
直

す

目
的

で
論
述

さ

れ

て

い
る
点

が
随

時

に
窺

え

る
。

ま

た
、
主

た

る
目
的

は
、

近
代

や
植

民

地
が

い

っ

た

い
何

で
あ

っ
た
か

と

い
う

こ
と
を

問
題

に
し

て
い
る

の
で

は
な
く
、

台
湾

の
日
常

が
変
容

し

て
い
く
さ

ま
を
、

人

々
が

い
か

に
受
容

し

た
か

と

い
う
視
点

に
重

き

が
置

か
れ

て
い
る
。

さ
ら

に
言

え
ば
、

文
化
史

の
研
究

蓄
積

が
少

な

い
同

分

野

に
お

い
て
、

本
書

が
後

の
研

究

へ
の

「た

た
き

台

」

(
四
頁

)

と

し

て
、

議

論

を
活

性
化

す

る
目
的
を

も

っ
て
考

察

さ
れ

て

い
る
。

い
ず

れ

に
し

ろ
本

書

は
葬

儀

と

い
う
文
化
的

側

面

か
ら

の
研
究

を
主
体

と

し

て
、
多

く

の
角

度

か

ら
当
時

の
台
湾

社
会

を
傭

鰍

し

て
お
り

、

新

た

な
視
点

を

も

っ
た
本

書

が
台

湾

・
植

民
地

研
究

に
登

場

し

た

こ
と

は
高

く
評

価

さ
れ

る

べ

き

で
あ

り
、

評
者

も
本

書

か
ら
多

く

の
啓
発

を

受

け

た

。

ま

た

台

湾

社

会

を
文

化

的

視

点

を

も

っ
て
考

察

し

て

い
く
上

で
、
研

究
者

の
み
な

ら
ず

、
初

学
者

は
必
読

書

と
し

て
本
書

を
手

に

取

る

こ
と
を

お
薦

め

し
た

い
。
今

後
、
本

書

を

通
じ

て
さ
ら

な

る
議

論

の
活
性

化

が
促

さ
れ

る

こ
と

を
期

待

し
た

い
。

な

お
、
本

評

執
筆

に
あ
た

り
、

馬
杉
吉

則
氏

(
『
現
代

台

湾
研
究

』

第

三

四
号

、

二
〇
〇

八
年

九

月

)
、
丸

山
勝

氏

(
『東

方
』

第

三
三

二
号
、

二
〇

〇

八

年

一
〇

月

)

の
本

書

評

を

参

照

し

た
。
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