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竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
と
台
湾
の
政
治
改
革
―
江
口
克
彦
社
長
の
提
言 

二
〇
〇
九
年
九
月
六
日
（
於
高
知
県
） 

は
し
が
き 

高
知
県
日
華
親
善
協
会
の
稲
田
覺
（
イ
ナ
ダ 

サ
ト
ル
）
会
長
を
は
じ
め
、
ご
来
賓
の
皆
様
こ
ん
に

ち
は
！
台
湾
の
李
登
輝
で
す
。 

 

こ
の
度
、
「
東
京
青
年
会
議
所
六
十
周
年
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
講
演
す
る
よ
う
、
栂
野
理
事
長
や
幹
部

の
方
々
か
ら
私
に
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
熱
心
な
日
本
の
若
き
青
年
の
要
請
に
応
じ
て
日
本
に
参
り
ま

し
た
。 
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目
下
日
本
に
存
在
す
る
政
治
的
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
方
法
な
き
や
と
、
色
々
考
え
ま
し
た
が
、

結
果
と
し
て
、
高
知
県
出
身
の
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
か
ら
観
た
現
在
の
日
本
の
政
治
態
勢
と
い

う
テ
ー
マ
に
し
ま
し
た
。 

 
 

せ
っ
か
く
、
東
京
で
竜
馬
の
話
を
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
故
郷
で
あ
る
高
知
県
を
訪
れ
、
記
念
館

や
竜
馬
の
銅
像
を
訪
問
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。 

本
日
、
実
際
に
高
知
県
に
伺
う
こ
と
が
出
来
、
こ
の
よ
う
な
形
で
皆
様
の
歓
迎
を
受
け
、
心
か
ら
う

れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 
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今
日
は
皆
様
に
お
目
に
か
か
っ
た
時
、
何
を
お
話
し
た
ら
よ
い
か
と
ず
っ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。 

 

平
成
九
年
四
月
二
十
九
日
、
私
が
総
統
と
し
て
台
湾
の
民
主
化
と
自
由
化
に
努
力
奮
闘
し
て
い
る
時
、

Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
社
長
の
江
口
克
彦
社
長
か
ら
、
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
た
激
励
の
お
手
紙

を
頂
き
ま
し
た
。 

竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
て
の
私
へ
の
提
言
は
、
非
常
に
意
義
深
く
、
総
統
で
あ
る
私
に
大
き

な
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
江
口
社
長
か
ら
の
総
統
た
る
私
へ
の
提
言
の
内
容
を

今
日
、
高
知
県
の
皆
様
方
に
伝
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 
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台
湾
の
政
治
改
革
が
、
竜
馬
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
る
こ
と
は
長
い
間
明
ら
か
に
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
本
日
こ
の
竜
馬
の
生
地
、
高
知
県
の
友
人
に
、
伝
え
る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
と
同
時
に
、
皆
様

へ
の
感
謝
の
意
を
こ
こ
に
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 二
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
託
し
た
江
口
先
生
の
提
言 

 

江
口
先
生
か
ら
台
湾
の
総
統
に
対
し
て
な
さ
れ
た
好
意
的
な
「
船
中
八
策
」
に
託
し
て
の
提
案
を
見

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

 

第
一
議 

天
下
の
政
権
を
朝
廷
に
奉
還
せ
し
め
、
政
令
よ
ろ
し
く
朝
廷
よ
り
出
ず
べ
き
こ
と
。 
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こ
れ
は
倒
幕
で
は
な
く
、「
大
政
奉
還
」
に
よ
る
新
政
府
の
樹
立
を
企
図
し
た
も
の
で
、
徳
川
家
の

将
軍
位
返
上
に
よ
っ
て
、
平
和
裡
に
維
新
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
。 

 

幕
府
を
「
対
中
統
一
派
」、
薩
長
の
倒
幕
派
を
「
台
湾
独
立
派
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な

い
朝
廷
（
総
統
府
）
に
政
治
権
力
を
糾
合
し
て
、
「
普
通
の
民
主
主
義
国
」
に
な
る
、
す
な
わ
ち
大
陸

中
国
の
よ
う
な
「
党
が
あ
っ
て
政
府
が
あ
る
」
と
い
う
一
党
独
裁
政
治
か
ら
完
全
に
脱
却
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。 

 

李
総
統
は
昨
年
三
月
、
す
で
に
中
国
政
治
史
上
初
め
て
の
民
選
総
統
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
近
々
、

憲
法
改
正
を
行
わ
れ
て
、
民
主
政
治
国
・
中
華
民
国
の
実
を
あ
げ
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
す
ま
す

こ
の
路
線
を
お
進
め
に
な
ら
れ
ま
す
こ
と
を
！ 
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第
二
議 
上
下
議
政
局
を
設
け
、
議
員
を
置
き
て
、
万
機
を
参
賛
せ
し
め
。
万
機
よ
ろ
し
く
公
議
に
決

す
べ
き
こ
と
。  

 

一
般
に
「
公
議
政
体
」
論
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
将
軍
に
よ
る
独
裁
支
配 

か
ら
脱
却
す
る
方
途
と
し
て
、
議
会
政
府
の
振
興
を
説
い
た
の
も
坂
本
竜
馬
の
特 

徴
で
す
。 

 

李
総
統
は
現
在
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
総
統
府
と
「
立
法
院
」
を
強
化
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
型
な
い
し

フ
ラ
ン
ス
型
の
民
主
政
治
を
台
湾
に
実
現
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
拝
察
い
た
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
明

治
維
新
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
、
じ
つ
に
的
確
な
ご
方
針
だ
と
考
え
ま
す
。 
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願
わ
く
ば
、
議
会
政
治
と
と
も
に
、
議
会
外
交
を
も
振
興
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
議
会
、
そ
し
て
日
本
の

国
会
と
も
興
隆
を
盛
ん
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
先
日
、
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
米
国
下
院
議
長
が
台

湾
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
大
き
な
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
と
き
適
切
な
議
員
交
流
の

場
、
た
と
え
ば
下
院
議
長
の
立
法
院
で
の
演
説
等
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
す
が
、
今
後
ま

た
そ
の
機
会
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
日
本
に
も
、
衆
参
両
院
議
員
を
結
束
さ
せ
た
「
日
華
議
員
懇

談
会
」
が
先
ご
ろ
発
足
し
て
い
ま
す
。 

 

議
会
政
治
が
活
性
化
す
る
こ
と
は
、
香
港
統
治
を
世
界
注
視
の
な
か
で
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
大
陸
中

国
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
台
湾
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
計

り
知
れ
な
い
プ
ラ
ス
を
も
た
ら
す
は
ず
で
す
。 
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第
三
議 
有
材
の
公
卿
・
諸
侯
お
よ
び
天
下
の
人
材
を
顧
問
に
備
え
、
官 

爵
を
賜
い
、
よ
ろ
し
く
従
来
有
名
無
実
の
官
を
除
く
べ
き
こ
と
。 

 

こ
れ
は
維
新
な
っ
た
あ
と
の
新
政
府
の
障
害
を
、
倒
幕
・
佐
幕
の
別
な
く
、
能
力
に
よ
っ
て
整
え
る

べ
し
と
の
意
味
で
す
。 

 

台
湾
に
お
い
て
は
、
国
民
党
と
民
進
党
、
な
い
し
「
本
省
人
と
外
省
人
」
の
反
目
が
依
然
と
し
て
残

っ
て
い
る
と
伺
い
ま
す
が
、
総
統
府
の
人
材
登
用
は
そ
の
両
者
の
和
解
を
象
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
李
総
統
は
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
改
革
の
実
を
あ
げ
て
お
ら

れ
ま
す
。 
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さ
ら
に
、
こ
の
た
び
有
名
無
実
の
官
、
「
台
湾
省
」
な
ど
の
凍
結
を
英
断
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
じ
く

喜
び
に
耐
え
ま
せ
ん
。 

 

第
四
議 

外
国
の
交
際
広
く
公
議
を
と
り
、
新
た
に
至
当
の
規
約
を
立
つ
べ
き
こ
と
。 

 

当
時
、
日
本
は
開
国
か
攘
夷
か
で
国
論
が
二
分
し
、
幕
府
も
そ
の
両
者
を
朝
令
暮
改
す
る
あ
り
さ
ま

で
し
た
。
し
か
し
こ
こ
に
坂
本
の
あ
げ
た
条
約
改
正
問
題
は
、
維
新
後
も
明
治
政
府
の
重
要
外
交
案
件

と
し
て
残
り
つ
づ
け
、
そ
の
解
決
は
後
世
に
託
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
意
味
で
、
外
交
上
の
問
題
解
決
は
、
拙
速
を
避
け
、
実
務
的
に
事
実
を
積
み
重
ね
て
お
ら
れ
る

総
統
の
叡
智
に
敬
意
を
表
さ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 
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も
し
「
三
通
」
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
な
ら
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
、
お
よ
び
広
く
世
界
と
の
通
商
、

通
航
、
通
信
を
第
一
に
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
日
本
は
残
念
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
外

交
支
援
が
で
き
る
立
場
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
米
関
係
が
外
交
の
機
軸
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
ア

メ
リ
カ
次
第
」
で
す
。 

 

第
五
議 

古
来
の
律
令
を
折
衷
し
、
新
た
に
無
窮
の
大
典
を
撰
定
す
べ
き
こ
と
。  

 

憲
法
制
定
の
す
す
め
で
す
が
、
す
で
に
李
総
統
は
「
憲
法
改
正
」
を
政
治
日
程
に
の
ぼ
ら
せ
て
お
ら

れ
ま
す
。
第
一
議
か
ら
第
三
議
ま
で
は
、
同
時
に
憲
法
問
題
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
改
革
の
実
績
を
踏

み
固
め
ら
れ
る
意
味
で
、
重
要
な
ご
英
断
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
「
蒙
蔵
委
員
会
」
の
縮
小
・
廃
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止
等
で
、
大
陸
中
国
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
明
に
さ
れ
る
ご
予
定
と
う
か
が
っ
て
、
喜
ば
し
い
限
り

で
す
。 

 

第
六
議 

海
軍
よ
ろ
し
く
拡
張
す
べ
き
こ
と
。 

 

 

大
陸
中
国
は
い
わ
ゆ
る
「
近
海
防
衛
戦
略
」
を
掲
げ
て
、
空
母
を
保
有
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
な
ど
、

沿
岸
地
域
へ
の
兵
力
投
入
能
力
を
た
か
め
つ
つ
あ
る
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
、
通
商
路
の
安

全
が
国
民
経
済
の
重
大
な
生
命
線
で
あ
る
極
東
諸
国
は
、
誰
し
も
無
関
心
で
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

 

第
七
議 

御
親
兵
を
置
き
、
帝
都
を
守
衛
せ
し
む
る
べ
き
こ
と
。  
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御
親
兵
と
は
、
朝
廷
の
直
属
軍
を
意
味
し
ま
す
。
当
時
、
幕
府
と
諸
藩
は
軍
事
力
を
も
っ
て
い
ま
し

た
が
、「
国
軍
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

今
日
、
国
土
防
衛
の
主
力
は
空
軍
で
す
か
ら
、
李
総
統
が
お
進
め
の
「F16 150

機
配
備
計
画
」
は
、

ま
さ
に
御
親
兵
を
整
え
ら
れ
る
こ
と
と
同
義
で
し
ょ
う
。 

 

昨
年
三
月
の
総
統
選
挙
中
の
大
陸
中
国
の
軍
事
演
習
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
極
東
ア
ジ
ア
の

安
全
保
障
上
に
も
っ
て
い
る
意
味
は
、
ど
れ
だ
け
高
く
評
価
し
て
も
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。 

 

第
八
議 

金
銀
物
価
よ
ろ
し
く
外
国
と
平
均
の
法
を
設
く
る
べ
き
こ
と
。 

 

幕
末
当
時
、
日
本
の
金
銀
交
換
比
率
は
国
際
社
会
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
た
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め
に
莫
大
な
額
の
金
流
出
が
起
こ
り
ま
し
た
。
事
ほ
ど
左
様
に
、
国
際
標
準
に
合
致
し
な
い
商
慣
行
を

放
置
す
る
こ
と
は
、
国
民
経
済
を
疲
弊
さ
せ
る
も
と
と
の
認
識
で
す
。 

 

今
日
、
米
中
間
は
知
的
所
有
権
の
保
護
等
の
問
題
で
、
最
恵
国
待
遇
が
問
題
に
な
る
ほ
ど
の
係
争
を

展
開
中
で
す
が
、
台
湾
に
お
か
れ
て
は
、
大
陸
に
先
駆
け
て
商
業
法
制
な
ど
を
世
界
標
準
化
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
米
国
と
の
標
準
化
を
心
掛
け
て
お
ら
れ
る
も
の
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。 

  

以
上
、
坂
本
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
に
寄
せ
て
、
私
た
ち
の
拙
い
思
い
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
い
さ
さ
か
な
り
と
も
お
役
に
立
ち
ま
す
れ
ば
幸
い
で
す
。 
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三
、
お
手
紙
の
要
点 

以
上
江
口
先
生
の
お
手
紙
の
内
容
を
引
用
し
ま
し
た
が
、
こ
の
中
で
い
く
つ
か
の
重
点
を
ま
と
め
て

み
ま
し
ょ
う
。 

（
一
） 

明
治
維
新
を
動
か
し
た
憂
国
の
志
士
は
殆
ど
三
〇
代
の
青
年
達
で
し
た
。
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
の

諸
藩
が
後
ろ
盾
で
し
た
。
坂
本
竜
馬
は
徳
川
家
幕
府
の
重
役
で
あ
る
勝
海
舟
を
師
と
し
て
そ
の
教

え
を
受
け
て
い
る
ほ
ど
、
徳
川
末
期
に
於
け
る
若
者
た
ち
が
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
、
政
治
改
革

の
必
要
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。 

（
二
）
坂
本
竜
馬
が
長
崎
か
ら
京
に
上
る
船
の
中
で
、
政
治
改
革
を
八
ヶ
条
に
ま
と
め
た
こ
と
は
、
そ
の
時

の
青
年
達
が
只
、
血
気
に
事
を
進
め
た
の
で
な
く
、
如
何
に
よ
く
国
勢
を
了
解
し
、
国
運
を
一
己
の
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使
命
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
で
す
。 

（
三
）
江
口
社
長
は
当
時
の
台
湾
内
外
情
勢
と
私
の
国
家
主
張
を
か
な
り
了
解
し
て
お
り
、
坂
本
竜
馬
の
「
船

中
八
策
」
に
託
し
て
提
言
な
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
結
論
と
し
て
い

え
ば
、（
一
）
日
本
の
若
き
青
年
達
に
と
っ
て
、
竜
馬
の
「
船
中
八
策
」
は
、
古
今
中
外
を
問
わ
ず
、

大
き
な
誇
り
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
若
き
青
年
達
が
命
を
賭
し
て
の
実
践
は
、
万
世
の
歴
史
に
永

く
残
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
（
二
）
日
本
だ
け
で
な
く
、
台
湾
に
住
む
我
々
に
も
、「
船
中
八
策
」

は
、
非
常
に
重
要
な
政
治
改
革
の
方
向
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
れ
が
私
の
言
う
脱
古
改
新
、
即
ち
中
国

的
政
治
文
化
に
対
す
る
離
脱
で
あ
っ
た
こ
と
と
共
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
誇
り
を
持
っ
て
実
践
に

当
た
る
使
命
感
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。 
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四
、
結
論 

 
 

政
治
は
常
に
改
革
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
民
の
生
活
が
変
わ
り
、
国
際
的
環
境
が
絶

え
ず
変
化
す
る
か
ら
で
す
。
台
湾
は
今
、
最
大
の
政
治
改
革
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
若
い
青
年
た

ち
が
志
を
高
く
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
す
。 

 
 

素
晴
ら
し
い
台
湾
を
築
く
た
め
、
若
い
人
々
が
立
ち
上
が
る
こ
と
を
、
私
は
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま

す
。 

 
 

ま
た
、
更
に
一
層
、
良
き
台
湾
と
日
本
の
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
、
台
湾
の
若
者
た
ち
と
日
本
の

友
達
と
が
力
と
心
を
合
わ
せ
て
下
さ
る
こ
と
を
切
に
お
願
い
し
、
私
の
皆
さ
ん
方
へ
の
お
話
と
さ
せ
て
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い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 


