
台
湾
言
語
事
情
札
記

松
永
正
義

こ
こ
で
は
あ
ま
り
新
し
い
知
見
を
つ
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
対
談
へ
の
注
の
つ
も
り
で
、
こ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
な
が

ら
'
台
湾
の
言
語
事
情
と
問
題
点
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

一
　
台
湾
の
諸
言
語

台
湾
の
言
語
は
漢
民
族
の
言
語
と
、
原
住
民
族
の
言
語
に
大
別
さ
れ
る
o
原
住
民
族
の
言
語
は
、
オ
ー
ス
-
ロ
ネ
シ
ア
語
族
に
属
す
る
も
の
で
、
部

族
ご
と
に
異
な
る
。
漢
民
族
の
言
語
に
は
い
わ
ゆ
る
「
国
語
」
と
'
関
南
語
へ
　
書
家
語
が
あ
る
。
「
国
語
」
は
辛
亥
革
命
後
中
華
民
国
に
よ
っ
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
、
大
戦
後
国
民
政
府
の
台
湾
接
収
以
来
、
台
湾
で
施
行
さ
れ
て
い
る
O
　
大
陸
の
「
普
通
語
」
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
い
.
関
南
語
'

客
家
語
は
い
ず
れ
も
漢
語
方
言
の
l
種
で
、
関
南
語
は
福
建
南
部
の
言
葉
へ
　
客
家
語
は
福
建
、
広
東
へ
　
江
西
な
ど
に
点
在
す
る
客
家
の
言
葉
で
あ
る
。

た
だ
し
関
南
語
と
い
う
言
葉
は
'
大
陸
と
の
つ
な
が
り
を
強
-
意
識
さ
せ
る
し
、
台
湾
に
お
け
る
そ
れ
は
大
陸
と
は
異
な
る
変
化
を
遂
げ
て
き
た
と
い

う
議
論
も
あ
り
、
台
湾
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
。
福
俺
語
と
い
っ
た
り
'
あ
る
い
は
端
的
に
台
湾
語
と
い
っ
た
り
す
る
。
関
南
系
の
住
民
が
台
湾
の
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圧
倒
的
多
数
派
で
あ
る
し
へ
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
台
湾
意
識
の
主
要
な
担
い
手
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
台
湾
語
を
台
湾
人
の
言
葉
だ
と
す
れ
ば
へ
　
関
南
語
、

客
家
語
、
原
住
民
族
諸
語
を
総
称
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
。
台
湾
語
と
い
-
言
い
方
は
こ
の
よ
-
に
紛
ら
わ
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
'
後
述
の
よ
-

に
二
〇
〇
一
年
に
始
ま
っ
た
小
学
校
教
育
の
中
で
は
'
関
南
語
、
客
家
語
、
原
住
民
族
諸
語
を
総
称
し
て
「
母
語
」
と
い
い
へ
「
国
語
」
「
英
語
」
と
な

ら
ん
で
、
「
言
語
」
の
教
育
の
内
容
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
外
省
人
は
本
来
大
陸
で
の
出
自
は
さ
ま
ざ
ま
で
共
通
の
言
語
は
な
い
が
、
台

湾
の
戦
後
過
程
の
中
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
言
語
は
「
国
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
言
語
の
担
い
手
で
あ
る
関
南
系
へ
客
家
系
、
原
住
民
族
へ
　
外
省
人
を
四
大
族
群
(
エ
ス
:
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
)
　
と
い
-
が
へ
　
そ
の
人
口
比

に
つ
い
て
は
、
黄
宣
範
が
、
関
南
系
七
三
・
三
%
へ
　
客
家
系
1
二
%
へ
　
原
住
民
族
l
・
七
%
へ
　
外
省
人
一
三
%
と
推
定
し
て
い
る
(
黄
宣
範
『
語
言
へ
社

会
興
族
群
意
識
　
-
　
台
湾
語
言
社
会
学
的
研
究
』
文
鶴
出
版
有
限
公
司
へ
一
九
九
三
年
)
0

漢
語
方
言
間
の
差
は
大
き
-
、
も
っ
と
も
異
な
る
閲
語
と
北
方
語
(
「
国
語
」
「
普
通
語
」
　
の
基
礎
を
な
す
)
　
で
は
、
英
語
と
ド
イ
ツ
語
以
上
に
異
な

っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
王
育
徳
は
言
語
年
代
学
の
方
法
に
ょ
っ
て
二
百
の
基
礎
語
嚢
を
比
較
し
た
と
き
に
'
北
京
語
と
慶
門
語
(
閏
語
)

の
共
通
率
(
残
存
語
率
)
　
は
五
〇
%
前
後
と
し
て
い
る
(
「
中
国
の
方
言
」
、
牛
島
徳
次
・
香
坂
順
「
藤
堂
明
保
編
『
中
国
文
化
叢
書
-
言
語
』
大
修
館
書
店
、

一
九
六
七
年
所
収
)
。
英
語
と
ド
イ
ツ
語
の
そ
れ
は
、
五
八
・
五
%
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
漢
語
の
方
言
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
'
上
に
共
通
の
書
記
言
語
と
表
記
法
'
つ
ま
り
漢
字
と
漢
文
が
か
ぶ
さ
っ
て
お
り
、
ま
た
社
会
、
文
化
体
制
か
ら
見
て
も
、
そ
の
話

し
手
集
団
が
「
中
国
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
　
日
本
語
の
問
題

日
本
時
代
に
は
上
記
の
諸
言
語
の
う
ち
「
国
語
」
　
の
代
わ
り
に
日
本
語
が
あ
り
、
日
本
時
代
以
前
に
は
関
南
語
、
客
家
語
へ
　
原
住
民
族
諸
語
が
台
湾

島
の
言
語
で
あ
っ
た
o
　
た
だ
し
そ
の
時
期
に
は
閏
南
語
も
一
様
で
は
な
-
'
津
州
音
(
犀
門
周
辺
)
、
泉
州
音
な
ど
の
違
い
が
あ
っ
た
と
い
-
o
　
こ
-

し
た
多
言
語
状
況
に
対
し
て
初
め
て
の
近
代
共
通
語
体
験
を
も
た
ら
し
た
も
の
が
日
本
語
で
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
(
林
正
寛
「
台
湾
の
言
語



状
況
と
近
代
日
本
」
、
田
中
克
彦
・
山
脇
直
司
・
糟
谷
啓
介
編
『
言
語
・
国
家
'
そ
し
て
権
力
』
新
世
社
、
一
九
九
七
年
所
収
、
藤
井
省
三
「
〝
大
東
亜
戦
争
″
　
期
に
お
け

る
台
湾
皇
民
文
学
　
-
　
読
書
市
場
の
成
熟
と
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
」
、
同
氏
『
台
湾
文
学
こ
の
百
年
』
東
方
書
店
へ
　
1
九
九
八
年
所
収
へ
　
な
ど
)
。
こ
う
し
た

考
え
方
は
お
そ
ら
く
半
面
で
は
正
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
が
日
本
時
代
の
台
湾
の
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と

に
な
る
と
思
う
。

た
し
か
に
日
本
語
の
浸
透
度
は
高
く
、
陳
培
豊
は
中
越
栄
二
『
台
湾
の
社
会
教
育
』
(
台
湾
の
社
会
教
育
刊
行
所
'
一
九
三
六
年
)
　
に
依
り
な
が
ら
、
日

本
語
普
及
率
を
5
　
7
九
三
〇
年
で
〓
丁
三
六
%
、
三
六
年
三
二
・
九
%
へ
　
三
九
年
四
八
・
七
八
%
と
し
て
い
る
(
陳
培
豊
『
「
同
化
」
の
同
床
異
夢
　
-

日
本
統
治
下
台
湾
の
国
語
教
育
史
再
考
』
三
元
社
、
一
1
0
0
1
年
)
。
も
っ
と
も
李
承
機
は
'
台
湾
人
の
中
で
日
本
語
の
で
き
る
も
の
の
割
合
を
'
l
九
三
二

年
の
時
点
で
多
-
見
積
も
っ
て
二
二
・
七
四
%
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
一
五
・
五
二
%
、
ま
た
四
一
年
の
時
点
で
多
く
見
積
も
っ
て
五
七
・
〇
二
%
へ

少
な
-
見
積
も
っ
て
三
八
・
〇
八
%
と
し
て
い
る
　
(
李
承
機
「
1
九
三
〇
年
代
台
湾
に
お
け
る
「
読
者
大
衆
」
　
の
出
現
」
'
呉
密
察
・
貴
英
哲
・
垂
水
千
恵
編
『
記

憶
す
る
台
湾
　
-
　
帝
国
と
の
相
克
』
東
京
大
学
出
版
会
へ
　
二
〇
〇
五
年
所
収
)
。
少
な
い
見
積
も
り
と
は
公
学
校
の
卒
業
生
の
総
数
で
あ
り
、
多
い
見
積
も
り

と
は
こ
れ
に
国
語
伝
習
所
等
の
卒
業
者
数
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
o
　
こ
の
数
字
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
語
理
解
者
が
急
速
に
増
え
た
の
は
、

皇
民
化
時
期
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
日
本
語
理
解
者
と
い
っ
て
も
、
書
-
こ
と
の
で
き
る
ま
で
に
日
本
語
に
習
熟
し
て
い
た
も
の
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た

だ
ろ
う
、
と
い
-
こ
と
だ
。

し
か
し
な
が
ら
戦
後
で
も
家
庭
内
で
日
本
語
に
よ
る
会
話
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
っ
た
証
言
も
多
-
、
日
本
語
の
浸
透
度
は
案
外
に
高
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
知
識
人
の
家
庭
で
は
'
家
庭
内
で
も
日
本
語
に
よ
る
会
話
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
-
。
家
族
の
す
べ
て
が
日
本
語
理
解
者
で

な
け
れ
ば
認
定
さ
れ
な
い
「
国
語
家
庭
」
が
一
二
二
%
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
例
証
と
で
き
よ
う
。
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
は
三
十
六
年
で
あ
る
の
に
対
し
'

台
湾
の
そ
れ
は
五
十
一
年
に
及
ぶ
O
　
五
十
7
年
と
い
う
期
間
は
三
世
代
に
ま
た
が
り
'
両
親
と
も
に
日
本
語
の
話
者
で
あ
り
、
子
供
は
日
本
語
環
境
の

中
で
育
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
り
わ
け
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
代
前
半
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
皇
民
化
時
期
に
教
育
を
受
け
た
知
識
人
の
日
本
語
は
見
事
な
も
の
で
、
黄
霊
芝
の

よ
う
に
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
日
本
語
で
の
創
作
を
は
じ
め
へ
　
す
ぐ
れ
た
小
説
を
書
き
続
け
た
(
国
狂
者
育
『
宋
王
之
印
』
慶
友
社
、
二
〇
〇
二
年
へ
国
江
は
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黄
霊
芝
の
別
名
)
作
家
も
あ
る
L
へ
　
ま
た
孤
蓬
万
里
編
著
『
台
湾
万
葉
集
』
(
集
英
社
、
l
九
九
四
年
)
　
に
集
め
ら
れ
た
短
歌
の
作
者
た
ち
の
よ
-
に
、
現

在
も
な
お
日
本
語
で
短
歌
を
作
り
続
け
て
い
る
人
た
ち
も
あ
る
。

こ
う
し
た
「
日
本
語
知
識
人
」
た
ち
が
、
戦
後
中
国
語
へ
の
言
語
の
切
替
え
に
苦
し
ん
だ
こ
と
も
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
。
戴
園
輝
「
某
助
教
授
の
死

と
再
出
発
の
苦
し
み
」
(
戴
圃
輝
『
台
湾
と
台
湾
人
!
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
I
を
求
め
て
』
研
文
出
版
へ
　
1
九
七
九
年
)
は
、
こ
う
し
た
台
湾
の
知
識
人
た
ち

の
日
本
時
代
か
ら
戦
後
へ
の
軌
跡
の
意
味
を
問
-
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
-
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
時
代
の
唯
一
の
思
想
の
言
葉
が
日
本
語
で
あ
っ
た
と
か
、
こ
う
し
た
日
本
語
が
戦
後
も
台
湾
の
知
識
人

た
ち
を
規
定
し
続
け
た
と
の
み
考
え
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
正
し
-
な
い
。
日
本
時
代
の
台
湾
の
言
語
状
況
は
も
っ
と
複
雑
な
も
の
だ
っ
た
し
、
ま
た

戦
後
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
に
台
湾
の
戦
後
過
程
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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三
　
台
湾
語
、
お
よ
び
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉

日
本
時
代
の
言
語
状
況
を
考
え
る
と
き
、
「
聞
-
'
話
す
」
と
い
う
レ
ベ
ル
と
、
「
読
む
'
書
く
」
と
い
う
レ
ベ
ル
と
を
分
け
て
考
え
た
方
が
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
漢
字
は
音
声
と
は
独
立
し
て
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
「
聞
く
、
話
す
」
は
で
き
な
く
て
も
'
例
え
ば
漢
文
の
よ
う
な
も
の

を
「
読
む
'
書
く
」
　
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
だ
。
全
く
音
声
を
ぬ
き
に
し
て
読
む
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
文
言
文
は
オ
ー
ラ
ル
な
言
葉
か
ら
す
れ
ば

抽
象
度
の
高
い
文
章
語
で
あ
る
し
'
漢
字
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
言
葉
の
音
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
(
日
本
な
ら
日
本
語
、
朝
鮮
な
ら
朝
鮮
語
'
ま
た

漢
語
諸
方
言
の
地
域
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
方
言
音
で
)
と
い
う
こ
と
は
'
あ
る
程
度
オ
ー
ラ
ル
な
言
葉
を
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
「
読
む
、
書
-
」
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
時
代
で
は
'
「
話
す
、
聞
-
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
言
葉
は
、
台
湾
語
と
日
本
語
で
あ
る
。
日
本
語
の
状
況
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
が
、
台
湾

語
も
ま
た
大
き
な
活
力
を
持
っ
て
い
た
。
市
場
な
ど
台
湾
人
の
み
の
場
は
、
も
ち
ろ
ん
台
湾
語
の
世
界
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
日
本
人
に
は
聞
か
せ
た
-

な
い
よ
う
な
こ
と
を
語
り
合
-
言
葉
、
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
は
思
想
の
言
葉
と
い
え
る
も
の
も
'
台
湾
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
池
田
敏
雄
は
日



本
人
よ
り
も
む
し
ろ
台
湾
人
と
の
つ
き
あ
い
を
好
む
よ
-
な
人
柄
だ
っ
た
が
、
そ
の
池
田
が
戦
後
台
湾
人
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
'
彼
ら
が
台
湾
語
で
語

り
合
う
の
に
つ
い
て
行
け
ず
、
疎
外
感
を
感
じ
た
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
(
池
田
敏
雄
「
敗
戦
日
記
I
・
Ⅲ
」
、
『
台
湾
近
現
代
史
研
究
』
第
4
号
へ
一
九
八

二
年
所
収
)
O
　
こ
れ
は
日
本
人
の
前
で
は
日
本
語
を
話
し
て
い
た
人
た
ち
が
、
戦
後
は
そ
の
遠
慮
を
す
て
て
台
湾
語
で
語
り
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ

s
s

た
だ
し
台
湾
語
は
あ
ま
り
多
-
の
書
き
言
葉
の
伝
統
を
持
っ
て
い
な
い
o
書
き
言
葉
の
伝
統
が
全
-
な
い
わ
け
で
は
な
く
へ
　
l
六
世
紀
の
『
姦
鏡

記
』
以
来
の
い
く
つ
か
の
劇
本
や
、
『
歌
仔
冊
』
と
呼
ば
れ
る
歌
謡
な
ど
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
し
、
ま
た
教
会
に
は
教
会
ロ
ー
マ
字
に

ょ
っ
て
台
湾
語
に
訳
さ
れ
た
聖
書
や
賛
美
歌
が
あ
り
、
一
八
八
五
年
に
創
刊
さ
れ
た
新
聞
『
台
湾
府
城
教
会
報
』
(
月
刊
)
は
一
九
七
〇
年
ま
で
ず
っ

と
教
会
ロ
ー
マ
字
で
台
湾
語
の
文
章
を
つ
づ
る
伝
統
を
持
っ
て
き
た
。
日
本
時
代
に
も
教
会
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
台
湾
語
教
育
運
動
が
薬
培
火
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
し
、
三
〇
年
代
に
は
漢
字
表
記
に
よ
る
台
湾
語
の
運
動
も
行
わ
れ
た
。
だ
が
こ
-
し
た
運
動
は
'
運
動
と
し
て
の
意
味
は
大
き
い
が
へ

標
準
的
な
書
き
言
葉
を
形
成
す
る
ほ
ど
に
一
般
化
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

四
　
白
話
文
(
中
国
語
)
　
の
位
置

「
読
む
'
書
-
」
と
い
-
レ
ベ
ル
で
の
言
葉
と
し
て
は
'
日
本
語
の
他
に
白
話
文
、
漢
文
の
二
種
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

白
話
文
と
は
、
中
華
民
国
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
国
語
」
　
の
こ
と
で
あ
り
、
文
学
革
命
、
五
四
運
動
に
よ
っ
て
急
速
に
普
及
し
た
口
語
文
体

で
あ
る
〇
一
般
に
い
う
中
国
語
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
o
本
来
白
話
文
と
は
宋
代
頃
に
形
成
さ
れ
た
口
語
文
の
こ
と
だ
が
、
胡
適
に
よ
っ
て
近
代
語
と

し
て
の
中
国
語
の
確
立
が
提
唱
さ
れ
た
と
き
へ
　
口
語
文
体
と
い
う
意
味
で
白
話
文
と
い
わ
れ
た
た
め
、
五
四
運
動
以
降
に
形
成
、
確
立
さ
れ
た
口
語
文

体
を
・
9
白
話
文
と
い
-
。
そ
の
基
礎
は
北
方
官
話
で
あ
り
、
そ
れ
は
関
南
語
と
は
大
き
-
異
な
る
.
し
た
が
っ
て
台
湾
で
は
「
聞
-
'
話
す
」
　
レ
ベ
ル

で
は
大
き
な
影
響
力
を
持
た
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
読
む
、
書
く
」
　
の
レ
ベ
ル
で
は
事
情
は
異
な
る
。

l
九
二
〇
年
代
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
中
国
の
五
四
運
動
の
影
響
下
に
'
新
し
い
抗
日
政
治
運
動
が
始
ま
り
へ
　
そ
の
運
動
の
母
体
と
し
て
台
湾
文
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化
協
会
が
設
立
(
1
九
二
l
年
)
さ
れ
る
が
、
そ
の
先
駆
け
を
な
し
た
雑
誌
『
台
湾
青
年
』
、
ま
た
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
文
化
協
会
の
機
関
誌
『
台
湾
』

の
言
語
は
'
日
本
語
と
い
わ
ゆ
る
漢
文
で
あ
る
。
だ
が
二
三
年
、
『
台
湾
』
誌
上
に
、
黄
里
聡
、
黄
朝
琴
の
白
話
文
を
提
唱
す
る
主
張
が
現
れ
る
。
彼

ら
は
五
四
運
動
以
降
の
白
話
文
の
普
及
を
見
て
、
こ
れ
を
台
湾
に
も
移
入
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
は
五
四
運
動
か
ら
国
民
大
革
命
に
到
る
中
国
の

変
革
へ
の
動
き
に
合
流
し
、
そ
の
中
で
台
湾
の
解
放
を
構
想
し
ょ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
の
主
張
を
受
け
て
白
話
文
に
よ
る
雑
誌
『
台
湾
民

報
』
(
後
に
『
台
湾
新
民
報
』
と
改
題
。
三
二
年
よ
り
日
刊
新
聞
と
し
て
島
内
発
行
)
　
が
創
刊
さ
れ
た
。

当
初
は
文
化
協
会
の
機
関
誌
は
『
台
湾
』
　
で
、
『
台
湾
民
報
』
は
民
衆
の
た
め
の
啓
蒙
紙
へ
　
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
が
'
す
ぐ
に
『
台
湾
』
は
停

刊
L
へ
『
台
湾
民
報
』
が
協
会
の
機
関
紙
と
な
る
。
白
話
文
が
急
速
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
証
拠
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
『
台
湾
民
報
』

誌
上
で
張
我
軍
を
中
心
に
行
わ
れ
た
「
新
旧
文
学
論
争
」
が
、
台
湾
に
お
け
る
近
代
文
学
形
成
の
契
横
と
な
っ
た
。
張
我
軍
'
察
孝
乾
ら
は
、
胡
適
の

理
論
や
、
魯
迅
な
ど
の
創
作
を
紹
介
し
っ
つ
、
白
話
文
に
よ
る
創
作
を
提
唱
し
た
。
こ
-
し
た
『
台
湾
民
報
』
誌
上
の
白
話
文
に
よ
る
創
作
は
、
三
〇

年
代
の
『
先
発
部
隊
』
『
第
1
線
』
さ
ら
に
『
台
湾
文
芸
』
『
台
湾
新
文
学
』
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
O
一
二
〇
年
代
の
こ
れ
ら
の
文
芸
運
動
誌
は
'

み
な
日
本
語
と
中
国
語
(
白
話
文
)
　
の
双
方
の
作
品
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

な
お
日
本
語
に
よ
る
最
初
の
文
芸
誌
は
'
三
三
年
に
東
京
で
創
刊
さ
れ
た
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
で
あ
る
。
以
後
先
に
挙
げ
た
文
芸
運
動
誌
の
中
に
、
日

本
語
の
占
め
る
割
合
が
増
え
て
ゆ
く
。

日
本
語
が
増
え
て
ゆ
-
理
由
と
し
て
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
'
台
湾
文
化
協
会
の
運
動
は
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
を
多
分
に
受
け
入
れ
た
も
の
だ
っ
た
(
ち
ょ
う
ど
国
民
大
革
命
へ
の
変
革
の
気
運
が
高

ま
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
)
　
の
で
、
運
動
の
中
で
中
国
へ
の
留
学
の
気
運
が
高
ま
っ
た
。
先
の
黄
里
聡
、
黄
朝
琴
、
さ
ら
に
張
我
軍
、
察
孝
乾
、
劉

晒
鴎
、
洪
炎
秋
、
張
深
切
な
ど
は
、
み
な
こ
う
し
た
機
運
の
も
と
に
中
国
へ
渡
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.
『
台
湾
民
報
』
　
の
運
動
に
対
し
て
'

こ
う
し
た
中
国
留
学
生
の
持
っ
た
影
響
力
は
大
き
な
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
一
九
二
七
年
の
四
・
一
二
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
国
民
革
命
の
機
運
も
混
迷
に
陥

り
、
ま
た
三
一
年
の
日
中
戦
争
開
始
以
後
は
'
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
ヘ
の
警
戒
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
台
湾
に
お
け
る
運
動
の
弾
圧
と
重
な
っ
て
、
中

国
へ
の
留
学
生
は
減
り
、
日
本
へ
の
留
学
生
が
運
動
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
フ
ォ
ル
モ
サ
』
　
の
同
人
や
、
王
白
淵
な
ど
で

言語社会　第1号　　94



あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
が
、
中
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
動
き
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
二
に
'
日
本
に
よ
る
教
育
制
度
が
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
日
本
語
に
よ
る
読
み
書
き
の
能
力
が
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
年

代
の
学
制
改
革
や
、
台
湾
に
お
け
る
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
、
日
本
の
教
育
制
度
を
台
湾
人
に
受
け
入
れ
さ
せ
、
逆
に
私
塾
に
よ
る
伝
統
的
漢

文
教
育
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
が
、
中
国
語
か
ら
日
本
語
へ
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
中
国
語
に
よ
る
創
作
も
依
然
続
け
ら
れ
て
お
り
、
頼
和
を
は
じ
め
と
す
る
作
家
た
ち
が
現
れ
て
い
る
O
だ
が
、
三
七
年
の
日
中
全
面

戦
争
の
開
始
と
と
も
に
へ
　
新
聞
の
漢
文
欄
が
廃
止
さ
れ
、
中
国
語
に
よ
る
創
作
は
'
不
可
能
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
知
識
人
を
対
象
と
す
る
も
の
と
は
い
え
'
白
話
文
の
存
在
の
意
味
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
.

五
　
漢
文
の
意
味

つ
ぎ
に
漢
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
漢
文
と
は
文
言
文
(
文
語
文
)
、
つ
ま
り
先
秦
の
こ
ろ
に
定
型
化
さ
れ
た
書
き
言
葉
だ
が
、
そ
れ
は
同
時

に
手
紙
や
商
売
の
連
絡
に
使
-
書
き
言
葉
で
も
あ
る
O
儒
学
や
文
学
で
の
文
言
文
を
雅
の
漢
文
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
書
簡
等
の
日
用
に
用
い
る
そ
れ

は
俗
の
漢
文
と
い
え
る
だ
ろ
-
。
そ
し
て
俗
の
漢
文
が
口
語
的
成
分
を
含
む
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
白
話
文
と
も
無
縁
で
は
な
い
。
事
実
民
国
期
の

新
聞
の
文
体
は
、
半
文
半
白
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
、
文
言
的
成
文
と
白
話
的
成
分
を
と
も
に
含
む
も
の
だ
っ
た
o

李
尚
霧
は
、
日
本
時
代
に
も
台
湾
人
資
本
は
日
本
資
本
の
踏
み
込
め
な
い
独
自
の
領
域
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
台
湾
人
資
本
の
活
動
の
場

で
の
書
き
こ
と
ば
は
漢
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
李
尚
寛
『
漢
字
へ
台
湾
語
へ
そ
し
て
台
湾
話
文
　
-
　
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
台
湾
話
文
運
動
に
対

す
る
再
考
察
　
-
　
』
一
橋
大
学
言
語
社
会
研
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
六
年
)
。
こ
-
し
た
職
業
生
活
の
場
に
お
け
る
漢
文
(
俗
の
漢
文
)
　
は
、
儒
学
を
核
と

す
る
知
識
人
の
漢
文
と
は
異
な
る
'
い
わ
ば
生
活
レ
ベ
ル
で
の
漢
文
で
あ
る
。
生
活
レ
ベ
ル
で
の
漢
文
は
、
他
に
も
占
い
や
暦
な
ど
の
漢
文
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
新
聞
の
書
き
こ
と
ば
と
し
て
の
漢
文
も
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
に
ふ
く
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
漢
文
の

リ
テ
ラ
シ
ー
を
保
障
し
た
も
の
は
、
書
房
に
お
け
る
教
育
と
'
公
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
授
業
へ
　
お
よ
び
新
聞
の
漢
文
欄
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
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漢
文
の
教
育
は
、
同
時
に
台
湾
語
の
教
育
で
も
あ
っ
た
。

王
育
徳
は
、
自
ら
の
受
け
た
書
房
教
育
を
回
顧
し
っ
つ
、
そ
こ
で
は
ま
ず
古
典
の
読
み
方
を
関
南
音
で
習
い
へ
次
に
先
生
が
そ
の
意
味
を
台
湾
語
で

説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
湾
語
の
表
現
が
身
に
付
い
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
　
(
王
育
徳
『
台
湾
語
音
の
歴
史
的
研
究
』
第
一
書
房
、
一
九
八
七
年
)
0

ま
た
公
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
授
業
は
、
台
湾
人
の
教
員
に
よ
る
も
の
で
'
書
房
教
育
と
相
通
ず
る
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
漢
文
の

教
育
は
台
湾
語
の
教
育
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
二
〇
年
代
の
学
制
改
革
以
降
、
公
学
校
の
漢
文
教
育
は
ご
く
少
時
間
の
選
択
科
目
に
切
り
つ
め
ら
れ

て
い
き
'
ま
た
日
本
に
よ
る
教
育
制
度
の
浸
透
に
よ
り
、
書
房
教
育
も
衰
退
し
て
い
っ
た
。
三
〇
年
代
の
台
湾
話
文
(
台
湾
語
の
書
き
言
葉
)
　
の
提
唱

の
背
景
に
は
'
こ
-
し
た
漢
文
教
育
の
衰
退
に
対
す
る
危
槻
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
　
(
た
だ
し
本
格
的
な
教
育
棟
関
と
し
て
の
書
房
は
衰
退
し
た

が
'
四
〇
年
代
で
も
l
年
程
度
の
書
房
教
育
を
経
験
し
て
い
る
も
の
は
多
か
っ
た
よ
-
だ
)
O

こ
う
し
て
漢
文
は
形
成
さ
れ
る
べ
き
台
湾
語
の
書
き
こ
と
ば
の
母
体
で
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
日
本
時
代
に
最
も
大
き
-
打
撃
を
受
け
た

の
は
こ
の
部
分
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
部
分
の
担
い
手
た
る
知
識
人
こ
そ
が
も
っ
と
も
多
く
日
本
語
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

民
衆
レ
ベ
ル
で
の
話
し
言
葉
と
し
て
の
台
湾
語
が
強
固
に
存
在
し
っ
づ
け
た
こ
と
と
'
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

こ
こ
で
白
話
文
と
漢
文
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
こ
の
両
者
が
決
定
的
に
異
な
り
、
ま
た
対
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
見
方
は
、
い
わ
ば

五
四
運
動
の
中
で
形
成
さ
れ
た
見
方
で
あ
っ
て
、
実
情
と
し
て
は
、
新
聞
の
文
章
な
ど
は
半
文
半
白
の
混
合
文
体
が
普
通
で
あ
っ
て
、
漢
文
の
-
テ
ラ

シ
ー
は
白
話
文
の
-
テ
ラ
シ
ー
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
陸
で
は
文
言
と
白
話
の
対
立
は
'
い
わ
ば
軍
閥
勢

力
と
国
民
革
命
勢
力
の
政
治
的
対
立
と
-
ン
ク
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
故
妥
協
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
へ
敵
対
的
な
対
立
と
な
っ
た
。
だ
が

台
湾
で
は
こ
の
両
者
は
共
に
日
本
語
と
い
-
共
通
の
敵
を
持
っ
て
お
り
へ
　
両
者
の
違
い
は
い
わ
ば
こ
の
強
敵
に
抵
抗
す
る
た
め
の
方
途
の
分
岐
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

と
も
あ
れ
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
-
に
、
日
本
時
代
の
言
語
状
況
は
、
「
話
す
'
聞
-
」
　
の
レ
ベ
ル
で
は
日
本
語
と
台
湾
語
'
「
読
む
、
書
く
」
　
の
レ

ベ
ル
で
は
日
本
語
、
白
話
文
へ
　
漢
文
と
い
っ
た
多
様
な
言
葉
の
混
ざ
り
合
-
複
雑
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
.
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六
　
日
本
語
の
内
部
化
と
中
国
語
の
外
部
化

日
本
の
敗
戦
直
後
に
は
、
台
湾
は
文
字
通
り
「
光
復
(
祖
国
復
帰
)
」
　
の
喜
び
に
わ
き
か
え
っ
た
.
中
国
の
一
員
と
し
て
戦
後
の
再
建
に
関
わ
る
ぺ

く
'
あ
ち
こ
ち
に
「
中
国
語
」
　
の
講
習
会
が
組
織
さ
れ
た
。
だ
が
ま
た
国
民
党
に
よ
る
接
収
の
あ
り
か
た
と
そ
の
後
の
支
配
が
'
急
速
な
失
望
、
反
感

を
呼
び
起
こ
し
、
二
・
二
八
事
件
に
つ
な
が
る
。

台
湾
人
は
日
本
の
「
奴
隷
化
教
育
」
　
に
毒
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
そ
れ
を
克
服
し
、
真
に
「
中
国
」
　
の
一
員
と
な
る
ま
で
は
、
国
民
と
し
て
の
権
利
が

制
限
さ
れ
る
の
は
い
た
し
か
た
な
い
と
い
う
の
が
'
接
収
を
独
占
し
た
国
民
党
の
言
い
分
で
あ
り
'
ま
た
そ
の
後
の
政
策
決
定
か
ら
台
湾
人
を
閉
め
出

す
た
め
の
論
理
だ
っ
た
o
ま
た
国
民
党
の
支
配
は
、
中
国
を
代
表
す
る
唯
l
の
正
統
政
府
で
あ
る
こ
と
を
支
配
の
名
分
と
す
る
も
の
だ
っ
た
O
　
そ
の
主

張
は
、
対
外
的
に
は
冷
戦
構
造
の
西
側
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
'
国
際
的
な
承
認
と
援
助
を
得
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
が
、
同
時
に
対
内
的
に

は
「
中
国
」
　
の
名
の
下
に
台
湾
の
代
表
権
を
制
限
す
る
意
味
も
持
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
「
台
湾
省
」
は
「
中
国
」
　
の
1
部
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
こ

う
し
て
中
央
政
府
に
お
け
る
台
湾
人
の
代
表
権
は
著
し
-
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
外
省
人
に
よ
る
本
省
人
(
台
湾
人
)
　
の
支
配
で
あ
る
。
台
湾

的
な
も
の
は
す
べ
て
「
中
国
」
　
の
枠
組
み
に
沿
わ
な
い
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
。
こ
-
し
た
過
程
の
中
で
、
「
あ
い
つ
ら
」
外
省
人
=
中
国
人
は
支

配
者
で
'
「
わ
れ
わ
れ
」
台
湾
人
は
被
支
配
者
だ
'
と
い
う
考
え
か
た
'
「
中
国
」
は
あ
い
つ
ら
外
省
人
の
も
の
で
あ
っ
て
'
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
は
な

い
と
い
-
考
え
か
た
が
生
ま
れ
て
き
た
。
「
中
国
」
　
の
外
部
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
後
述
の
よ
う
な
「
国
語
」
　
の
押
し
っ
け
と
台
湾
語
の
否
定
が
重
な
っ

て
'
「
中
国
語
」
　
の
外
部
化
が
進
行
す
る
。
つ
ま
り
「
中
国
語
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
　
の
言
葉
で
は
な
い
'
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
過
程
と
平
行
し
て
日
本
の
内
部
化
の
過
程
が
あ
る
。
戦
後
直
後
の
台
湾
の
新
聞
は
'
国
民
党
、
外
省
人
に
接
収
さ
れ
へ
　
編
集
権
は
外
省
人

の
手
に
あ
り
へ
　
中
国
語
で
発
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
へ
　
し
か
し
し
ば
ら
く
の
期
間
は
、
中
に
日
本
語
欄
を
持
っ
て
い
た
も
の
が
多
い
.
中
国
語
、
日

本
語
の
二
本
立
て
で
発
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
し
て
日
本
語
欄
の
編
集
は
お
お
む
ね
台
湾
人
の
手
に
な
っ
て
い
た
。
日
本
語
を
書
-
こ
と
の
で
き

る
外
省
人
は
ま
れ
だ
っ
た
か
ら
だ
。
『
中
華
日
報
』
日
文
欄
の
編
集
に
龍
瑛
宗
が
あ
た
っ
て
い
て
'
こ
こ
に
日
本
時
代
か
ら
の
文
学
者
の
多
-
が
関
わ
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っ
て
い
た
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
。
「
奴
隷
化
教
育
」
と
い
う
否
定
の
中
で
、
日
本
語
欄
に
か
ろ
う
じ
て
台
湾
人
の
言
論
の
場
が
保
証
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
四
六
年
一
〇
月
を
期
し
て
へ
　
こ
の
日
本
語
欄
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
語
欄
廃
止
の
方
針
が
公
表
さ
れ
る
や
、
台
湾
全
島
に
反

対
運
動
が
起
こ
っ
た
。
県
市
レ
ベ
ル
の
地
方
議
会
で
、
次
々
と
反
対
決
議
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
こ
-
し
た
反
対
は
ま
っ
た
-
汲
み
あ
げ
ら
れ
な

い
ま
ま
に
、
既
定
方
針
通
り
日
本
語
欄
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
失
望
感
が
、
翌
四
七
年
の
二
・
二
八
事
件
の
底
流
を
な
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
過
程
を
通
し
て
日
本
語
は
'
自
分
た
ち
の
思
想
を
表
現
す
る
道
具
へ
　
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
」
　
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
わ
け
だ
。
「
日
本
」
お
よ
び
「
日
本
語
」
　
の
内
部
化
で
あ
る
。

日
本
語
が
戦
後
も
一
貫
し
て
残
り
つ
づ
け
た
と
か
、
中
国
語
は
は
じ
め
か
ら
外
来
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
よ
-
な
言
い
か
た
が
よ
-
さ
れ
る
が
、
戦

後
台
湾
に
お
け
る
日
本
語
、
あ
る
い
は
「
国
語
」
(
中
国
語
)
　
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、
こ
う
し
た
戦
後
過
程
の
問
題
を
抜
き
に
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
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七
　
冷
戦
=
内
戦
体
制
と
国
語
政
策

戦
後
台
湾
に
お
け
る
中
華
民
国
体
制
と
は
、
一
方
で
は
国
民
国
家
形
成
の
な
か
に
台
湾
を
再
編
成
し
ょ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
日
中
戦
争
に
よ
っ

て
遅
延
さ
れ
て
い
た
憲
政
へ
の
移
行
を
四
七
年
の
中
華
民
国
憲
法
の
公
布
に
よ
っ
て
果
た
し
'
共
産
党
に
対
抗
す
る
国
家
形
成
を
目
指
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
中
華
民
国
体
制
は
同
時
に
植
民
地
支
配
に
き
わ
め
て
類
似
し
た
体
制
で
も
あ
っ
た
。
外
省
人
対
台
湾
人
と
い
-
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
が
'
同
時

に
支
配
/
被
支
配
の
境
界
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

国
語
教
育
は
当
初
は
日
本
の
影
響
を
排
除
し
て
'
中
華
民
国
の
国
民
と
し
て
統
合
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
当
初
の
国
語
教
育

は
台
湾
語
を
媒
介
と
し
て
国
語
を
普
及
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
い
た
o
　
も
っ
と
も
実
際
に
は
国
語
と
台
湾
語
の
双
方
を
よ
く
す
る
人
材
が
非
常
に
少

な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
方
針
は
教
育
の
現
場
で
は
実
行
困
難
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
は
国
語
教
育
の
推
進
は
'
必
ず
し
も
台
湾
語



を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
-
、
む
し
ろ
近
代
国
民
国
家
形
成
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
-
ラ
ク
チ
ャ
I
の
整
備
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
国
民
国
家
形
成
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ー
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
が
'
同
時
に
国
民
統
合
を
意
味
す
る
の
だ
と
し
て
、
そ
こ
に
前
述
の
「
奴
隷
化

論
」
が
重
な
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
支
配
の
た
め
の
台
湾
の
排
除
が
、
潜
在
的
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
を
経
て
、
五
二
年
に
蒋
介
石
が
独
裁
権
を
確
保
す
る
前
後
か
ら
'
国
民
国
家
形
成
は
、
冷
戦
=
内
戦
構
造
の
な
か
で

の
総
力
戦
体
制
の
確
立
と
い
-
方
向
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
.
ま
た
同
時
に
国
民
党
政
府
の
支
配
力
を
強
固
に
す
る
た
め
に
'
台
湾
人
を
意
志

決
定
の
場
か
ら
排
除
す
る
、
植
民
地
的
な
構
造
が
大
き
く
表
面
化
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
っ
た
.

国
語
政
策
の
な
か
で
も
、
台
湾
語
を
排
除
し
'
国
語
に
l
元
化
す
る
方
針
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.
六
〇
年
代
に
は
罰
金
、
体
罰
等
を
と
・
@
な

っ
て
学
校
内
で
の
台
湾
語
使
用
を
禁
止
す
る
政
策
が
と
ら
れ
'
七
五
年
に
は
テ
レ
ビ
に
お
け
る
台
湾
語
使
用
の
制
限
(
放
映
時
間
の
二
〇
%
以
内
)
　
が

決
定
さ
れ
て
い
る
。

台
湾
語
を
排
除
し
て
国
語
に
l
元
化
す
る
こ
と
を
強
い
た
も
の
は
、
冷
戦
-
内
戦
体
制
で
あ
っ
た
。
民
衆
補
習
班
と
軍
の
関
与
と
い
-
ふ
た
つ
の
点

か
ら
こ
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
教
育
を
受
け
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
失
学
民
衆
に
対
し
て
補
習
班
が
作
ら
れ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
過
ご
と
の

補
習
時
間
は
、
国
語
文
六
時
間
、
算
術
珠
算
二
時
間
、
公
民
常
識
二
時
間
、
音
楽
一
時
間
へ
　
時
事
講
解
一
時
間
の
計
十
二
時
間
へ
　
月
に
初
級
百
九
十
二

時
間
へ
　
高
級
二
百
八
十
八
時
間
で
あ
っ
た
と
い
-
。
「
国
語
」
　
の
教
育
を
主
眼
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
五
五
年
六
月
の
台
湾
省
各
県
市
失
学
民
衆

の
調
査
結
果
で
は
'
失
学
民
衆
は
百
二
十
四
万
人
。
五
五
年
度
上
半
期
の
民
衆
補
習
班
は
計
二
千
八
百
三
十
六
班
十
五
万
人
を
収
容
L
へ
　
五
九
年
度
ま

で
に
全
員
を
収
容
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
五
七
年
二
月
に
は
省
政
府
が
、
台
湾
省
失
学
民
衆
強
迫
入
学
施
行
細
則
を
公
布
、
四
月
に
は
計

画
を
五
八
年
中
に
完
了
す
る
よ
う
修
正
、
六
月
に
は
省
政
府
が
、
新
学
年
度
か
ら
十
八
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
男
性
失
学
民
衆
の
民
衆
補
習
班
入
学
の

義
務
づ
け
を
決
定
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
の
補
習
班
の
主
眼
が
徴
兵
の
準
備
に
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

軍
の
「
国
語
」
普
及
へ
の
関
与
は
'
一
九
五
四
年
九
月
へ
　
聯
勤
総
司
令
部
が
教
育
庁
に
国
語
教
育
の
強
化
を
申
し
入
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
き

っ
か
け
は
、
軍
の
医
師
に
関
わ
る
演
習
で
入
営
し
た
台
湾
人
の
医
師
や
台
湾
籍
の
衛
生
兵
が
、
「
国
語
」
を
介
さ
な
い
た
め
に
演
習
に
大
き
な
不
都
合
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が
生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
以
後
軍
は
大
き
-
「
国
語
」
政
策
に
関
わ
る
こ
と
と
な
り
、
例
え
ば
五
五
年
二
月
に
は
、
予
備
軍
士
の
国
語
能
力

を
高
め
る
た
め
の
関
係
部
局
に
よ
る
座
談
会
が
行
わ
れ
'

一
'
入
営
し
て
い
る
台
湾
籍
青
年
の
国
語
補
習
は
、
国
防
部
総
政
治
部
が
行
い
、
教
材
は
総
政
治
部
と
国
語
推
行
委
員
会
が
協
力
編
纂
す
る
〇

二
'
適
齢
青
年
の
補
習
は
省
政
府
か
ら
各
県
市
に
通
達
し
て
、
民
衆
補
習
班
で
行
う
。

の
二
点
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
決
定
を
受
け
て
だ
ろ
う
へ
　
五
七
年
1
0
月
に
は
'
国
防
部
総
政
治
部
編
印
『
国
語
往
昔
符
号
概
論
』
が
刊
行
さ

れ
た
と
い
う
。

こ
の
時
期
の
民
衆
補
習
班
や
軍
の
動
き
に
関
す
る
記
事
を
見
て
い
-
と
'
冷
戦
-
内
戦
体
制
に
対
処
す
る
総
動
員
態
勢
の
確
立
の
な
か
で
、
「
国
語
」

の
問
題
が
大
き
-
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
が
わ
か
る
。
こ
の
時
点
で
「
国
語
」
教
育
は
単
な
る
近
代
化
の
施
策
の
域
を
超
え
た
こ
と
に
な
る

L
へ
　
そ
れ
は
ま
た
「
国
語
」
　
の
普
及
が
'
総
動
員
態
勢
の
た
め
の
国
民
統
合
の
最
大
の
道
具
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

六
〇
年
代
以
降
「
大
陸
反
攻
」
は
徐
々
に
そ
の
現
実
性
を
失
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
い
総
動
員
態
勢
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
支
配
/
被
支
配
の

体
制
を
保
守
す
る
た
め
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
「
中
国
」
　
の
正
統
性
を
守
る
こ
と
が
、
対
外
的
に
は
中
華
民
国
の
存
在
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
を
意
味
し
(
大
陸
は
赤
化
-
ロ
シ
ア
化
し
て
お
り
へ
　
伝
統
中
国
は
台
湾
に
の
み
存
在
す
る
へ
　
と
い
う
論
理
)
、
対
内
的
に
は
エ
ス
ニ
ッ
ク

な
支
配
を
正
当
化
す
る
論
理
と
な
っ
た
か
ら
、
「
中
国
」
　
の
正
統
性
に
反
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
正
し
い
国
語
」
が
中

華
伝
統
を
唯
一
継
承
す
る
も
の
と
し
て
前
景
化
さ
れ
、
「
正
し
く
な
い
」
台
湾
語
は
排
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
国
語
」
　
の
普
及
は
'

も
は
や
近
代
国
家
形
成
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
ス
-
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
(
そ
う
し
た
課
題
は
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
基

本
的
に
は
達
成
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
)
、
台
湾
的
な
も
の
を
排
除
し
つ
つ
「
中
国
」
　
へ
と
台
湾
人
を
統
合
す
る
た
め
の
道
具
と
な
っ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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台
湾
の
民
主
化
運
動
は
七
〇
年
頃
に
始
ま
り
へ
　
七
九
年
の
美
麗
島
事
件
の
大
弾
圧
に
よ
る
頓
挫
を
経
て
、
八
七
年
の
戒
厳
令
解
除
に
よ
っ
て
後
戻
り

の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
O
台
湾
の
民
主
化
運
動
の
課
題
は
'
「
中
国
の
全
土
を
支
配
す
る
中
華
民
国
」
と
い
う
虚
構
の
体
制
を
打
ち
壊
し
て
、
台

湾
の
住
民
を
十
全
に
代
表
す
る
等
身
大
の
政
治
体
制
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
'
民
主
化
は
同
時
に
台
湾
化
を
意
味
し
た
Q
　
そ
の
過
程
は
中
華
民
国

体
制
を
台
湾
と
い
う
大
き
さ
の
国
民
国
家
に
再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
へ
一
八
世
紀
以
来
の
国
民
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
内
包
す
る
も
の
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
台
湾
の
民
主
化
運
動
の
な
か
で
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
'
台
湾
語
が
復
権
し
て
く
る
こ
と
と
な
っ
た
。

台
湾
の
民
主
化
運
動
は
選
挙
を
軸
に
展
開
し
て
き
た
が
、
国
民
党
に
対
抗
す
る
政
治
家
に
と
っ
て
、
台
湾
語
は
「
わ
れ
わ
れ
」
意
識
を
鼓
舞
L
へ
　
動

員
す
る
た
め
の
重
要
な
道
具
と
な
っ
た
。
台
湾
語
は
い
わ
ば
民
主
化
運
動
の
言
葉
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

国
民
党
の
規
制
が
ゆ
る
む
に
つ
れ
て
、
社
会
へ
　
文
化
面
で
も
台
湾
語
が
復
権
し
て
い
っ
た
。
文
学
で
は
鄭
良
偉
編
『
林
宗
源
台
語
詩
選
』
(
自
立
晩
報

社
文
化
出
版
部
、
一
九
八
八
年
)
な
ど
を
契
機
と
し
て
'
台
湾
語
に
よ
る
創
作
が
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
ら
れ
る
よ
-
に
な
っ
た
。
映
画
で
は
台
湾
ニ
ュ
ー
シ

ネ
マ
の
は
じ
め
と
さ
れ
る
l
九
八
一
二
年
の
　
『
坊
や
の
人
形
　
(
児
子
的
大
玩
偶
)
』
へ
　
『
少
年
(
中
華
的
故
事
)
』
　
の
二
作
が
、
台
湾
語
映
画
の
嘱
矢
で
も
あ

り
、
以
後
台
湾
語
に
よ
る
作
品
が
増
え
て
ゆ
-
。
ロ
ッ
ク
で
は
一
九
八
九
年
の
黒
名
単
工
作
室
　
(
ブ
ラ
ッ
ク
-
ス
-
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
)
　
に
よ
る
ア

ル
バ
ム
　
『
折
狂
歌
(
ソ
ン
グ
・
オ
ブ
・
マ
ッ
ド
ネ
ス
)
』
、
一
九
九
〇
年
林
強
の
『
向
前
走
』
以
降
、
台
湾
語
ロ
ッ
ク
が
爆
発
的
と
言
っ
て
い
い
流
行
を

見
せ
る
。
さ
ら
に
規
制
の
大
き
か
っ
た
地
上
波
テ
レ
ビ
を
嫌
っ
て
、
八
〇
年
代
に
は
衛
星
放
送
と
有
線
放
送
が
急
速
に
普
及
し
て
い
く
が
、
と
り
わ
け

有
線
放
送
は
、
台
湾
語
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
地
上
波
テ
レ
ビ
と
違
っ
て
'
圧
倒
的
に
台
湾
語
の
世
界
だ
っ
た
。
こ
-
し
た
動
き
の
中
で
台
湾
語

は
「
本
来
あ
る
べ
き
言
葉
」
と
し
て
は
っ
き
り
認
知
さ
れ
て
い
く
。
「
洗
練
さ
れ
な
い
卑
俗
な
言
葉
、
か
っ
こ
わ
る
い
言
葉
」
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
台

湾
語
が
'
若
者
の
間
で
も
「
か
っ
こ
い
い
言
葉
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
-
に
な
っ
て
い
っ
た
。
な
お
地
上
波
で
は
'
一
九
九
三
年
に
規
制
が
解
除
さ
れ
、

以
後
テ
レ
ビ
の
な
か
で
も
台
湾
語
が
主
要
な
言
語
と
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
台
湾
語
教
育
の
主
張
が
あ
ら
わ
れ
'
小
中
学
校
の
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
具
体
化
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
'
一
九
八
九
年
の
立
法
院
と
地
方
自
治
体
首
長
の
同
時
選
挙
だ
っ
た
。
こ
の
選
挙
で
野
党
民
進
党
が
躍
進
L
へ
　
ま
た
地
方
自
治
体
首
長
の
選
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挙
で
も
七
つ
の
ボ
ス
-
を
手
に
入
れ
た
。
民
進
党
の
地
方
首
長
は
共
同
で
「
双
語
教
育
(
バ
イ
-
ン
ガ
ル
教
育
)
」
を
主
張
し
、
政
府
も
課
外
授
業
へ

選
択
授
業
と
し
て
行
-
こ
と
を
条
件
に
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
い
で
一
九
九
六
年
に
始
ま
っ
た
郷
土
教
育
の
な
か
で
'
台
湾
語
は
正
式

に
授
業
科
目
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
台
湾
語
教
育
の
た
め
の
独
自
の
科
目
が
あ
る
わ
け
で
は
な
-
、
郷
土
教
育
と
し
て
行
う

ぺ
-
指
定
さ
れ
た
分
野
の
抄
と
つ
に
言
語
と
い
う
分
野
が
あ
り
へ
　
そ
れ
を
国
語
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
形
で
行
わ
れ
た
o
　
さ
ら
に
二
〇
〇
l
年
に

始
ま
っ
た
九
年
1
貫
の
新
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
で
は
、
台
湾
語
は
独
自
の
領
域
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
学
習
指
導
要
領
に
あ
た
る
『
国
民
中

小
学
九
年
一
貫
課
程
綱
要
』
(
二
〇
〇
三
年
.
 
'
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
.
e
d
u
.
t
w
/
E
D
U
_
W
E
B
/
E
D
U
_
M
G
T
/
E
J
E
/
E
D
U
5
1
4
7
0
0
2
/
9
C
C
/
9
C
C
.
h
t
m
l
?
U
N
I
T
I
D
-
2
7
1
&

C
A
T
E
G
O
R
Y
I
D
-
8
4
5
&
F
I
L
E
I
D
-
1
4
7
6
5
4
&
o
p
e
n
)
　
に
よ
れ
ば
'
「
学
習
領
域
」
　
の
う
ち
「
語
文
」
領
域
は
、
「
本
国
語
文
」
と
「
英
語
」
　
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
本
国
語
文
」
は
「
国
語
文
」
「
関
南
語
」
「
客
家
語
」
「
原
住
民
語
」
　
の
四
つ
を
ふ
-
む
。
そ
し
て
「
実
施

要
点
」
　
の
な
か
に
、
「
小
学
校
一
年
か
ら
六
年
の
生
徒
は
、
関
南
語
、
客
家
語
、
原
住
民
語
な
ど
三
種
の
郷
土
言
語
の
な
か
か
ら
一
種
を
選
ん
で
履
修

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
中
学
で
は
生
徒
の
志
望
に
よ
っ
て
自
由
選
択
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
「
原
住
民
語
」
は
、
ア
ミ
語
ヘ
　
ヤ
ミ
語
な

ど
十
一
一
種
の
言
語
を
ふ
く
む
。
こ
れ
ら
の
言
語
の
教
育
は
'
読
み
、
書
き
の
教
育
を
ふ
く
む
の
で
、
台
湾
語
は
ま
が
り
な
り
に
も
「
国
語
」
と
対
等
の

独
立
し
た
言
語
の
位
置
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
動
き
と
相
ま
っ
て
、
台
湾
語
を
公
用
語
の
ほ
う
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
.
二
〇
〇
三
年
に
は
「
語
言
平
等
法
」
　
の
制

定
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
れ
は
教
育
部
の
国
語
推
行
委
員
会
で
草
案
が
審
議
さ
れ
、
行
政
院
文
化
建
設
委
員
会
へ
送
ら
れ
た
が
、
立
法
に
は
至
ら
な
か
っ

た
o
内
容
は
「
国
家
語
言
」
と
し
て
「
原
住
民
族
語
」
「
客
家
話
」
「
h
0
-
l
o
誌
(
台
語
)
」
「
華
語
」
　
の
四
種
を
定
め
へ
　
そ
の
平
等
と
尊
重
へ
　
保
護
を
う

た
い
へ
　
ま
た
地
方
行
政
府
で
の
使
用
や
裁
判
所
で
の
使
用
権
を
定
め
よ
-
と
す
る
も
の
だ
っ
た
(
草
案
は
台
湾
独
立
建
国
聯
盟
の
ホ
ー
ム
ぺ
-
～
,
ン
で
読
む
こ

と
が
で
き
る
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
.
t
a
i
w
a
n
n
a
t
i
o
n
.
o
r
g
.
t
w
/
r
e
p
u
b
l
i
c
＼
r
e
p
3
1
-
4
0
/
n
o
3
1
_
1
7
.
h
t
m
)
-

ま
た
言
語
の
保
護
と
い
-
点
で
は
、
今
年
度
の
大
学
入
試
か
ら
、
原
住
民
族
の
学
生
の
言
語
能
力
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
進
学
に
特
典
が
与
え
ら

れ
る
制
度
が
始
ま
っ
た
o
試
験
は
原
住
民
族
十
二
族
の
四
十
三
方
言
に
つ
い
て
　
聞
き
、
話
す
能
力
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
る
(
行
政
院
原
住
民
族
委
員

会
ホ
ー
ム
ぺ
I
ジ
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
p
c
.
g
o
v
.
t
w
/
c
h
i
n
e
s
e
＼
d
o
c
D
e
t
a
i
l
/
d
e
t
a
i
l
_
T
C
A
.
j
s
p
?
d
o
c
i
d
=
P
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
4
2
&
)
0
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い
ま
の
台
湾
の
動
き
の
な
か
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
一
九
世
紀
的
な
意
味
で
の
国
民
国
家
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
四
大
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
の
融
和
が
な
け
れ
ば
国
家
統
合
さ
え
困
難
と
な
る
こ
と
か
ら
、
多
元
社
会
の
追
究
と
い
-
二
一
世
紀
的

な
課
題
を
・
9
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
l
九
催
紀
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
一
二
世
紀
的
な
課
題
が
混
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
い
ま
の
台
湾
の
お
も
し
ろ

さ
'
あ
る
い
は
複
雑
さ
が
あ
り
、
言
語
を
め
ぐ
る
状
況
は
そ
う
し
た
問
題
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
O
そ
の
帰
趨
は
ま
だ
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
台
湾
の
言
語
事
情
は
'
世
界
的
に
も
あ
ま
り
例
の
な
い
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
.
ア
メ
リ
カ
へ
　
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
経
由
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
も
い
い
が
、
日
本
の
す
ぐ
と
な
り
で
進
展
し
て
い
る
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
'
も
う
少
し
注
目
が
集
ま
っ
て
も
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
本
論
は
'
私
が
こ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た
以
下
の
文
章
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
詳
し
-
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
郷
土
文
学
論
争
(
1
9
3
0
-
3
2
)
　
に
つ
い
て
」
(
『
l
橋
論
叢
』
一
〇
一
巻
三
号
、
l
九
八
九
年
三
月
)

「
台
湾
の
日
本
語
文
学
と
台
湾
語
文
学
」
(
『
一
橋
論
叢
』
　
二
九
巻
三
号
、
一
九
九
八
年
三
月
)

「
戦
後
台
湾
の
「
国
語
」
問
題
」
(
『
l
橋
論
叢
』
一
一
三
巻
三
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
)

*
以
上
三
点
は
、
拙
著
『
台
湾
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
』
(
研
文
出
版
、
二
〇
〇
六
年
)
　
に
収
録
o

「
台
湾
語
運
動
覚
書
」
(
『
1
橋
論
叢
』
　
l
二
l
巻
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
)

「
台
湾
語
の
表
記
問
題
」
(
『
一
橋
論
叢
』
一
三
〇
巻
三
号
へ
　
二
〇
〇
一
二
年
三
月
)
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