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台
湾
史
・
中
国
語
圏
映
画
史
を
専
門

と
す
る
関
係
か
ら
、
こ
こ
十
数
年
は
旅

先
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
東
ア
ジ
ア
が
中

心
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
自
分
の

立
ち
位
置
を
少
し
離
れ
た
場
所
か
ら
見

直
し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
勤
務

先
の
海
外
派
遣
研
究
員
制
度
で
は
二
〇

一
一
年
四
月
か
ら
の
半
年
間
英
国
ロ
ン

ド
ン
に
滞
在
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
そ
の
間
に
閲
覧
す
る
機
会
を
え
た
ロ

ン
ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
（School of 

O
riental and A

frican Studies

）
図
書

館
が
保
管
す
るM

issionary C
ollec-

tion

の
ひ
と
つ「Presbyterian C

hurch 
of E

ngland Foreign M
issions C

om
-

m
it tee

」（
以
下
Ｐ
Ｃ
Ｅ
／
Ｆ
Ｍ
Ｃ
）か
ら

台
湾
史
に
関
わ
る
資
料
を
、
断
片
的
に

で
は
あ
る
が
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た

い
。Presbyterian C

hurch of E
ngland

す
な
わ
ち
英
国
長
老
派
教
会
は
一
八
四

三
年
にForeign M

issions C
om

m
ittee

（
以
下
Ｆ
Ｍ
Ｃ
）
を
設
置
し
た
（http://
w

w
w.soas.ac.uk/library/archives/

collections/m
issionary-collections/

）。

そ
の
主
要
な
活
動
地
域
は
中
国
で
、
台

湾
に
は
一
八
六
五
年
に
宣
教
師
が
派
遣

さ
れ
て
お
り
、
各
地
の
覚
書
や
報
告

書
、
英
国
本
部
と
の
往
復
書
簡
等
は
布

教
地
域
毎
に
分
類
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い

る
。

　

今
回
閲
覧
し
た
な
か
で
視
覚
的
に
最

も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
は
「
台
湾

民
主
国
」
が
英
国
籍
「
教
士
」
に
発
行

し
た
通
行
証
で
あ
る
（PC

E
/FM

C
/ 

2 /02 /06

）。
和
紙
で
言
え
ば
半
切
ほ
ど

の
大
き
さ
が
あ
り
（
同
じ
フ
ァ
イ
ル
に

は
清
国
政
府
の
天
津
税
関
が
発
行
し
た

護
照
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
半
紙
を
や

や
幅
広
に
し
た
程
度
の
サ
イ
ズ
）、
印

刷
さ
れ
た
文
言
の
一
部
に
墨
と
朱
に
よ

る
手
書
き
の
文
字
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。「
台
湾
民
主
国
」
と
は
下
関
条
約

に
よ
っ
て
台
湾
が
清
国
か
ら
日
本
に
割

譲
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
台
湾
の
士
紳

階
級
が
日
本
に
よ
る
支
配
を
逃
れ
よ
う

と
企
図
し
、
巡
撫
で
あ
っ
た
唐
景
崧
を

総
統
と
し
て
建
国
さ
れ
た
。
住
民
に
よ

る
独
立
建
国
と
い
う
歴
史
的
な
意
義
は

大
き
い
も
の
の
、
日
本
軍
に
よ
る
植
民

地
征
服
の
た
め
の
侵
攻
に
よ
り
事
実
上

き
わ
め
て
短
命
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
だ

英
国
長
老
派
教
会
資
料
中
の
台
湾
関
係
資
料
に
つ
い
て

三
澤
真
美
恵
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け
に
、
組
織
的
に
も
脆
弱
で
あ
っ
た
は

ず
の
台
湾
民
主
国
が
清
朝
政
府
と
同
様

に
、
ま
が
り
な
り
に
も
印
刷
技
術
（
大

量
複
製
を
可
能
に
す
る
）
を
用
い
た
通

行
証
を
発
行
し
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ

れ
た
。
ま
た
、
外
国
人
宣
教
師
に
こ
う

し
た
通
行
証
を
準
備
し
た
と
い
う
行
為

に
、
当
初
か
ら
自
力
で
の
独
立
を
目
指

す
と
い
う
よ
り
は
独
立
国
の
体
裁
を
と

る
こ
と
で
諸
外
国
に
よ
る
助
力
を
得
て

植
民
地
支
配
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
と
い

う
先
行
研
究
の
指
摘
が
想
起
さ
れ
、
当

時
の
台
湾
住
民
の
国
際
的
バ
ラ
ン
ス
感

覚
を
垣
間
見
た
思
い
が
し
た
。

　

同
じ
く
一
九
世
紀
台
湾
の
状
況
を
伝

え
る
資
料
と
し
て
は
、
台
湾
に
派
遣
さ

れ
た
女
性
宣
教
師
が
本
国
に
書
き
送
っ

た
書
簡
類
も
ま
た
興
味
深
い
。
一
通
ご

と
に
十
数
枚
に
も
及
ぶ
手
書
き
の
書
簡

に
は
、
教
育
や
医
療
の
成
果
と
と
も

に
、「
キ
ャ
ン
ド
ル
も
溶
け
る
ほ
ど
の

暑
さ
で
や
っ
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う

よ
う
な
苦
情
が
延
々
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
母
国
を
遠
く
離
れ
、
困
難
の
な
か

で
布
教
活
動
に
あ
た
る
一
人
の
女
性
と

し
て
の
信
仰
へ
の
思
い
、
逡
巡
、
矛
盾

も
う
か
が
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
の
英
国

で
は
女
性
の
普
通
選
挙
権
を
求
め
る
運

動
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ

は
ま
た
女
性
が
い
ま
だ
男
性
と
同
様
の

政
治
的
権
利
を
持
つ
こ
と
が
「
普
通
」

で
は
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
事
実
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
英

国
初
の
女
性
医
師
と
な
っ
た
エ
リ
ザ 

ベ
ス
・
ガ
レ
ッ
トE

lizabeth G
arrett 

A
nderson

（
一
八
三
六

－

一
九
一
七
）

は
、
女
性
参
政
権
獲
得
運
動
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
彼
女
は
、

自
身
が
医
師
と
な
る
過
程
で
多
く
の 

偏
見
や
嫌
が
ら
せ
に
遭
い
、
そ
れ
ゆ 

え
に
後
身
を
育
て
る
べ
く
女
性
医
師
が

働
く
こ
と
の
で
き
る
病
院T

he N
ew 

H
ospital for W

om
en

を
建
設
し
た
と

い
う
逸
話
も
あ
る
。
彼
女
が
建
て
た
病

院
は
現
在
も
当
時
の
面
影
を
残
す
形
で

再
利
用
さ
れ
、
建
物
の
一
部
は
彼
女
を

記
念
す
る
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
公
開

が
予
定
さ
れ
て
い
る
（http://www.

unison.org.uk/newbuilding/

）。
筆
者

は
ロ
ン
ド
ン
大
学
歴
史
学
研
究
所

（Insti tute of H
istorical R

esearch

）

が
実
施
し
て
い
た
研
究
者
向
け
の
視
覚

史
料
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ー
ス
の
一
環

と
し
て
、
準
備
中
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
を

訪
ね
る
機
会
を
得
た
の
だ
が
、
そ
の
展

示
資
料
か
ら
同
病
院
で
研
修
を
受
け
た

女
性
医
師
や
女
性
看
護
師
の
な
か
に
は

宣
教
師
と
し
て
海
外
に
出
た
人
も
い
た

こ
と
を
知
っ
た
。
ま
た
、
壁
に
掛
け
ら

れ
た
写
真
に
は
植
民
地
か
ら
研
究
に
来

て
い
た
と
思
わ
れ
る
イ
ン
ド
系
女
性
の

姿
も
あ
っ
た
。
当
時
の
男
性
医
師
の
な

か
に
は
、
女
性
医
師
の
進
出
を
好
ま
し

く
思
わ
な
い
人
も
多
く
、
医
者
を
や
り



天  南  地  北

317──英国長老派教会資料中の台湾関係資料について

た
い
な
ら
自
分
た
ち
の
目
の
届
か
な
い

周
辺
＝
植
民
地
で
や
れ
ば
い
い
、
と
い

う
よ
う
な
議
論
も
あ
っ
た
と
い
う
。
だ

と
す
れ
ば
、
植
民
地
は
宗
主
国
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
が
本
国
で
果
た
せ
な
い
活
躍

が
可
能
な
場
所
と
し
て
の
意
味
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
実
現
が
「
文
明
化
の

使
命
」
と
し
て
の
伝
道
（
そ
れ
が
帝
国

主
義
の
拡
張
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
は

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
）
と
結
び
つ
く

よ
う
な
側
面
も
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
。 

ち
な
み
に
、
英
国
長
老
派
教
会
に

W
om

en’ s M
issionary A

ssociation 
(

Ｗ
Ｍ
Ａ)

が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
八
七

八
年
だ
が
、
一
九
二
五
年
に
Ｗ
Ｍ
Ａ
が

Ｆ
Ｍ
Ｃ
と
統
合
さ
れ
て
か
ら
は
女
性
た

ち
に
も
男
性
と
同
様
の
教
会
内
で
の
代

表
権
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る

筆
者
自
身
の
関
心
に
即
し
て
い
え
ば
、

彼
ら
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
が
創
設
し
た
台

南
長
老
教
女
学
校
の
開
校
五
〇
周
年
記

念
冊
子
『
燈
』（
一
九
三
七
年
）
に
集

め
ら
れ
た
卒
業
生
の
回
想
録
に
あ
る
以

下
の
よ
う
な
文
言
が
目
を
引
い
た
。

　
「
五
〇
年
前
の
こ
の
二
月
一
四
日
に

我
が
母
校
は
開
校
の
式
を
挙
げ
ま
し

た
。
場
所
は
現
今
の
女
子
神
学
校
の
と

こ
ろ
で
、
来
賓
も
鮮
な
く
、
主
と
し
て

宣
教
師
の
方
々
で
あ
り
ま
し
た
。
式
中

に
使
用
し
て
い
た
オ
ル
ガ
ン
は
非
常
に

珍
し
く
聴
か
れ
ま
し
た
。
尚
そ
の
晩
は

幻
灯
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
映
画
に

就
い
て
は
記
憶
が
無
い
。
た
だ
マ
リ
ヤ

が
キ
リ
ス
ト
を
懐
い
て
い
る
絵
を
見
た

こ
と
だ
け
を
憶
え
て
い
る
。
そ
の
時
会

衆
一
同
は
思
わ
ず
賛
美
歌
（
馬
槽
の
）

を
謳
っ
て
、
之
に
和
し
た
の
で
あ
り
ま

す
」（
高
金
聲
氏
夫
人
「
五
〇
年
前
の

母
校
に
つ
い
て
」『
燈
』
四
頁
。PC

E
/

FM
C

/6 /01 /62

）。

　

一
八
八
七
年
の
段
階
で
「
幻
灯
」
が

観
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
筆
者
の
初
め

て
知
る
事
実
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ

れ
が
宗
教
的
効
果
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
教
会
に
お
け

る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
差
し
込
む
太
陽

光
に
よ
っ
て
き
ら
め
く
鮮
や
か
な
色
彩

で
識
字
技
術
を
も
た
な
い
大
衆
に
聖
書

の
内
容
を
感
動
と
と
も
に
伝
え
る
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
台
湾

に
は
宗
教
的
な
共
同
体
験
の
仕
掛
け
と

し
て
幻
灯
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
暗
闇
の
中
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

じ
た
光
を
通
じ
て
「
神
の
子
」
の
姿
を

観
た
瞬
間
に
思
わ
ず
賛
美
歌
を
唱
和
し
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た
と
い
う
表
現
に
、
初
め
て
「
幻
灯
」

を
観
た
人
々
の
感
動
が
い
か
に
大
き

か
っ
た
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ

は
、
後
に
植
民
地
宗
主
国
と
な
る
日
本

に
先
駆
け
て
、
多
く
の
科
学
技
術
が
宣

教
師
ら
に
よ
っ
て
台
湾
に
入
っ
て
い
た

事
例
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
同
時
に

そ
の
科
学
技
術
が
布
教
活
動
に
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
の
植
民
地
統

治
期
に
総
督
府
が
台
湾
各
地
で
映
画
と

い
う
科
学
技
術
を
用
い
て
天
皇
の
姿
を

見
せ
て
回
っ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
駒
込
武
に
よ
れ

ば
、
日
本
の
植
民
地
で
は
天
皇
崇
拝
が

キ
リ
ス
ト
教
の
代
用
品
と
し
て
国
民
統

合
の
「
機
軸
」
の
役
割
を
果
た
し
た
と

い
う
。
だ
が
、
同
時
に
「
欧
米
帝
国
主

義
の
担
い
手
は
、「
白
人
」「
非
白
人
」

と
い
う
レ
イ
シ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
峻
厳

な
差
別
を
実
践
し
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト

教
の
擬
似
的
「
普
遍
性
」
に
依
存
す
る

こ
と
で
差
別
の
過
酷
さ
を
隠
蔽
す
る
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
」
の
に
対
し
て
、

「
普
遍
」
を
標
榜
す
る
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
防
衛
的
な
反
応
と
し
て
天
皇
崇
拝
が

形
成
さ
れ
た
「
日
本
の
場
合
は
こ
う
し

た
使
い
分
け
は
難
し
か
っ
た
」（「
日
本

の
植
民
地
支
配
と
近
代
」『
別
冊 

思
想

／
ト
レ
イ
シ
ー
ズ
』
九
二
五
号
、
一
八

一
頁
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
総
督

府
に
と
っ
て
は
「
普
遍
」
を
具
現
す
る

科
学
技
術
で
あ
り
、
視
覚
メ
デ
ィ
ア
で

も
あ
る
幻
灯
や
映
画
は
、
宣
教
師
に

と
っ
て
以
上
に
重
要
で
あ
っ
た
と
も
い

え
よ
う
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｅ
／
Ｆ
Ｍ
Ｃ
の
資
料
を
読
ん
で

い
る
と
、
一
九
世
紀
清
朝
期
の
台
湾
が

直
接
に
西
欧
と
接
点
を
持
っ
て
い
た
側

面
、
日
本
語
や
中
国
語
の
資
料
か
ら
浮

か
び
上
が
る
の
と
は
ま
た
違
っ
た
様
相

が
見
え
て
く
る
。
逆
に
ま
た
、
も
し
仮

に
自
分
自
身
が
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
で
世

界
各
地
の
宣
教
師
か
ら
送
ら
れ
て
く
る

詳
細
な
報
告
書
を
読
む
立
場
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
あ
た
か
も
こ
れ
ら
の
資
料
の

み
で
帝
国
の
広
が
り
の
隅
々
ま
で
わ

か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
も
感
じ
た
。
時
間
に
抗
し

て
現
存
す
る
資
料
は
（
そ
れ
が
あ
る
特

定
の
意
図
に
そ
っ
て
保
存
さ
れ
た
当
時

の
情
報
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
し

て
も
）、
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
い
る
過

去
が
、
実
は
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
、
考
え
て
み

れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
否
応
な
く

突
き
つ
け
て
く
る
。
Ｐ
Ｃ
Ｅ
／
Ｆ
Ｍ
Ｃ

を
含
め
て
、
ロ
ン
ド
ン
で
閲
覧
し
た
台

湾
に
関
す
る
資
料
は
、
日
本
の
植
民
地

支
配
を
世
界
史
的
な
観
点
か
ら
考
え
る

契
機
を
与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
思
う
。


