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「かたことの日本語が伝えるもの」  
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僕
の
祖
父
母
は
台
湾
人
で
す
。 

祖
父
母
は
、
台
湾
が
日
本
の
植
民
地
だ
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
台
湾
語
の
ほ
か
に
、
日

本
語
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
旧
日
本
軍
の
占
領
時
代
に
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
祖
父
母
だ
け

で
は
な
く
、
台
湾
の
高
齢
者
は
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
日
本
語
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

普
通
、
占
領
時
代
に
教
え
ら
れ
た
母
語
で
も
な
い
言
語
は
嫌
な
思
い
出
と
し
て
心
に
残
り
そ
う
で
す
が
、

台
湾
の
人
々
は
、
日
本
語
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
て
、
日
本
人
が
い
な
い
場
面
で
も
、
日
本
語
で
日
常
会

話
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
僕
の
祖
父
母
も
そ
う
し
た
台
湾
人
で
す
。 

祖
父
母
と
の
会
話
で
は
、
少
し
想
像
力
が
必
要
で
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
や
表
現
が
、
日
本
で
聞
き
な
れ
た

日
本
語
と
は
違
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
「
も
ち
」
や
「
り
ん
ご
」
「
ば
な
な
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
違
っ
て

い
て
、
「
も
ち
」
や
「
り
ん
ご
」
で
は
「
も
」
や
「
り
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
来
て
い
て
少
し
解
り
づ
ら
く

な
っ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
台
湾
語
の
表
現
の
影
響
で
、
「
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
あ

ら
わ
す
時
に
「
同
じ
く
な
い
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
り
し
ま
す
。 

け
れ
ど
も
、
祖
父
母
の
話
し
方
を
よ
く
聞
い
て
い
る
と
、
今
僕
た
ち
が
使
っ
て
い
る
日
本
語
に
比
べ
て
、

と
て
も
き
れ
い
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
例
え
ば
、
「
こ
う
き
、
り
ん
ご
食
べ
ま

す
か
」
と
か
、
「
こ
う
き
、
そ
の
服
、
よ
く
似
合
っ
て
い
る
ね
」
と
か
、
と
て
も
穏
や
か
に
話
し
か
け
て

く
れ
ま
す
。 

そ
ん
な
時
、
僕
も
、
祖
父
母
に
話
し
か
け
る
日
本
語
が
穏
や
か
で
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
な
っ
て
い

る
か
気
を
つ
け
ま
す
。 

例
え
ば
、
運
動
会
に
出
る
種
目
を
聞
か
れ
た
時
、
日
本
で
は
「
大
玉
こ
ろ
が
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す

が
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
「
大
き
な
玉
を
全
員
で
手
を
使
っ
て
頭
の
上
を
運
ぶ
ゲ
ー
ム
」
と
い

う
風
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
桃
太
郎
の
話
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
あ
る
村
に
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
お
じ
い
さ
ん
は
山
に
木
を
切

り
に
い
き
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
川
へ
着
物
を
洗
い
に
い
き
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
が
川
で
着
物
を

洗
っ
て
い
る
と
、
大
き
な
桃
を
見
つ
け
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
大
き
な
桃
を
う
ち
に
持
っ
て
帰
り
ま



 

し
た
。
そ
し
て
、
お
じ
い
さ
ん
と
一
緒
に
大
き
な
桃
を
割
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
桃
の
中
か
ら
男

の
子
が
出
て
き
ま
し
た
…
…
」 

こ
の
話
で
は
、
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
文
を
短
く
切
っ
て
、
物
事
の
起
こ
り
と
結
果
だ
け
で
構
成

す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
擬
態
語
や
代
名
詞
も
な
く
て
、
誰
に
で
も
理
解
し
や
す
い
日
本
語
に

工
夫
し
て
い
ま
す
。 

実
は
、
こ
の
よ
う
な
「
か
た
こ
と
の
日
本
語
」
が
僕
に
と
っ
て
の
「
美
し
い
日
本
語
」
で
す
。
確
か
に
、

敬
語
や
擬
態
語
を
使
わ
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
日
本
独
特
の
価
値
観
も
失
わ
れ
た
り
し
て
、
普
通
、
日
本

人
の
思
っ
て
い
る
「
美
し
い
日
本
語
」
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
言
語
の

壁
を
越
え
て
、
な
ん
と
か
人
と
わ
か
り
合
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
心
の
通
っ
た
本
当
の
意
味
で
の
美

し
い
言
葉
、
穏
や
か
な
言
葉
を
生
み
出
す
と
思
い
ま
す
。 

今
の
僕
は
、
日
本
語
を
「
流
し
て
い
る
」
よ
う
に
思
え
ま
す
。
流
暢
に
日
本
語
を
話
し
さ
え
す
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
祖
父
母
と
会
話
し
て
い
て
、
な
ん
と
か
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
れ
ば
、
ぎ
こ
ち
な
い
「
か
た
こ
と
の
日
本
語
」
だ
か
ら
こ
そ
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
し
た
。 

現
在
、
日
本
に
は
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
か
ら
来
た
人
が
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
、
外
国
人

と
話
す
時
に
、
英
語
な
ど
の
外
国
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

僕
は
、
外
国
人
と
日
本
語
で
積
極
的
に
会
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
外
国
人
の
「
か
た
こ
と
の
日

本
語
」
に
耳
を
傾
け
、
話
す
時
は
わ
か
り
や
す
い
言
い
回
し
を
使
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
口
調
で
話
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

同
時
に
、
僕
も
ぎ
こ
ち
な
く
て
も
い
い
の
で
、
外
国
の
人
と
相
手
の
国
の
言
葉
で
話
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
い
ろ
い
ろ
な
か
た
こ
と
の
言
語
で
、
気
持
ち
や
考
え
方
を
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本

語
は
さ
ら
に
美
し
い
言
語
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 


