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一
　
巷
間
で
台
湾
の
政
治
、
台
湾
の
外
交
、
あ
る

い
は
台
湾
の
社
会
と
言
及
さ
れ
る
と
き
、「
台

湾
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
用
い
ら
れ
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
経
て
現
在

の
「
台
湾
」
に
い
た
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
課

題
は
、
政
治
的
実
体
と
し
て
の
台
湾
に
関
心
あ

る
者
に
と
っ
て
、
学
術
的
好
奇
心
を
か
き
立
て

ら
れ
、
ま
た
同
時
に
説
明
の
困
難
さ
を
強
く
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
書
は
、
こ
れ
ら

の
課
題
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
み
、
ま
た
一

つ
の
方
向
性
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
書
名
通
り
現
在
の
台
湾
に
よ
っ
て

営
ま
れ
る
外
交
が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
っ

て
生
成
さ
れ
た
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
台
湾
外
交
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が

何
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
つ
か
ら
登
場
し
、
そ
し

て
「
中
華
民
国
外
交
」
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
、
提
示
さ
れ
る
。
語

弊
を
恐
れ
ず
に
本
書
を
形
容
す
る
な
ら
ば
、
著

者
が
課
題
に
対
し
て
真
摯
に
、
そ
し
て
禁
欲
的

に
取
り
組
ん
だ
研
究
成
果
の
現
れ
で
あ
り
、
思

考
を
重
ね
、
時
に
試
行
錯
誤
し
た
研
究
過
程
が

読
み
取
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
元

と
な
っ
た
論
文
の
う
ち
、
最
初
の
も
の
は
一
九

九
六
年
に
発
表
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九

九
八
年
の
日
本
台
湾
学
会
設
立
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
日
本
の
台
湾
研
究
は
一
九
九
〇
年
代

に
深
ま
り
と
裾
野
を
大
き
く
広
げ
て
い
っ
た

が
、
著
者
の
研
究
過
程
は
い
わ
ば
日
本
の
台
湾

研
究
の
深
化
過
程
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

二
　
本
書
は
以
下
の
構
成
で
行
論
さ
れ
て
い
る
。

序
章
に
お
い
て
著
者
の
一
九
九
〇
年
代
か
ら
続

く
一
貫
し
た
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
る
と
共

に
、「
台
湾
」
の
外
交
を
考
え
る
上
で
何
が
問

題
点
に
な
る
の
か
、
ど
こ
に
注
意
を
払
う
べ
き

な
の
か
が
示
さ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、「
台
湾

の
中
華
民
国
外
交
」
を
捉
え
る
た
め
の
基
本
的

な
認
識
枠
組
み
が
説
明
さ
れ
、
そ
し
て
第
二
章

以
降
で
検
討
さ
れ
る
時
期
の
前
史
が
叙
述
さ

れ
る
。
続
く
第
二
、三
章
は
、
一
九
五
〇
年
代

か
ら
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
米
台
関
係
（「
米

台
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
）
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
米
国
の
台
湾
政
策
や
国
連
中
国
代
表
権
問
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題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
後
の
台
湾
が
直
面

し
た
原
則
と
現
実
と
の
相
克
が
説
明
さ
れ
る
。

原
則
と
は
、
中
華
民
国
（
あ
る
い
は
国
民
党
政

府
）
が
全
中
国
を
代
表
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
現
実
と
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
中
華

民
国
は
台
湾
地
域
の
み
を
実
効
統
治
す
る
国

家
（
政
府
）
で
あ
っ
て
中
国
全
土
を
代
表
す
る

も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
台

湾
政
策
が
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
原
則
と
現
実
と
の
衝
突
こ
そ
が
戦

後
台
湾
の
外
交
の
所
与
条
件
で
あ
り
、
著
者
の

重
要
な
分
析
視
角
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
四
章
以
降
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
現
在
へ

と
い
た
る
日
華
関
係
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い

る
。
第
四
、
五
章
は
一
九
六
〇
年
代
の
日
華
関

係
の
分
析
で
あ
り
、
そ
の
後
の
日
華
断
交
へ
と

至
る
、
い
わ
ば
伏
流
が
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、

興
味
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

二
章
で
は
、
日
華
間
の
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
の
役

割
と
国
民
党
政
府
の
対
日
「
宣
伝
」
活
動
に
大

き
な
注
意
が
払
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
著
者

な
ら
で
は
の
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
本
書
の
特

色
の
一
つ
で
あ
る
。
第
六
、七
、八
章
は
、
本
書

副
題
の
「
日
華
断
交
と
中
華
民
国
か
ら
の
転

換
」
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
章
で

は
、
日
華
断
交
と
い
う
大
き
な
転
換
を
迎
え
な

が
ら
も
、
実
質
的
な
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
く

過
程
が
説
得
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
国
民
党

政
府
自
ら
が
中
華
民
国
の
原
則
を
捨
て
去
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
日
華
断
交
と
い
う
現

実
が
も
た
ら
す
課
題
の
一
つ
一
つ
に
対
応
し
、

そ
れ
ら
の
対
応
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、

結
果
と
し
て
国
交
な
き
関
係
が
形
成
さ
れ
、
そ

し
て
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
「
積
み
重

ね
」
こ
そ
、
著
者
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い

る
指
摘
で
あ
り
検
討
対
象
で
あ
る
。
と
り
わ
け

第
八
章
で
は
、
日
華
断
交
後
の
航
空
路
線
問
題

の
分
析
を
通
じ
て
、
日
華
断
交
後
が
た
だ
ち
に

「
日
中
関
係
の
中
の
台
湾
」（
著
者
の
用
語
）
を

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
日

中
間
で
「
一
つ
の
中
国
」
へ
の
合
意
が
な
さ
れ

て
も
、
実
態
と
し
て
中
華
人
民
共
和
国
に
属
さ

な
い
台
湾
が
存
在
し
続
け
、
し
か
も
台
湾
に
関

す
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ
は
日
中
間
で
は
な
く
日
台
間

で
引
き
続
き
交
渉
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
実
証
的
に
解
き
明
か
し
た
。
こ
の
指
摘
は

「
台
湾
」、
そ
し
て
「
台
湾
」
の
外
交
の
形
成
過

程
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富
む
。
な
ぜ
な
ら
、

台
湾
に
あ
る
中
華
民
国
が
「
台
湾
」
へ
と
変
容

す
る
た
め
の
時
間
を
創
出
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
六
、
七
、
八
章
で
の

検
討
を
基
礎
と
す
る
第
九
章
は
、
お
そ
ら
く
本

書
の
想
定
さ
れ
る
読
者
の
多
く
が
関
心
を
寄
せ

る
部
分
だ
ろ
う
。
断
交
後
の
日
本
と
台
湾
と
の

間
に
お
い
て
、
日
華
関
係
な
い
し
中
国
的
要
素

が
な
お
存
在
し
つ
つ
も
次
第
に
そ
の
比
重
を
低

下
さ
せ
、
日
台
関
係
な
い
し
台
湾
的
要
素
が
新

た
な
定
義
を
与
え
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
比
重
を
高

め
て
い
き
、
そ
し
て
前
面
に
躍
り
出
て
く
る
契

機
と
過
程
が
説
明
さ
れ
、
李
登
輝
時
代
の
「
台

湾
」
外
交
に
い
た
る
前
段
階
を
中
心
に
叙
述
さ

れ
る
。
最
後
に
終
章
に
お
い
て
、
本
書
を
貫
く

問
題
関
心
に
沿
っ
た
ま
と
め
、
そ
し
て
補
足
的

な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
特
筆
す
べ
き
は
、
本
書
で
の
分
析
に
使
用
さ

れ
る
史
料
の
多
様
性
で
あ
る
。
日
台
の
一
次
史

料
は
も
と
よ
り
、
関
係
者
へ
の
貴
重
な
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
も
行
わ
れ
て
い
る
。
史
料
的
価
値
が
高

く
、
こ
の
点
で
も
本
書
は
日
華
、
日
台
関
係
史

研
究
に
お
い
て
今
後
参
照
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、第
三
章
か
ら
第
九
章
は
基
本
的
に

既
刊
の
論
考
や
報
告
を
下
敷
き
に
作
成
さ
れ
て
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い
る
。

　
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
章
　「
現
状
維
持
」
を
生
み
出
す
も
の

　
第
一
章
　
台
湾
の
中
華
民
国
外
交
の
特
徴

　
　
１ 

台
湾
の
中
華
民
国
外
交
と
内
政
の
関

係
　
２ 

外
交
と
指
導
者
の
威
信
　
３ 

一

九
六
〇
年
代
ま
で
の
政
治
力
学
　
４ 

小

結

　
第
二
章
　
一
九
五
〇
年
代
の
米
台
関
係
と

「
現
状
維
持
」
を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ

　
　
１ 

揺
れ
る
米
国
の
対
台
湾
政
策
　
２ 
一

九
五
〇
年
代
の
中
国
代
表
権
問
題
　

３ 

小
結

　
第
三
章
　
一
九
六
一
年
の
中
国
代
表
権
問
題

を
め
ぐ
る
米
台
関
係

　
　
１ 

ケ
ネ
デ
ィ
政
権
と
「
二
つ
の
中
国
」

論
　
２ 

蔣
介
石
の
決
断
│
│
政
策
転
換

と
葉
公
超
駐
米
大
使
の
辞
任
　
３ 

小
結

　
第
四
章
　
政
経
分
離
を
め
ぐ
る
日
中
台
関
係

の
展
開

　
　
１ 

一
九
六
〇
年
代
前
半
の
日
中
台
関
係
　

２ 

「
第
二
次
吉
田
書
簡
」
と
池
田
政
権
の

中
国
・
台
湾
政
策
　
３ 

小
結

　
第
五
章
　
一
九
六
〇
年
代
の
日
華
関
係
に
お

け
る
外
交
と
宣
伝
工
作

　
　
１ 

「
反
共
」
政
策
を
め
ぐ
る
組
織
と
対
外

政
策
　
２ 

一
九
六
四
年
の
吉
田
茂
訪
台

に
見
る
宣
伝
と
外
交
　
３ 

対
中
闘
争
と

し
て
の
対
日
工
作
　
４ 

小
結

　
第
六
章
　
中
華
民
国
の
国
連
脱
退
と
そ
の
衝

撃
　

　
　
１ 

台
湾
問
題
と
国
連
に
お
け
る
米
国
の

影
響
力
の
変
容
　
２ 

国
連
退
出
後
の

台
湾
の
対
外
政
策
　
３ 

外
交
と
内
政

に
お
け
る
「
漢
賊
並
び
立
た
ず
」
原
則
　

４ 

小
結

　
第
七
章
　
日
華
断
交
の
と
き
　
一
九
七
二
年

　
　
１ 
蔣
経
国
体
制
発
足
と
対
外
政
策
の
調

整
　
２ 
日
中
国
交
正
常
化
へ
の
対
応
　

３ 

大
平
外
相
の
対
台
湾
外
交
と
断
交
後

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
　
４ 

日
本
か
ら
の

特
使
派
遣
　
５ 
日
華
断
交
と
実
質
関
係

の
維
持
　
６ 

小
結

　
第
八
章
　
外
交
関
係
な
き
「
外
交
」
交
渉

　
　
１ 

航
空
路
線
問
題
の
外
交
問
題
化
　
２ 

航

空
路
線
断
絶
の
政
治
過
程
　
３ 
日
台
関

係
の
転
換
点
と
し
て
の
航
空
路
線
再
開
　

４ 

日
本
に
お
け
る
中
台
外
交
闘
争
と
蔣

経
国
の
「
実
質
外
交
」　
５ 

小
結

　
第
九
章
　
中
華
民
国
外
交
か
ら
台
湾
外
交
へ

　
　
１ 

中
華
民
国
外
交
と
内
政
　
２ 

日
華
断

交
と
日
台
チ
ャ
ネ
ル
の
変
動
　
３ 

過
渡

期
の
台
湾
外
交
│
│
馬
樹
禮
時
期
の
対
日

工
作
　
４ 

李
登
輝
時
代
へ
の
変
動
の
な

か
で
　
５ 

小
結

　
終
章
　「
現
状
維
持
」
の
再
生
産
と
台
湾
外

交
の
形
成

三
　
本
書
の
特
色
は
、
第
一
に
、
米
台
間
の
交
渉

あ
る
い
は
日
華
間
の
交
渉
が
分
析
の
主
眼
で
は

あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
「
台
湾
」
要

素
の
抽
出
に
成
功
し
、
台
湾
に
あ
る
中
華
民
国

の
外
交
が
歴
史
的
な
積
み
重
ね
を
経
て
「
台

湾
」
の
外
交
へ
と
変
容
し
て
い
く
過
程
を
丹
念

に
た
ど
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
書
名
通
り

の
「
台
湾
外
交
」
の
形
成
に
向
け
た
過
程
で
あ

る
。
同
時
に
、
蔣
経
国
時
代
に
あ
た
る
変
容
過

程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
従
来
は
確
立
し
て
い

な
か
っ
た
蔣
経
国
時
代
の
台
湾
外
交
像
を
提
示

し
得
て
い
る
。
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本
書
の
視
座
で
あ
る
日
台
関
係
か
ら
見
た
場

合
の
「
台
湾
」
外
交
へ
の
変
容
は
、
確
か
に
日

華
断
交
が
そ
の
契
機
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
変
容
は
直
ち
に
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
ま

た
変
容
を
志
向
し
た
直
線
的
な
動
き
で
も
な

か
っ
た
。
国
際
政
治
上
で
の
苦
境
の
中
で
外
交

ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
一
つ
一
つ
処
理
し
て
い
き
、
そ

れ
ら
が
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
累
積
し
た

結
果
と
し
て
、「
台
湾
」
外
交
の
形
成
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
形
成
過
程
が
第
七
、八
、

九
章
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
日
台
間
で
の
一
つ
一
つ
の
動
き
の
積
み

重
ね
が
「
台
湾
」
へ
の
変
容
の
必
要
条
件
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
条
件
を
成
立
さ
せ
た

の
は
台
湾
の
得
た
「
時
間
」
で
あ
ろ
う
。
著
者

は
、
日
中
国
交
樹
立
後
も
解
決
さ
れ
得
な
い
、

い
わ
ゆ
る
台
湾
問
題
の
存
在
と
そ
れ
の
「
解

決
」
に
向
け
た
日
本
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、

い
さ
さ
か
逆
説
的
で
は
あ
る
も
の
の
日
華
断

交
後
も
日
台
間
の
実
質
的
な
関
係
が
形
成
さ

れ
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い

る
。
著
者
の
言
葉
に
し
た
が
え
ば
、
日
台
間
に

は
「『
現
状
維
持
』
を
生
み
出
す
も
の
」（
序
章

タ
イ
ト
ル
）
が
存
在
し
、
台
湾
問
題
を
め
ぐ
る

日
中
台
間
の
「
再
生
産
さ
れ
る
問
題
状
況
」
に

よ
っ
て
、「
台
湾
」
へ
と
変
容
す
る
「
時
間
」

が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
は
、

「
台
湾
」
外
交
へ
の
変
容
の
十
分
条
件
と
し
て

の
「
時
間
」
に
も
注
意
を
払
う
こ
と
で
、
必
要

条
件
で
あ
る
外
交
的
積
み
重
ね
の
議
論
を
補
完

し
説
得
力
を
与
え
て
い
る
。

　
た
だ
、
こ
の
「
台
湾
」
へ
の
変
容
過
程
の
説

明
に
対
し
て
疑
問
が
全
く
生
じ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
変
容
へ
の
「
時
間
」
の
創
出
が
日

中
台
間
の
相
互
関
係
で
説
明
さ
れ
る
点
で
あ

る
。
米
国
は
、
冷
戦
期
に
台
湾
防
衛
と
台
湾
抑

制
と
い
う
二
項
対
立
的
な
政
策
目
標
を
同
時
に

追
求
し
、
そ
れ
が
た
め
に
「
台
湾
問
題
」
は
米

中
関
係
の
争
点
で
あ
り
続
け
た
。
こ
の
米
国
の

基
本
的
態
度
は
現
在
も
続
き
、
そ
し
て
「
台
湾

問
題
」
の
未
解
決
状
態
も
続
い
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
中
台
関
係
枠
組
み
の
現
状
維
持
は

米
国
が
一
貫
し
て
追
及
し
て
き
た
と
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
、「
時
間
」
の
創
出
は
米
国
に

よ
る
台
湾
海
峡
の
現
状
維
持
に
よ
る
と
こ
ろ
が

よ
り
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
の
第
二
の
特
色
は
、
戦
後
の
日
台
関
係

の
分
析
枠
組
み
と
し
て
提
示
さ
れ
る
、
日
華
関

係
と
日
台
関
係
の
二
重
構
造
で
あ
る
。
日
華
関

係
と
日
台
関
係
が
排
他
的
に
存
在
す
る
の
で
は

な
く
、
時
代
や
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
よ
っ
て
日
華
と

日
台
は
そ
れ
ぞ
れ
の
比
重
を
変
え
て
並
存
し
て

い
る
。
こ
の
分
析
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
日
台
関

係
史
研
究
は
、
日
華
断
交
の
以
前
と
以
後
の
時

期
を
包
摂
し
て
戦
後
日
台
関
係
史
研
究
と
し
て

成
立
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

日
華
断
交
以
前
に
も
存
在
す
る
、
戦
前
か
ら
の

日
台
関
係
、
そ
し
て
日
華
断
交
後
も
存
在
す
る

日
華
関
係
を
も
包
括
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
魅
力
的
な
分
析
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
の
提

示
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
〉
1
〈

う
。

　
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
の
二
重
関
係
に
つ
い
て

第
八
、
九
章
で
叙
述
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
よ

り
前
の
章
で
は
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は

言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
著
者
の
問
題

意
識
と
し
て
一
貫
し
て
存
在
し
て
お
り
、
ま
た

副
題
に
「
日
華
断
交
」
と
の
用
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
本
書
の
分
析
射
程
が
日
華
断
交

前
後
の
日
華
関
係
に
よ
り
注
が
れ
て
い
る
こ
と

も
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
華
断

交
の
以
前
と
以
後
の
時
期
を
包
摂
で
き
る
有
用

な
枠
組
み
ゆ
え
に
、
日
華
断
交
ま
で
の
時
期
を
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扱
っ
た
章
に
お
い
て
も
二
重
関
係
の
実
態
に
つ

い
て
、
も
う
少
し
触
れ
て
欲
し
か
っ
た
。

　
第
三
に
、
台
湾
に
あ
る
中
華
民
国
の
外
交
が

直
面
し
た
課
題
を
原
則
と
現
実
と
の
せ
め
ぎ
合

い
と
の
視
点
か
ら
描
き
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

二
で
記
し
た
よ
う
に
、
戦
後
台
湾
の
外
交
の
所

与
条
件
と
し
て
の
原
則
と
現
実
と
の
相
克
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
国
民
党
政
府
が
取
り
得

る
選
択
の
範
囲
、
そ
し
て
選
択
さ
れ
た
対
応
策

の
限
界
が
明
瞭
と
な
り
、
さ
ら
に
国
民
党
政
府

の
外
交
の
す
べ
て
が
画
一
的
で
硬
直
し
た
も
の

で
は
な
く
、
時
に
は
現
実
に
即
し
た
対
応
を
試

み
る
と
の
意
味
で
の
柔
軟
さ
を
持
っ
て
い
た
こ

と
を
も
解
き
明
か
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
分
析
視
角

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
分
析
視
角
は
日
華
断
交
以
降
の
分
析

（
第
七
章
以
降
）
で
特
に
明
瞭
と
な
っ
て
い
る

が
、
原
則
と
現
実
と
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
日
華

断
交
に
先
立
つ
米
台
関
係
の
章
（
第
三
章
）
で

ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
外

交
部
長
を
経
て
駐
米
大
使
と
な
っ
た
葉
公
超
の

解
任
を
、
現
実
に
よ
り
即
し
た
対
応
を
重
視
す

る
勢
力
の
後
退
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
。
こ

の
「
葉
公
超
路
線
」
の
後
退
に
つ
い
て
、
米
台

関
係
に
関
心
持
つ
評
者
は
、
類
書
に
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
、
白
眉
の
指
摘
で
あ
る
と
感
じ

た
。
そ
し
て
こ
の
指
摘
は
、
外
交
の
実
質
的
な

政
策
決
定
過
程
が
外
交
部
か
ら
総
統
府
へ
と
移

行
す
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　
第
四
に
、
日
華
間
の
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
の
意

義
と
そ
の
分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
非
公
式

チ
ャ
ネ
ル
と
は
、
非
公
式
で
あ
り
な
が
ら
公
的

文
書
と
し
て
事
実
上
扱
わ
れ
た
吉
田
書
簡
の
類

か
ら
非
公
開
の
交
渉
外
交
ま
で
、
担
い
手
と
し

て
は
外
交
官
か
ら
国
民
党
の
党
務
官
僚
ま
で
を

指
し
て
い
る
。
本
書
で
は
、
国
民
党
政
府
に
よ

る
外
交
チ
ャ
ネ
ル
で
の
強
硬
な
態
度
と
非
公
式

チ
ャ
ネ
ル
で
の
交
渉
と
妥
協
が
詳
し
く
分
析
さ

れ
、
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
で
の
妥
結
が
公
の
政
策

に
ど
の
よ
う
に
帰
結
し
て
い
っ
た
の
か
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
民
党
政
府
の
い
わ
ば

危
機
処
理
パ
タ
ー
ン
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、

本
書
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
五
〇

年
代
の
日
華
関
係
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
国
民
党
政
府
が
、
外
交
チ
ャ
ネ
ル
で
の
強

硬
な
態
度
に
関
わ
ら
ず
、
実
質
的
な
利
益
を
獲

得
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
、
表
面
的
態
度
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
一
種
の

し
た
た
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
対
日
宣
伝
工
作
が
中

国
政
策
の
一
環
で
あ
り
、
そ
れ
が
対
日
政
策
と

絡
み
合
っ
て
い
く
過
程
の
分
析
（
第
五
章
）
は

実
に
興
味
深
い
。
日
華
関
係
の
文
脈
で
は
、
お

そ
ら
く
従
来
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
で
あ

り
、
著
者
の
論
点
の
独
自
性
は
高
く
認
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
、
日
本
共
に
非
公
式

チ
ャ
ネ
ル
の
利
点
を
認
め
て
台
湾
と
の
落
と
し

ど
こ
ろ
を
見
つ
け
よ
う
と
試
み
た
過
程
で
は
あ

る
も
の
の
、
米
国
外
交
も
日
本
外
交
も
一
般
的

に
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
は
常
用
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル
の
活

用
に
よ
る
危
機
処
理
は
日
華
関
係
に
特
有
の
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
中
華
民
国
外
交
の
特
色

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
側
面
を
多
く
含
ん
で

い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
六
一
年
の
国
連
代

表
権
問
題
（
第
三
章
）
で
は
、
米
台
間
の
非
公

式
チ
ャ
ネ
ル
が
最
終
局
面
で
大
き
な
役
割
を
果

た
し
た
が
、
そ
の
叙
述
は
大
き
く
割
か
れ
て
お

ら
ず
、
他
方
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
日
華
関
係
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の
分
析
（
特
に
一
九
六
〇
年
代
日
華
関
係
を

扱
っ
た
第
四
、五
章
）
で
は
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル

で
の
交
渉
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
。
果
た
し

て
米
台
関
係
と
日
華
関
係
で
非
公
式
チ
ャ
ネ
ル

の
役
割
に
差
異
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に

日
華
関
係
に
は
米
台
関
係
に
は
な
い
、
非
公
式

チ
ャ
ネ
ル
の
活
用
を
促
す
個
別
特
殊
性
が
あ
る

の
か
ど
う
か
と
の
疑
問
を
抱
い
た
。

四
　
続
い
て
本
書
全
体
に
わ
た
る
要
望
を
若
干
記

し
た
い
。
ま
ず
、
全
体
の
構
成
で
あ
る
。
先
に

記
し
た
と
お
り
、
本
書
は
全
体
と
し
て
「
台

湾
」
の
抽
出
に
成
功
し
て
い
る
も
の
の
、
分
析

の
対
象
が
米
台
関
係
な
の
か
日
華
日
台
関
係
で

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
台
湾
」
な
の
か
、
い

さ
さ
か
分
散
し
て
し
ま
っ
た
と
の
印
象
が
残

る
。
前
半
の
二
章
は
一
九
五
〇
年
代
と
一
九
六

一
年
の
米
台
関
係
、
そ
れ
に
続
く
六
章
が
日
華

断
交
を
は
さ
む
日
華
、
日
台
関
係
で
あ
り
、
ま

た
米
台
関
係
で
は
端
的
に
は
中
華
民
国
と
し
て

の
原
則
と
現
実
と
の
相
克
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
日
華
関
係
で
は
変
容
に
向
け
た
実
質
的
準

備
段
階
と
変
容
過
程
が
焦
点
で
あ
る
。
確
か
に

一
九
五
〇
年
代
、
国
民
党
政
府
の
台
湾
移
転
後

の
外
交
課
題
と
東
ア
ジ
ア
冷
戦
状
況
と
を
考
え

る
と
、
米
国
の
役
割
が
非
常
に
大
き
い
た
め

に
、
中
華
民
国
の
外
交
を
検
討
す
る
た
め
に

は
対
米
関
係
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
も
米
国
の
役
割
は
変

わ
ら
ず
大
き
く
、
ま
た
一
九
五
〇
年
代
の
日
華

関
係
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
日
華
関
係
に
比

し
て
重
要
で
は
な
い
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
現
在
の
「
台
湾
外
交
の
起
源
」
が

一
九
七
〇
年
代
初
期
で
あ
っ
て
も
、
本
書
で
繰

り
返
し
言
及
さ
れ
る
通
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
実

質
的
な
準
備
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
原
則
と
現
実
と
の
間
で
せ
め
ぎ
合

う
戦
後
台
湾
外
交
に
は
連
続
性
が
あ
る
が
、
そ

の
一
方
で
断
絶
も
存
在
す
る
。
日
華
関
係
を
分

析
の
主
軸
に
据
え
る
本
書
に
お
い
て
は
、
一
九

五
〇
年
代
・
一
九
六
一
年
の
米
台
関
係
と
一
九

六
〇
年
代
以
降
の
日
華
関
係
と
の
連
関
性
、
そ

し
て
一
九
五
〇
年
代
・
一
九
六
〇
年
代
を
扱
っ

た
章
と
「
台
湾
外
交
の
起
源
」
と
さ
れ
る
章
以

降
と
の
連
続
と
断
絶
の
説
明
が
も
う
少
し
多
け

れ
ば
、
読
者
の
便
に
大
い
に
供
し
た
と
思
わ
れ

る
。

　
戦
後
日
本
に
お
け
る
台
湾
へ
の
ま
な
ざ
し

は
、
台
湾
の
民
主
化
と
台
湾
化
（
本
土
化
）
の

進
展
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
研
究
者
の
関
心
を
集
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
一
般
の
耳
目
を
も
集
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
、

「
台
湾
外
交
」
の
「
台
湾
」
が
意
味
す
る
も
の

と
は
何
か
、
そ
の
外
交
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
て
き
た
の
か
は
、
長
く
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
本
書
の
刊
行
は
時
期
を
得
た
も
の

と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、「
台
湾
」
外
交
と

言
及
す
る
場
合
、
二
つ
の
側
面
が
あ
ろ
う
。
第

一
に
「
中
華
民
国
か
ら
の
転
換
」（
本
書
副
題
）

を
促
さ
れ
た
結
果
と
し
て
変
容
し
た
外
交
、
第

二
に
「
台
湾
」
化
を
受
け
た
外
交
で
あ
る
。
第

一
の
点
は
、
本
書
の
多
く
の
章
で
「
過
渡
期
」

と
し
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
の

点
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
台
湾
の
民
主
化
と
台
湾
化
を
受
け
た
外
交
、

時
期
的
に
は
李
登
輝
時
代
以
降
の
外
交
は
、
中

華
人
民
共
和
国
と
は
異
な
る
存
在
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
「
台
湾
」
と
し
て
の
独

自
の
価
値
を
持
つ
存
在
と
し
て
国
際
社
会
へ
ア

ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ



230

う
か
。
そ
こ
で
は
、
国
際
社
会
で
孤
立
し
つ
つ

も
生
存
空
間
を
確
保
し
拡
大
さ
せ
る
た
め
に
、

「
中
国
」
と
し
て
で
は
な
く
「
台
湾
」
と
し
て

の
存
在
感
が
強
調
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え

る
。
戦
後
台
湾
史
に
お
い
て
、
外
交
に
お
け

る
「
台
湾
」
外
交
の
準
備
期
間
は
同
時
に
社
会

の
台
湾
化
の
準
備
期
間
で
も
あ
っ
た
。
外
交
は

内
政
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
統

一
か
、
独
立
か
、
は
た
ま
た
「
現
状
維
持
の
再

生
産
」
か
の
行
方
は
不
透
明
で
あ
り
、
学
術
的

考
察
に
馴
染
ま
な
い
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
現
時
点
で
の
「
台
湾
」
の
外
交
を
歴
史
的

に
考
察
し
て
描
き
出
す
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
一
般
の
読
者
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
に

関
心
を
持
っ
て
本
書
を
手
に
取
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
、「
台
湾
」
外
交
へ
の
「
過
渡
期
」

を
扱
っ
た
著
作
に
対
し
て
、
無
い
物
ね
だ
り
を

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
著
者
は

承
知
の
上
で
行
論
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
も

し
か
す
る
と
「
台
湾
」
を
見
つ
め
る
著
者
の
立

ち
位
置
の
現
れ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
で
あ
っ
て
も
、
現
在
の
台
湾
を
と
り
ま
く
状

況
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
外
交
に
つ
い
て
の
知

見
を
深
め
よ
う
と
本
書
を
手
に
取
る
読
者
は
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、「
台
湾
」
外
交
の
形
成
、
す
な
わ
ち
蔣
経

国
時
代
で
区
切
り
を
つ
け
た
本
書
は
い
さ
さ
か

禁
欲
的
で
あ
っ
た
と
感
じ
た
。
著
者
に
よ
る

「
台
湾
」
外
交
形
成
後
の
議
論
を
ぜ
ひ
と
も
読

ん
で
み
た
い
。

　
も
っ
と
も
、
本
書
の
価
値
の
中
心
は
、
書
名

通
り
『
台
湾
外
交
の
形
成
』
期
間
を
実
証
的
に

分
析
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、「
過
渡
期
」
以
降

の
台
湾
外
交
の
位
置
づ
け
は
、
評
者
を
含
め
た

読
者
の
我
々
に
提
示
さ
れ
た
、
今
後
深
め
て
い

く
べ
き
課
題
と
も
い
え
る
。
本
書
に
よ
っ
て
、

台
湾
の
外
交
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
新
た
な
一
歩

を
踏
み
出
し
た
。
本
書
は
、
分
析
視
角
の
設
定

や
広
範
な
史
料
を
用
い
た
検
討
手
法
だ
け
で
は

な
く
、
研
究
へ
の
真
摯
な
姿
勢
を
も
含
め
て
、

今
後
の
研
究
で
大
い
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
本
書
の
刊
行
を
契
機
に
「
台
湾
外
交

史
」
に
関
わ
る
議
論
の
活
発
化
を
大
い
に
期
待

し
た
い
。
そ
れ
は
、
台
湾
を
め
ぐ
る
国
際
政
治

史
、
日
台
関
係
史
、
米
台
関
係
史
、
さ
ら
に
中

台
関
係
史
の
研
究
領
域
を
一
層
深
化
さ
せ
、
新

し
い
知
見
や
従
来
と
は
異
な
る
様
相
を
提
示
し

て
く
れ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら

に
我
々
が
触
れ
た
と
き
、
本
書
は
今
一
度
高
く

評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

注
〈
1
〉 

日
華
日
台
二
重
関
係
の
提
示
は
本
書
よ
り

も
前
に
刊
行
さ
れ
た
共
著
の
方
が
早
い
。
同
書

で
著
者
は
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で

を
扱
っ
た
章
を
主
に
担
当
し
て
い
る
。
川
島
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・
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水
麗
・
松
田
康
博
・
楊
永
明
『
日
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係
史 1945 ‒2008

』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
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九
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（
増
補
版
あ
り
）。


