
 

『
日
華(

台)

親
善
友
好
慰
霊
訪
問
団
を
代
表
し
、 

 
 
 

原
台
湾
人
元
日
本
兵
軍
人
軍
属
三
万
三
千
余
柱
の
御
霊
の
御
前
に
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慎
ん
で
祭
文
を
奏
上
い
た
し
ま
す
。』 

  
 
 
 
 

 

          
 
 
 

祭 
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『清
國
ハ
左
記
ノ
土
地
ノ
主
権
並
ヒ
ニ
該
地
方
ニ
在
ル
、
城
塁
、
兵
器
製
造
所
及
官
有
物
ヲ
永
遠
日
本
國
ニ
割
與
ス 

一
、
遼
東
半
島 

一
、
台
湾
全
島
及
其
ノ
附
属
諸
島
嶼 

一
、
澎
湖
列
島
』（「
日
清
講
和
条
約
第
二
条
」
よ
り
） 

  

明
治
二
十
八
年
四
月
十
七
日
、
下
関
の
春
帆
樓
に
お
け
る
日
清
講
和
会
議
の
結
果
、
台
湾
は
日
本
に
割
譲
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
四
年
の

牡
丹
社
事
件
の
際
、
日
本
側
全
権
副
島
種
臣
に
対
し
、
清
国
皇
帝
を
し
て
「
化
外
の
地
」
と
言
わ
し
め
た
台
湾
が
名
実
と
も
に
日
本
に
帰

属
し
た
瞬
間
で
す
。
爾
来
、
百
二
十
年
に
及
ぶ
日
台
関
係
は
こ
の
時
を
も
っ
て
起
点
と
す
る
が
、
台
湾
の
歩
み
は
華
夷
秩
序
か
ら
限
り
な

く
離
脱
す
る
軌
跡
を
描
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

  

日
清
戦
争
に
よ
っ
て
朝
鮮
を
支
那
の
冊
封
体
制
か
ら
解
き
放
っ
た
わ
が
国
に
と
っ
て
、
時
代
こ
そ
違
え
、
欧
米
白
色
人
種
の
圧
政
に
呻

吟
す
る
ア
ジ
ア
を
そ
の
鉄
鎖
の
軛
か
ら
解
放
せ
ん
と
開
始
し
た
大
東
亜
戦
争
は
、
い
わ
ば
歴
史
の
必
然
と
も
い
え
る
も
の
で
し
た
。
今
、

英
霊
と
し
て
眠
っ
て
お
ら
れ
る
皆
様
は
、
南
海
の
島
々
や
熱
帯
の
密
林
に
お
い
て
は
白
人
圧
政
者
と
、
ま
た
支
那
大
陸
に
お
い
て
は
蒋
介

石
率
い
る
重
慶
政
権
や
毛
沢
東
の
共
産
匪
賊
と
生
死
を
賭
け
て
戦
っ
た
同
胞
で
し
た
。
と
り
わ
け
七
百
倍
と
も
い
わ
れ
る
難
関
を
突
破
し
、

血
書
歎
願
を
し
て
ま
で
志
願
し
て
こ
ら
れ
た
皆
様
は
、
日
本
人
以
上
の
日
本
人
と
し
て
歴
史
に
残
る
勇
猛
果
敢
さ
を
発
揮
さ
れ
、
敵
を
圧

倒
し
悩
ま
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

昭
和
二
十
年
、
陛
下
は
三
年
と
九
ヶ
月
に
亘
る
大
東
亜
戦
争
の
終
戦
を
宣
言
し
ま
し
た
が
、
わ
が
国
は
国
家
の
尊
厳
と
民
族
の
名
誉
を

死
守
し
、
大
東
亜
解
放
の
壮
図
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
と
ま
れ
、
わ
が
国
が
軍
事
的
敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
は
い
え
、
四
百
年
以
上

に
及
ぶ
欧
米
列
強
の
植
民
地
支
配
に
終
止
符
を
う
ち
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
全
て
の
権
益
を
失
わ
せ
し
め
た
の
は
紛
れ
も
な
い
世
界
史
的
事

実
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

  

こ
れ
を
偉
業
と
い
わ
ず
し
て
一
体
何
と
呼
べ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
陛
下
の
臣
民
と
し
て
東
洋
平
和
の
た
め
に
共
に
血
と
汗
を
流
し

た
者
同
士
の
兄
弟
感
・
一
体
感
は
か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
台
湾
の
皆
様
が
五
十
年
間
の
日
本
統
治
時
代
の
伝
統
や
文
化
、

は
て
は
「
大
和
魂
」
を
高
く
評
価
し
、
こ
れ
を
日
本
精
神
と
し
て
継
承
し
て
い
る
世
界
に
類
を
見
な
い
親
日
的
な
国
家
・
国
民
で
あ
る
由

縁
は
こ
こ
に
淵
源
が
あ
る
の
で
す
。 

  

五
十
年
に
及
ぶ
日
本
統
治
が
今
日
に
至
る
ま
で
脈
々
と
生
き
続
け
る
台
湾
。
こ
の
「
生
命
の
絆
」
を
守
り
育
て
後
に
続
く
人
に
正
し
く

継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、
先
達
か
ら
託
さ
れ
た
崇
高
な
使
命
で
す
。
そ
れ
は
今
日
の
私
た
ち
日
本
人
に
民
族
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
を
高

め
て
ゆ
く
契
機
に
な
る
か
ら
で
す
。 

  

さ
て
今
年
六
月
、
私
た
ち
は
第
十
三
回
台
湾
特
別
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
参
加
者
三
百
三
十
八
名
の
皆
様
と
と
も
に
「
福
岡
宣

言
」
を
採
択
し
ま
し
た
。
日
清
講
和
条
約
締
結
百
二
十
年
を
記
念
す
る
年
に
日
台
交
流
の
歴
史
を
ひ
も
解
き
、
大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年

を
総
括
す
る
形
で
出
さ
れ
た
こ
の
宣
言
を
、
私
た
ち
は
両
国
の
近
未
来
を
照
ら
す
指
針
と
し
て
定
着
さ
せ
て
い
く
所
存
で
す
。 

  

平
成
十
一
年
以
来
、
私
達
は
宝
覚
寺
に
お
け
る
「
原
台
湾
人
元
日
本
兵
軍
人
軍
属
戦
没
者
大
慰
霊
祭
」
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
三

万
三
千
余
柱
の
御
霊
の
安
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
お
祈
り
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年
は
「
霊
安
故
郷
碑
」
建
碑
二
十
五
年
の
記
念
す
べ
き

年
で
す
。
今
後
も
、
こ
の
顕
彰
事
業
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
更
に
充
実
・
拡
大
し
、「
日
台
の
魂
の
交
流
事
業
」
と
し
て
次
世
代
に
継

承
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
道
こ
そ
が
「
日
本
人
と
し
て
散
華
さ
れ
た
英
霊
」
に
お
応
え
す
る
務
め
で
あ
る
か
ら
で
す
。 

  

以
上
の
決
意
も
新
た
に
、
わ
が
国
の
近
代
史
に
比
類
な
き
勇
気
と
献
身
を
刻
ま
れ
た
英
霊
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
御
霊
の
平
安
を
心
よ
り

祈
念
し
、
慰
霊
の
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。 

   
 
 
 

日
台
の
生
命
の
絆 

死
守
せ
む
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

吾 

日
本
の
一
角
に
起
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平
成
二
十
七
年 

 
 
 

民
國
百
四
年 

 
 
 
  

 
 
 

十
一
月
二
十
五
日 

 
 
 

皇
紀
二
千
六
百
七
十
五
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
華(
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親
善
友
好
慰
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団
長 

小
菅 

亥
三
郎 


