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大

陸
に

移
住
し

た

が

夫
を
亡

く
す
な
ど

し
、

中

国
人
と

再
婚
し

て

国
共
内

戦
の

た
め

台
湾
へ

移
住
し
た

場
合
で

あ
る

。

　

本
発
表
の

前
提
と
し
て

台
湾
社

会
に

お

け
る

日

本
そ
の

も
の

や
日

本
語

の

も
つ

意

味
は

ど

の

よ

う
な
も
の

な
の

だ
ろ

う
か

。

戦
後
の

台
湾
社
会
で

は
省

籍
矛

盾
と

呼
ば
れ
る

日

本
統

治
期
か
ら
台

湾
に

暮
ら

す
本

省
人
（
台

湾
語
を
重

視
し

、

台
湾

独
立
を
望
む

）

と
戦
後
中
国
か
ら

移
住
し

た
外

省

人
（
北
京
語
を
重

視
し、

台

湾
は

中
国
の
一

部
分
と

考
え
る

）

、

と
の

間

に
お

け
る

コ

ン

フ

リ

ク

ト
が

存
在
し

、

台
湾
の

長
老
教

会
は

明

確
に

本

省

人
の

た
め
の

教

派
で

台
湾
語
重
視、

台
湾
独
立

と
い

う
姿
勢
を
と

っ

て

い

る
。

そ

う
し

た

教
派
に
と
っ

て

は

日
本
語
を
重
視
し
親
日
的
な
態
度
を
と

る
こ

と
は、

反

中
の

態
度
を
明
示
す
る
こ

と
を
意
味
し
て

い

る
。

こ

う
し

た
戦

後
台
湾
の

文
脈
で

「

日
本
」

と
い

う
場
を
求
め
る
一

定
数
の

台
湾
人

が
存
在
す
る

。

そ
う
し
た
彼
ら
の

「

日
本
語
欲
求
」

を
満
た

す
場
の
一

つ

に
国
際
日

語
教
会
や

玉

蘭
荘
が
な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

台
湾
入
参
加
者

に
は

日

本
統
治
期
に

日
本

語
の

み
で

暮
ら
し、

戦
後、

北

京
語、

台
湾

語、

英
語
を
学
ん

だ

た

め
、

母
語
と
い

う
も
の

が

な

い

人
や、

台
湾
語
の

方
が
礼
拝
に

ふ

さ
わ

し
い

言
語
だ
と

感
じ

日
本
語
教
会
に

参
加
す
る

と
い

う
人
等

、

多
様
な
背
景
を
持
つ

人
々

が

集
ま
っ

て

い

る
。

　

日
本
人
妻
に
と
っ

て

の

日

本
と
キ
リ

ス

ト

教
に

関
し
て

は
、

そ

れ

ま
で

の

過
酷
な
生

活
の

た

め

宗
教
的
癒
し
の

必

要
性
が

あ
り

、

ま
た

高
齢
者
で

あ
る

彼
女
た

ち
に

と
っ

て

は

死
や

健
康
の

問
題
が

深
刻
で

あ

り
、

キ

リ

ス

ト
教
が

そ
の

欲
求
を

満
た

す
よ

う
な
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル
・

ケ
ア

を

行
っ

て

い

る
。

　
以
上
の

議
論
を
ふ

ま
え
る

と

本
発
表
の

事
例
は

単
に

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

ー

チ

と
い

う
風
に

は
理
解
で

き
な
い

。

そ
こ

に

は
日

本
人
と
台
湾
人
の

「

日

本
語
族
」

と
い

う
複
数
の

民
族
集

団
が

結
合

す
る

こ

と
で

、

場
が

形

成
さ
れ

て

い

る
。

寺
田
喜
朗
は

台
湾
に

お

け
る

日
系
新
宗
教
を

疑
似
的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

ー

チ

と

し
て

分
析

し
た

（
『

旧

植
民
地
に

お

け
る
日

系

新
宗
教
の

受
容

ー
台
湾
生

長
の

家
の

モ

ノ

グ

ラ

フ
』

ハ

ー

ベ

ス

ト
社、

二

〇
〇

九
）

が
、

本
発
表
の

事
例
に

お

い

て

は

台
湾
人

参
加
者
に

つ

い

て

あ
て

は
ま
る
の

で

あ
っ

て
、

日
本
人

妻
に

は

あ
て

は
ま

ら
な
い

。

彼
女
た

ち
に

と
っ

て

日

本
語
の

集
ま
り
は

、

「

ノ

ス

タ
ル

ジ

ア

（

引
き
裂
か
れ

た

過

去
へ

の

郷
愁
）

」

と

し
て

の

故
郷
「

日
本
」

を

提
供
し
て

く
れ
る

場
で

あ
っ

て
、

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー

チ
そ
の

も
の

で

あ
る

。

そ

れ

で

い

て

日

本
人
妻
だ
け
で

場
が
成
立
し
て

い

る
の

で

は
な
い

。

こ

の

こ

と
か

ら、

台

湾
の

日
本
語
教
会
は
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー

チ

と

疑
似

的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

1
チ
の

複
合
的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー
チ
と

し
て

位
置
づ

け
る

こ

と

が

で

き
る
だ
ろ

う
。

在
日
ム

ス

リ

ム

の

少
女
た

ち
の

エ

ス

ニ

シ
テ
ィ

と

複
数
の
故
郷

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

川

崎
の

ぞ
み

　

本
発

表
の

目

的
は
、

日
本
に

お
い

て

ム

ス

リ

ム

で

あ
る
こ

と
が

所
与
の

環
境
に

生
ま
れ

た

第
二

世
代
の

女
性
の

信
仰
が

、

家
族、

社
会
環

境
、

父

方
母
国
と
の

繋
が

り
の

中
で

ど
の

よ

う
に

形
成
さ
れ
て

き
た

か
を
考
察
す

る

こ

と
で

あ
る

。

在
日

ム

ス

リ

ム

に

関
す
る

研

究
は

、

主
に

外
国
人
労
働

者
や

改

宗
し
た

日

本
人

女
性
の

適
応
に

つ

い

て

な
さ
れ
た
も
の

で

あ
り

、

第
二

世

代
の

詳
細
な

研
究
は

ま
だ
非

常
に

少
な
い

。

　
こ

こ

で

取
り
上

げ
る

の

は
、

北
関
東
に

在
住
す
る

二

十
代
前
半
の

女
性

の

語
り
で

あ
る

。

バ

ブ
ル

期
に

来
日
し
た
パ

キ
ス

タ
ン

人

労
働
者
と

改
宗

日
本
人
女
性
の

間
に

生
ま
れ

た
子
ど
も
と
い

う
在
日
ム

ス

リ

ム

の
一

つ

の
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典
型
的
な
家

庭
に

お
い

て
、

パ

キ
ス

タ

ン

と

日

本
の
ハ

ー

フ

の

子
で

あ
り

ム

ス

リ
ム

の

子
で

あ
っ

た

彼
女
の

両
国
の

往
還
の

経
験
は

以
下
の

三

つ

の

時
期
に

分
け
る

こ

と

が
で

き
る

。

　

第
一

に

中
学
生
ま
で

の

時
期
で

あ
る

。

彼
女
は
、

小

学
校
時
代
は

短
期

往
還
を

繰
り
返
し

、

中
学
時
代
は
ほ

ぼ

す
べ

て

を
パ

キ

ス

タ

ン

で

過
ご

し

た
。

こ

の

時
期
は

日
本
で

は

ス

カ

ー

フ

等
を

し
て

い

な
か
っ

た
こ

と
も

あ

り、

い

ず
れ
の

国
に

い

て

も
そ

こ

に

順

応
さ
え

す
れ

ば
よ

く
、

む
し

ろ

異

父

兄
姉
や

弟
と

異
な

り
父
の

第
一

子
と

し
て
一

人
だ

け
パ

キ

ス

タ

ン

で

の

生

活
を

余
儀
な

く
さ
れ

た
こ

と、

教

育
方
針
を
め

ぐ
る

両

親
の

衝

突
な

ど
、

複
雑
な

国
際

結
婚
の

家
庭
の

問
題

が

彼
女
の

葛
藤
の

中
心
で

あ
っ

た
。

　

第
二

は

日
本
で
県
立
女
子
高
に

進
学
し
た

高
校
時
代
で

あ
る

。

彼
女
は

父

の

言
い

つ

け
ど

お
り
ス

カ

ー

フ

等
を

着
用
し
て
登
校
し
た
が
、

周
囲
と

違
い

「

普
通
の

日
本
人
」

で

も
な

け
れ

ば
パ

キ

ス

タ

ン

入
で

も
な
い

こ

と

に

強
い

葛
藤
を

感
じ

、

さ
ら
に

父

が

求
め

る

ム

ス

リ

ム

の

女
性
と

し

て

の

装
い

や

ふ

る

ま
い

が

彼
女
の

葛
藤
を
よ

り
複
雑
に

し

た
。

溶
け
込
み

た
い

と
思
い

な
が
ら
も
自
ら
差

異
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と
で

、

非

常
に
恥
ず
か
し

く
嫌
な
思
い

を
し
た
と

い

う
。

　

第
三

は
、

高
校
卒
業
後

、

や
は
り
父
の

言
い

つ

け
で

パ

キ
ス

タ

ン

の

寄

宿
制
イ
ス

ラ

ー

ム

学
校
に
進
学
し
た

時
期
か
ら

現
在
ま
で
で

あ
る

。

そ
こ

で

彼
女
は

、

日

本
人
で

も
パ

キ
ス

タ

ン

人
で

も
な
い

と

い

う
悩
み

に

対
し、

「

神
様
が

与
え
た
こ

と

の

方
が

大
事
だ
」

と
い

う
友
人
の

言
か
ら

、

葛
藤

の

原

因
は
そ
の

根
底
に

あ
る

べ

き
自
ら
の

信
仰
の

不
足
で

あ
っ

た

と

考
え

る

よ

う
に

な
る

。

そ
れ
ま
で

の

周
囲
と
の

相
違
と
い

う
「

対
人
間
」

の

視

点
か
ら

「

対
神
様
」

の

視
点
を

得
る
こ

と
で

、

ど
ち

ら
で

も

な
い

と
い

う

葛
藤
を
受
容
す
る

こ

と

が
で

き
る

よ

う
に
な
っ

た

と
い

う
の

で

あ
る

。

　

以

上
の

語
り
か
ら
は
、

父

の

故

郷
と
、

彼
女
が
生
き
て

い

く
場
所
と

考

え
て

い

る

日
本
の

そ
れ

ぞ
れ

の

価

値
規
範
の

葛
藤
が
見
て

取
れ

る
。

日
本

人
の

妻
の

連
れ
子
や
息
子
よ

り
も

、

娘
で

あ
る

彼
女
の

上

に

父
の

故
郷
の

規
範
を
再
現
す
る
こ

と
は

、

父

方

母
国
に

対
し

、

父
の

名
誉
を

表
す
こ

と

に

な
る

の

で

あ
る

。

こ

う
し
た
名

誉
規
範
と

、

日
本
の

学
校
で

求
め

ら
れ

る

同

質
性
と
の

間
で

、

彼
女
は

常
に

「

心
の

リ

セ

ッ

ト
」

を

行
わ

な
け
れ

ば

な
ら
な
い

「

分
裂
状
態
」

に

あ
っ

た
。

第
二

世

代
に

特
有
の

コ

ン

テ

ク

ス

ト
へ

の

父

親
の

無
理

解
と

葛
藤
と
い

う
移
民
の

世

代
間
の

ギ
ャ

ッ

プ

は
、

ム

ス

リ

ム

移

民
の

場
合、

特
に

可
視
的
で

あ
る
女
性
の

衣

服
の

実

践

に

お
い

て

顕
在
化
し
や
す
い

と

い

え
よ

う
。

　

ま
た、

彼
女
の

在
日
ム

ス

リ
ム

と

し
て

の

経
験
は、

必

ず
し
も
イ
ス

ラ

ー

ム

の

信
仰
と
は

結
び

つ

い

て

い

な
い

。

家
族
以
外
の

ム

ス

リ
ム

と

の

日

常
的
な
接
触
が
な
か
っ

た

彼
女
に

と
っ

て

は
、

イ
ス

ラ

ー

ム

的
な
価
値
観

や

実
践
は

所
与
で

あ
っ

て

も、
「

信
仰
」

は

そ
う
で

は

な
く、

む
し
ろ

気

づ

か
れ

る

も
の

で

あ
っ

た
。

イ
ス

ラ

ー

ム

的
視

点
を

獲
得
し
、

父

か

ら

も

た

ら
さ

れ
て

い

た

も
の

を
自
ら
の
コ

ン

テ

ク

ス

ト
に

沿
っ

て

再
解
釈
す
る

こ

と
で
、

「

ボ

ー

ン
・

ム

ス

リ
ム

で

あ

り
ダ

ブ
ル

で

あ
る
」

と

肯
定
的
に

捉
え
返
し

、

二

つ

の

故
郷
を

彼
女
な
り
に

受
容

可
能
な

形
で

統
合
し

よ

う

と

し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

彼
女
は
自
分
よ

り
年
下
の

少
女
た

ち
に

は

こ

う
し
た

葛
藤
が

見
ら
れ
な

い

と

い

う
。

第
二

世
代
の

ム

ス

リ
ム

が

増
加
し、

彼
ら
／
彼
女
ら
の

た

め

の

場
が

広
が
る
中
で、

第
二

世
代
の

ム

ス

リ
ム
・

ア

イ
デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

が

今
後

、

ど

の

よ

う
な
展
開
を

見
せ

る

の

か
、

注
視
し
て

い

き
た
い

と

考
え

て

い

る
。
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