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二

植
民
地
国
家
か
ら
国
民
国
家

へ
継
承
さ
れ
た
博
物
館

 

-

台
湾
総
督
府
博
物
館
の
設
立
と
原
住
民
族

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー

野
林
厚
志

は
じ
め
に

 
本
稿
の
目
的
は
国
家
と
博
物
館
と

の
関
係
を
、
国
立
台
湾
博
物
館
が
日
本
に
よ
る
統
治
時
代
に
植
民
地
博
物
館
と

し
て
設
立
さ
れ
た
経

緯
と
社
会

の
中
で
の
位
置
づ
け
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
に
台
湾
の
政
権
を
掌
握
し
た
中
華
民
国
の
博
物
館
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
過

程
を
通
し
て
考
え
る
こ
と

で
あ
る
。
同
時
に
、
植
民
地
国
家
と
国
民
国
家
と

い
う
枠
組
の
中
で
様
々
な
歴
史
経
験
を

し
て
き
た
台
湾
原
住

民
族

の
人
々
が
、
日
本
統
治
時
代
に
お
け
る
植
民
地
博
物
館
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
と
ら
え
ら
れ
か
た
を
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
博

物
館

の
中
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た

い
。

 
公
立
、
私
立
を
問
わ
ず
、
博
物
館

の
本
来

の
機
能
は
資
料

の
管
理
と
活
用
で
あ
る
。

一
方

で
、
博
物
館
は
展
示
と

い
う
公
共
に
開
か
れ

た
空

間
を
通
し
て
、
様

々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
来
館
者
に
伝
え
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い
る
。
実
は

こ
の
こ
と
は
、
博
物

館
が
も

つ
公
共
性
と

い
う
属
性
を
保
証
す
る
重
要
な
点
と
し
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
博
物
館
は
器
物
が
安
置
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さ
れ

る
場
所
で
は
な
く
、

つ
ね
に
公
共
と
の
接
点
を
保
証
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
高
橋
雄
造
が
、
博
物
館
と

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
の
相
違
は
そ
の
公
開
性

の
有
無
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
施
設
と
し
て
の
博
物
館
で

は
世
俗
性
も
保
証
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る

[高
橋
雄
造
 
二
〇
〇
八

二

五
]。
ま
た
、
松
宮
秀
治
は
西
欧
に
お
け
る

コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
制
度
化
と
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
の
思
想
の
根
元
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
権
力
に
対
し
て
世
俗
権
力
の
優
位
性
を
確
保
し
た

い
と

い
う
欲
求
で
あ
る
と
同
様
な
見
方
を
示
し
て
い
る

[松
宮
秀
治
 
二
〇
〇
三

"
二
五
九
]
。

 

一
方
で
、
国
民
的
、
国
家
的
な
位
相
で
開
か
れ
た
博
物
館
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
昇
華
さ
せ
る
空
間
に
も
な
り
う

る
。

こ
れ
は
、

一
九

世
紀
以
降
、
世
界
各
地
で
挙
行
さ
れ
て
い
っ
た
万
国
博
覧
会
や
類
似
し
た
博
覧
会
に
も
同
様
な
性
格
を
見
て
取
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
規

模

の
大
き
な
国
立
博
物
館
に
は
、
そ
の
国
を
代
表
す
る
事
物
や
文
化
財
が
展
示
さ
れ
、
そ
れ
は
文
字
通
り
、
そ
の
国

の
あ
り
よ
う
や
文
化

に
対
す
る
態
度
を
示
す
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
が
、
同
じ
博
物
館
と

い
う
名
前
を

い
た
だ
き

な
が
ら
、
国
立
と
い

う
名
称
が
つ
く
博
物
館
と
そ
う
で
な

い
博
物
館
と
が
公
共
空
間
に
対
し
て
有
す
る
影
響
の
程
度

の
相
違
を
生
み
だ
す
も
と
に
な
る
と
言

っ

て
も
よ

い
。
筆
者
は
こ
の
点
に

つ
い
て
、
台
湾
に
お
い
て
民
主
化
が
実
現
さ
れ
て
い
く
な
か
で
建
設
さ
れ
た
国
立
台
湾
史
前
文
化
博
物
館

を
事
例
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

[野
林
厚
志
 
二
〇
〇
八
]
。
対
大
陸
中
国
と
の
関
係
の
中
で
、
原
住
民
族
文
化
が
台
湾
の
独
自
性

を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
展
示
は
政
治
的
な
中
立
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
台
湾
に
お
け
る
新
た

な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
築
す
る
要
素

の

一
つ
と
し
て
博
物
館

の
中
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
く

こ
と

つ
い
て
言
及
し
た
。

一
方
で
、
国
家
の

威
信

の
発
露
や
そ
れ
に
と
も
な
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
啓
発
と

い
っ
た
も
の
は
、
国
内
の
博
物
館
も
し
く
は
競
合
的

な
国
家
の
成
員
等
の

目
に
さ
ら
さ
れ
る
博
覧
会
等

で
見
ら
れ
る
現
象
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

↓
方
で
、
国
民
国
家

の
施
政
者
が

つ
く
り
あ

げ
る
植
民
地
博
物
館

に
お

い
て
収
集
さ
れ
展
示
さ
れ
る
も

の
が
、
植
民
地
住
民
に
対
し
て
宗
主
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
さ
せ
た
り
、
外
部
か
ら
の
来
訪

者
に
宗
主
国
や
植
民
地

の
威
信
を
受
け
つ
け
る
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事

例
を
も

っ
て
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
植
民
地
博
物
館
は
、
植
民
地
が
宗
主
国
の
支
配
か
ら
脱
却
し
た
後
、
当
該
社
会
の
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中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
家
が
博
物
館
に
何
を
求
め
て
い
く
の
か
と

い

う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
国
立
級
の
博
物
館
で
あ
る
総
督
府
博
物
館
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
展

示

の
内
容
は
、
当
時
の
施
政
者

で
あ

っ
た
日
本
の
、
台
湾
社
会
に
対
す
る
態
度
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
博
物
館

の
機

能
に
対
す
る
考
え
方
も
そ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。

 

一
方
で
、
総
督
府
博
物
館
は
日
本
が
撤
退
し
た
後
も
、
台
湾

の
中
で
国
立
級

の
博
物
館
と
し
て
存
続
し
て
き
た
。
新
た
な
政
権
の
も
と

で
旧
来
の
植
民
地
博
物
館
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
考
え
る
事
は
、
国
民
国
家
に
と

っ
て
博
物
館
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
施
設
な

の
か
を
考
え
る
糸

口
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
台
湾
総
督
府
博
物
館
が
当
時
の
植
民
地

で
あ

っ
た
台
湾
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
社
会

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
か
を
概
観
し
た
う
え
で
、
第
二
次
大
戦
後
に
国
民
国
家
と

し
て
の
歩
み
を
は
じ

め
た
台
湾

の
中
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

1

台
湾
に
お
け
る
国
立
博
物
館
の
設
立

 
現
在
、
台
湾
で
は

「
国
立
」
と
よ
ば
れ
る
博
物
館
が
六
つ
存
在
す
る
。
台
湾
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
順
に
こ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
、
国

立
台
湾
博
物
館
、

国
立
歴
史
博
物
館
、

国
立
故
宮
博
物
院
、

国
立
自
然
科
学
博
物
館
、
国
立
台
湾
史
前
文
化
博
物
館
、
国
立
台
湾
歴
史

博
物
館
と
な
る
。
た
だ
し
、
国
立
故
宮
博
物
院
の
前
身
と
な
る
機
関
は
大
陸
に
お

い
て
存
在
し
て
い
た
。

 
台

湾
に
お
け
る
本
格
的
な
博
物
館
が
開
館
し
た
の
は

一
九

一
五
年

で
あ
る
。
当
時

の
植
民
地
政
府
で
あ

っ
た
台

湾
総
督
府
が
主
導
し
、

一
九
〇
八
年
に
最
初
の
博
物
館

の
建
設
が
計
画
さ
れ
、
七
年
後
に
台
湾
総
督
府
民
政
部
殖
産
局
付
属
紀
年
博
物
館
が
開
館
し
た
。
こ
の
博

物
館

は
後
に
台
湾
総
督
府
博
物
館
、
第
二
次
大
戦
直
後
に
は
台
湾
省
立
博
物
館
と
名
称
を
変
え
、
台
湾
省

の
廃
止
に
伴

い
国
立
台
湾
博
物
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館
と
改
称
し
、
現
在

に
至

っ
て
い
る
。

 
第

二
次
大
戦
が
終
わ
り
、
中
華
民
国
政
府
に
よ
る
台
湾
統
治
が
開
始
さ
れ
、
旧
植
民
地
時
代
に
台
湾
に
は
い
り
こ
ん
だ

「日
本
的
」
な

性
格
を
帯
び
た
芸
術
や
著
作
は
公
の
場
か
ら
姿
を
消
し
た
。
逆
に
大
陸
か
ら
芸
術
家
た
ち
が
台
湾
に
移
住
し
、
彼
ら
自
身

の
創
作
活
動
を

台
湾
を
拠
点
に
し
て
行
な
う
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、

一
九
五
六
年
に
開
館
し
た
の
が
台
北
に
あ
る
国
立
歴

史
博
物
館

で
あ
る
。
国
立
歴
史
博
物
館
は
収
蔵
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
か
ら
、
当
初

「
真
空
館
」
と
揶
揄

さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た

が
、
日
中
戦
争
時
代
に
日
本
が
中
国
大
陸
で
収
奪
し
た
資
料
な
ら
び
に
、
河
南
省
立
博
物
館
か
ら
運
び
こ
ま
れ
た
安

陽
股
墟

の
出
土
品
を

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
国
史
と
中
国
美
術
を
主
題
と
す
る
博
物
館
と
し
て
開
館
す
る
こ
と
と
な

っ
た

[林
泊
佑

二
〇

〇
二

"
八
ー
九
]
。
こ
の
九
年
後
の

一
九
六
五
年
に
は
、
台
北
の
郊
外
に
大
陸
中
国
の
歴
代
王
朝

の
宝
物
を
公
開
、
保
存
、
管
理
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
立
故
宮
博
物
院
が
完
成
し
た
。

 
台
湾
に
お
い
て
、
国
立
歴
史
博
物
館
と
国
立
故
宮
博
物
院
と

い
う
二
つ
の
大
型
博
物
館

の
設
立
は
歴
史
認
識
の
問
題
と
深
く
関
わ

っ
て

き
た
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
第
二
次
大
戦
が
終
結
し
、
日
本
が
撤
退
し
た
後
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
台
湾
に
入
り
政
治
的
な
支
配

層
と

な

っ
た
外
省
人
は
、
台
湾
を
中
国
と
し
て
扱
う
政
策
を
強
力
に
推
し
進
め
た
。
外
省
人
に
た

い
し
て
本
省
人
と
よ
ば
れ
た
従
来
の
漢

族
系
住
人
の
母
語
で
あ
る
福

(
?)
語
や
客
家
語
を
公
的
な
場
面
か
ら
排
除
し
、
北
京
官
話
に
も
と
つ
く
普
通
語
を

国
語
と
し
て
定
め
た
。

中
国
史
が
台
湾
の
正
史
と
さ
れ
、
学
校
の
教
科
書
を
通
し
て
、
ま
た
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
と

い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
や
博
物
館
と

い
っ
た
社
会
的

施
設
を
通
じ
て
台
湾
の
人
々
に
そ
れ
が
す
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 

こ
う
し
た
、
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
博
物
館
に
対
し
て
、

一
九
八
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
教
育
的
な
機
能
を
も

っ
た
博
物

館
や
施
設
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

一
九
八
六
年
に
開
館
し
、

一
九
九
三
年
に
全
館
を
完
成
さ
せ
た
台
中

の
国
立
自
然
科
学
博

物
館

の
設
立

の
第

一
目
的
は
、
自
然
科
学

の
理
解
を
市
民
に
促
す
こ
と
で
あ
り
、
特
に
学
校
教
育

へ
の
寄
与
が
期
待

さ
れ
た
博
物
館
と
位

置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
統
治
時
代
か
ら
発
掘
作
業
が
行
わ
れ
て
き
た
台
湾
東
部
に
あ
る
大
規
模
な
考
古
学
遺
跡
、
卑
南
遺
跡
を
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中
心

と
し
た
国
立
台
湾
史
前
文
化
博
物
館
が
二
〇
〇

一
年
に
開
館
し
た
。
こ
の
博
物
館
は
先
史
時
代
と
原
住
民
族
文
化
と
を
展
示
の
主
題

と
し
た
博
物
館
で
あ
り
、
中
国
史
と
台
湾
史

に
関
わ
る
史
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
に
は
直
接
に
は
觝
触

し
な
い
性
格
を
も
ち
あ
わ
せ
た

も

の
で
あ
る
。

 
こ

の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
博
物
館
と
い
う
公
共

の
装
置
を
通
し
て
、
中
華
民
国
施
政
下
の
台
湾
に
お
い
て
中
華
と

い
う
基
盤
か
ら
出

発
し
な
が
ら
も
、
台
湾
が
様

々
な
要
素
を
も
ち
あ
わ
せ
た
土
地
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
博
物
館

の
中
で
認
識
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
は
興
味

深
い
。
そ
う
し
た
過
程
の

一
つ
の
到
達
点
が
、
台
湾

の
歴
史
を
主
題
に
扱
う
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館
の
設
立
で
あ

ろ
う
。
す
で
に
国
立
歴

史
博
物
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
台
湾
の
歴
史
を
扱
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
国
立
博
物
館

が
設
立
さ
れ
た
と

い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 エ 

こ
と
は
、
台
湾
政
治
が
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
か
な
り
の
程
度
、
容
認
し
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

 
台
湾
に
お
け
る
六

つ
の
国
立
博
物
館

の
性
格
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
前
身
を
日
本
統
治
時
代
に
求
め
る
国
立
台
湾
博
物
館
以
外
は
、
そ

れ
ぞ

れ
が
設
立
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
社
会
的
な
背
景
に
強
く
影
響
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
と
り
わ
け
、

一
九
八
〇
年
代
以

降
、
台
湾

の
民
主
化
が
進
行
し
て
い
く
と
同
時
に
、
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
距
離
を
お

い
た
博
物
館
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
は

留
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
博
物
館
は
あ
か
ら
さ
ま
に
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
反
す
る
の
で
は
な
く
、
中
立
的
な
性
格

を
も

つ
自
然
誌
か
ら
は
じ
ま
り
、
先
史
学
や
考
古
学
、
原
住
民
族
文
化
と
い
っ
た
、
直
接
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
衝
突
が
回
避
さ
れ
る
部

分
が
続

い
て
展
開
し
た
う
え
で
、
新
た
な
歴
史
観
の
構
築
に
資
す
る
博
物
館
が
設
立
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

一
方

で
、
国
立

台
湾
博
物
館
は
、
前
身
と
な
る
博
物
館
が
設
立
さ
れ
た
の
が
日
本
の
統
治
時
代
で
あ
り
、
戦
後

の
台
湾
社
会

の
要
請
が
あ

っ
て
設
立
さ
れ

た
博

物
館
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
稿
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二 植民地国家か ら国民国家へ継承された博物館zsi



2

台
湾
総
督
府
博
物
館

ω
 
沿
革

 
中
華
民
国
時
代
に
設
立
し
た
五

つ
の
博
物
館
は
時
代
背
景
に
応
じ
た
性
格
を
最
初
か
ら
与
え
ら
れ
て
き
た
。

一
方

で
、
日
本
統
治
時
代

に
設
立
さ
れ
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
国
立
台
湾
博
物
館
は
そ
れ
ら
と
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
成
立
の
経
緯
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。

一
九
九
九
年
に
出
版
さ
れ
た

『台
湾
省
立
博
物
館
創
立
九
十
年
専
刊
』
な
ら
び
に
二
〇
〇
九
年
に
出
版
さ
れ
た
特
別
展
示
会

の
図
録

『百
年
の
物
語
』

の
記
述
を
て
が
か
り
に
、 
統
治
時
代
に
お
け
る
設
立
の
過
程
も
含
め
な
が
ら
、
当
時

の
博
物
館
の
社
会
的
な
位
置
づ
け

を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

 
国

立
台
湾
博
物
館

の
起
源
は
、
台
湾
総
督
府

の
民
政
部
殖
産
局
が
管
轄
し
て

一
八
九
九
年
に
設
置
し
た
商
品
陳
列
館
に
も
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
当
時

の
陳
列
館
に
は
工
業
製
品
、
商
品
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
台
湾

の
教
育
や
文
化
に
関
す
る
文
献
資
料
、
書
籍
が

集
め
ら
れ
た
資
料
室
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
態
が

一
〇
年
続

い
た
後
、
台
湾
総
督
府
は
博
物
館

の
設
置
を
本
格
的
に
決
定

し
、

一
九
〇
八
年
に
台
湾
総
督
府
民
生
部
殖
産
局
附
属
博
物
館

(以
後
、
殖
産
局
附
属
博
物
館
)
が
開
館
し
た
。
博
物
館

の
建
設
は
同
年

に
開
通
し
た
南
北
縦
貫
鉄
路
全
線
開
通
の
記
念
事
業
の

一
貫
で
も
あ

っ
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。
博
物
館

の
設
置
目
的
は
、
台
湾

に
関
す
る

学
術
資
料
、
工
芸
、
産
業
等
に
関
わ
る
標
本
を
収
集
、
陳
列
し
、
公
共

の
閲
覧
に
資
す
る
こ
と
と
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
博
物
館
は
設
立

当
初
か
ら
台
湾
を
知
る
た
め
の
博
物
館
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
展
示
資
料
な
ら
び
に
収
蔵
資
料
は
、
地
質

お
よ
び
鉱
物
、
植
物
、
動
物
、
人
類

(蕃
族
)
、
歴
史
及
び
教
育
、
農
業
、
林
業
、
水
産
、
磯
業
、
工
芸
、
貿
易

(輸
入
)
雑

の

一
二
部

門
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
産
業
理
解
と

い
う
目
的
は
当
時
の
台
湾
社
会
に
む
け
て
重
要
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ

い
。
明
治
維
新
を
果
た
し

た
と
は

い
え
、
植
民
地
経
営
は
未
経
験

の
大
事
業
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
国
内
整
備
も
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な

い
状
況
の
中
で
、
台
湾

Za2第IV部 国民国家 とマイノ リテ ィー



へ
の
投
資
は
ご
く
限
ら
れ
た
も

の
と
な
り
、
台
湾
は
産
業
振
興
に
よ
る
自
立
的
な
経
営
を
相
当
程
度
求
め
ら
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
..
同

年

一
〇
月
に
皇
族
の
閑
院
宮
戴
仁
親
王
を
む
か
え
て
の
開
館
式
典
が
話
題
に
な

っ
た

こ
と
や
入
館
料
が
無
料
で
あ

っ
た
こ
と
も
手
伝

い
、

一
〇
月
二
八
日
に
い
た

っ
て
は

一
日
あ
た
り
二
万
人
を
こ
え
る
来
館
者
が
殺
到
し
、
急
遽
、
入
館
料
を
徴
収
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い

る

[欧
陽
盛
芝

・
李
子
寧
 

一
九
九
九

"
一
一
六
]
。

 
こ

の
よ
う
に
、
植
民
地
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
博
物
館
と
し
て
注
目
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
民
生
部
殖
産
局
附
属
博
物
館
で
は
あ

っ
た
が
、

図1 国立台湾博物館の正面入ロ(2006年 筆者撮影)

こ
の
時
、
す
で
に
新
た
な
博
物
館
構
想
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が

一
九

一
三
年
に

着
工
し
、

一
九

一
五
年
に
落
成
、
開
館
す
る
児
玉
総
督
後
藤
民
政
長
官
記
念
博
物

館
、
後

の
台
湾
総
督
府
博
物
館
で
あ
る
。

 

一
九
〇
六
年
、
当
時

の
総
督
府
民
政
長
官

で
あ

っ
た
祝
辰
巳
ら
が
、
先

の
台

湾
総
督
で
あ

っ
た
児
玉
源
太
郎
と
民
政
長
官

の
後
藤
新
平
の
業
績
を
記
念
し
た
事

業
を
計
画
し
、
そ
れ
が
総
督
府
博
物
館

の
建
設
に
つ
な
が

っ
て
い
っ
た
。
児
玉
と

後
藤

の
台
湾
に
お
け
る
施
政
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
細
を
述

べ
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
少
な
く
と
も
当
時
の
台
湾
に
お
い
て
両
者
が
進
め
た
数

々
の
事
業
や
政
策

は
、
台
湾

の
イ
ン
フ
ラ
を
劇
的
に
強
化
し
、
統
治
体
制
を
確

た
る
も

の
に
さ
せ
た

と
言

っ
て
も
よ

い
。
そ

の
二
人
を
記
念
す
る
建
築
物
を
造
営
す
る
と

い
う

こ
と

は
、
植
民
地
政
府
で
あ
る
台
湾
総
督
府
に
と

っ
て
、
台
湾

経
営
が
軌
道

に
の
り
、

自
立
性
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
内
外

に
示
す
格

好
の
機
会

で
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
象
徴
的
な
建
造
物
を
造
営
す
る
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
政
治

の

中
心
で
あ

っ
た
台
湾
総
督
府

に
ほ
ど
近

い
新
公
園
内

で
あ

っ
た
。

一
九
〇
六
年
七

二 植民地国家から国民国家へ継承された博物館zai



図2 現在、博物館内で展示 されている児玉源太郎の銅像

        (2009年 筆者撮影)

月
に
児
玉
源
太
郎
が
急
逝
し
、
そ
れ
に
と
も
な

い
九
月
、
後
藤
新
平
が
南
満
州

鉄
道

の
総
裁
に
就
任
す
る
た
め
に
台
湾
を
離
れ
る
に
と
も
な

い
、
新
公
園
に
お

い
て
後
藤

の
送
別

の
会
が
催
さ
れ
、
そ
こ
で
記
念
館

の
設
立
が
正
式
に
声
明
さ

れ
た
と

い
う
経
緯
が
あ

っ
た
。
新
公
園
に
は
も
と
も
と
台

湾
人
に
と

っ
て
信
仰

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

っ
て
き
た
嬬
祖

(天
上
聖
母
)
を
ま

つ
る
天
后
宮
が
建

て

ら
れ
て
お
り
、
度
重
な
る
台
風
や
水
害
に
よ

っ
て
損
壊
し

た
後
に
、
そ
れ
が
修

復
、
再
建
さ
れ
な

い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
台
湾
人

の
信
仰
上
の

状
況
も
考
慮
し
た
う
え
で
、
意
図
的
に
記
念
館
の
建
設
が
決
め
ら
れ
た

の
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
、
伝
統
的
な
台

湾
社
会

に
お
け
る
信

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヨ
 

仰
の
空
間
に
、
植
民
地
政
府
の
博
物
館
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

 

記
念
館
建
設
に
要
す
る
経
費
は
総
督
府

の
予
算

に
加
え

て
、
各
地
方

の
公
務

員
か
ら
職
級
に
あ
わ
せ
た

一
定
額
の
賛
助
金
と

一
般
市
民
か
ら
の
寄
付
金
で
ま

か
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
当
時
の
金
額
に
し
て
、
二
五
六
、
一
〇

一
円
の
寄
付

 
 
 
 
 
 

 ヨ
 

金
が
集
め
ら
れ
た
。
果
た
し
て

一
九

一
五
年
、
正
面
に
ド

ー
リ
ア
式
大
住
六
本

を
配

し
、
申
央
部
に
は
象
徴
的
な
銅
板
ド
ー
ム
を
戴
く
重
厚
な
建
築
物
が
完
成
し
た

(図

1
)。
は

い
っ
て
す
ぐ

の
中
央

ロ
ビ
ー
に
は

コ

リ
ン
ト
様
式
の
装
飾
柱
が
、
児
玉
と
後
藤
の
銅
像
を
と
り
ま
く
よ
う
に
な
ら
ん
で
い
た

(図
2
)
。

 
記
念
館
の
設
計
責
任
者
は
台
湾
総
督
府
土
木
局
の
技
師
や
営
繕
課
長
を
歴
任
し
て
い
た
野
村

一
郎
で
あ

っ
た
。
野
村
は
、
総
督
府
博
物

館

の
設
計

の
前
に
す
で
に
、
台
北
駅
、
台
湾
銀
行
と

い
っ
た
台
湾
内
に
お
け
る
代
表
的
な
大
型
建
築
物

の
設
計
を
手
が
け
る
だ
け
で
な

く
、

一
九

一
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
開
催
さ
れ
た
日
英
博
覧
会
に
お

い
て
台
湾
列
品
所
と
喫
茶
店

の
設
営
を
ま
か
さ
れ

て
い
た
。
台
湾
を
代

284第IV部 国民 国家 とマ イノリテ ィー



表
す
る
内
外

の
建
築
物
の
設
計
を
行

っ
て
き
た
実
績
を
有
し
て
い
た
人
物
が
記
念
館
の
設
計
に
あ
た

っ
た
。

 
新
館
の
完
成
に
伴

い
、
民
生
部
殖
産
局
附
属
博
物
館
に
収
蔵
、
展
示
さ
れ
て
い
た
資
料
の
大
半
は
新
館
に
搬
入

さ
れ
た
。
民
生
部
殖
産

局
附
属
博
物
館
は
分
館
と
し
て
南
洋
諸
島
の
資
料
の
展
示
施
設
と
し
て
し
ば
ら
く
使
わ
れ
、
総
督
府
博
物
館
に
南
洋

室
が
新
設
さ
れ
た
の

を
機

に

一
九

一
七
年
に
廃
止
と
な

っ
た
。
さ
ら
に
、
制
度
上
、
総
督
府
博
物
館
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
の
が
、

一
九
二
〇
年
に
お
け
る

殖
産
局

の
管
轄
か
ら
内
務
局
学
務
課
の
附
属
…機
構

へ
の
変
更
、
さ
ら
に
、

一
九
二
六
年

の
文
教
局

へ
の
管
理
替
え

で
あ

っ
た
。
文
教
局

へ

の
管
理
替
え
は
、
学
務
課
が
文
教
局

へ
昇
格
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
も

の
で
あ

っ
た
。
産
業
振
興
か
ら
出
発
し
文

教
施
設

へ
と
性
格
を
変

化
さ

せ
て
い
っ
た
総
督
府
博
物
館

の
履
歴
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
切

 
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
と
研
究

 
民
生
部
殖
産
局
附
属
博
物
館
と
し
て
開
館
し
た
当
時
、
館
に
は

一
万
二
〇
〇
〇
点
あ
ま
り
の
資
料
が
収
蔵
さ
れ

て
い
た
。
発
足
当
時

の

館
長

は
、
植
物
学
者
で
あ

っ
た
川
上
瀧
彌
で
あ

っ
た
。
川
上
は
自
身

の
専
門
分
野
で
あ

っ
た
植
物
学
以
外

の
標
本
も
積
極
的
に
収
集
す
る

よ
う

に
館
員
に
指
示
し
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
充
実
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

[李
子
寧
 
二
〇
〇
九

"
四
二
ー

四
三
]。
表

一
は
、
総

督
府

博
物
館
の
標
本
資
料
数

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
殖
産
局
の
管
轄
か
ら
内
務
局

へ
管
理
換
え
さ
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
産
業
関

連

の
資
料
が
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
は
ず
さ
れ
、
代
わ
り
に
新
設
さ
れ
た
南
洋
室
に
新
た
な
資
料
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

表
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
形
成
す
る
担

い
手
と
な

っ
た
の
が
、
川
上
と
と
も
に
開
館
時

に
博
物
館
に
所
属
し
て

い
た
職
員
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
資
料
の
収
集
と
展
示
解
説
の
仕
事
を
行

っ
て
い
た
。
動
物
部
門
に
は
伊
藤
祐
雄
、
新
渡
戸
稲
造
、
菊
池

米
太
郎
、
稲
村
宗
三
、
植
物
部
門
に
は
伊
藤
貞
次
郎
、
島
田
彌
市
、
佐
々
木
舜

一
、
鉱
物
部
門
に
は
細
谷
源
四
郎

、
岡
本
要
八
郎
、
朝
日

藤
太
夫
、
歴
史
部
門
に
は
山
田
申
吾
、
鷹
取
田

一
郎
、
森
丑
之
助
、
尾
崎
秀
真
が
配
属
さ
れ
て
い
た

[玩
晶
鋭
 

一
九
九
九

"
七
二
]。

 
総
督
府
博
物
館
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割

の

一
つ
は
、
こ
れ
ら

の
人

々
に
よ

っ
て
、
台
湾
に
お
け
る
初
め
て

の
学
術
資
料

の
コ
レ
ク

二 植民地国家から国民国家へ継承された博物館Zas



表1 台湾総督府博物館の標本資料数の推移

年代

地質

(地文)

鉱物

植物 動物

人類

(苗族

高砂族)

歴史

教育)
農業 林業 水産 鉱業

工藝

(工業)
貿易

華南

(南支)

南洋

その他 合計

1908 906 3,998 3,722 712 100 1,811 455 179 372 152 316 / / 12,723

1910 一 一 一 一 一 『 一 一 一 一 / / '111

1911 皿 一 一 『 一 一 一 一 一 一 / / 1111

1912 一 一 『 一 一 } 一 一 一 一 / / 23,970

1913  
一 一 }

一 一 一 一 一 一 / / 24,204

191 1,618 1,906 12,578 1,903 1,042 800 621 92 7 2,829 / / 23,396

191」 1,623 1,906 12,619 1,932 1,044 i19 507 93 7 .. / / 23,268

1916 1,626 1,906 12,619 1,932 1,050 741 507 93 7 2,819 / / 23,300

191i 1,260 1,906 4.10 1,650 1,085 181 120 102 44 381 / / 10,834

1918 1,285 1,906 4,1!5 1,649 1ユ81 182 120 93 44 374 / / 10,949

1919 1,285 1,906 4,115 1,649 1,181 182 120 93 44 374 / / 10,949

1920 1,329 一 4,092 1,663 1,408 119 86 90 295 / / '1:

1921 1,329 608 4,099 1価 1,551 / / / / / / / / 9,273

1922 1,329 一 4,246 1,742 1,684 / / / / / / 569 9,570

1923 1,435 一 4,180 1,441 1,i90 / / / / / / 337 422 9,605

1924 1,438 一 2,357 1,419 1,790 / / / / / / 354 249 7,607

1925 1,263 一 2,392 1,42i 1,786 / / / / / / 325 280 7,473

1926 1,276 一 2,393 1,418 1,787 / / / / / / 473 273 7,620

1921 1,216 一 2,391 1,435 1,800 / / / / / / 473 273 7,648

1928 !276 一 2,412 1,468 1,801 / / / / /
  /

/ 473 273 7,703

1929 1,276 一 2,481 1,462 1,817 / / / / / / 771 383  '1

1930 1,794 一 2,512 1,647 2,266 / / / / / / 828 366 9,413

1931 1,801 一 2,461 1,631 2,455 / / / / / / 1ユ26 376 9856

1932 1,823 一 2,479 1,656 2,496 / / / / / / 1,126 376 9,956

1933 2,017 350 2,809 3,049 2,646 / / / / / / 1,149 339 12,359

1934 2,134 382 3,437 3,071 2,692 / / / / / / 1,149 341 13,206

1935 2,526 389 3,440 3068 2,873 / / / / / / 1,156 286 13,738

1936 2,202 391 3,419 3,077 2,825 / / / / / /  .. 286 13,448

1937 2,225 448 3,516 3,074 2,876 / / / / / / 1ユ90 286 13,615

1938 2,267 4,996 3,162 2,910 / / / / / / 1,229 180 14,744

1939 一 一 一 一 / / / / / / 一 一 15,183

1940 一 一 一 一 / / / / / / 一 一 14,871

1941 一 一 一 一 / / / / / / 一 一 14,923

1942 2,330 5,024 3,194 2,935 / / / / / / 1,239 201 14,923

1943 2,330 5,024 3,194 2,935 / / / / / / 1,239 201 14,923

(欧陽盛芝 ・李子寧 1999よ り作成)
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シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
台
湾
博
物
学
会
を
設
立
し
そ
の
活
動
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
台
湾
博
物
学

会
は

一
九

一
〇
年
に
川
上
瀧
彌

の
よ
び
か
け
に
よ

っ
て
設
立
さ
れ
た
台
湾
発
の
学
会
で
あ
る
。
発
足
当
時
の
会
員

は
四

一
名

で
あ

っ
た

が
、

そ
の
後
、
会
員
数
を
増
や
し
、
最
盛
期
に
は
三
五
〇
人
弱
の
規
模
に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
。
ま
た
、
台
湾
在

住
者
だ
け
で
な
く
、
台

湾
外

の
者
に
も
門
戸
は
開
か
れ
て
お
り
、

一
九
四
四
年
に
は
台
湾
の
会
員
が

一
一
三
名

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
台
湾
外
の
会
員
は

一
五
〇

名
に

の
ぼ

っ
て
い
た

[欧
陽
盛
芝

・
李
子
寧
 

一
九
九
九

"
一
二
二
]。
学
会
誌

で
あ

っ
た

『台
湾
博
物
学
会
会
報
』
は

一
九
四
五
年

二

月
に
休
止
す
る
ま
で
の
問
、
二
五
二
号
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
動
物
学
、
植
物
学
、
地
質
学
と

い
っ
た
自
然
科
学
の
諸
分
野
に
加

え
、
考
古
学
や
人
類
学
、
民
族
学
と

い
っ
た
人
文
系
の
内
容
の
も
の
ま
で
幅
広
く
含

ん
で
お
り
、
当
時

の
台
湾
に
お
け
る
学
術
研
究

の

一
翼
を
し

っ
か
り
と
担

っ
て
い
た
。
ま
た
、

一
九
三
三
年
に
は
、
博
物
館

の
創
立
二
五
周
年
を
記
念
し
て
、
台
湾
博
物
館
協
会
が
設
立
さ

れ
、
会
誌
と
な
る

『科
学
の
台
湾
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
同
誌
は

一
九
四
三
年
ま
で
の
間
、
五
四
号
が
発
刊
さ
れ
た
。

 
個

 
博
物
館
展
示
の
受
容

 
こ
う
し
た
博
物
館
の
展
示
は
当
時
の
台
湾

の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
を
理
解
す
る

一
つ
の
糸
口
は
来
館
者
数
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
ど
れ
だ
け

の
人
々
が
関
心
を
も
ち
来
館
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
博
物
館
の
展
示
が
社
会
に
与
え
た
影
響
と
も
少
な
か
ら

ず
関
係
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
台
湾
総
督
府
博
物
館
は
こ
の
点

に
お

い
て
は
か
な
り
社
会
的
な
影
響
を
与
え

て
い
た
と
考
え
て
よ

い
。

そ
れ
は
相
当
数
の
人
々
が
博
物
館
に
足
を
運
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
表

二
は
毎
年

の
来
館
者
数
、
表
三
は

一
九
三
二
年
か
ら

一
九
三
八
年
に
お
け
る
来
館
者

の
内
訳
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

も

っ
と
も
開
館
日
数
の
少
な
か

っ
た

一
九

一
五
年

の
来
観
者
数
は
六
四
、
四
五
五
で
あ
る
。
こ
の
年
の
台
湾
に
お
け
る
人
口
は
戸
口
調
査

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ら
 

の
資

料
か
ら
約
三
四
八
万
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て

い
る
の
で
、
人
口
の
約

一
・
八
五
%
に
あ
た
る
来
館
者
数
が
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
。

特

に
興
味
深

い
の
は
来
観
者
の
内
訳
で
あ
る
。
日
本
人
と
台
湾
人
と
の
間
で
来
館
者
数

の
大
き
な
差
異
は
見
ら
れ
な

い
。
も

っ
と
も
、
人

二 植民地国家から国民国家へ継承された博物館287



表2台 湾総督府博物館の来館者数

来館者数 来館者数

合計 1日 平均 開館日数 合計 1日 平均 開館 日数
        一 

1908 43,076 879 49 1926 189,178 637 297

1909 21,919 73 294 1927 211,140 721 293

1910 19,528 64 301 1928 140,313 464 302

1911 39,923 132 301 1929 178,372 603 296

1912 48,444 161 300 1930 154,516 513 301

1913 56,612 189 299 1931 151,375 506 299

1914 53,048 178 298 1932 125,936 424 297

1915 64,455 274 235 1933 … :・ 567 300

1916 52,078 182 286 1934 272,827 909 300

1917 51,363 171 300 1935 1,269,900 5,358 237

1918 64,975 215 302 1936 184,264 534 345

1919 102,162 346 295 1937 280,357 829 338

1920 169,551 573 296 1938 172,792 511 338

1921 312,371 1,044 299 1939 154,136 456 338

1922 363,608 1,293 281 1940 147,683 442 334

1923 475,242 1,697 280 1941 259,819 766 339

1924 323,292 1,066 303 一 一 一 一

11925 243,999 2,406 270

(欧陽盛芝 ・李子寧 1999よ り作 成)

口
に
お
け
る
日
本
人
と
台
湾
人
と

の
比
率

を
考
え
る
と
、
日
本

人
の
人
口
に
対
す
る
来
館
者

の
割
合
は
高

い
。
ま
た
、
日
本
人

と
台
湾
人
の
男
女
比
を
比
較
し
た
場
合
、
台
湾
人
の
来
観
者
に

お
け
る
女
性

の
比
率
が
比
較
的
高

い
こ
と

が
う

か
が
え

る
。
年

齢
層
等
も
あ
わ
せ
て
詳
細

に
検
討
す
る
必

要
は
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
、
博
物
館

へ
来
館
す
る
と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
日
本
人

と
台
湾
人

の
男
女
に
よ
る
大
き
な
差
異
は
な
か

っ
た
と
考
え

て

よ

い
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
、
博
物
館
側
も
来
館
者

の
積
極
的
な
誘
致
を
行

っ
て
い
る

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
先
述
し
た
台
湾
博
物
館
協
会
が
、
設
立

し
た

一
九
三
三
年

の
翌
年
以
降
、
毎
年

一
一
月
の
第

一
週
を

「博

物
館
週
間
」
と
定
め
、
特
別
展
の
開
催
や
夜
間
開
館
と
い
っ
た
積

極
的
な
来
館
者
対
応
を
行

っ
て

い
る
。
な

か
で
も
、
各
種
学
校

を
対
象
に
し
た
標
本
採
集

の
競
技
会
を
企
画
す
る
な
ど
、
通
常
の

見
学
に
留
ま
ら
な

い
内
容
を
も

っ
て
、
学
校
と
博
物
館
と
を

つ
な

ぐ
こ
と
を
試

み
て

い
た

[欧
陽
盛
芝

・
李

子
寧

 

一
九
九
九

日

一
二
五
ー

一
二
六
]。

 
も
ち
ろ
ん
、
博
物
館

の
展
示
が
来
館
者

に
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
ら
れ
て
い
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者
の
言
説
も
含
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表3 台湾総督府博物館の来館者の 内訳(1932～1938年)

来館者類別
年度

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

日本人
男

女

37,989

20,129

51,2!7

.'1・

71,554

41,005

401,587

231,924

57,595

34,872

73,796

52,386

47,927

29β94

台湾人
男

女

45,816

21,534

58,447

30,505

76,122

63,461

314,612

306,856

52,925

38,524

90,395

62,952

55,734

38,172

      合計

(加原住民 、外 国人)

男

女

84,093

41,843

110,348

59,638

168ρ94

104,733

727,798

542,102

110,783

73,481

164,677

115,680

104,387

68,405

総計 125,936 ・":. 272,827 1,269,900 184,264 280,357 172,792

1日 平均 424 567 909 5,358 534 829 511

(欧陽盛芝 ・李子寧 1999よ り作成)

め
た
詳
細
な
資
料
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時

の
総
督
府
博
物
館
に
は
相
当
数

の
来
館
者
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
施
政
者
で
あ
る
日
本
人
と
植
民
地
の
住

人
で
あ
る
台
湾
人
の

両
者
が
同
程
度
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
博
物
館
の
存
在
が
当
時
の
台

湾
の
社
会

の
な
か
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヒ 
 

か
な
り
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

3

総
督
府
博
物
館
の
展
示
と
原
住
民
族
資
料

 
ω
 
常
設
展
示
と
特
別
展
示
会

 
資
料
の
制
約
上
、
総
督
府
博
物
館
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
常
設
展
示
場
を
擁
し
て
い
た
か
の

詳
細
に

つ
い
て
本
稿
で
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
基
本
的
に
は
、
原
住
民
族
、
動
植

物
、
地
質
鉱
物
、
歴
史

の
四
つ
の
展
示
室
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
大
掛
か
り
な
展

示
の
模
様
替
え
が
行
わ
れ
た
様
子
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
記
録
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。
殖
産

局
附
属
博
物
館

の
展
示
に
農
業
や
林
業
、
水
産
、
貿
易
等

の
殖
産
に
関
連
し
た
資
料
が
展
示
さ

れ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
総
督
府
博
物
館
に
は
や
は
り
学
術
標
本
中
心

の
展
示
が
設
置

さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

[劉
寅

 

一
九
九
九

"
二
〇
三
]

 
原
住
民
族
の
展
示
室
は
高
砂
族
室
と
称
さ
れ
、
原
住
民
族
の
人
た
ち
が

日
常
的
に
用

い
る
生

活
用
具
や
儀
礼
具
、
装
飾
品
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
動
植
物

の
展
示
室

で
は
、
台
湾

の
ほ
乳

類
、
は
虫
類
、
鳥
類
、
昆
虫
等

の
標
本
や
レ
プ
リ
カ
が
展
示
さ
れ
、
植

物
に
つ
い
て
は
、
米
、

茶
、
煙
草
、
果
実
な
ど
の
栽
培
植
物
に
加
え
、
高
山
植
物
や
熱
帯
性
植
物
と

い
っ
た
台
湾

の
植
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物
相
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
地
質
鉱
物

の
展
示
室

に
は
、
南
洋
地
域

の
資
料
も

一
緒
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
鉱
物
標
本
に
加
え
て
、

華
南
地
方
な
ら
び
に
南
洋
地
域
の
人
文
地
理
学
的
な
内
容
を
も

っ
た
展
示
と
な

っ
て
い
た
。
現
地
の
様
子
を
撮
影
し
た
写
真
パ
ネ

ル
と
同

時
に
、
服
飾
や
日
用
品
、
家
屋
模
型
な
ど
も
あ
わ
せ
て
展
示
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
歴
史
の
展
示
は
、
石
器
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス

ペ
イ

ン
時
代
、
明
代
な
ら
び
に
鄭
成
功
の
時
代
、
清
朝
時
代

の
四

つ
の
区
分
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
興
味
深

い
の
は
、
日
本
の
歴

史
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
展
示
に
お
け
る
歴
史
区
分
は
、

一
九
九
〇
年
代
以
降

の
台
湾
史
を
中
心
と
し
た

新
た

な
歴
史
観
で
あ
る

「認
識
台
湾
」
で
提
示
さ
れ
て
き
た
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

 

常
設
展
示
場

の
変
更
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た

一
方

で
、
特
別
展
示
会
や
普
及
事
業
が
時
折
、
実
施

さ
れ
て
い
た

こ
と
も

わ
か

っ
て
い
る
。
劉
寅
に
よ
れ
ば
、
総
督
府
博
物
館

の
展
示
活
動
は
大
き
く
三

つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
と

い
う

[劉
寅

一
九
九
九

"
二
〇
六
]。
す
な
わ
ち
、
新
た
に
完
成
し
た
展
示
場
を
中
心
と
し
た
時
期
、
常
設
展
示
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
更
せ
ず
に
、

特
別

展
示

や
そ
の
他
の
事
業
を
展
開
す
る

一
方
で
、
資
料
の
収
集
を
積
極
的
に
行

い
、

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
充
実

さ
せ
た
時
期
、
そ
し

て
、
第

二
次
世
界
大
戦

の
影
響
に
よ

っ
て
博
物
館
活
動
そ
の
も
の
が
停
滞
し
て

い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
総
督
府

博
物
館
の
開
館
以
後
、

一
九

四
五
年
ま
で
の
問
に
開
催
さ
れ
た
特
別
展
示
会

で
は
、
確
か
に
多
様
な
内
容
を
扱

っ
て
い
る
が
、
原
住
民
族
に
関
連
し
た
特
別
展
示

が
行

わ
れ
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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2

 
原
住
民
族

コ
レ
ク
シ

ョ
ン

 
総
督
府
博
物
館
に
お
け
る
原
住
民
族
関
連
資
料
は
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
。

一
つ
は
森
丑
之
助
に
よ

っ
て
比
較
的
初
期
に
収
集
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

一
九
二
九
年

に
尾
崎
秀
真
が
中
心
と
な

っ
て
収
集

し
た

一
七
六
〇
点
の
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
佐
久
間
財
団
原
住
民
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
よ
ば
れ
て
い
る

[李
子
寧
 

二
〇
〇
九

臼
七
〇
ー

 
  
 

七
五
]
。



 
森

丑
之
助
は

一
八
九
五
年
に
陸
軍
付
き
の
通
訳
と
し
て
台
湾
に
渡

っ
て
以
降
、
日
本
人
に
と

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
未
知
の
土
地
で
あ

っ
た

山
岳

地
域
を
踏
査
し
て
い
っ
た
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
東
京
帝
国
大
学
か
ら
の
派
遣
で
台
湾
の
民
族
学
調
査
に
訪
れ

て
い
た
鳥
居
龍
蔵
と
出

会

い
、
彼
の
調
査
助
手
を

つ
と
め
る
う
ち
に
、
原
住
民
族
の
調
査
や
研
究
に
目
覚
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
が
あ
り
、
森
は

殖
産
局
附
属
博
物
館

の
準
備
段
階
か
ら
こ
れ
に
携
わ
り
、
主
と
し
て
原
住
民
族
の
資
料
収
集
に
あ
た

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
森
は
殖
産
局

附
属
博
物
館
な
ら
び
に
総
督
府
博
物
館

の
原
住
民
族
関
連
の
展
示
の
開
設
に
尽
力
し
た
。
森
は
、
殖
産
局
附
属
博
物
館

の
設
立
に
先
立

つ

一
九

〇
三
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
、
第
5
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
も
原
住
民
族

の
展
示
に
た
ず
さ
わ

っ
た
経
験

が
あ
り
、
博
物
館
の

展
示
設
営
に
も
適
し
た
人
材
で
あ

っ
た
。
森
が
こ
れ
ら
の
博
物
館
に
お
け
る
原
住
民
族
展
示
を
中
心
に
な

っ
て
取

り
組
ん
だ
こ
と
に
よ

っ

て
、

原
住
民
族
展
示
に
あ
る

一
つ
の
特
徴
が
生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
展
示
に
お

い
て
採
用
さ
れ
た
民
族
の
分
類
は
、
森
が

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

当
時
考
え
て
い
た
原
住
民
族
の
構
成
に

一
致
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
展
示
室
を
完
全
に
復
元
す
る
資
料
を
筆
者
は
持
ち

合
わ
せ
て
い
な

い
が
、
断
片
的
な
記
述
か
ら
当
時
の
原
住
民
族
の
展
示
で
は
、
ア
ミ
、
ヤ
ミ
、
ブ
ヌ
ン
、

ツ
ォ
ウ
、
タ
イ
ヤ
ル
、
パ
イ

ワ

ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

[
阮
晶
鋭
 

一
九
九
九

"
七
六
]
。
こ
の
分
類
は
森
が
通
常
用
い
て
い
た
分
類

で
あ
る
。
台
湾
総
督

府

の
蕃
務
本
署
な
ら
び
に
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
の
嘱
託
と
し
て
原
住
民
族
の
調
査

に
あ
た

っ
た
森
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
も

っ
と

も
広
範
に
台
湾
を
踏
査
し
て
お
り
、
分
類
作
業
に
あ
た
り
各
集
団
の
相
対
的
な
差
異
を
相
当
に
意
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
タ
イ
ヤ
ル
と

セ
デ

ッ
ク
と

の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
を
他
の
集
団
と
の
差
異
を
比
較
し
た
場
合
に
は
、
大
分
類
に
は
相
当
し
な

い
と
判
断

し
た
点
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
結
果
的
に
、
森

の
分
類
は
最
も
簡
素
化
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
総
督
府
博
物
館
の
原
住
民
族
展

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

示
の
中
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

一
方

の
尾
崎
秀
真
は
、

一
九
〇
〇
年
に
渡
台
し
台
湾
日
日
新
報
の
記
者
と
な

っ
た
。
も
と
も
と
漢
学
や
歴
史
学
に
関
心
の
あ

っ
た
尾
崎

は
、

一
九
二
二
年
に
は
台
湾
総
督
府
の
史
料
編
纂
委
員
と
な
り
、
台
湾
の
先
史
学
に
つ
い
て
い
く

つ
か
の
論
考
を
著
す
よ
う
に
も
な
る
。

個
人

的
に
も
考
古
学
資
料
や
骨
董
品
を
収
集
す
る
好
古
家
で
あ

っ
た
ら
し
く
、

一
九
二
六
年
か
ら

一
九
二
八
年

の
間
、
総
督
府
博
物
館
の

二 植民地国家か ら国民国家へ継承された博物館291



嘱
託
と
な
り
、
翌

一
九
二
九
年

の
博
物
館

の
収
集
活
動
に
も
参
加
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ

っ
た
。
尾
崎
の
収
集
は
森

の
収
集
と
は
少
し
趣

を
事

に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
森
は
原
住
民
族
の
生
活
に
関
わ
る
資
料
を
実
際
に
集
落
に
赴
き
、
収
集
し
た
り
、
実
際
に
自
分
が
踏
査

し
た
遺
跡
の
資
料
を
採
集
す
る
と

い
う
方
法
を
と

っ
て
い
た
が
、
尾
崎
は
各
地
に
存
在
す
る
骨
董
屋
な
ど
か
ら
も
、
状
態

の
よ

い
資
料
や

遺
物
を
買

い
取

っ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

[松
村
瞭
 

一
九
二
七

"
三
七
二
]
。
し
た
が

っ
て
、
尾
崎
が
そ
の
収
集
に
関
係
し
た
資

料
は
当
時
で
す

で
に
希
少
性

の
あ
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
早
く
か
ら
漢
族
化
が
進
み
、
物
質
文
化
の
変
容
が
進
ん
で
い
た
平

埔
族

の
資
料
が
こ
の
時
期
に
収
集
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
後
に
な

っ
て
、
総
督
府
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
も

つ
社
会
的
意
義
に
少
な

か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

4

台
湾
省
博
物
館

へ
の
移
行
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第

二
次
世
界
大
戦
が
集
結
し
、
日
本
が
台
湾
か
ら
撤
退
す
る
の
に
と
も
な

い
、
総
督
府
博
物
館
は
台
湾
省
博
物
館

と
名
称
を
あ
ら
た
め

る
こ
と
に
な

っ
た
。
台
湾
省
行
政
長
官

の
名
前
で
、
台
湾
省
博
物
館

の
組
織
規
定
が
設
置
目
的
等
を
含
め
た
形
で
発
令
さ
れ
た
。
規
定
に

は
、
博
物
館

の
研
究
組
織
と
し
て
、
歴
史
、
民
族
考
古
及
び
民
俗
、
地
質
及
び
地
理
、
動
植
物
生
産
、
工
芸
美
術
、
南
洋
調
査
と

い
う
六

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
研
究
内
容
が
お
お
む
ね
反
映
し
た
よ
う
な
形
態

を
と
る
こ
と
と
な

っ

た

[荘
維
成
 

一
九
九
九

H
九
九
]。

 

一
般

の
建
造
物
に
比
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
被
害
は
受
け
な
か

っ
た
も

の
の
、
や
は
り
博
物
館
も
戦
災
を
少

な
か
ら
ず
受
け
て
お

り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
館
の
運
営

の
中
心
で
あ

っ
た
日
本
人
が
帰
国
す
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
博
物
館

の
機
能
が
滞
る
と
判
断
し
た
新
政

府
は
、
博
物
館
を

一
時
閉
館
し
、
再
開
館
の
た
め
の
準
備
作
業
に
は

い
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
総
督
府
博
物
館
で
は
、
展
示
の
解
説
パ
ネ

ル
等

は
日
本
語
表
記
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
中
国
語
に
翻
訳
す
る
作
業
等

に
追
わ
れ
な
が
ら
、
約
半
年
後

の

一
九
四
六
年
四
月
に
台



湾
省
博
物
館
と
し
て
の
開
館
を
果
た
し
た

[劉
寅
 

一
九
九
九

一
二
〇
七
]。
当
時

の
展
示
場
は
、
戦
災

で
使
用
で
き
な
く
な

っ
た
図
書

館
に
博
物
館
の

一
階
部
分
を
貸
し
て
い
た
た
め
、
二
階
部
分

の
み
の
活
用
と
な

っ
て
い
た
。

こ
の
時

の
展
示
は
総
督

府
博
物
館

の
も
の
を

縮
小
、
再
構
成
し
た
内
容
と
な

っ
て
お
り
、
南
洋
地
域
の
服
飾
、
彫
刻
品
を
は
じ
め
と
す
る
工
芸
品
、
人
形
劇
に
用

い
る
人
形
、
動
植
物

な
ら

び
に
鉱
物
標
本
、
そ
し
て
、
原
住
民
族
に
関
連
し
た
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
原
住
民
族

の
展
示
に
お
い
て
重
要
な

の
は
、
原
住

民
族

を

「十
大
族
群
」
と
し
て
展
示
し
た
点
で
あ
る
。
総
督
府
博
物
館

の
展
示
が
森
の
採
用
し
た
六
族
分
類
を
基
準

に
し
て
い
た
の
に
対

し
、
戦
後
の
国
民
党
政
府
が
採
用
し
た
九
族
分
類
に
準
じ
て
展
示
を
変
更
し
た
こ
と
は
、
原
住
民
族
の
社
会
構
成
が
従
来
と
異
な
る
と

い

う
こ
と
を
、

一
般
社
会
に
明
確
に
示
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

 
戦
後
間
も
な
く
、
急
ぎ
足
で
再
開
さ
れ
た
展
示
は
、

一
九
四
九
年
に

一
部
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
南
洋
地
域
の
展
示
が
撤
去
さ

れ
、
代
わ
り
に
鄭
成
功
が
オ
ラ
ン
ダ
を
駆
逐
し
た
内
容
や
、
明
清
代
の
台
湾

へ
の
入
植
に
関
連
し
た
資
料
や
図
版
、
ま
た
、
数
は
少
な
い

が
清
代

の
民
俗
資
料
が
展
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

[劉
寅
 

一
九
九
九

目
二
〇
八
]
。
戦
後

の
混
乱
が
収
束
し
つ

つ
あ
る
な
か
、
台
湾

省
博
物
館

の
展
示
か
ら
、
日
本
時
代
な
ら
で
は
と
も
い
え
る
南
洋
地
域
に
関
連
し
た
展
示
を
排
除
し
、
台
湾
由
来
の
も
の
を
再
び
展
示
し

て
い
っ
た
過
程
が
う
か
が
え
る
。
植
民
地
国
家

の
博
物
館
の
要
素
が
排
除
さ
れ
、
国
民
国
家
の
博
物
館
と
し
て
の
再
構
築
を
は
か
る
ね
ら

い
が
あ

っ
た
と
も
言
え
な
く
は
な

い
。

 

一
九
六

一
年
、
台
北
図
書
館
が
新
た
な
建
物

へ
移
動
し
た
の
を
機
に
、
台
湾
省
博
物
館
の
展
示
は
全
面
的
な
改
修
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
。
こ
の
時

の
展
示
責
任
者
は
、
日
本
統
治
時
代
に
日
本
人
研
究
者
と
深

い
交
流
が
あ
り
、
自
ら
も
物
質
文
化

の
優
れ
た
業
績
を
あ

げ
て

い
た
陳
奇
禄
で
あ

っ
た
。
約

一
年

の
改
修
期
間
を
経
て
、
新
た
に
作
ら
れ
た
展
示
空
間
は
、
人
類
学
陳
列
室

、
動
植
物
学
陳
列
室
、

地
学

陳
列
室
、
文
教
活
動
室

の
四

つ
に
区
分
さ
れ
て
い
た

[劉
寅
 

一
九
九
九

"
二
〇
九
ー
二

一
〇
]。
人
類
学
陳

列
室
は
さ
ら
に
、
二

つ
の
展
示
空
間
に
分
か
れ
て
お
り
、

一
つ
は
原
住
民
族
の
展
示
が
、
も
う

一
つ
は
台
湾
史
な
ら
び
に
南
洋
地
域
の
民
族
資
料
の
展
示
と
い

う
、

い
わ
ば
、
総
督
府
博
物
館
に
お
け
る
原
住
民
族
展
示
と
歴
史
展
示
と
南
洋
展
示
と
を
ま
と
め
合
わ
せ
た
内
容
と
な

っ
て
お
り
、
こ
こ

二 植民地国家から国民国家へ継承された博物館293



で
も
中
国
史
に
関
す
る
本
格
的
な
展
示
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
地
学
陳
列
室
に
は
、
進
化
や
生
態
環
境

一
般

に
関
す
る
展
示
が
行

わ
れ

て
お
り
、

一
般
的
な
自
然
史
教
育
が
意
識
さ
れ
た
内
容
と
な

っ
て
い
た
。
展
示
の
再
構
築
に
並
行
す
る
よ
う
に
研
究
組
織
の
編
成
も

変
更
と
な
り
、
人
類
学
、
地
学
、
動
物
学
、
植
物
学
、
そ
し
て
教
育
と

い
う
五
つ
の
部
門
が
設
置
さ
れ
た
。
民
族
学

と
い
う
名
称
が
排
さ

れ
人
類
学
に
変
わ

っ
た
背
景
に
は
、
中
華
民
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
戦
後
、
大
陸
中
国
と
の

せ
め
ぎ
合

い
の
な
か
で
、
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
く
。
学
術
面
に
お

い
て
も
合
衆
国

の
影
響
は
強
く
、
合
衆

国
で

一
般
的
で
あ
る
人
類
学

(
A
n
t
h
o
r
o
p
o
l
o
g
y

)
が
用

い
ら
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

5

博
物
館
の
社
会
的
位
置
づ
け
と
そ
の
中
で
の
原
住
民
族
文
化

 
台
湾
省
博
物
館
は
後

に
台
湾
省

の
廃
止
に
と
も
な

い
国
立
台
湾
博
物
館
と
そ
の
名
称
を
変
え
る
。
ま
た
、
数
回
に
わ
た
り
展
示
の
改
修

を
行
う
が
、
台
湾
史
、
動
植
物
と
鉱
物
、
環
境
史
、
そ
し
て
原
住
民
族
と
い
う
基
本
的
な
展
示
内
容
は
継
承
さ
れ
て

い
っ
た
。
あ
る
意
味

で
は
、
植
民
地
時
代
に
設
立
さ
れ
た
総
督
府
博
物
館

の
基
本
的
な
展
示

コ
ン
セ
プ
ト
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

植
民
地
国
家
か
ら
国
民
国
家

へ
の
移
行
に
と
も
な

っ
て
、
国
立
博
物
館

の
展
示
が
大
き
く
は
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た

状
況
が
生
じ
た
こ
と
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

 
ま
ず
第

一
に
、
総
督
府
博
物
館
が
設
立
し
た
時
点
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
す
る
性
格
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
殖
産

の
内

容
が

は
ず
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
博
物
館
が
台
湾
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
た
め
の
場

所
に
特
化
し
た
状
態
が
続
き
、
展
示
さ
れ
て
き
た
資
料
や
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
も
そ
の
属
性
が
政
治
的

に
中
立
な
も
の
が
多

か

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
総
督
府
博
物
館
と
そ
れ
を
継
承
し
た
台
湾
省
博
物
館

の
展
示
が
、
研
究
者

の
学
術
研
究
や
収
集

活
動
を
礎
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第

二
に
重
要
な
こ
と
は
、
中
華
民
国
政
府
は
国
家
の
威
信
を
し
め
す
媒
体
と
し
て
、
故
宮
博
物
院
と
い
う
別

の
巨
大
な
博
物
館
を
別
に

造
り

上
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
華
民
国
政
府
に
と

っ
て
紫
禁
城
よ
り
搬
出
し
た
中
国
歴
代
王
朝
の
宝
物
は
も
と
も
と
自
ら
が

所
有

し
て
い
た
も

の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
が
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
変
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

一
方
で
、
日
本
統
治
時

代
か
ら
台
湾
に
住
ん
で
い
た
漢
族
系
住
人
に
と

っ
て
は
、
中
華
民
国
政
府
が
も
ち
こ
ん
だ
故
宮

の
宝
物
は
大
陸
中
国

の
も

の
で
あ
り
、
そ

れ
を
お
さ
め
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
故
宮
博
物
院
も
ま
た
外
来
政
権
の
私
有
施
設
と
と
ら
え
て

い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
逆
に
、

新
た
な
施
政
者
と
な

っ
た
中
華
民
国
政
府
に
と

っ
て
、
日
本
が
残
し
た
総
督
府
博
物
館
は
あ
く
ま

で
も
対
戦
国
だ

っ
た
側
の
手

に
よ

っ

て
創

造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
国
家
の
威
信
を
示
し
た
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
の
宝
物
を
設
置
す
る
こ
と
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

あ
り
え
な

い
選
択
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
、
中
国
正
史
と
中
華
芸
術
を
展
示
す
る
た
め
に
国
立
歴
史
博
物
館
を
新
設
し
た
こ
と

は
、
総
督
府
博
物
館
を
引
き
継

い
だ
台
湾
省
博
物
館
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
新
た
な
統
治
政
府
の
目
に
は
国
家
の
博
物
館
と
し
て
の
役
割

を
託

せ
る
空
間
と
は
必
ず
し
も
う

つ
っ
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
で
台
湾
省
博
物
館
が
存
続
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
台
湾
の
博
物
館
建

設
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
原
住
民
族
、
自
然
史
、
そ
し
て
台
湾
史
と
い
う
総
督
府
博
物
館
以
来
、
受
け
継
が
れ
て
き

た
展

示
の
内
容
は
民
主
化
が
進
む
八
〇
年
代
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
主
題
と
す
る
国
立
の
博
物
館
に
発
展
し

て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

原
住

民
族
の
文
化
は
台
東
に
あ
る
国
立
史
前
文
化
博
物
館
に
、
自
然
史
は
台
中
の
国
立
自
然
科
学
博
物
館
に
、
そ
し
て
、
台
湾
史
は
台
南

に
開
館
し
た
国
立
台
湾
歴
史
博
物
館
に
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
る
と
、
民
主
化
が
進
む
台
湾
に
お

い
て
要
請
が
生
じ
た
内

容
の
展
示
が
戦
前

の
総
督
府
博
物
館
に
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

一
方
で
、
台
湾
省
博
物
館
が
あ

る
意
味
で
は
外
来
政
権

と
も

い
え
る
第
二
次
大
戦
後
以
降
の
国
民
党
施
政
下
に
お
い
て
、
社
会
に
受
容
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
展
示
を
維
持
し
て
き
た
意
味
は
や
は

り
大
き

い
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
新
政
権

の
つ
む
ぎ
だ
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
追
随
す
る
よ
う
な
展
示
を
展
開
し
て

い
れ
ば
、
現
在
の
よ
う

な
多

様
な
機
能
を
も

つ
国
立
博
物
館
が
台
湾
に
建
設
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
残
る
。
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も
う

一
点
、
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
台
湾
省
博
物
館
が
維
持
し
た
展
示
の
内
容
に
原
住
民
族

の
文
化
が
含
ま
れ
て

い
た
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
植
民
地
時
代
に
形
成
さ
れ
た
原
住
民
族

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
に
有
効
に
活
用
さ
れ
た
と
い
う
実
務
的
な

理
由
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
展
示

の
作
り
手
が
日
本
人
か
ら
台
湾
人
に
か
わ

っ
て
も
、
原
住
民
族
の
文
化
は
博
物

館
で
展
示
す
る
対
象

で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
台
湾
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
の
歴
史
や
風
土
、
環
境
と
と
も
に
、
原
住
民
族
の
こ
と
を
知

っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
と

い
う
認
識
が
変
わ
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま

と

め

 
国
家
が
博
物
館
を
も

つ
こ
と

の
背
景
に
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
社
会

へ
の
浸
透
や
内
外
に
対
す
る
権
威
性
の
維
持
と
い
っ
た
施
政

者
側

の
思
惑
が
存
在
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

一
方
で
、
利
用
者
で
あ
る
国
民
に
受
容
さ
れ
た
博
物
館
は
、
体
制
が
変
わ

っ
た
場
合
で

も
大

き
く
機
能
を
変
え
な

い
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
、
台
湾

の
総
督
府
博
物
館
の
事
例
で
明
ら
か
に
な

っ
た
。
と
り
わ
け
、
総
督
府
博
物
館

が
内
包
し
て
い
た
、
台
湾
史
、
原
住
民
族
、
自
然
誌
の
展
示
が
、
民
主
化
の
進
ん
だ
台
湾
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
主
題
と
す
る
国
立
博

物
館

に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
外
来

の
施
政
者
が
意
図
的
に
設
立
し
た
他
の
博
物
館
と
は
大
き
く
異
な
る
経
緯
を
た
ど

っ
た
こ
と
に

な
る
。

 
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
は
も
ち
ろ
ん
植
民
地
国
家
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
が
日
清
戦
争
の
後
、
台
湾
を
植
民
地
と
す
る
ま
で

は
、
台
湾

の
住
民
が
国
家
や
国
民
と

い
う
意
識
を
強
く
抱
く
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か

っ
た
と
考
え
て
よ

い
。

日
本
の
統
治
直
後
に

生
じ
た
台
湾
独
立
運
動
も
、
清
朝
の
残
留
官
吏
や

一
部
の
漢
族
系
住
人
を
中
心
と
し
て
引
き
起

こ
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
大
半
の
住
民
は

日
本
統
治
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
国
家

の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
日
本
統
治
時
代
に
台

湾
を
説
明
す
る
た
め
の
要
素
と
し
て
、
台
湾
史
、
原
住
民
族
、
自
然
誌
が
博
物
館

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
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こ
れ
は
、
植
民
地
時
代

の
施
政
者
で
あ

っ
た
日
本
人
が
作
り
上
げ
た
と

い
う
よ
り
は
、
当
時

の
台
湾
に
向
け
ら
れ
た
学
術
的
関
心
が
そ
の

ま
ま
博
物
館

の
展
示
や
収
集
に
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

 
限

ら
れ
た
資
料
の
な
か
で
、
台
湾

に
お

い
て
、
日
本
の
総
督
府
博
物
館
が
植
民
地
時
代
の
台
湾

の
中
で
ど
の
よ
う

に
運
営
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
植
民
地
時
代
の
終
結
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
中
で
、
社

会
に
お
け
る
少
数
派
で
あ

っ
た
原
住
民
族
の
社
会
や
文
化
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
た
。

 
植

民
地
に
お

い
て
設
立
さ
れ
た
博
物
館
が
、
植
民
地
時
代
を
終
え
国
民
国
家
と
転
じ
て
い
く
な
か
で
、
ど

の
よ
う

に
そ
の
役
割
を
変

化
さ

せ
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
国
民
国
家
の
た
め
に
新
た
に
建
設
さ
れ
て
い
く
博
物
館
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も

つ
の
か
と

い
っ
た
こ
と

は
、
植
民
地
経
験
を
も

つ
他
の
地
域
や
国
で
共
通
し
た
課
題
と
な
る
。
今
後
、
比
較

の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

注(
1
) 
台
湾
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
起
源
と
展

開
に

つ
い
て
は
、
若
林
正
丈
が
簡
潔

か

つ
明
解
に
ま
と
め

て
い
る

[若
林
正
丈
 
二
〇
〇
三
]
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

 
 
台
湾

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
起
源
は
、
日
本
植
民
地
時
代

に
台
湾
土
着

の
住
民

に
よ

っ
て
主
体
的

に
形
成
さ
れ
た

「
台
湾
人
」
意
識
が
、
そ
の
後

の
中
華
民

 
 
国
施
政
下

の
早

い
段
階
に
お

い
て
、
「
中
国
」
を
対
立
す
る
他
者
と
し
て
対
峙
さ
せ
る
べ
き
も

の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と

こ
ろ
に
求

め
る

こ
と
が
で
き

 
 
る
。

そ
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん

一
九
四
七
年

に
生
じ
た
二

・
二
八
事
件

で
あ
る
。
詳
し
く
は

[若
林
正
丈

 
二
〇
〇
三
]
を
参
照
。

(
2
) 
後

の
陸
軍
参
謀
総
長
、
元
帥
を
歴
任
。

(
3
) 

こ
の
点

に
つ
い
て
、
台
湾

に
お
け
る
博
物
館
教
育
や
博
物
館

の
歴
史
に

つ
い
て
論
考
を
重

ね
て
い
る
蔡

世
榮

は
、
当
時

の
台
湾
人

に
と

っ
て
、
毎

日
の

 
 
よ
う

に
参
拝
し
、
神

の
住
居

で
あ
る

「廟
」
が
突
如
姿
を
消

し
、
標
本
の
収
納
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
多

数
置

か
れ
た
、
近
代
建
築

の

「博
物
館
」
が

 
 
登
場

し
た
と
き
の
心
境
は
如
何
ば
か
り
で
あ

っ
た
ろ
う

か
と
述
べ
て
い
る
。

 
 
算
6
ミ

≦
≦
ヨ
σ
巷

冨

鼻

Φ
戸
8
日
＼す
霞
舞
く
震
膏
5
b
9

ゆ
己
凸

卜。
卜。
 
参
照

(二
〇
〇
九
年

一
二
月
五
日
確
認
)
。

(
4
) 

現
在
、
国
立
台
湾
博
物
館

で
配
布
さ
れ
て

い
る
児
玉

・
後
藤
銅
像
陳
列
室

に
は
、
総
督
府
博
物
館
建
設

の
経
緯
が
詳
し
く
記
さ
れ
た
パ

ン
フ
レ

ッ
ト
が
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中
国
語
、
英
語
、

日
本
語
で
用
意

さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
両
者

の
銅
像
は
現
在
も
国
立
台
湾
博
物
館

の
中
に
展
示
さ
れ
、

丁
寧
な
解
説
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

 
 
が
備
え
ら
れ
て
い
る
。

(5
) 

人

口
の

一
・
八
五
%
は
例
え
ば
、
現
在

の
日
本
の
場
合
、
約

二
一.一〇
万
人
に
相
当
す

る
。

(6
) 
当
時

の
展
示
の
解
説
パ
ネ
ル
や
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
が
日
本
語
と
台
湾
語

(漢
語
)
の
併
記

で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
検
証
す
る
十
分
な
資
料
を
持

 
 
ち
合
わ
せ

て
い
な

い
が
、
総
督
府
博
物
館
か
ら
台
湾
省
博
物
館

へ
移
行
す

る
際
に
、
翻
訳
作
業
等
が
膨
大
で
あ

っ
た
と

い
う
記
録

か
ら
す
る
と
、
植
民
地

 
 
時
代

に
は
漢
語
の
運
用
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ

て
い
な
か

っ
た
と
考
え

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

(7
) 

台
湾
総
督
で
あ

っ
た
佐
久
間
佐
馬
太
と

こ
の
財
団
と

の
関
係
に

つ
い
て
は
筆
者
は
そ
れ
を
明
確
に
す

る
資
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

い
。

(
8
) 

二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
、
台
湾

の
原
住
民
族
は
、
タ
イ
ヤ

ル

(泰
雅
、
〉
田
恩
一)
、
サ
イ
シ
ヤ

ッ
ト

(
賽夏
、
ω
9。
一ω蔓
①
け)
、
ブ
ヌ
ン

(布
農
、
bd
⊆
⇒
巷

)
、

 
 
ツ
ォ
ウ

(
鄒、
↓
q。o
⊆
)
、
プ

ユ
マ

(卑
南
、
勺
ξ

⊆
B
①
)
、
ア
ミ

(阿
美
、
〉
巨

)
、
パ
イ

ワ
ン

(排
湾
、
℃
。。
写
鋤
ロ
)、
ル
カ
イ

(魯
凱
、
菊
鼻

巴

、
ヤ
ミ

(タ
オ
)

 
 
(雅
美

(達
悟

)、
く
。。
巨

(↓
餌
o
)
)
、
サ
オ

(郡
、
↓
審
o
)
、
ク
ヴ

ァ
ラ
ン

(鳴
瑞
蘭
、
囚
く
陰。
一雪

)
、
タ

ロ
コ

(太
魯
閣

↓
霞
o
ρ
)
、
サ
キ
ザ
ヤ

(撒
奇
莱
雅
、

 
 
ω
。。匹
鎚
葦
)
、
セ
デ

ッ
ク

(
賽
徳
克
、
G。
①
位
①
ρ
)

の

一
四
の
民
族
集
団
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
う
ち
の
タ
イ
ヤ

ル
か
ら
ヤ
ミ
ま
で

の
九
族
が
先
住
民
族

 
 
を
構
成
す

る
基
本
的
な
民
族
集
団

で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
第

二
次
世
界
大
戦
後

の
台
湾
社
会

に
受
容
さ
れ
て
き

た
。

日
本
時
代
に
お
け
る
原
住
民
族

の

 
 
分
類
に

つ
い
て
は
拙
稿

[野
林
厚
志

・
宮
岡
真
央
子
 
二
〇
〇
九
]
を
参
照
。

(
9
) 

森

の
分
類
は
、

『日
本
百
科
事
典
』

(第
六
巻
、

一
九
一
二

年

)
に
記
載
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、

日
本

の

一
般
社
会

に
も
民
族

の
分
類
と

い
う
問
題
が
部

 
 
分
的
に
で
は
あ
る
に
せ
よ
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に

つ
な
が

っ
た
。

(10
) 

も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
物
量

の
こ
と
を
考
え
る
と
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

っ
た
。
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