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台
湾
は
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ら
う
か
。
独
立
の
政
府
、
独
立
の

国
軍
を
保
持
し
た
主
権
独
立
国
家
と
し
て
現
状
の
ま
ま
持
続
す

る
の
か
。
そ
れ
と
も
中
華
人
民
共
和
国
台
湾
省
と
な
つ
て
中
国

の
版
図
に
編
入
さ
れ
、
中
国
共
産
党
の
独
裁
支
配
下
に
立
つ
こ

と
に
な
る
の
か
。

後
者
の
道
は
「
漢
賊
並
び
立
た
ず
」
と
宣
言
し
、「
大
陸
反

攻
」
を
呼
号
し
て
い
た
蔣
介
石
時
代
に
は
有
り
得
な
い
こ
と
だ

つ
た
。
白
色
テ
ロ
が
横
行
し
一
党
独
裁
の
専
制
体
制
の
時
代
で

は
あ
つ
て
も
、
冷
戦
中
の
西
側
陣
営
に
属
し
、
中
共
の
攻
勢
は

断
乎
と
し
て
拒
否
し
た
。
李
登
輝
総
統
時
代
に
な
る
と
、
自
由

化
、
民
主
化
が
大
幅
に
進
み
、
完
全
な
民
主
主
義
国
家
と
し
て

の
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。
陳
水
扁
政
権
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向

は
さ
ら
に
持
続
強
化
さ
れ
、
国
民
の
台
湾
人
意
識
も
不
動
の
も

の
と
な
つ
た
。
従
つ
て
独
立
国
家
主
権
を
否
定
し
て
ま
で
台
湾

が
対
中
接
近
を
図
る
こ
と
な
ど
は
予
想
も
さ
れ
な
か
つ
た
。

に
も
拘
ら
ず
、
昨
年
五
月
馬
英
九
政
権
の
発
足
以
来
の
対
中

外
交
は
国
家
存
立
の
基
本
原
則
ま
で
揺
が
し
て
ゐ
る
や
う
に
見

え
る
。
馬
英
九
総
統
が
二
千
三
百
万
の
国
民
を
擁
す
る
台
湾
を

独
立
国
家
と
し
て
認
識
し
て
ゐ
る
の
か
否
か
、
不
明
だ
か
ら
で

あ
る
。

中
国
は
台
湾
に
と
つ
て
通
常
の
「
外
国
」
で
は
な
い
。「
台

湾
は
中
華
人
民
共
和
国
の
不
可
分
の
領
土
で
あ
る
」
と
い
ふ
中

国
の
主
張
は
建
国
以
来
の
大
方
針
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
反
国

家
分
裂
法
」
を
制
定
し
て
台
湾
の
独
立
宣
言
は
も
と
よ
り
、
現

状
維
持
論
す
ら
も
国
家
に
対
す
る
反
逆
だ
と
し
て
い
つ
で
も
武

力
侵
攻
を
発
動
す
る
法
的
根
拠
と
し
て
ゐ
る
。
さ
ら
に
台
湾
に

照
準
を
合
せ
た
千
数
百
発
の
ミ
サ
イ
ル
を
配
備
し
、
台
湾
侵
攻

の
体
制
を
整
へ
て
ゐ
る
。
最
近
で
は
民
間
旅
客
機
を
利
用
し
た

台
湾
の
将
来
は
日
本
の
安
全
に
と
つ
て
死
活
問
題

馬
英
九
政
権
は
大
丈
夫
か

会
長
・
前
拓
殖
大
学
総
長

小お

田だ

村む
ら　

四し

郎ろ
う
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強
襲
部
隊
演
習
ま
で
行
つ
た
と
い
ふ
。
胡
錦
濤
政
権
が
一
時
的

に
台
湾
に
柔
軟
姿
勢
を
示
し
た
と
し
て
も
、
台
湾
併
合
の
基
本

方
針
を
変
更
し
た
こ
と
は
な
い
（
訪
中
し
た
長
谷
川
産
経
新
聞

台
北
支
局
長
に
対
し
、
中
国
高
官
は
「
中
台
統
一
の
戦
略
目
標

に
変
化
は
な
い
。
政
治
的
妥
協
は
し
な
い
」
と
明
言
し
た
と
い

ふ
）。
要
す
る
に
中
国
は
台
湾
に
と
つ
て
台
湾
併
合
を
現
実
に

呼
号
し
て
ゐ
る
敵
性
国
家
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
対
中
外
交

は
台
湾
の
存
立
を
左
右
す
る
死
活
的
問
題
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

し
か
し
馬
英
九
政
権
に
そ
の
や
う
な
認
識
が
果
た
し
て
あ
る
だ

ら
う
か
。

先
づ
、
馬
総
統
は
就
任
演
説
に
お
い
て
は
日
台
関
係
に
つ
い

て
は
一
言
も
触
れ
る
こ
と
な
く
、
中
台
交
流
に
関
し
て
中
国
国

民
の
こ
と
を
十
三
億
「
同
胞
」
と
呼
び
、
四
川
大
地
震
の
際
も

同
じ
言
葉
を
使
つ
た
と
い
ふ
。
し
か
し
「
同
胞
」
と
は
親
族
、

広
く
は
自
国
民
に
対
し
て
使
用
す
る
用
語
で
あ
り
、
外
国
人
を

同
胞
と
は
呼
ば
な
い
（
戦
時
中
、
我
々
は
台
湾
人
、
朝
鮮
人
を

「
台
湾
同
胞
」「
半
島
同
胞
」
と
呼
ん
で
ゐ
た
）。
ま
た
陳
政
権

時
代
、
正
名
運
動
に
よ
つ
て
折
角
「
台
湾
郵
政
」
と
改
称
し
た

の
を
再
び
「
中
華
郵
政
」
に
戻
し
、
郵
便
切
手
か
ら
「
台
湾
」

の
二
字
が
消
え
た
と
い
ふ
（
旅
券
か
ら
も
「
台
湾
」
の
呼
称
を

消
し
た
と
い
ふ
）。
馬
英
九
氏
は
選
挙
中
、「
台
湾
化
路
線
」
を

強
調
し
、「
台
湾
を
愛
す
る
十
二
項
目
建
設
」
を
掲
げ
、
極
力

「
台
湾
語
」
を
使
用
し
民
家
に
宿
泊
す
る
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
示
し
た
が
、
権
力
を
握
る
や
正
反
対
と
な
つ
た
。
中
西

輝
政
京
大
教
授
は
「
こ
れ
は
政
治
に
お
け
る
中
華
的
伝
統
の
最

大
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
『
欺ぎ

騸へ
ん

』
と
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な

い
」（『
覇
権
の
終
焉
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
と
言
は
れ
る
。
台
湾

国
民
は
完
全
に
欺
か
れ
た
と
言
へ
よ
う
。

か
く
し
て
台
中
交
渉
は
「
九
二
年
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」（
九
二

年
の
両
岸
交
渉
で
解
釈
は
双
方
で
異
な
る
が
「
一
つ
の
中
国
」

で
合
意
し
た
と
の
説
。
し
か
し
当
時
の
李
登
輝
総
統
も
当
事
者

だ
っ
た
故
辜
振
甫
氏
も
、
そ
の
や
う
な
合
意
は
存
在
し
な
か
つ

た
と
否
定
し
て
を
り
、
中
国
側
の
一
方
的
宣
伝
と
見
ら
れ
る
）

に
基
い
て
加
速
度
的
に
進
展
し
、
懸
案
だ
つ
た
三
通
（
通
商
、

通
航
、
通
信
）
も
中
国
観
光
客
の
大
幅
増
加
、
人
民
元
の
使
用

も
合
意
さ
れ
た
。
そ
の
社
会
的
影
響
や
治
安
問
題
も
無
視
で
き

な
い
が
、
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
中
台
経
済
の
一
体
化
を
図
り
統
一

の
基
盤
を
固
め
る
、
と
い
ふ
の
が
中
国
側
の
戦
略
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
対
す
る
台
湾
側
の
防
衛
態
勢
は
殆
ん
ど
報
道
さ
れ
て

ゐ
な
い
。
寧
ろ
無
警
戒
な
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
何
よ
り
も

問
題
な
の
は
、
台
湾
に
自
ら
の
国
家
主
権
を
守
り
抜
く
決
意
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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九
月
三
日
、
馬
総
統
は
外
国
記
者
に
対
し
、
両
岸
関
係
は
、

「
あ
る
種
の
特
別
な
地
域
と
地
域
の
関
係
で
、
国
と
国
と
の
関

係
で
は
な
い
」
と
述
べ
、「
基
本
的
に
双
方
の
関
係
は
『
二
つ

の
中
国
』
で
は
な
い
」
と
も
言
つ
た
と
い
ふ
。
し
か
し
、
大
陸

を
領
有
す
る
中
華
人
民
共
和
国
が
単
な
る
地
域
で
は
な
く
独
立

国
家
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
疑
は
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
に
対
す
る
台
湾
が
「
地
域
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
馬
発

言
は
明
ら
か
に
台
湾
の
国
家
性
、
国
家
主
権
を
否
定
し
た
も
の

で
あ
る
。
他
方
、
馬
総
統
は
十
一
月
十
六
日
の
憲
法
学
会
で
、

「
中
国
大
陸
は
中
華
民
国
領
、
台
湾
は
中
華
民
国
の
一
地
区

だ
」
と
述
べ
た
と
い
ふ
。
大
陸
に
反
攻
し
て
こ
れ
を
中
共
か
ら

奪
回
す
る
計
画
な
ら
ば
格
別
、
そ
の
や
う
な
意
志
は
見
え
な
い

か
ら
こ
の
言
明
は
馬
氏
の
空
想
に
す
ぎ
な
い
が
、
台
湾
が
中
華

民
国
領
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
台
湾
を
領
有
し
て
ゐ
な
い
中
華
人

民
共
和
国
と
中
華
民
国
と
は
「
一
つ
の
中
国
」
で
は
な
く
明
ら

か
に
「
二
つ
の
中
国
」
で
は
な
い
か
。

こ
の
や
う
に
国
家
の
存
在
に
関
す
る
馬
総
統
の
発
言
は
混
乱

し
矛
盾
し
て
を
り
、
到
底
中
国
側
の
攻
勢
に
耐
へ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
逆
に
「
台
湾
は
大
陸
中
国
の
不
可
分
の
領
土
」
だ

と
す
る
中
国
側
の
主
張
と
基
本
的
に
一
致
し
て
を
り
、
両
岸
関

係
は
「
中
国
の
内
政
問
題
」
だ
と
す
る
中
国
側
の
主
張
に
同
調

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
国
の
元
首
自
ら
自
国
の
主
権
を

否
定
し
た
も
の
で
、
李
登
輝
氏
が
強
く
批
判
さ
れ
る
の
も
当
然

で
あ
ら
う
。

十
一
月
三
日
、
北
京
か
ら
直
行
便
で
「
中
国
両
岸
関
係
協

会
」
代
表
の
陳
雲
林
氏
が
来
台
し
た
。
そ
の
際
、
陳
氏
と
の
会

見
の
際
に
は
、
馬
氏
自
ら
「
総
統
」
を
名
乗
ら
ず
、
陳
氏
に
も

自
分
を
「
総
統
」
と
呼
ば
せ
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
完
全
な
中
国

へ
の
屈
服
で
あ
り
、
統
一
へ
大
き
く
一
歩
を
踏
み
出
し
た
も
の

で
あ
る
。「
統
一
せ
ず
」、「
独
立
せ
ず
」
は
馬
氏
の
選
挙
公
約

で
あ
つ
た
が
、
実
質
的
な
統
合
を
進
め
、
統
一
文
書
署
名
だ
け

を
残
す
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。「
こ
れ
程
真
実
を
巧
妙

に
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
公
約
は
、
世
界
の
政
治
史
に
も
あ
ま

り
例
が
な
い
」
と
い
ふ
人
も
ゐ
る
由
で
あ
る
（
中
西
、
前
掲

書
）。さ

て
、
中
台
接
近
と
反
比
例
し
て
疎
隔
し
つ
つ
あ
る
日
台
関

係
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
省
略
す
る
。

台
湾
の
将
来
が
我
が
国
の
安
全
に
と
つ
て
死
活
問
題
で
あ
る

以
上
、
我
々
は
日
本
国
民
と
し
て
深
甚
な
危
惧
を
禁
じ
得
な

い
。
志
あ
る
台
湾
の
方
々
と
提
携
し
て
、
台
湾
の
独
立
確
保
の

た
め
に
努
力
し
て
ゆ
く
以
外
に
こ
の
難
局
を
打
開
す
る
道
は
な

い
で
あ
ら
う
。


