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今
年
三
月
二
十
一
日
に
台
湾
で
李
登
輝
前
総
統
に
お

会
い
し
た
。
福
岡
地
震
の
翌
日
で
も
あ
り
、
対
談
は
李

登
輝
氏
の
「
家
族
は
大
丈
夫
で
す
か
」
と
い
う
思
い
や

り
の
あ
る
言
葉
か
ら
始
ま
っ
た
。

私
に
は
、
以
前
か
ら
、
李
登
輝
氏
に
会
う
と
き
は
是

非
聞
き
た
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
司
馬
遼

太
郎
氏
の
『
台
湾
紀
行
』
の
最
後
の
舞
台
で
あ
る
花
蓮

「
太タ

魯ロ

閣コ

」
に
つ
い
て
の
話
題
で
あ
る
。

李
登
輝
氏
の
答
え
は
、
私
の
脳
裏
に
へ
ば
り
つ
い
た

花
蓮
・
太
魯
閣
の
霧
と
雨
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を
晴
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
台
湾
の
歴
史
を
語
る
の
に
最
も
ふ
さ

わ
し
い
「
太
魯
閣
族
」
と
「
太
魯
閣
公
道
」
建
設
の
歴

史
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

司
馬
遼
太
郎
氏
が
「
こ
ん
ど
は
東
部
の
山
地
に
ゆ
き

ま
す
が
」
と
李
登
輝
氏
に
語
っ
た
の
に
対
し
て
、
花
蓮

に
は「
ボ
ク
が
案
内
す
る
」と
李
登
輝
氏
が
提
案
し
た
。

司
馬
遼
太
郎
氏
は
「
こ
ん
な
え
ら
い
人
に
案
内
さ
れ
て

は
た
ま
ら
な
い
と
お
も
い
つ
つ
」、
と
も
か
く
も
、
断

っ
た
。「
と
こ
ろ
が
、こ
の
人
は
首
を
か
し
げ
た
ま
ま
、

『
し
か
し
、（
山
地
の
）
歴
史
を
知
ら
ん
⋮
⋮
』
と
い
っ

た
。だ
か
ら
自
分
が
案
内
せ
ね
ば
、と
い
う
の
で
あ
る
」。

　

司
馬
遼
太
郎
氏
が
花
蓮
市
内
に
入
っ
た
翌
日
の
夜
、

宿
泊
先
の
中
信
ホ
テ
ル
に
李
登
輝
総
統
が
奥
様
と
嫁
と

孫
娘
を
連
れ
て
訪
ね
て
き
た
。
李
登
輝
氏
は
、
翌
朝
、

「
断
崖
と
絶
壁
と
急
流
の
景
勝
」
で
あ
る
「
太
魯
閣
」

を
案
内
し
た
い
と
提
案
し
た
。
し
か
し
、
司
馬
遼
太
郎

氏
は
、「
景
勝
よ
り
も
朝
寝
が
い
い
」
と
決
め
て
李
登

輝
氏
の
案
内
を
断
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
既
に
司

馬
遼
太
郎
氏
は
体
調
を
崩
し
て
い
た
た
め
、
李
登
輝
氏

の
太
魯
閣
へ
の
誘
い
を
断
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
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「
太
魯
閣
」
は
「
太
魯
閣
峡
谷
」
と
い
わ
れ
る
二
十

七
の
高
山
か
ら
な
る
。
壮
麗
な
清
水
断
崖
が
あ
り
、
三

千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
谷
間
の
地
、
所
謂

「
景
勝
の
地
」で
あ
る
。
対
談
の
際
に
、李
登
輝
氏
は「
山

全
体
が
マ
ー
ブ
ル
（
大
理
石
）
な
の
だ
よ
」
と
言
わ
れ

た
。
さ
ら
に
「
将
来
は
太
魯
閣
を
世
界
遺
産
に
し
た
い

と
考
え
て
い
る
」
と
も
い
わ
れ
た
。

太
魯
閣
の
切
り
立
っ
た
尾
根
に
縫
う
よ
う
に
道
が
彫

ら
れ
て
い
る
。「
太
魯
閣
公
道
」
で
あ
る
。

李
登
輝
氏
の
説
明
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
台
湾
に
は
も

と
も
と
山
岳
地
帯
に
住
む
「
高た
か

砂さ
ご

族
」
と
低
地
に
住
む

「
平へ
い

埔ほ

族
」
の
二
種
類
の
原
住
民
が
居
た
。
や
が
て
中

国
大
陸
か
ら
渡
っ
て
来
た
人
々
と
混
血
し
、「
平
埔
族
」

の
人
々
は
い
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
台
湾
人
の

祖
先
で
あ
る
。「
台
湾
人
に
中
国
人
の
お
じ
い
さ
ん
は

い
る
け
れ
ど
も
、中
国
か
ら
の
お
祖
母
さ
ん
は
い
な
い
」

と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

「
太
魯
閣
公
道
」
建
設
の
歴
史
は
百
年
で
あ
る
。
日

本
が
台
湾
を
植
民
地
と
し
て
以
来
、
高
砂
族
を
宥
和
す

る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
政
策
が
採
ら
れ
た
。
時
に
は
反

抗
に
会
い
高
砂
族
征
伐
も
行
わ
れ
た
。
征
伐
す
る
た
め

に
太
魯
閣
公
道
の
建
設
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
李

登
輝
氏
の
父
は
当
時
警
察
官
で
あ
り
、
こ
の
征
伐
に
向

か
う
警
官
を
派
遣
す
る
と
き
に
関
わ
り
あ
っ
た
そ
う
で

あ
る
。
李
登
輝
氏
と
太
魯
閣
族
と
の
関
係
を
物
語
る
一

つ
で
あ
る
。

李
登
輝
氏
は
も
と
も
と
農
業
経
済
学
が
専
門
で
あ

る
。
彼
の
説
明
で
は
、
当
時
の
台
湾
の
農
業
研
究
は
三

つ
の
分
野
に
分
か
れ
て
い
た
。
①「
サ
ト
ウ
キ
ビ
生
産
」

に
つ
い
て
の
研
究
分
野
と
②
「
高
砂
族
の
農
業
と
そ
の

指
導
」
に
つ
い
て
の
研
究
分
野
、
そ
し
て
、
③
「
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
農
業
」に
つ
い
て
の
研
究
分
野
で
あ
っ
た
。

李
登
輝
氏
が
選
択
し
た
の
が
「
高
砂
族
の
農
業
と
そ
の

指
導
」
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
関
係
で
霧
社
に

居
た
こ
と
が
あ
る
と
話
さ
れ
た
。「
焼
き
畑
農
業
を
止

め
さ
せ
、
定
置
の
畑
作
を
指
導
す
る
た
め
だ
よ
」
と
話

さ
れ
た
。
李
登
輝
氏
と
高
砂
族
と
の
も
う
一
つ
の
関
係

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

『
台
湾
紀
行
』
に
お
い
て
、
李
登
輝
氏
が
司
馬
遼
太

郎
氏
に
説
明
し
た
か
っ
た
内
容
が
、
こ
の
太
魯
閣
・
高

砂
族
と
李
登
輝
氏
と
の
関
係
を
通
し
た
台
湾
の
歴
史
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。


