
1－戦後初期における台湾の法的地位問題と台湾人エリートの政治展望（陳）

一
、
戦
後
初
期
の
歴
史
と
現
代
台
湾

１
９
４
５
年
８
月
の
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
か
ら
60
年
と
い
う
長
い
歳
月
が
過
ぎ
た
が
、
現
在
台
湾
で
起
き
て
い
る
政
治
論
争
は
、
依

然
と
し
て
戦
後
台
湾
が
置
か
れ
た
処
理
問
題
と
密
接
に
関
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
戦
後
、
台
湾
の
主
権
は
中
華
民
国
に
帰

属
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

現
在
身
柄
を
拘
置
さ
れ
て
い
る
陳
水
扁
前
総
統
は
２
０
０
９
年
９
月
、
オ
バ
マ
米
大
統
領
に
対
し
、「
戦
後
台
湾
は
連
合
国
軍
に
よ
っ

て
接
収
さ
れ
た
の
に
過
ぎ
ず
、
１
９
５
１
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
平
和
条
約
の
中
で
も
中
華
民
国
へ
の
帰
属
が
主
張
さ
れ
て
い
な

い
、
よ
っ
て
台
湾
住
民
は
現
在
で
も
占
領
国
で
あ
る
米
国
軍
事
政
府
の
管
轄
の
下
で
保
障
さ
れ
る
基
本
的
権
利
を
享
受
で
き
、
自
分
も
中

華
民
国
の
法
律
に
管
轄
さ
れ
な
い
」
と
主
張
し
た

（
１
）

。
こ
れ
は
典
型
的
な
「
台
湾
地
位
未
定
論
」
で
あ
り
、
中
華
民
国
は
台
湾
の
主
権
を
有

し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
極
的
に
国
民
党
政
府
は
長
期
に
わ
た
り
、
カ
イ
ロ
宣
言
に
よ
っ
て
台
湾
の
主
権
は
中
華
民

国
に
返
還
さ
れ
た
と
主
張
し
て
お
り
、
台
湾
地
位
未
定
論
と
激
し
く
対
峙
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
国
民
党
政
権
下
で
国
史
館
林

満
紅
館
長
は
こ
の
主
張
を
修
正
し
、
１
９
５
２
年
の
日
華
平
和
条
約
に
よ
っ
て
、
台
湾
の
主
権
が
中
華
民
国
に
移
転
し
た
と
強
調
し
て
お

り
、
カ
イ
ロ
宣
言
の
有
効
性
は
敢
え
て
主
張
し
て
い
な
い

（
２
）

。
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こ
れ
ら
以
外
に
も
、
戦
後
、
果
た
し
て
台
湾
民
衆
の
中
に
独
立
を
要
求
す
る
主
張
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
争
点
と
な
っ
て

い
る
。
国
民
党
政
府
は
こ
れ
ま
で
、
日
本
の
敗
戦
後
、
台
湾
人
は
中
国
政
府
に
よ
る
接
収
と
統
治
を
歓
迎
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
た
が
、

近
年
、
あ
る
研
究
者
は
辜
振
甫
等
の
エ
リ
ー
ト
が
独
立
運
動
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
戦
後
初
期
の
台
湾
人
は
国

民
政
府
の
統
治
を
歓
迎
し
て
お
ら
ず
、
台
湾
独
立
を
主
張
す
る
な
ど
別
の
見
解
も
出
て
き
て
い
る

（
３
）

。

戦
後
、
多
く
の
植
民
地
が
そ
の
支
配
か
ら
脱
却
し
、
独
立
し
て
い
く
中
で
、
台
湾
は
五
十
年
前
の
「
祖
国
」
に
接
収
さ
れ
た
。
そ
し
て

国
民
党
に
よ
る
統
治
は
二
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
台
湾
島
全
域
の
反
抗
行
動
―
二
二
八
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
台
湾
人
と
中
国
か
ら
の

統
治
者
と
の
関
係
を
複
雑
か
つ
緊
張
化
さ
せ
た
。
戦
後
初
期
、
お
よ
そ
１
９
４
５
年
か
ら
１
９
４
７
年
か
け
て
、
中
国
と
台
湾
の
間
に
は

急
速
で
激
烈
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
初
期
の
こ
の
間
の
歴
史
は
、
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
台
湾
島
上
の
住
民
に
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。

現
在
の
台
湾
に
お
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
問
題
は
依
然
と
し
て
も
つ
れ
た
ま
ま
で
、
か
け
離
れ
た
政
治
的
見
解
を
持
つ
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ

自
分
に
有
利
な
歴
史
的
証
拠
を
探
し
、
主
張
す
る
と
い
う
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
国
家
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
固
ま
っ
た
歴
史

教
育
で
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
も
の
だ
が
、
台
湾
の
場
合
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
論
争
が
な
お
社
会
に

存
在
し
て
い
る
た
め
、
異
な
る
政
治
的
立
場
を
持
つ
人
々
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
歴
史
論
述
を
展
開
し
、
極
端
に
激
し
い
対
峙
を
招
く
と

い
う
全
く
逆
の
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
に
生
き
る
人
々
は
、
そ
の
政
治
的
主
張
の
不
一
致
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
か
ら
証
拠
を
探
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
上
の

そ
の
当
事
者
は
未
来
を
予
知
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
様
々
な
躊
躇
や
矛
盾
を
抱
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
自
ら
の

研
究
が
歴
史
事
実
か
ら
離
れ
な
い
た
め
に
、
よ
り
緊
密
的
に
当
時
の
歴
史
的
文
脈
に
近
づ
き
、
当
時
の
人
々
の
選
択
と
限
界
を
理
解
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
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本
稿
で
は
、
ま
ず
戦
後
の
国
際
社
会
は
台
湾
の
法
的
地
位
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
国
民
党
政

府
は
ど
の
よ
う
に
台
湾
を
接
収
し
た
か
を
検
討
し
、
さ
ら
に
、
歴
史
の
分
岐
点
に
差
し
掛
か
っ
た
台
湾
人
は
、
将
来
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
理
想
を
思
い
描
い
て
い
た
の
か
の
検
証
を
試
み
る
。
こ
の
三
つ
の
側
面
か
ら
戦
後
の
歴
史
を
整
理
す
れ
ば
、
歴
史
の
多
面
性
が
見
え
て

く
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
台
湾
社
会
に
お
い
て
異
な
る
立
場
の
人
々
の
対
話
の
基
礎
と
な
る
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二
　
台
湾
接
収
と
台
湾
人
の
国
籍
問
題

国
民
党
政
府
は
現
在
で
も
、
台
湾
は
１
９
４
３
年
12
月
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
よ
っ
て
中
国
に
帰
属
し
た
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
だ

が
、
カ
イ
ロ
宣
言
が
本
当
に
台
湾
の
主
権
帰
属
を
決
定
づ
け
る
法
的
効
力
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
論
議
の
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
戦
後
の
台
湾
の
接
収
過
程
に
お
け
る
台
湾
人
の
国
籍
問
題
、
及
び
連
合
国
の
台
湾
主
権
帰
属
に
対
す
る
見
解
を
見

て
い
く
。

（
一
）
台
湾
接
収
―
連
合
国
軍
に
よ
る
占
領
？
中
国
に
よ
る
復
帰
？

カ
イ
ロ
会
議
が
開
か
れ
る
前
、
国
民
政
府
は
台
湾
を
復
帰
さ
せ
よ
う
と
い
う
明
確
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
。
重
慶
で
活
動
し
て

い
る
台
湾
人
が
台
湾
建
省
、
台
湾
復
帰
を
吹
聴
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
民
政
府
の
外
交
部
、
内
政
部
、
国
防
最
高
委
員
会
は
、
台

湾
帰
属
問
題
に
対
し
て
関
心
を
も
た
な
か
っ
た

（
４
）

。
と
こ
ろ
が
、
１
９
４
３
年
の
カ
イ
ロ
会
議
後
、
国
民
政
府
は
「
台
湾
復
帰
」
の
事
前
工

作
に
取
り
掛
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
当
時
の
関
連
書
類
、
公
文
書
を
見
る
と
、
１
９
４
４
年
３
月
に
、
蒋
介
石
が
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
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対
日
工
作
委
員
会
に
、
台
湾
復
帰
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
指
示
し
て
お
り
、
対
日
工
作
委
員
会
主
任
委
員
の
王

生
は
そ
れ
を
受
け
、

台
湾
を
復
帰
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
中
国
側
に
よ
っ
て
軍
事
政
府
を
設
立
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
の
王

生
の
提
案
に
対
し
、
外
交
部
は
異
な
る
見
解
を
示
し
た
。
外
交
部
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

（
台
湾
問
題
は
、）
連
合
国
軍
が
極
東
と
太
平
洋
で
の
作
戦
に
お
い
て
、
奪
還
、
占
領
し
た
地
域
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
く
か

と
い
う
問
題
の
一
環
で
あ
り
、
よ
っ
て
目
下
我
々
は
台
湾
の
管
理
問
題
に
向
け
て
方
策
を
立
て
る
べ
か
ら
ず
、
こ
の
戦
区
全
体
の
局

面
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
全
般
的
な
計
画
（
台
湾
を
含
む
）
を
立
て
、
米
英
両
国
と
交
渉
す
べ
し
…
。﹇
傍
線
部
は
引
用
者
、
以

下
同
じ
﹈（
中
略
）
原
則
と
し
て
、
そ
れ
が
中
国
本
来
の
領
土
で
あ
れ
、
カ
イ
ロ
会
議
で
約
束
さ
れ
た
中
国
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
領

土
で
あ
れ
、
占
領
さ
れ
た
日
本
領
土
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
事
責
任
は
占
領
軍
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
中
国
軍
が
接

収
に
実
質
的
に
関
わ
ら
な
く
て
も
、
事
態
を
把
握
す
る
た
め
、
軍
事
人
員
を
派
遣
し
、
連
合
国
軍
の
軍
事
機
構
に
加
わ
り
議
論
に
参

加
さ
せ
る
べ
し

（
５
）

。

外
交
部
の
こ
の
提
案
か
ら
、
戦
後
台
湾
の
接
収
問
題
は
中
国
一
国
独
自
で
決
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
連
合
国
軍
全
体
に
お
け
る
接

収
計
画
の
一
環
と
し
て
、
中
国
が
米
英
両
国
と
の
交
渉
の
下
、
接
収
に
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と

わ
か
る
。
蒋
介
石
は
外
交
部
か
ら
の
こ
の
提
案
を
受
け
、
台
湾
問
題
に
つ
い
て
は
、
外
交
部
が
ま
ず
「
極
東
戦
区
に
お
け
る
奪
還
及
び
占

領
地
域
行
政
管
理
協
議
草
案
（
遠
東
戰
區

收
復

領
地
域
行
政
管
理
協
議
草
案
）」
を
起
草
し
、
米
英
と
交
渉
を
行
い
、
そ
の
交
渉

結
果
の
趣
旨
な
ら
び
に
台
湾
現
地
の
実
際
の
状
況
に
基
づ
い
て
、
米
英
と
具
体
的
な
管
理
方
策
を
決
定
す
べ
き
と
指
示
し
た

（
６
）

。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
国
民
政
府
は
戦
後
の
台
湾
を
同
盟
軍
の
占
領
地
域
と
見
な
し
て
お
り
、
中
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国
政
府
の
領
土
と
見
な
し
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
そ
の
台
湾
を
占
領
す
る
こ
と
は
主
権
移
転
の
問
題
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と
認
識
し
て
い
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
結
果
、
王

生
の
提
案
は
見
送
ら
れ
、
同
年
４
月
、
蒋
介
石
は
軍
事
委
員
会
中
央
設
計
局
の
中
で
台
湾
調
査
委
員
会
を

設
立
し
、
台
湾
接
収
の
事
項
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
争
終
結
の
１
９
４
５
年
９
月
、
中
国
戦
区
最
高
司
令
官
の
蒋
介
石
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

（D
ouglas

M
acA

rthur

）
が
日
本
に
下
し
た
一
般
命
令
第
一
号
を
根
拠
に
、
中
国
戦
区
に
お
け
る
中
華
民
国
（
遼
寧
、
吉
林
、
黒
竜
江
三

省
は
含
ま
ず
）、
台
湾
、
そ
し
て
北
緯
16
度
以
北
の
仏
領
ベ
ト
ナ
ム
の
域
を
接
収
す
る
と
し
た

（
７
）

。

軍
事
計
画
と
し
て
の
台
湾
占
領
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
湾
調
査
委
員
会
の
本
来
の
提
案
は
適
用
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
た

め
、
行
政
院
が
台
湾
接
収
に
つ
い
て
の
会
議
を
取
り
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
、
米
中
連
合
協
商
の
討
論
の
場
に
提
出
さ
れ
、
１
９
４

５
年
８
月
25
日
に
「
台
湾
復
帰
計
画
綱
領
（
台
灣
收
復
計
畫
綱
領
）」
が
完
成
し
た
。
そ
の
綱
領
は
蒋
介
石
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
、
さ
ら

に
計
画
大
綱
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、「（
部
隊
が
台
湾
へ
赴
く
際
）
運
送
及
び
援
護
は
米
軍
が
受
け
持
つ
」、「
上
陸
占

領
と
日
本
軍
の
武
装
解
除
と
い
う
接
収
時
期
に
お
い
て
、
海
域
、
空
域
の
援
護
は
米
軍
が
担
当
、
ま
た
米
国
側
が
連
絡
組
織
を
派
遣
し
、

中
米
両
軍
の
連
絡
を
保
つ
」
を
含
む
な
ど

（
８
）

、
米
軍
が
中
国
軍
に
よ
る
台
湾
占
領
に
協
力
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
年
10
月
25
日
、「
中
国
台
湾
省
行
政
長
官
兼
警
備
総
司
令
二
級
上
将
」
の
陳
儀
は
投
降
式
典
に
て
、「
台
湾
、
澎
湖
列
島
地
区
に
お
け

る
日
本
陸
海
空
軍
及
び
補
助
部
隊
の
投
降
を
接
収
す
る
と
い
う
の
は
、
台
湾
、
澎
湖
列
島
の
領
土
、
人
民
、
統
治
権
、
軍
政
施
設
な
ら
び

に
資
産
を
接
収
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
宣
告
し
た

（
９
）

。
台
湾
で
軍
事
占
領
を
担
当
し
た
陳
儀
は
、
台
湾
の
領
土
、
人
民
、
そ
し
て
統
治
権

の
み
に
触
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
主
権
帰
属
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
国
民
政
府
は
、
戦
後
の
台
湾
接
収
問
題
は
、
連
合
国
軍
に
よ
る
軍
事
占
領

の
一
環
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
認
識
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
実
施
に
は
米
軍
の
協
力
を
必
要
と
し
て
い
た
。
長
年
に
わ
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た
り
国
民
政
府
が
説
明
し
て
き
た
カ
イ
ロ
宣
言
に
よ
る
台
湾
復
帰
は
、
事
実
と
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
ニ
）
台
湾
人
の
国
籍
問
題
―
戦
勝
国
民
か
、
敗
戦
国
民
か
、
そ
れ
と
も
第
三
国
民
か
。

上
述
し
た
よ
う
に
中
国
政
府
は
、
台
湾
接
収
そ
の
も
の
が
主
権
移
転
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
明
ら
か
に
認
識
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
一
方
的
に
台
湾
住
民
の
中
国
国
籍
復
帰
を
宣
告
し
た
。

国
民
政
府
行
政
院
が
１
９
４
６
年
１
月
12
日
に
訓
令
を
布
告
し
、
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。

察
す
る
よ
う
に
、
台
湾
住
民
は
そ
も
そ
も
我
が
国
の
国
民
で
あ
り
、
敵
の
侵
略
に
よ
っ
て
国
籍
を
喪
失
し
た
も
の
の
、
現
在
そ
の

国
土
は
再
び
盛
り
返
し
た
。
本
来
我
が
国
の
国
民
で
あ
る
台
湾
住
民
は
34
年
10
月
25
日
を
以
っ
て
国
籍
を
復
帰
さ
せ
る

（
10
）

。

同
年
６
月
４
日
に
は
行
政
院
院
会
（
閣
議
）
に
て
「
在
外
台
僑
国
籍
処
理
弁
法
（
在
外
台
僑
國
籍
處
理

法
）」
が
通
過
さ
れ
、
中
国

国
籍
に
復
帰
し
た
海
外
台
僑
の
法
的
地
位
と
そ
の
待
遇
は
、
一
般
の
華
僑
と
同
一
視
す
べ
き
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た

（
11
）

。
こ
れ
を
受
け
て
行

政
院
秘
書
処
も
外
交
部
に
指
示
し
、
在
外
大
使
館
及
び
領
事
館
に
電
報
を
打
ち
、
各
駐
在
国
政
府
に
連
絡
さ
せ
た

（
12
）

。

中
国
政
府
が
台
湾
住
民
の
国
籍
復
帰
を
言
明
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
逸
話
が
論
争
を
招
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
行
政
院
は
訓
令
で
台

湾
住
民
は
１
９
４
５
年
10
月
25
日
か
ら
中
華
民
国
国
籍
に
復
帰
す
る
べ
き
で
あ
る
宣
告
し
た
が
、
司
法
院
行
政
部
が
編
纂
し
た
『
中
華
民

国
司
法
法
令
類
纂
（
中
華
民
國
司
法
法
令
彙
編
）』
の
、「
台
湾
住
民
国
籍
の
復
帰
に
関
す
る
法
令
（
恢
復
台
灣
人
民
國
籍
令
）」
と
い
う

事
項
に
お
い
て
は
、
台
湾
住
民
は
１
９
４
５
年
12
月
25
日
か
ら
中
華
民
国
の
国
籍
へ
復
帰
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
在
外
公
館
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と
駐
在
国
の
混
乱
を
招
き
、
査
証
の
確
認
を
求
め
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う

（
13
）

。
中
国
自
ら
が
台
湾
住
民
の
中
国
国
籍
の
復
帰
を
公
言

し
た
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
疑
問
点
が
浮
か
び
上
が
る
。

第
一
に
、
中
国
政
府
は
国
際
公
法
と
国
際
慣
例
を
も
の
と
も
せ
ず
、
平
和
条
約
が
未
だ
調
印
さ
れ
て
お
ら
ず
、
台
湾
の
主
権
移
転
も
ま

だ
実
施
さ
れ
て
い
な
い
時
に
、
一
方
的
に
台
湾
住
民
の
国
籍
は
中
華
民
国
と
公
言
し
た
。

第
二
に
、
中
華
民
国
は
１
９
１
２
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
台
湾
住
民
は
日
本
帝
国
の
国
民
で
あ
る
た
め
中
華
民
国

の
国
籍
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
取
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
、「
復
帰
」
と
言
え
る
の
か
。

第
三
に
、
行
政
院
と
司
法
院
の
国
籍
復
帰
時
期
の
基
本
的
見
解
が
混
乱
か
つ
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
政
府
が
国
籍
復
帰
に
関

す
る
諸
問
題
に
対
し
着
実
か
つ
綿
密
な
研
究
計
画
を
練
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
中
国
政
府
が
一
方
的
に
台
湾
人
の
国
籍
帰
属
を
規
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
国
際
社
会
は
ど
う
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
容
認
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

戦
後
、
日
本
や
東
南
ア
ジ
ア
に
居
留
し
て
い
た
多
く
の
台
湾
人
は
引
き
揚
げ
を
待
っ
て
い
た
。
中
国
政
府
が
台
湾
人
の
中
国
国
籍
の

復
帰
を
宣
告
し
、
さ
ら
に
各
国
の
大
使
館
に
台
僑
を
中
華
民
国
国
民
と
し
て
扱
う
よ
う
公
文
で
要
請
す
る
中
で
、
米
・
英
・
蘭
な
ど
の
連

合
国
は
同
意
せ
ず
、
海
外
台
湾
人
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
論
議
を
呼
ん
だ
。
中
国
政
府
は
そ
の
中
で
も
米

国
と
英
国
の
見
解
を
重
要
視
し
て
い
た
。

１
９
４
６
年
９
月
に
、
英
国
駐
華
大
使
館
は
中
華
民
国
外
交
部
に
公
文
を
送
り
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

台
湾
島
が
中
国
に
移
転
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
、
英
国
政
府
は
１
９
４
３
年
12
月
１
日
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
し
か
し
連
合
国
の
こ
の
宣
言
に
よ
る
だ
け
で
は
、
台
湾
の
主
権
が
日
本
か
ら
中
国
に
渡
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
日
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本
と
の
平
和
条
約
の
締
結
、
或
い
は
他
の
正
式
的
な
外
交
手
続
き
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ゆ
え
に
、
台
湾
は
中
国
政
府
に
統
治
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
台
湾
人
が
既
に
中
国
国
籍
に
復
帰
し
た
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
認
め
か
ね
る

（
14
）

。

さ
ら
に
米
国
国
務
省
は
１
９
４
６
年
11
月
27
日
に
中
華
民
国
の
駐
米
大
使
館
に
覚
書
を
提
出
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

二
万
人
に
及
ぶ
台
僑
と
名
乗
る
彼
ら
は
、
戦
争
期
に
敵
国
の
人
民
で
あ
っ
た
が
、
過
去
法
的
手
続
き
に
よ
り
個
別
に
国
籍
を
放
棄

し
た
者
以
外
は
、
日
本
の
法
律
に
よ
っ
て
依
然
と
し
て
日
本
国
籍
を
保
有
す
る
と
見
な
す
。

法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
台
湾
の
主
権
は
今
で
も
正
式
的
に
移
転
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
然
、
適
切
な
時
期
に
割
譲
条
約
を
討
議
し
、

そ
の
条
約
に
基
づ
い
て
主
権
移
転
を
行
い
、
そ
の
際
台
湾
人
の
国
籍
を
変
更
に
つ
い
て
も
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る

（
15
）

。

同
12
月
１
日
、
米
国
外
交
部
は
再
度
中
国
の
駐
米
大
使
館
に
対
し
、
約
二
万
人
の
在
日
台
湾
人
は
戦
時
下
は
敵
国
国
民
の
地
位
に
属
し

て
お
り
、
今
だ
法
的
手
続
き
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
く
、
連
合
国
の
人
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
権
益
は
な
い
。
ま
た
、

法
的
観
点
か
ら
し
て
、
台
湾
主
権
の
移
転
は
未
だ
正
式
に
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
、
海
外
在
住
の
台
湾
人
の
地
位
を
条
約
で
ど
の
よ
う

に
規
定
す
べ
き
か
、
目
下
、
決
定
は
難
し
い
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る

（
16
）

。

中
国
政
府
と
共
に
カ
イ
ロ
宣
言
を
発
表
し
た
米
・
英
両
国
で
さ
え
、
カ
イ
ロ
宣
言
が
、
台
湾
の
主
権
移
転
の
法
的
有
効
性
を
有
す
る
と

は
認
め
て
お
ら
ず
、
他
の
連
合
国
は
尚
更
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
当
局
は
、「
対
日
平
和
条
約
が
未
だ
締
結

さ
れ
る
ま
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
属
地
在
住
の
台
湾
人
の
地
位
は
、
日
本
人
と
同
一
視
す
る
。
故
に
、
台
湾
人
も
敵
国
人
民
と
見
な
す
。」
と

の
見
解
を
示
し
て
い
た

（
17
）

。
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こ
れ
ら
他
国
の
見
解
に
つ
い
て
、
既
に
中
華
民
国
の
外
交
部
は
「
台
僑
の
法
的
地
位
に
関
し
て
、
台
湾
主
権
の
移
転
問
題
に
関
わ
っ
て

お
り
、
カ
イ
ロ
宣
言
を
台
湾
主
権
移
転
の
法
的
根
拠
と
見
な
さ
ず
、
対
日
本
平
和
条
約
の
締
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
明
確
に
認
識
し

て
い
た

（
18
）

。

し
か
し
、
中
国
政
府
は
中
国
が
カ
イ
ロ
宣
言
に
基
づ
い
て
台
湾
を
接
収
し
、
行
政
機
関
を
打
ち
た
て
統
治
を
行
い
、
台
湾
島
上
で
既
に

「
事
実
上
の
主
権
」（D

e
Facto

Sovereignty

）
を
獲
得
し
た
と
し
、
駐
米
大
使
顧
維
鈞
に
、
海
外
台
湾
人
の
華
僑
地
位
を
得
る
た
め
そ
の

事
実
上
の
主
権
を
強
調
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
た

（
19
）

。

こ
の
よ
う
な
国
際
公
法
と
国
際
慣
例
に
合
致
し
な
い
主
張
は
、
最
前
線
で
折
衝
し
て
い
る
中
国
駐
日
代
表
団
を
悩
ま
し
て
い
た
。
中
国

の
駐
日
代
表
団
は
、
台
僑
の
中
国
国
籍
復
帰
の
件
は
米
国
政
府
に
否
決
さ
れ
て
お
り
、
台
湾
人
が
損
を
被
る
の
み
な
ら
ず
、
中
国
政
府
の

威
厳
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
現
実
的
に
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

（
20
）

。
代
表
団
は
外
交
部
に
電
文
を
送
り
、
次
の
よ
う
に
、

よ
り
強
い
法
的
論
拠
を
提
出
し
よ
う
と
要
請
し
た
。

国
際
公
法
に
基
づ
き
、
平
和
条
約
が
調
印
さ
れ
る
ま
で
は
、
在
日
華
僑
は
果
た
し
て
中
国
人
と
す
べ
き
か
、
日
本
人
と
す
べ
き
か
、

或
い
は
解
放
さ
れ
た
人
民
と
す
べ
き
か
、
本
団
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
連
合
国
軍
本
部
と
法
的
な
論
争
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、

ご
存
知
の
限
り
、
カ
イ
ロ
と
ポ
ツ
ダ
ム
の
両
宣
言
の
他
に
、
在
日
台
湾
人
を
中
国
人
と
す
べ
き
と
い
う
見
解
を
支
え
ら
れ
る
国
際
法

上
の
論
拠
或
い
は
国
際
間
の
案
例
が
あ
れ
ば
、
我
々
の
立
場
を
強
め
る
た
め
に
も
ご
教
示
頂
き
た
い
。
も
し
こ
の
ま
ま
我
々
に
米
国

国
務
院
の
見
解
を
動
か
す
よ
う
な
法
的
に
論
拠
が
な
け
れ
ば
…
（
中
略
）
本
部
は
米
国
国
務
院
の
観
点
に
よ
り
、
全
て
の
在
日
台
湾

人
を
解
放
さ
れ
た
人
民
同
然
と
見
な
し
、
連
合
国
人
民
の
地
位
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
膠
着
状
態
に
陥
り
、
対
応
は
極
め
て

困
難
が
生
じ
か
ね
な
い

（
21
）

。
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以
上
こ
れ
ら
歴
史
的
公
文
書
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
政
府
は
台
湾
の
接
収
が
連
合
国
軍
占
領
の
一
環
で
あ
り
、
台
湾
の
主
権
復
帰

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
国
際
公
法
と
国
際
慣
例
に
よ
っ
て
、
台
湾
主
権
の
移

転
と
台
湾
人
の
国
籍
転
換
は
対
日
平
和
条
約
の
締
結
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
米
・
英
な
ど
の
国
々
も
そ
の
よ
う
な
見
解
、
立
場
を
示
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
政
府
は
依
然
と
し
て
連
合
国
軍
と
し
て
の

台
湾
占
領
を
事
実
上
主
権
の
獲
得
と
し
、
一
方
的
に
台
湾
人
中
国
国
籍
の
復
帰
を
宣
告
し
、
台
湾
で
の
統
治
を
始
め
た
。

三
、
国
民
政
府
の
台
湾
統
治

国
民
政
府
は
米
・
英
な
ど
の
連
合
国
の
反
対
を
無
視
し
、
一
方
的
に
台
湾
の
復
帰
を
宣
告
し
、
台
湾
人
の
国
籍
を
中
華
民
国
に
回
復
さ

せ
た
。
し
か
し
中
国
政
府
は
台
湾
人
を
「
同
胞
」
と
見
な
し
、
善
意
を
持
っ
て
対
応
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
一
）
中
国
人
な
の
か
、
日
本
奴
な
の
か
。

台
湾
接
収
の
計
画
と
執
行
を
担
当
し
た
陳
儀
は
、
か
つ
て
１
９
３
５
年
に
中
国
福
建
省
主
席
と
し
て
、
日
本
の
台
湾
領
有
四
十
周
年
博

覧
会
の
視
察
に
台
湾
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
台
湾
通
」
と
自
称
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
陳
儀
は
、
台
湾
人
に
対
し
て
偏
見

を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
１
９
４
４
年
５
月
、
台
湾
接
収
の
根
回
し
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
陳
儀
が
教
育
部
長
陳
立
夫
へ
宛
て
た
手

紙
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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台
湾
は
他
の
各
省
と
違
い
、
敵
に
占
拠
さ
れ
て
か
ら
四
十
九
年
も
経
っ
て
い
た
。
こ
の
四
十
九
年
の
中
に
、
敵
は
手
を
尽
く
し
絶

え
ず
奴
隷
化
教
育
を
行
っ
て
い
た
…
（
中
略
）
台
湾
復
帰
以
後
は
ま
ず
台
湾
人
の
古
い
奴
隷
心
理
を
断
絶
し
、
革
命
の
心
理
に
建
て

直
す
こ
と
で
あ
る

（
22
）

。
…

こ
の
よ
う
な
陳
儀
の
意
図
の
下
、
１
９
４
５
年
３
月
に
完
成
さ
れ
た
「
台
湾
接
管
計
画
綱
要
（
台
灣
接
管
計
劃
綱
要
）」
の
通
則
の
第

四
条
で
は
、「
接
収
後
の
文
化
施
設
は
、
民
族
意
識
の
強
化
、
奴
隷
思
想
の
一
掃
、
教
育
機
会
の
普
及
、
文
化
水
準
の
向
上
を
図
る
べ
き

で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た

（
23
）

。

１
９
４
５
年
10
月
、
陳
儀
が
着
台
後
、
行
政
長
官
公
署
官
員
と
政
府
の
報
道
機
関
は
絶
え
ず
「
日
本
に
よ
る
奴
隷
化
教
育
を
受
け
た
台

湾
人
」
と
い
う
論
調
を
続
け
、
台
湾
人
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
偏
見
は
統
治
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
行
政
長
官
公
署
の
機
関
紙
『
台
湾
新
生
報
』
は
台
湾
接
収
後
、
社
説
、
コ
ラ
ム
、
さ
ら
に
政
府
官
僚
の
談
話
を
通
し
て
、
途
切
れ

る
こ
と
な
く
日
本
統
治
時
代
の
「
愚
民
」、「
毒
化
」、「
奴
隷
化
政
策
」、
ま
た
台
湾
人
の
「
民
族
文
化
の
不
足
」
を
批
判
し
続
け
た

（
24
）

。
そ

し
て
日
本
的
習
慣
と
言
葉
の
改
正
、
国
語
の
推
進
を
強
制
的
に
要
求
し

（
25
）

、「
思
想
の
毒
素
の
一
掃
」
と
「
民
族
精
神
の
発
揚
」
を
呼
び
か

け
て
い
た

（
26
）

。
ま
た
、
１
９
４
６
年
５
月
、
行
政
長
官
公
署
教
育
処
長
で
あ
る
范
寿
康
は
、
台
湾
省
行
政
幹
部
訓
練
団
に
よ
る
講
演
の
場
で
、

台
湾
人
は
日
本
の
「
奴
隷
化
」
と
発
言
、
こ
の
発
言
は
マ
ス
コ
ミ
に
報
道
さ
れ
、
大
き
な
波
紋
を
引
き
起
こ
し
た

（
27
）

。
当
時
一
般
の
台
湾
人

は
、「
范
寿
康
の
失
言
騒
動
」
は
外
省
籍
官
僚
が
持
つ
「
台
湾
人
の
奴
隷
化
」
と
い
う
錯
誤
観
念
か
ら
引
き
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見

な
し
て
い
た

（
28
）

。

統
治
者
か
ら
の
凄
ま
じ
い
「
奴
隷
化
」
と
い
う
批
判
に
対
し
、
台
湾
人
は
反
撃
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
文
化
人
の
王
白
淵
は
１
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９
４
６
年
１
月
に
、『
台
湾
新
生
報
』
に
「
奴
隷
化
」
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
、
強
く
反
発
し
た
。

日
本
統
治
下
で
は
、「
皇
民
化
」
と
い
う
三
文
字
が
台
湾
人
を
苦
し
め
て
い
た
が
、
光
復
後
は
、「
奴
化
」
と
い
う
二
文
字
が
台
湾

人
を
悩
ま
せ
る
。
台
湾
省
の
指
導
者
ら
は
、
口
を
開
け
ば
台
湾
人
の
「
奴
隷
化
」、「
奴
隷
化
」
と
叫
ぶ
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

政
治
、
経
済
、
文
化
、
言
語
、
文
字
の
み
な
ら
ず
、
名
前
さ
え
も
奴
隷
化
し
て
い
る
と
批
判
す
る
と
い
う
。
あ
た
か
も
台
湾
人
が
奴

隷
化
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
台
湾
の
指
導
者
と
し
て
成
り
立
た
た
な
い
よ
う
で
、
政
治
家
と
し
て
の
資
格
も
失
わ
れ
る
か

の
よ
う
な
時
勢
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
光
復
後
着
台
し
た
多
く
の
官
僚
は
、
日
本
が
台
湾
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
「
皇
民
化
」
は
完

全
に
失
敗
し
た
と
吹
聴
し
な
が
ら
も
、
口
を
そ
ろ
え
て
台
湾
人
の
奴
隷
化
と
言
う
の
は
、
矛
盾
し
て
お
り
、
非
常
に
理
屈
に
合
わ
な

い
と
感
じ
さ
せ
る
…
（
中
略
）
台
湾
人
の
多
く
が
日
本
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
疑
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
実
は
些
細
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
よ
り
奴
隷
化
さ
れ
て
い
る
か
さ
れ
て
い
な
い
か
が
本
質
の
問

題
で
あ
る
。
も
し
台
湾
人
が
光
復
に
反
対
し
て
い
た
ら
、
こ
れ
は
本
質
的
に
奴
隷
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
現
実
的
に
台
湾
人
は
誰
も
光
復
を
反
対
せ
ず
、
歓
迎
し
慶
祝
し
て
い
る
も
の
を
、
何
故
「
奴
隷
化
」
と
批
判
し
、
台
湾
人
の
プ

ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

（
29
）

。

王
白
淵
の
こ
の
反
撃
は
「
台
湾
人
奴
隷
化
論
」
に
真
っ
向
か
ら
宣
戦
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、『
民
報
』、『
人
民
導

報
』、『
政
経
報
』、『
新
新
』
な
ど
の
民
間
紙
も
そ
の
後
参
戦
し
統
治
者
と
激
し
く
論
戦
を
繰
り
広
げ
、
そ
れ
は
一
年
も
続
け
ら
れ
た
。

陳
儀
は
「
奴
隷
化
」
を
取
り
除
く
に
は
、「
中
国
化
」
の
道
へ
導
く
こ
と
が
必
要
と
し
た
。
教
育
処
長
の
范
寿
康
は
「
中
国
化
」、「
祖

国
化
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
法
制
制
度
、
②
言
語
文
字
、
③
三
民
主
義
を
中
心
と
す
る
思
想
、
④
生
活
習
慣
（
台
湾
人
は
日
本
の
習
慣
に
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慣
れ
て
お
り
、
心
が
狭
く
せ
っ
か
ち
で
あ
る
）
な
ど
、
こ
れ
ら
を
改
善
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た

（
30
）

。
半
山
分
子
は
１
９
４
６

年
10
月
「
台
湾
憲
政
協
進
会
」
を
成
立
。
先
祖
の
民
族
意
識
の
喚
起
、
民
族
革
命
事
績
の
宣
揚
、
三
民
主
義
思
想
の
擁
護
と
標
榜
し
、

「
台
湾
新
生
祖
国
化
運
動
」
を
発
動
し
、「
新
生
活
運
動
」
を
推
進
し
て
い
た

（
31
）

。

（
ニ
）
歴
史
清
算

１
９
４
５
年
12
月
、
国
民
政
府
は
「
懲
治
漢
奸
条
例
」
を
公
布
し
、
住
民
に
対
し
密
告
を
奨
励
し
、
漢
奸
（
中
国
人
の
裏
切
り
者
）
の

懲
罰
を
拡
大
し
た

（
32
）

。
１
９
４
６
年
１
月
16
日
に
は
台
湾
省
警
備
総
司
令
部
の
官
報
第
56
号
に
て
、
陸
軍
総
司
令
何
応
欽
の
命
令
と
し
て
、

全
国
で
漢
奸
の
総
摘
発
を
行
い
、
台
湾
に
て
そ
の
日
よ
り
二
週
間
、
全
省
民
衆
に
「
過
去
日
寇
が
台
湾
統
治
し
た
際
の
あ
ら
ゆ
る
御
用
漢

奸
の
罪
を
告
発
せ
よ
」
と
訴
い
、
全
省
で
漢
奸
の
総
摘
発
を
行
っ
た
。
ま
た
総
部
は
情
報
は
必
ず
機
密
と
す
る
と
し
、
証
拠
資
料
は
警
備

総
部
参
謀
長
柯
遠
芬
に
送
る
よ
う
促
し
た

（
33
）

。
二
週
間
後
、
民
衆
か
ら
警
備
総
部
に
届
い
た
告
発
書
類
は
３
３
５
通
に
及
ん
だ

（
34
）

。

１
９
４
６
年
３
月
、
警
備
総
司
令
部
は
突
如
、
辜
振
甫
、
林
熊
祥
、
許
丙
、
簡
朗
山
、

再
壽
、

天
馬
、
陳

な
ど
十
数
人
の
台

湾
士
紳
を
、
独
立
を
目
論
む
漢
奸
と
指
摘
し
逮
捕
し
た

（
35
）

。
そ
の
他
百
数
十
人
に
も
上
る
人
々
が
逮
捕
リ
ス
ト
上
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
に

は
、
林
献
堂
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
国
民
政
府
司
法
院
は
１
９
４
６
年
１
月
25
日
に
公
布
し
た
院
解
字
第
３
０
７
８
号
函
と
い
う
公
文
書
に
て
「
台
湾
人
は
、
徴

兵
を
強
い
ら
れ
た
者
で
あ
れ
、
各
地
で
敵
の
傀
儡
組
織
に
仕
え
て
い
た
者
で
あ
れ
、
国
際
法
の
裁
判
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
懲
治
漢
奸

条
例
に
適
用
し
な
い
」
と
定
め
て
い
た

（
36
）

。
時
に
台
湾
を
訪
問
し
て
い
た
監
察
委
員
兼
国
民
党
台
湾
省
党
部
執
行
委
員
の
丘
念
台
は
、「
長

期
間
に
わ
た
り
中
国
国
籍
を
喪
失
し
て
い
た
台
湾
人
民
に
対
し
て
、
政
府
は
漢
奸
と
し
て
罪
を
治
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
過
度
に
突
き
詰
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め
れ
ば
、
台
湾
省
の
各
階
層
人
士
を
扇
動
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
り
、
民
衆
に
心
理
的
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
し
、
行
政
長
官
公
署
が
表
面
に
立

ち
、
し
か
る
べ
く
検
討
し
、「
台
湾
漢
奸
」
の
逮
捕
を
取
り
や
め
る
よ
う
要
請
し
た

（
37
）

。

台
湾
人
に
対
し
て
「
漢
奸
行
為
」
を
突
き
詰
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
で
た
ら
め
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
前
、
台
湾
人
は
日
本
国

民
で
あ
り
、
戦
争
に
お
い
て
中
国
と
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
争
終
結
後
中
国
政
府
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
人
の
行
為

を
突
き
詰
め
始
め
、
中
国
に
対
す
る
忠
誠
さ
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
如
何
に
筋
の
通
ら
な
い
支
離
滅
裂
な
も
の
で
あ
る
と
見
な

し
て
い
た
か
ら
こ
そ
司
法
院
は
、
上
述
の
よ
う
に
台
湾
人
を
「
漢
奸
懲
治
」
か
ら
排
除
す
る
と
説
明
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
陳
儀
政

権
は
再
三
に
わ
た
り
行
政
命
令
を
通
し
て
、
歴
史
清
算
を
図
ろ
う
と
し
た
。

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
は
１
９
４
６
年
１
月
、「
省
県
市
公
職
立
候
補
者
臨
時
檢
覈
実
施
弁
法
（
省
縣
市
公
職
候
選
人
臨
時
檢
覆
實

施

法
）」
を
制
定
し
、
か
つ
て
皇
民
奉
公
会
の
実
際
工
作
を
担
当
し
た
ゆ
え
に
漢
奸
の
疑
い
が
持
た
れ
、
既
に
告
発
さ
れ
た
者
は
、
無

罪
と
判
決
さ
れ
る
前
に
公
職
檢
覈
申
請
の
権
利
を
停
止
す
る
と
し
て

（
38
）

、
一
部
の
人
々
の
参
政
権
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は

上
述
の
司
法
院
に
よ
る
懲
治
漢
奸
条
例
に
適
用
し
な
い
と
い
う
規
定
が
既
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
結
局
、
こ
の
臨
時
檢
覈
実
施
弁

法
は
棚
上
げ
に
さ
れ
た

（
39
）

。

し
か
し
、
同
年
九
月
に
省
・
県
レ
ベ
ル
の
参
議
会
選
挙
が
始
ま
る
と
、
統
治
当
局
は
再
び
こ
の
弁
法
を
取
り
上
げ
盛
り
返
し
た
。
台
湾

省
行
政
長
官
公
署
は
「
台
湾
省
停
止
公
権
人
登
記
規
則
」
を
新
た
に
制
定
し
、
日
本
統
治
時
代
に
皇
民
奉
公
会
の
実
務
業
務
を
担
当
し
、

そ
の
こ
と
か
ら
漢
奸
の
疑
い
で
告
発
さ
れ
た
者
は
、
公
権
停
止
の
範
囲
と
す
る
と
規
定
し
た
。
陳
儀
政
府
は
こ
の
規
則
を
規
定
し
た
理
由

と
し
て
、
健
全
な
地
方
自
治
と
、
選
挙
権
を
濫
用
さ
せ
な
い
た
め
と
し
、
さ
ら
に
過
去
、
敵
の
手
先
と
し
て
業
務
に
遂
行
し
た
者
が
、
こ

の
選
挙
の
機
会
に
付
け
込
み
、
役
職
を
得
て
目
論
む
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
と
し
た

（
40
）

。

公
権
の
剥
奪
は
、
個
人
の
公
私
行
動
に
重
大
な
制
限
を
与
え
た
。
公
民
宣
誓
へ
の
参
加
の
禁
止
、
公
職
選
挙
参
加
の
禁
止
、
各
レ
ベ
ル
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に
お
い
て
の
公
務
員
及
び
弁
護
士
業
務
遂
行
の
禁
止
な
ど
を
含
み
、
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
政
府
は
さ
ら
に
民
衆
に

よ
る
密
告
を
奨
励
し
、
当
時
『
民
報
』
は
こ
の
件
に
つ
い
て
、「
突
然
の
襲
っ
て
き
た
原
子
爆
弾
」、「
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
す
」
と（

41
）

、

『
人
民
導
報
』
は
「
台
湾
に
お
け
る
公
職
追
放
令
」
と
称
さ
れ
た

（
42
）

。

台
湾
省
行
政
長
官
公
署
の
下
、
か
つ
て
皇
民
奉
公
会
の
業
務
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
調
査
が
各
県
市
で
行
わ
れ
、
民
衆
に
よ
る
告
発

を
も
駆
り
立
て
た
。
１
９
４
６
年
10
月
中
旬
に
第
一
段
階
が
完
成
し
、
元
皇
民
奉
公
会
参
加
者
と
認
定
さ
れ
た
者
は
１
９
２
名
に
上
っ
た

（
43
）

。

１
９
４
７
年
２
月
に
は
、
今
後
、
憲
政
と
地
方
自
治
実
施
さ
れ
れ
ば
、
元
皇
民
奉
公
会
関
係
者
の
檢
覈
は
取
り
消
さ
れ
る
と
マ
ス
コ
ミ
に

よ
っ
て
報
道
さ
れ
た

（
44
）

。

「
台
湾
人
停
止
公
権
人
登
記
規
則
」
は
日
本
統
治
時
代
に
お
け
る
日
本
国
民
と
し
て
の
台
湾
人
が
、
中
国
に
対
し
て
の
政
治
忠
誠
を
検

証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
的
に
は
元
皇
民
奉
公
会
の
職
務
に
関
与
、
も
し
く
は
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
た
人
々
が
公
職
の
選
挙

に
出
る
機
会
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
。

五
十
年
に
わ
た
る
日
本
の
植
民
地
統
治
の
功
罪
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
当
時
の
台
湾
人
の
行
為
を
如
何
に
反
省
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
は
、
歴
史
清
算
の
一
環
で
あ
り
、
社
会
的
な
共
同
価
値
と
集
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
樹
立
す
る
た
め
に
重
要
な
手
段
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
清
算
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
も
の
な
の
か
。
特
に
歴
史
的
背
景
が
他
の
植
民
地
に
比
べ
複
雑
だ
っ
た

台
湾
の
場
合
、
さ
ら
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

戦
後
初
期
の
台
湾
社
会
に
お
い
て
自
主
を
求
め
る
動
き
が
一
時
的
に
現
れ
た
。
御
用
紳
士
に
対
し
過
去
の
行
為
を
反
省
す
る
べ
き
だ
と

い
う
声
が
現
れ
、
そ
れ
は
日
本
統
治
時
代
で
の
植
民
地
政
府
の
協
力
者
に
対
し
て
、
批
判
や
社
会
的
な
圧
力
を
か
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
民
間
側
か
ら
の
自
主
的
な
動
き
で
は
ま
た
拡
大
で
き
ず
、
陳
儀
政
府
に
よ
っ
て
台
湾
人
の
中
国
に
対
す
る
政
治
忠

誠
の
検
証
を
目
標
と
し
た
上
か
ら
下
へ
の
政
治
清
算
が
絶
え
ず
襲
来
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
国
政
府
は
一
方
的
に
台
湾
人
の
中
国
国
籍
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の
復
帰
を
宣
告
し
、
自
国
民
に
し
た
。
し
か
し
新
国
民
に
対
し
て
同
情
や
配
慮
は
な
く
、
台
湾
人
の
五
十
年
に
わ
た
り
続
い
た
殖
民
統
治

の
苦
し
さ
を
へ
の
理
解
も
な
い
ま
ま
、
特
定
な
歴
史
条
件
で
実
現
し
得
な
か
っ
た
中
国
へ
の
忠
誠
心
を
で
た
ら
め
に
検
証
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

中
国
政
府
は
敵
国
で
あ
っ
た
日
本
に
「
徳
を
以
っ
て
怨
に
報
い
る
」
と
宣
告
し
た
も
の
の
、
日
本
か
ら
五
十
年
間
統
治
さ
れ
て
い
た
台

湾
人
に
対
し
て
の
清
算
は
、
日
本
に
対
す
る
怨
み
と
憎
み
を
台
湾
人
の
身
上
に
や
り
場
と
し
て
投
げ
置
い
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

政
府
が
リ
ー
ド
す
る
歴
史
清
算
と
は
、
統
治
者
で
あ
っ
た
日
本
政
府
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
台
湾
人
が
奴
隷
化
し
た
と
、
非
難

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
本
末
転
倒
の
歴
史
清
算
は
、
歴
史
認
識
の
時
空
を
混
乱
さ
せ
、
清
算
す
る
対
象
を
も
取
り
違
え
、
既

存
の
台
湾
社
会
に
お
け
る
認
識
と
か
な
り
ず
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
下
へ
の
歴
史
清
算
は
、
社
会
に
恐
怖
と
反
感
を

も
た
ら
し
、
自
己
保
護
の
心
理
を
形
成
さ
せ
た
。
そ
れ
は
最
終
的
に
は
民
間
の
自
発
的
反
省
と
清
算
を
邪
魔
す
る
こ
と
と
な
り
、
社
会
的

コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
の
機
運
を
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
政
治
的
差
別

陳
儀
政
府
は
台
湾
人
を
日
本
の
「
奴
隷
化
」
と
見
な
す
外
に
、
台
湾
に
は
政
治
的
人
材
が
不
足
し
て
お
り
、
能
力
不
足
で
あ
る
と
見
な

し
て
い
た
。
行
政
長
官
公
署
人
事
室
の
統
計
に
よ
る
と
、
日
本
統
治
時
代
の
各
機
関
の
重
要
な
ポ
ス
ト
に
は
、
日
本
人
を
充
て
て
お
り
、

１
９
４
５
年
接
収
時
、
台
湾
全
土
の
公
務
員
は
台
湾
人
が
55
・
53
％
を
占
め
て
い
た
が
、
簡
任
級
は
一
人
の
み
で
、
し
か
も
行
政
官
僚
で

は
な
く
大
学
教
授
で
あ
っ
た
。
薦
任
級
は
27
人
で
、
そ
の
う
ち
医
者
や
教
師
は
12
人
で
あ
り
、
行
政
官
僚
は
15
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
委
任
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級
は
３,
６
８
１
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
委
任
級
以
上
の
台
湾
人
は
３,
７
３
３
人
で
あ
り
、
公
務
員
全
体
の
７
・
95
％
を
占
め
る
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
人
事
室
は
、
日
本
統
治
下
で
か
つ
て
行
政
業
務
に
従
事
し
て
い
た
台
湾
人
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
低
い
ポ
ス

ト
に
就
い
て
お
り
、
日
本
人
に
酷
使
さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た

（
45
）

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
政
府
は
、
戦
後
台
湾
人
を
雇
用
す
る
よ
り
か
、

日
本
人
を
そ
の
ま
ま
留
用
し
た
ほ
う
が
ま
だ
よ
い
と
判
断
し
た
。

さ
ら
に
行
政
長
官
公
署
は
台
湾
人
は
国
語
（
中
国
語
）
が
で
き
ず
、
公
文
書
の
処
理
に
慣
れ
て
い
な
い
等
の
理
由
か
ら
台
湾
人
の
採
用

を
拒
否
し
て
い
た
。
陳
儀
自
身
も
公
的
な
場
で
中
国
語
学
習
の
重
要
性
を
絶
え
ず
強
調
し
、
国
語
は
台
湾
人
が
公
職
に
就
く
こ
と
、
参
政

権
獲
得
の
重
要
条
件
で
あ
る
と
訴
え
た

（
46
）

。

中
央
の
宣
慰
使
で
あ
る
李
文
範
は
１
９
４
６
年
２
月
、
台
湾
を
視
察
し
た
際
、
陳
儀
に
対
し
て
台
湾
人
の
公
職
試
験
は
日
本
語
で
選
考

す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
陳
儀
は
こ
れ
に
対
し
、
毎
週
行
わ
れ
て
い
た
「
国
父
記
念
週
」
の
儀
式
上
で
次
の
よ
う
に
明
確
に
返
答
し
て
い

る
。

公
務
員
の
任
用
に
つ
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
試
験
は
実
施
で
き
な
い
。
試
験
は
中
国
語
で
行
う
べ
き
で
あ
り
…
…
（
中
略
）
国
語

の
推
進
を
、
我
々
は
強
硬
的
に
進
め
て
お
り
、
今
後
消
極
的
に
は
な
ら
ぬ
。
中
途
半
端
と
い
う
の
は
、
中
国
の
欠
点
で
あ
り
…
…

（
中
略
）
そ
の
た
め
、
国
語
の
遂
行
に
関
し
、
効
率
を
高
め
る
た
め
、
我
々
は
強
硬
的
な
方
針
を
取
る
べ
き
で
あ
る

（
47
）

。

行
政
長
官
公
署
が
１
９
４
６
年
11
月
に
発
表
し
た
公
務
員
数
の
統
計
資
料
に
よ
る
と
、
台
湾
人
62
・
09
％
、
外
省
人
19
・
95
％
、
戦
後

そ
の
ま
ま
留
用
さ
れ
た
日
本
人
は
17
・
65
％
を
占
め
、
台
湾
人
が
多
数
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、『
民
報
』
の
統
計
に

よ
れ
ば
、
行
政
長
官
公
署
は
行
政
長
官
、
秘
書
長
、
各
処
正
副
所
長
と
主
任
秘
書
の
合
わ
せ
て
21
名
か
ら
な
る
が
、
台
湾
人
は
副
処
長
一
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人
で
あ
り
、
役
職
か
ら
見
れ
ば
大
き
く
異
な
っ
た
。
ま
た
行
政
長
官
公
署
の
各
処
室
の
外
省
人
公
務
員
８
５
０
名
は
全
て
中
上
級
の
官
僚

で
あ
り
、
４
２
５
名
の
台
湾
人
は
下
級
の
事
務
員
で
あ
っ
た

（
48
）

。
こ
の
よ
う
な
省
籍
に
よ
っ
て
生
じ
た
役
職
の
上
下
関
係
は
、『
民
報
』
で

「
日
本
時
代
と
全
く
変
わ
ら
な
い
現
実
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
」、「
あ
た
か
も
今
で
も
日
本
式
、
オ
ラ
ン
ダ
式
の
統
治
を
受
け
て
い
る
か
の

よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。」
と
嘆
か
れ
た

（
49
）

。

台
湾
人
は
１
９
３
５
年
以
降
、
地
方
自
治
選
挙
を
経
験
し
て
い
た
が
政
府
当
局
は
台
湾
人
の
地
方
自
治
経
験
を
依
然
と
し
て
否
定
し
、

台
湾
人
の
憲
法
施
行
能
力
ま
で
に
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
。

１
９
４
６
年
12
月
、
制
憲
国
民
大
会
に
お
い
て
中
華
民
国
憲
法
が
制
定
、
翌
年
の
一
月
に
公
布
、
１
９
４
７
年
末
に
は
施
行
さ
れ
る
予

定
と
な
っ
た
。
し
か
し
行
政
長
官
公
署
は
１
９
４
７
年
１
月
に
「
台
湾
省
地
方
自
治
三
年
計
画
方
案
」
を
公
布
し
、
台
湾
で
は
、
各
レ
ベ

ル
の
自
治
機
関
、
戸
籍
の
整
理
、
教
育
の
発
展
な
ど
の
完
備
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
と
し
、
１
９
４
８
年
に
県
市
議
会
議
員
の
選
挙
を
行
い
、

地
方
自
治
完
成
後
の
１
９
４
９
年
に
県
市
長
の
選
挙
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
台
湾
区
域
の
憲
法
施
行
予
定
期
を
遅
ら

せ
た
の
に
等
し
く
、
台
湾
人
の
猛
反
対
を
引
き
起
こ
し
た
。
政
治
団
体
で
あ
る
台
湾
省
政
治
建
設
協
会
は
各
地
で
巡
回
講
演
を
行
い
、
こ

の
規
定
は
台
湾
人
に
対
す
る
差
別
で
あ
る
と
し
、
陳
儀
政
府
に
抗
議
し
た

（
50
）

。

台
湾
は
な
ぜ
各
省
と
同
時
に
憲
法
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
当
局
が
、
台
湾
人
は
ま
だ
憲
法
を
施
行
す
る
資

格
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
民
政
処
長
の
周
一
鶚
は
本
省
人
の
国
語
問
題
に
対
す
る
記
者
の
質
問
に
、「
国

語
の
問
題
は
言
語
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
精
神
、
国
家
観
念
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
、
言
い
換
え
れ
ば
、
国
語
が
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
国
民
精
神
、
国
家
観
念
が
な
い
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
の
た
め
本
省
人
は
未
だ
県
市
長
選
挙
実
施
の
資
格
を
得
て
い
な
い

と
し
た

（
51
）

。

中
国
政
府
は
１
９
４
５
年
10
月
25
日
に
、
台
湾
人
は
中
国
国
籍
に
復
帰
し
、
中
国
国
民
と
同
様
に
扱
わ
れ
、
そ
の
待
遇
を
享
受
す
る
と
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公
言
し
た
が
、
周
一
鶚
は
台
湾
人
が
国
語
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
基
本
の
公
務
員
資
格
が
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
国
民
精
神
と

国
家
観
念
の
欠
如
し
て
い
る
と
し
て
、
中
国
国
民
と
同
じ
よ
う
な
参
政
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
付
け
た
。

こ
こ
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
陳
儀
政
府
に
憲
法
施
行
資
格
を
備
え
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
た
台
湾
人
は
実
際
に
は
１
９

４
６
年
10
月
に
17
名
が
制
憲
国
民
大
会
代
表
と
し
て
選
出
さ
れ
、
南
京
に
赴
き
中
華
民
国
憲
法
の
制
定
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
52
）

。

さ
ら
に
お
か
し
な
こ
と
は
、
当
時
平
和
条
約
は
未
だ
締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
台
湾
の
主
権
も
未
確
定
で
、
台
湾
人
の
国
籍
移
転
は
施
行
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
法
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
中
華
民
国
国
籍
を
ま
だ
取
得
し
て
い
な
い
台
湾
人
が
中
華
民
国
憲
法
の
制

定
に
関
与
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
台
湾
人
の
政
治
展
望

連
合
国
と
中
国
が
台
湾
の
主
権
帰
属
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
台
湾
人
自
身
は
当
時
ど
の
よ
う
に
思
い
あ

ぐ
ね
て
い
た
か
は
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
時
、
重
大
な
歴
史
的
分
岐
点
に
直
面
し
た
台
湾
人
が
、
ど
の
よ
う
な
政
治
展

望
を
抱
い
て
い
た
か
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
自
分
の
未
来
と
帰
属
を
見
す
え
て
い
た
か
を
検
討
し
て
い
く
。

（
一
）

独
立
か
、
光
復
か
。

１
９
４
５
年
８
月
15
日
、
天
皇
が
玉
音
放
送
に
て
無
条
件
投
降
を
宣
告
し
た
後
、
台
湾
紳
士
の
辜
振
甫
ら
は
密
か
に
独
立
を
企
て
お
り
、

こ
れ
は
戦
後
最
初
の
「
台
湾
独
立
事
件
」
で
あ
っ
た
。
台
湾
省
警
備
総
司
令
戦
犯
軍
事
法
廷
の
判
決
書
に
そ
の
事
件
過
程
が
次
の
よ
う
に
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示
さ
れ
て
い
る
。

辜
振
甫
、
林
熊
祥
は
か
つ
て
台
湾
総
督
府
評
議
員
で
あ
り
、
許
丙
は
日
本
貴
族
院
の
議
員
で
あ
っ
た
…
（
中
略
）。
民
国
34
年
８

月
15
日
、
我
々
は
抗
日
戦
争
に
勝
利
し
、
日
本
は
投
降
し
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
よ
れ
ば
、
台
湾
は
我
国
に
帰
属
し
、
人
々
は
喜
び

に
湧
い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
辜
振
甫
ら
三
人
は
、
日
本
に
今
だ
に
同
調
し
て
お
る
。
日
本
軍
の
中
宮
悟
郎
少
佐
、
牧
澤
義
夫
ら

が
投
降
に
甘
ん
じ
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
、
自
治
と
名
乗
り
、
台
湾
の
不
法
占
拠
を
企
ん
だ
。
日
本
の
投
降
が
よ
う
や
く
決
ま
っ

た
際
、
直
ち
に
台
湾
自
治
草
案
を
起
草
し
、
台
湾
人
紳
士
に
指
揮
を
取
ら
せ
、
辜
振
甫
を
総
務
部
長
に
、
許
丙
を
顧
問
に
、
林
熊
祥

を
副
委
員
長
に
そ
れ
ぞ
れ
内
定
さ
せ
た
。
同
時
に
自
治
協
会
を
組
織
し
、
日
本
人
に
担
当
さ
せ
た
。
中
宮
悟
郎
は
台
湾
人
が
担
う
こ

と
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
全
員
か
ら
の
賛
成
は
得
ら
れ
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
互
い
に
面
識
も
な
い
こ
と
か
ら
、
交
渉
も
困

難
が
生
じ
る
と
案
じ
て
い
た
。
同
月
16
日
、
17
日
、
ま
ず
旧
友
の
辜
振
甫
を
誘
い
、
台
北
市
広
末
町
の
木
材
会
館
で
協
議
す
る
と
約

束
し
、
他
の
者
に
も
参
加
す
る
よ
う
伝
え
た
。
辜
振
甫
は
当
時
動
揺
し
た
ゆ
え
、
協
力
し
た
と
思
わ
れ
る
…
（
中
略
）
そ
し
て
こ
の

件
は
前
総
督
の
安
藤
に
知
ら
れ
た
。
同
月
22
日
、
偶
然
に
も
台
湾
人
紳
士
の
杜
聰
明
、
林
呈
祿
、
羅
萬
俥
、
簡
朗
山
な
ど
が
安
藤
を

訪
問
し
、
そ
れ
に
辜
振
甫
、
許
丙
、
林
熊
祥
も
同
行
し
た
。
安
藤
は
そ
の
場
で
談
話
を
発
表
し
、
島
民
が
軽
々
し
く
行
動
す
る
べ
き

で
は
な
い
と
警
告
し
、
さ
ら
に
台
湾
独
立
・
自
治
は
絶
対
禁
止
と
明
言
し
た
。
そ
の
際
辜
振
甫
ら
三
人
は
じ
っ
と
耳
を
傾
け
聞
き
入

り
、
計
画
は
不
可
能
で
あ
る
と
知
り
、
そ
の
陰
謀
を
取
り
消
し
た

（
53
）

。

日
本
の
敗
戦
後
の
８
月
16
日
夜
、
安
藤
利
吉
は
台
北
放
送
局
を
通
じ
て
台
湾
の
六
百
七
十
万
の
全
島
民
に
向
け
、
軽
挙
妄
動
を
戒
め
、

善
後
措
置
を
待
つ
よ
う
呼
び
か
け
た
。
さ
ら
に
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
行
動
は
特
に
島
民
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
自
己
を
堅
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持
し
、
島
内
の
治
安
と
生
活
の
安
定
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
。
こ
の
放
送
は
同
月
17
日
の
『
台
湾
新
報
』
に
も
掲
載
さ
れ

（
54
）

、

同
月
22
日
に
辜
振
甫
、
許
丙
ら
は
安
藤
総
督
と
面
談
し
、
後
に
安
藤
は
再
び
談
話
を
発
表
し
、
そ
れ
は
24
日
の
『
台
湾
新
報
』
に
以
下
の

よ
う
に
掲
載
さ
れ
た
。

新
事
態
に
處
し
本
島
は
如
何
に
な
す
べ
き
か
、
殊
に
本
島
の
帰
属
、
内
台
人
の
帰
趨
、
当
面
の
施
策
等
の
諸
問
題
は
現
下
の
全
島

民
に
と
り
最
大
の
関
心
事
な
の
で
安
藤
総
督
は
最
近
本
島
人
の
有
力
者
の
来
訪
を
機
に
時
局
の
急
変
と
「
本
島
の
今
後
」
に
つ
き
簡

明
率
直
に
所
信
を
披
歴
し
…
（
中
略
）
そ
の
中
で
特
に
島
民
の
軽
挙
妄
動
を
戒
め
、
独
立
運
動
或
ひ
は
自
治
運
動
の
如
き
絶
対
不
可

な
る
旨
を
明
示
し

（
55
）

…

一
方
、『
林
献
堂
日
記
』
か
ら
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
別
の
光
景
が
見
受
け
ら
れ
る
。
密
か
に
台
湾
独
立
を
目
論
み
な
が
ら
も
、
許

丙
ら
は
８
月
19
日
に
台
中
を
訪
れ
林
献
堂
を
誘
い
共
に
上
海
と
南
京
に
赴
き
、
中
華
民
国
の
重
要
人
物
と
接
触
し
て
い
る
。
30
日
に
は
、

牧
澤
義
夫
が
林
に
台
湾
省
主
席
陳
儀
を
歓
迎
し
よ
う
と
提
案
し
て
い
る
。
翌
31
日
に
は
辜
振
甫
、
許
丙
、
林
熊
祥
と
林
献
堂
と
が
上
海
や

南
京
に
再
び
向
か
い
、
国
民
党
重
要
人
物
と
面
会
し
、
陳
儀
に
対
し
歓
迎
の
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
56
）

。

辜
振
甫
ら
が
草
山
会
議
で
密
か
に
独
立
を
企
ん
だ
こ
と
は
、
戦
後
、
一
部
の
士
紳
が
台
湾
独
立
の
密
議
を
行
っ
た
と
い
う
論
拠
と
な
る

が
、
上
述
し
た
よ
う
に
事
件
を
見
て
い
く
と
幾
つ
か
の
真
相
が
見
え
て
く
る
。
一
つ
は
、
独
立
運
動
を
実
際
に
遂
行
す
る
こ
と
は
、
そ
れ

相
応
の
決
意
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
辜
ら
の
独
立
構
想
は
、
安
藤
利
吉
の
一
言
に
よ
っ
て
、
全
く
実
行
さ
れ
る
こ
と
な

く
立
ち
消
え
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
そ
の
決
意
の
も
ろ
さ
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
辜
ら
は
独
立
を
密
議
し
な
が
ら
も
、
一

方
で
は
林
献
堂
ら
と
共
に
南
京
へ
赴
き
、
国
民
政
府
官
僚
へ
忠
誠
と
歓
迎
の
意
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
独
立
へ
の
躊
躇
い
と
決
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心
の
無
さ
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
通
し
て
、
戦
後
台
湾
に
独
立
主
張
が
あ
っ
た
と
い
う
論
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
の

は
、
そ
の
信
憑
性
に
欠
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
無
責
任
な
見
解
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
９
４
５
年
９
月
上
旬
、
米
国
軍
戦
略
諜
報
局
（O

ffice
of

Strategic
Service

、
略
称
Ｏ
Ｓ
Ｓ
）
は
、
中
国
政
府
の
台
湾
接
収
前
に
着

台
し
、
情
報
収
集
工
作
を
行
っ
た

（
57
）

。
こ
の
「
戦
略
諜
報
部
隊
」（Strategic

Service
U

nit

、
略
称
Ｓ
Ｓ
Ｕ
）
は
日
本
の
総
督
府
当
局
、
日

本
軍
政
官
員
、
台
湾
民
衆
に
対
し
数
ヶ
月
に
わ
た
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
い
、
１
９
４
６
年
初
め
に
は
「（A

R
ep

o
rt

o
n

FO
R

M
O

SA
(T

A
IW

A
N

):Japanese
Intelligence

and
R

elated
Subjects)

」
と
い
う
報
告
書
を
提
出
し
た
。
報
告
書
の
中
に
は
、
１
９
２

０
年
代
以
降
台
湾
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
政
治
社
会
運
動
の
団
体
メ
ン
バ
ー
や
そ
の
活
動
内
容
お
よ
び
そ
の
主
張
な
ど
が
詳
し
く
掲
載
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
戦
後
初
期
の
台
湾
各
地
で
作
ら
れ
た
三
民
主
義
青
年
団
組
織
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
関
す
る
情
報
も
細
か
く
把
握
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
報
告
書
に
、
林
獻
堂
、
羅
萬
俥
、
林
茂
生
、
廖
文
毅
、
陳

、
許
丙
、
辜
振
甫
、
辛
西
淮
ら
を
含
む
十

数
人
の
各
方
面
の
エ
リ
ー
ト
に
対
し
イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
お
り
、
戦
後
台
湾
人
の
真
意
を
探
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
ら
の
見
解
は
か
な
り
一
致
し
て
お
り
、
主
な
意
見
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
っ

た
。
①
中
国
の
一
省
に
な
り
た
い
が
、
そ
れ
は
中
国
大
陸
官
員
に
よ
る
植
民
地
統
治
で
あ
る
べ
か
ら
ず
、
台
湾
人
に
よ
る
統
治
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
。（governed
by

Form
osans

and
not"a

colony"of
the

continentgoverned
by

officials
from

C
hina

）、
②
台
湾
人
は
中
国
に

忠
誠
を
尽
く
し
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
中
国
が
台
湾
の
祖
国
（m

other
country

）
で
あ
り
、
互
い
に
共
通
の
言
語
、
文
化
、
歴
史
と
宗
教
信

仰
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
台
湾
と
中
国
と
の
間
に
は
、
人
種
、
慣
習
そ
し
て
宗
教
上
の
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
エ
リ
ー
ト
は
米
国
、

英
国
も
し
く
は
他
の
連
合
国
に
帰
属
し
た
く
な
い
。
ま
た
、
台
湾
は
独
立
国
家
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
。
そ
れ
は
台
湾
が
狭
小
で

あ
り
、
独
立
す
れ
ば
国
際
社
会
に
お
け
る
発
言
権
を
失
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。（cannot

be
independent

as
a

sm
all

nation
and

still

have
a

voice
in

w
orld

affair

）

③
台
湾
人
は
日
本
統
治
者
と
協
力
で
き
る
が
、
今
後
は
再
び
そ
の
統
治
を
受
け
た
く
な
く
、
一
刻
も
早



23－戦後初期における台湾の法的地位問題と台湾人エリートの政治展望（陳）

い
日
本
人
の
引
き
揚
げ
を
望
む
、
な
ど
で
あ
っ
た

（
58
）

。

Ｏ
Ｓ
Ｓ
の
報
告
書
は
台
湾
の
現
代
史
に
お
け
る
最
初
の
世
論
調
査
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
対
象
は
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
日
本
統
治
時
代
の
異
な
る
政
治
的
立
場
同
士
の
見
解
も
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
台
湾
人
の
考
え
方
が
か
な
り
反
映
さ
れ
て

い
る
。
米
国
情
報
機
関
に
よ
る
こ
の
取
材
は
台
湾
の
今
後
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
ら
の
そ
の
回
答
は
注
目
に
値
す

る
。
以
下
は
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
の
当
時
の
見
解
で
あ
る
。

①
　
台
湾
と
中
国
は
「
同
文
同
種
」
で
あ
り
、
米
、
英
な
ど
の
他
国
と
は
文
化
的
に
異
な
る
。
中
国
に
よ
る
統
治
を
受
け
入
れ
、
中
国
の

一
省
と
な
る
こ
と
に
歓
迎
の
意
を
示
す
。

②
　
台
湾
人
は
中
国
の
統
治
と
主
権
帰
属
を
認
め
る
も
の
の
、
台
湾
人
に
よ
る
自
治
（self-governing

）
を
主
張
し
、
中
国
人
に
よ
る
植

民
地
式
統
治
に
は
反
対
す
る
。

③
　
台
湾
の
帰
属
問
題
に
関
し
、
文
化
お
よ
び
民
族
感
情
の
要
因
以
外
に
も
、
高
度
の
利
益
的
計
算
と
合
理
的
な
選
択
も
備
え
て
お
り
、

事
大
主
義
の
傾
向
が
明
ら
か
に
う
か
が
え
る
。

中
国
の
軍
政
官
僚
の
來
台
に
伴
っ
て
、
台
湾
各
地
に
は
国
民
政
府
へ
の
歓
迎
ブ
ー
ム
が
現
れ
た

（
59
）

。
１
９
４
５
年
10
月
10
日
に
創
刊
さ
れ

た
『
民
報
』
は
「
瑞
祥
は
天
に
満
ち
、
大
衆
は
喜
び
に
湧
く
。」、「
台
湾
有
史
以
来
未
曾
有
の
光
景
」
と
い
う
表
現
で
、
台
湾
民
衆
の
戦

後
初
の
国
慶
を
祝
福
す
る
様
子
を
形
容
し
た

（
60
）

。
さ
ら
に
国
民
政
府
の
国
軍
第
七
十
軍
の
進
駐
は
「
街
角
に
人
だ
か
り
が
し
、
歓
声
が
轟
く
」

で
あ
り

（
61
）

、
陳
儀
の
着
台
は
「
台
北
市
民
は
黒
山
の
人
だ
か
り
の
よ
う
に
狂
喜
し
、
実
に
空
前
の
盛
況
で
あ
る
」
と

（
62
）

報
道
さ
れ
た
。
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（
ニ
）

日
本
統
治
肯
定
論

と
こ
ろ
が
、
国
民
党
政
府
の
台
湾
統
治
は
台
湾
人
を
瞬
く
間
に
失
望
さ
せ
た
。
一
年
足
ら
ず
で
台
湾
社
会
は
集
合
的
な
苦
悩
と
苛
立
ち

に
満
ち
、
陳
儀
政
府
の
統
治
失
敗
に
伴
い
、
社
会
的
危
機
が
絶
え
ず
噴
出
し
た
。
本
来
祖
国
の
国
民
政
府
に
期
待
し
て
い
た
台
湾
人
は
、

「
日
本
に
よ
る
奴
隷
化
教
育
を
受
け
た
」
と
さ
れ
、
差
別
さ
れ
た
。
現
状
に
憤
り
と
失
望
を
感
じ
る
人
々
は
、
改
め
て
日
本
植
民
地
統
治

の
遺
産
と
功
績
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

１
９
４
６
年
９
月
、『
新
新
』
月
刊
社
が
「
台
湾
文
化
の
前
途
を
語
る
」
と
題
す
る
座
談
会
を
開
催
し
た
。
台
湾
文
化
界
の
重
要
な
催

し
と
し
て
、
参
加
し
た
文
化
界
関
係
者
ら
は
台
湾
文
化
の
過
去
、
現
状
そ
し
て
今
後
に
つ
い
て
深
く
立
ち
入
っ
た
討
論
を
行
っ
た
。
参
加

者
ら
は
、
日
本
統
治
時
代
に
台
湾
文
化
は
国
際
的
水
準
に
達
し
、
台
湾
文
化
は
世
界
の
最
前
線
の
文
化
に
も
引
け
を
取
ら
ず
、
良
質
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
ま
た
今
後
の
発
展
に
つ
い
て
、
国
際
的
水
準
に
達
し
た
こ
の
文
化
を
保
ち
、
さ
ら
に
推
し
進
め
発
揚
し
て
い

き
な
が
ら
も
、
今
後
は
優
良
な
中
国
文
化
の
転
換
に
も
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
と
し
た

（
63
）

。

政
府
当
局
の
「
奴
隷
化
」
批
判
に
対
し
、
台
湾
の
民
間
紙
も
強
烈
に
反
撃
し
て
い
っ
た
。
日
本
に
よ
る
五
十
年
の
統
治
に
よ
っ
て
、
台

湾
は
既
に
近
代
化
工
業
社
会
の
成
立
、
文
化
レ
ベ
ル
の
向
上
、
法
治
概
念
の
浸
透
と
司
法
の
独
立
な
ど
を
含
む
、
様
々
な
近
代
性
の
特
質

が
備
わ
っ
て
い
る
文
化
を
形
成
し
て
い
る
と
強
調
し
た

（
64
）

。

し
か
し
接
収
後
は
、
官
僚
・
官
吏
の
汚
職
、
縁
故
雇
用
、
徒
党
に
よ
る
私
利
の
追
求
、
地
盤
争
奪
な
ど
、
外
省
人
に
持
ち
込
ま
れ
た
前

近
代
社
会
の
封
建
文
化
に
、
法
治
社
会
を
経
験
し
て
い
た
台
湾
は
深
刻
に
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
65
）

。

民
間
紙
は
日
本
に
よ
る
統
治
経
験
が
台
湾
人
に
近
代
社
会
の
生
活
を
体
感
さ
せ
た
と
指
摘
し
た
。
日
本
の
教
育
は
科
学
す
る
心
の
涵
養

を
重
ん
じ
、
台
湾
人
も
す
で
に
有
す
る
そ
の
精
神
は
、
曖
昧
を
許
さ
ず
全
身
全
霊
で
物
事
に
励
む
勤
勉
さ
を
保
つ
べ
き
で
あ
り
、
よ
っ
て
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自
己
防
衛
の
た
め
祖
国
の
適
当
主
義
に
染
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た

（
66
）

。
ま
た
、
日
本
統
治
期
に
は
、
検
疫
措
置
、
下
水
道
の
構
築
、

家
屋
の
改
築
、
予
防
接
種
な
ど
を
含
む
防
疫
事
業
や
衛
生
観
念
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
衛
生
習
慣
が
台
湾
全
土
に
行
き

届
い
て
お
り
、
台
湾
人
は
三
十
年
間
、
悪
疫
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
と
批
評
し
た

（
67
）

。

植
民
地
統
治
か
ら
脱
却
し
た
民
衆
は
、
通
常
で
あ
れ
ば
過
去
の
植
民
地
統
治
者
と
は
っ
き
り
と
境
界
線
を
引
き
、
そ
の
植
民
地
統
治
を

激
し
く
批
判
す
る
な
ど
、
被
植
民
者
で
あ
っ
た
民
衆
は
解
放
後
、
自
主
的
な
意
思
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
祖
国
で
あ
る
政

府
当
局
に
よ
り
、
日
本
の
五
十
年
の
統
治
に
よ
っ
て
奴
隷
化
さ
れ
悪
影
響
を
受
け
た
と
激
し
く
批
判
さ
れ
た
台
湾
人
は
、
他
の
植
民
地
と

同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
植
民
地
支
配
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
下
へ
の
歴
史
清
算
は
、
台
湾
人
の
自
己

反
省
の
可
能
性
を
遮
断
し
た
。
台
湾
人
自
身
が
政
府
が
言
う
と
こ
ろ
の
日
本
に
よ
る
奴
隷
化
教
育
へ
の
批
判
を
認
め
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ

に
自
己
否
定
、
自
己
を
見
下
す
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

「
奴
隷
化
」
と
侮
辱
さ
れ
、
自
尊
心
を
抹
殺
さ
れ
た
台
湾
人
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
「
我
々
」
と
「
他
者
」
の
差
異
を
区
別
し
よ
う
と
、

自
負
心
と
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
政
府
当
局
が
中
国
文
化
の
優
越
性
を
公
言
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自

己
防
衛
態
勢
に
入
っ
た
台
湾
人
は
日
本
統
治
経
験
の
近
代
性
特
質
を
強
調
し
た
。
台
湾
人
エ
リ
ー
ト
は
、
過
去
に
焼
付
け
ら
れ
た
被
植
民

者
と
し
て
の
自
己
を
振
り
返
り
、
異
民
族
統
治
に
よ
っ
て
当
然
の
搾
取
と
弾
圧
の
側
面
が
あ
っ
た
も
の
の
、
同
時
に
貴
重
な
遺
産
が
残
さ

れ
た
こ
と
を
再
認
識
し
た
の
で
あ
る

（
68
）

。

上
述
し
た
よ
う
に
植
民
地
か
ら
脱
退
し
た
民
衆
は
、
通
常
植
民
者
を
強
烈
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
台
湾
人
だ
け
が
日

本
統
治
時
代
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
「
日
本
統
治
肯
定
論
」
と
い
う
論
調
が
現
れ
る
ま
で
至
っ
て
い
る
。
戦
後
初
期

に
お
け
る
歴
史
的
文
脈
か
ら
台
湾
人
の
心
理
転
換
を
検
討
せ
ず
、
台
湾
人
の
親
日
さ
だ
け
を
断
言
す
る
の
は
、
薄
っ
ぺ
ら
な
見
解
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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（
三
）
エ
リ
ー
ト
の
台
湾
再
生
計
画

１
９
４
６
年
後
半
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
ら
は
、
台
湾
の
今
後
の
活
路
を
切
り
開
く
た
め
、
各
種
政
治
方
案
を
相
次
い
で
打
ち
出
し

た
。
こ
こ
で
は
４
つ
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
よ
る
再
生
案
を
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
左
翼
人
士
に
よ
る
人
民
民
主
の
提
唱
で
あ
っ
た
。
１
９
４
６
年
５
月
、『
新
新
』
は
当
時
行
わ
れ
て
い
た
政
治
協
商
会
議
に
つ
い

て
報
道
し
て
お
り
、
上
海
か
ら
台
湾
に
戻
っ
て
き
た
蒋
時
欽
が
寄
稿
し
た
文
章
を
掲
載
し
た
。
蒋
は
民
主
政
治
の
精
神
に
則
り
、
完
全
自

治
の
実
施
を
主
張
し

（
69
）

、
さ
ら
に
「
全
国
民
主
戦
線
」
に
呼
応
す
る
よ
う
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。

…
現
在
政
治
の
病
は
封
建
的
な
官
僚
独
裁
が
由
来
し
て
お
り
、
こ
の
病
を
救
う
た
め
に
は
民
主
政
治
を
求
め
る
し
か
な
く
、
こ
れ

は
正
に
唯
一
の
根
本
的
な
解
決
策
で
あ
る
。
自
治
と
は
台
湾
民
主
運
動
の
最
終
目
標
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
光
復
と
本
当
の
解
放
と
は

別
の
こ
と
で
あ
り
、
我
々
は
全
国
民
主
戦
線
に
呼
応
し
、
民
力
を
集
結
さ
せ
地
方
自
治
を
つ
か
み
と
る
べ
き
で
あ
る

（
70
）

。

時
欽
な
ど
の
左
翼
人
士
の
論
調
は
明
ら
か
に
中
国
共
産
党
の
主
張
に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
廖
文
毅
が
提
案
し
た
「
連
省
自
治
」
の
主
張
が
あ
る
。
１
９
４
６
年
８
月
に
行
わ
れ
た
国
民
参
政
員
選
挙
の
立
候
補
者
の
一
人
で

あ
っ
た
廖
は
「
連
省
自
治
の
憲
政
実
施
」
及
び
「
台
湾
を
以
っ
て
台
湾
を
養
う
、
台
湾
を
以
っ
て
台
湾
を
治
め
、
中
台
一
体
を
実
現
さ
せ

る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
選
挙
公
約
と
し
た

（
71
）

。
し
か
し
こ
の
主
張
は
直
ち
に
当
局
の
袋
叩
き
に
遭
う
。
台
湾
省
党
部
書
記
長
の
張
兆
煥

は
『
台
湾
新
生
報
』
に
て
、「「
連
省
自
治
」
と
い
う
説
は
民
国
初
年
の
封
建
軍
閥
唐
繼
堯
、
陳
炯
明
、
段
祺
瑞
な
ど
が
提
唱
し
た
も
の
で
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あ
り
、
そ
の
目
的
は
割
拠
を
図
る
が
た
め
の
も
の
で
、
近
年
共
産
党
が
再
び
こ
の
説
を
盗
用
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
彼
は
そ
の
廖

の
主
張
が
実
に
「
歴
史
の
く
ず
」、「
危
険
毒
素
を
は
ら
む
」
と
、
二
十
年
前
の
封
建
軍
閥
の
主
張
を
提
唱
し
て
い
る
と
は
、
実
に
国
内
の

政
治
局
面
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
と
批
判
し
た

（
72
）

。
同
日
、『
台
湾
新
生
報
』
の
社
説
上
に
同
様
の
見
解
と
言
い
回
し
で
、
廖
の
主
張
を
批

判
し
た

（
73
）

。

こ
れ
に
対
し
廖
は
『
台
湾
新
生
報
』
に
寄
稿
し
反
論
し
た
。
廖
は
政
治
協
商
会
議
に
お
い
て
、
今
後
の
政
治
体
制
は
中
央
集
権
を
取
る

か
、
地
方
分
権
を
取
る
か
で
既
に
論
議
さ
れ
て
お
り
、
孫
科
が
主
催
し
た
討
論
会
で
も
、
多
く
の
者
が
省
長
民
選
に
よ
る
連
省
自
治
、
す

な
わ
ち
地
方
分
権
を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。「
連
省
自
治
」
と
は
、
ま
さ
に
米
国
が
適
用
し
て
い
る
「
連
邦
自
治
」
の
こ

と
で
あ
り
、
省
の
場
合
は
「
連
省
自
治
」
に
な
り
、
さ
ら
に
中
国
か
ら
の
脱
却
を
希
望
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
「
中
台
一
体
」

を
強
調
し
、「
血
は
水
よ
り
も
濃
し
」
と
台
湾
は
中
国
の
一
省
で
あ
る
と
し
た

（
74
）

。

廖
の
主
張
は
台
湾
抗
日
運
動
の
先
駆
者
で
あ
る
林
献
堂
の
公
開
的
賛
成
を
獲
得
し
た
。
林
も
中
国
内
戦
を
解
決
す
る
最
善
策
は
聯
省
自

治
で
あ
る
と
同
調
し
、
そ
れ
は
軍
閥
時
代
に
主
張
し
た
封
建
割
拠
と
は
異
な
り
、
軍
事
、
外
交
、
金
融
な
ど
の
全
国
的
な
実
務
は
中
央
が

担
当
し
、
一
般
行
政
、
交
通
、
教
育
、
産
業
な
ど
の
地
方
性
実
務
は
省
が
処
理
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
こ
の
方
案
の
下
、
省
長

は
民
選
に
よ
っ
て
省
民
に
よ
っ
て
民
意
に
そ
ぐ
う
人
材
が
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「

人
治

（
広
東
人
が
広
東
を
治
め
る
）」、

「
浙
人
治
浙
（
浙
江
人
は
浙
江
を
治
め
る
）」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
各
人
は
故
郷
を
愛
す
心
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
然
に
汚

職
も
減
少
し
、
産
業
も
発
達
し
、
感
情
も
打
ち
解
け
、
最
終
的
に
国
家
も
繁
栄
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
連
省
自
治
は

外
省
人
を
排
除
す
る
意
味
合
い
は
な
く
、
外
省
人
も
来
台
し
、
才
知
を
発
揮
で
き
る
と
強
調
し
た

（
75
）

。

三
つ
目
は
、
謝
南
光
（
謝
春
木
）
が
主
張
し
た
の
は
行
憲
自
治
（
憲
法
施
行
に
よ
る
自
治
）
で
あ
る
。
１
９
４
６
年
９
月
７
日
、
元
台

湾
民
衆
党
の
重
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
謝
は
帰
台
し
一
週
間
滞
在
し
た
が
、
そ
の
際
台
湾
社
会
か
ら
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
。
同
月
11
日
、
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中
山
堂
で
開
か
れ
た
歓
迎
会
で
謝
は
、「
光
復
か
ら
今
ま
で
、
多
く
の
青
年
が
失
望
し
悲
観
し
、
一
般
民
衆
は
前
途
に
絶
望
を
抱
い
て
い

る
が
、
政
治
の
腐
敗
は
全
国
的
な
問
題
で
あ
る
た
め
県
長
、
市
長
、
省
長
の
民
選
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
面
の
政
治
状
況
は
き
っ
と

開
け
て
く
る
。
汚
職
政
治
を
清
算
す
る
に
は
民
主
政
治
し
か
な
く
、
官
僚
の
腐
敗
が
起
こ
れ
ば
、
民
衆
が
罷
免
権
を
以
っ
て
罷
免
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
訴
え
た

（
76
）

。

ま
た
当
夜
、
台
北
放
送
局
に
て
「
最
近
の
世
界
情
勢
と
本
省
の
前
途
」
と
題
し
た
講
演
を
行
い
、
選
挙
権
を
行
使
す
る
民
主
政
治
は
、

台
湾
の
政
治
的
進
歩
の
原
動
力
で
あ
り
、
中
国
を
救
済
し
得
る
道
で
あ
る
と
訴
え
た
。
ま
た
省
県
市
長
の
民
選
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
汚
職

の
氾
濫
、
不
健
全
思
想
、
本
省
外
省
人
と
の
対
立
観
念
は
ま
ぎ
れ
も
の
な
く
一
掃
さ
れ
る
と
し
た

（
77
）

。
さ
ら
に
同
月
13
日
、
謝
は
再
び
中
山

堂
で
「
民
主
政
治
と
民
主
作
風
」
と
題
し
て
講
演
で
は
、
憲
法
の
施
行
、
省
民
選
挙
権
の
行
使
、
台
湾
省
制
の
改
変
、
省
長
民
選
、
完
全

な
る
地
方
自
治
等
を
呼
び
か
け
た

（
78
）

。

謝
の
帰
台
は
台
湾
に
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
、
今
後
の
政
治
的
方
向
性
、
つ
ま
り
憲
法
施
行
に
よ
る
自
治
概
念
を
導
い
た
。『
民
報
』
は

社
説
で
謝
の
意
見
に
呼
応
し
、
台
湾
人
の
結
束
、
堅
実
な
努
力
で
、
地
方
自
治
の
実
現
と
、
民
主
政
治
の
速
成
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
呼
び

か
け
た

（
79
）

。
そ
の
後
、『
民
報
』
の
論
調
は
憲
法
施
行
と
地
方
自
治
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
り
、
行
政
長
官
公
署
に
対
し
民
主
政
治
、
地
方

自
治
と
県
市
長
民
選
の
施
行
を
促
し
た

（
80
）

。

さ
ら
に
廖
文
奎
ら
が
提
出
し
た
台
湾
自
決
、
独
立
主
張
の
案
で
あ
る
。
１
９
４
７
年
１
月
、
前
鋒
雑
誌
社
は
中
山
堂
で
「
青
年
座
談
会
」

を
開
催
し
た
が
、
そ
こ
で
国
際
法
に
お
け
る
台
湾
地
位
的
問
題
が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
た
。
政
治
学
者
で
あ
る
廖
は
、
自
分
が
二
ヶ
月
前

台
湾
に
戻
り
、
郷
土
の
荒
れ
様
を
見
て
涙
が
止
ま
ら
ず
、
中
国
に
よ
る
統
治
に
非
常
に
失
望
し
て
い
る
と
語
り
、
さ
ら
に
米
英
両
国
の
代

表
が
大
西
洋
憲
章
を
発
表
し
、
元
植
民
地
で
あ
っ
た
民
衆
の
自
決
と
自
治
権
利
を
尊
重
す
る
意
を
表
明
し
た
が
、
カ
イ
ロ
会
議
に
て
台
湾

の
今
後
が
決
定
さ
れ
る
際
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
、
そ
れ
は
米
英
両
国
が
、
台
湾
人
は
政
治
的
意
見
を
有
し
て
い
な
い
民
衆
と
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見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
指
摘
し
た
。
ま
た
「
大
西
洋
憲
章
に
よ
っ
て
台
湾
人
の
運
命
は
台
湾
人
に
よ
っ
て
決
定
で
き
る
」
と
主
張
し

た
（
81
）

。１
９
４
７
年
１
月
12
日
に
は
台
湾
省
参
議
員
で
あ
る
郭
国
基
が
三
民
主
義
青
年
団
高
雄
分
団
部
成
立
式
に
訪
れ
た
八
百
人
あ
ま
り
の
群

衆
に
対
し
講
演
を
行
い
、「
我
が
台
湾
民
族
は
現
在
六
百
万
余
り
い
る
が
、
元
、
明
、
清
以
来
一
貫
し
て
中
国
の
統
治
を
受
け
る
こ
と
を

望
ん
で
お
ら
ず
、
過
去
に
お
い
て
は
再
三
抵
抗
し
た
事
実
も
あ
る
。
各
地
の
台
湾
青
年
が
大
陸
中
国
に
管
轄
さ
れ
ぬ
よ
う
、
台
湾
独
立
の

た
め
力
を
尽
く
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
呼
び
掛
け
た

（
82
）

。
以
上
の
廖
文
奎
、
郭
国
基
ら
の
発
言
か
ら
、
二
二
八
事
件
発
生
前
に
、
住
民
自
決
、

台
湾
独
立
の
主
張
が
公
開
的
に
提
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

国
民
党
政
府
が
台
湾
接
収
後
わ
ず
か
一
年
弱
の
統
治
で
、
台
湾
民
衆
は
極
め
て
落
胆
さ
せ
、
知
識
人
は
皆
、
憂
慮
し
、
苦
悩
し
、
台
湾

の
前
途
に
つ
い
て
思
い
あ
ぐ
ね
な
い
者
な
ど
い
な
い
事
態
に
ま
で
陥
っ
て
お
り
、
二
二
八
事
件
発
生
の
二
ヶ
月
前
の
台
湾
社
会
に
は
、
既

に
民
主
政
治
、
高
度
自
治
、
憲
法
施
行
に
よ
る
自
治
、
そ
し
て
台
湾
独
立
な
ど
を
掴
み
と
ろ
う
と
い
う
様
々
な
政
治
的
方
策
が
現
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

む
す
び

１
９
４
５
年
８
月
の
日
本
敗
戦
か
ら
、
六
十
年
の
歳
月
が
経
ち
、
国
際
政
治
に
お
け
る
台
湾
の
地
位
、
中
米
日
の
対
台
政
策
、
台
湾
の

外
的
環
境
と
内
部
の
民
意
な
ど
、
各
方
面
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
変
化
が
既
に
生
じ
た
。
し
か
し
、
政
治
的
見
解
の
対
立
が
極
度
に
激

し
い
台
湾
で
は
、
お
の
お
の
が
六
十
年
前
の
歴
史
か
ら
手
が
か
り
と
論
拠
を
探
し
、
自
分
に
都
合
の
い
い
主
張
と
論
述
を
画
策
し
て
い
る
。

こ
れ
は
伊
の
歴
史
学
者
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（B

enedetto
C

roce

）
の
「
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
。」
と
い
う
名
句
に
当
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て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
検
討
に
よ
り
、
過
去
の
歴
史
の
多
面
性
と
矛
盾
性
が
う
か
が
え
る
。
歴
史
に
は
特
定
な
時
間
的
、
空
間
的
条

件
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
々
の
思
想
基
礎
と
制
限
を
形
成
す
る
。
過
去
の
歴
史
は
必
ず
し
も
現
在
と
一
貫
性
、
連
続
性
を
持
ち
え
て
お
ら
ず
、

し
ば
し
ば
突
発
的
な
断
絶
、
莫
大
な
転
換
が
生
じ
、
人
的
集
団
意
志
と
外
的
環
境
変
化
の
間
で
渦
巻
く
。

戦
後
初
期
の
台
湾
情
勢
は
複
雑
か
つ
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
て
お
り
、
様
々
な
可
能
性
が
潜
ん
で
い
た
。
米
、
英
な
ど
の
主
要
国
家
は
中

国
が
台
湾
の
主
権
を
帰
属
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
平
和
条
約
の
締
結
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中

国
政
府
は
国
際
社
会
の
認
識
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
台
湾
接
収
が
事
実
上
の
主
権
獲
得
（D

e
F

acto

Sovereignty

）
に
等
し
い
と
し
た
。
台
湾
主
権
問
題
に
お
い
て
、
中
国
政
府
は
内
部
と
外
部
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
態
度
を
取
り
、

国
際
社
会
が
台
湾
主
権
の
移
転
を
未
だ
承
認
し
て
い
な
い
と
認
識
し
な
が
ら
、
台
湾
人
に
光
復
と
い
う
宣
伝
を
展
開
し
、
カ
イ
ロ
宣
言
を

よ
り
ど
こ
ろ
に
台
湾
の
復
帰
を
公
言
し
て
い
た
。

次
に
、
中
国
政
府
は
台
湾
人
は
中
華
民
国
国
民
で
あ
る
と
公
言
し
な
が
ら
も
、
統
治
上
は
敵
視
的
立
場
を
採
り
、
台
湾
人
民
を
「
日
本

か
ら
奴
隷
化
さ
れ
た
」
と
非
難
し
、「
中
国
化
」
に
改
造
し
な
け
れ
ば
、
中
国
人
同
様
の
参
政
権
を
与
え
ら
れ
な
い
と
し
た
。
中
国
政
府

は
戦
時
の
敵
国
で
あ
っ
た
日
本
に
対
し
て
「
徳
を
以
っ
て
怨
み
を
報
ず
」
し
た
が
、
日
本
統
治
を
受
け
て
い
た
台
湾
人
に
は
歴
史
的
清
算

を
行
い
、
そ
の
当
時
日
本
国
民
で
あ
っ
た
台
湾
人
に
「
漢
奸
」
の
追
及
、
中
国
に
対
す
る
政
治
忠
誠
を
求
め
た
。
こ
れ
は
正
に
歴
史
の
錯

乱
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
上
か
ら
の
指
導
的
な
歴
史
清
算
は
台
湾
人
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
を
起
こ
し
、
民
間
か
ら
自
ら
歴
史
を
顧
み
る
と
い

う
機
運
を
失
っ
た
。

ま
た
、
戦
後
初
期
に
は
台
湾
人
が
血
縁
文
化
と
現
実
的
利
益
の
考
慮
か
ら
、
大
多
数
が
中
国
政
府
の
統
治
を
歓
迎
し
て
い
た
。
台
湾
人

は
国
際
法
的
に
中
国
の
国
籍
を
未
だ
有
し
て
い
な
い
の
に
関
わ
ら
ず
、
制
憲
代
表
を
選
出
し
、
中
華
民
国
憲
法
の
制
定
に
参
加
し
た
。
当
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時
の
台
湾
人
は
制
憲
の
参
加
と
各
種
民
意
代
表
選
挙
に
対
し
、
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
政
府
の
統
治
失
敗
か
ら
、
さ
ら
に
文
化
的
差
別
か
ら
、
本
来
熱
意
で
中
国
を
歓
迎
し
て
い
た
台
湾
人
は
、
中
国
統
治
に

対
し
強
烈
に
反
感
し
、
集
団
防
衛
の
行
為
に
乗
り
出
す
ま
で
に
至
っ
た
。
台
湾
人
は
文
化
面
に
お
い
て
日
本
統
治
五
十
年
で
積
み
重
ね
た

文
明
、
進
歩
、
法
治
、
衛
生
な
ど
の
近
代
性
を
強
調
し
、
そ
の
経
験
か
ら
「
我
々
」
と
「
他
者
」
を
区
別
し
、
却
っ
て
中
国
統
治
者
の
遅

れ
を
皮
肉
っ
た
。「
日
本
植
民
統
治
肯
定
論
」
は
こ
の
特
殊
的
情
況
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
政
治
面
で
は
、
中
国
政
府
の
統
治
は
二
年
足
ら
ず
で
、
台
湾
社
会
に
耐
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
落
胆
を
生
み
、
逆
に
民
主
、
憲
法

施
行
、
高
度
自
治
、
さ
ら
に
住
民
投
票
、
台
湾
独
立
な
ど
の
主
張
な
ど
が
次
々
に
噴
出
し
、
台
湾
人
の
中
国
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
揺

が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

戦
後
初
期
の
台
湾
は
混
沌
未
明
、
正
反
並
存
の
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
の
台
湾
人
は
将
来
に
対
し
多
大
な
期
待
を
抱
き
、
積
極
的
に
試

み
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
果
、
挫
折
と
ト
ラ
ウ
マ
に
も
見
舞
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
巨
大
な
変
化
が
起
き
て
い
た
。

こ
の
時
代
は
非
常
に
様
々
な
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
研
究
者
が
こ
の
よ
う
な
複
雑
か
つ
矛
盾
を
抱
え
た
歴
史
と
向

き
合
う
際
、
歴
史
事
実
か
ら
か
け
離
れ
な
い
た
め
に
も
、
一
層
当
時
の
時
代
の
情
緒
に
接
近
し
、
配
慮
あ
る
理
解
で
臨
む
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。
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本
稿
は
台
湾
・
国
家
科
学
委
員
会
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
課
題
番
号N

S
C
99 -2410 -H

-004 -085 -M
Y
2

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
２
０
１
０
年
６
月
23

日
の
広
島
大
学
社
会
科
学
研
究
科
で
の
講
演
「
現
代
台
湾
史
研
究
に
お
け
る
『
戦
後
初
期
』
の
意
義
│
若
干
の
未
解
決
課
題
に
つ
い
て
│
」
を
も
と
に
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
。

訳
出
　
周
俊
宇
（
東
京
大
学
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
院
生
）・
岩
口
敬
子
（
台
湾
・
国
立
政
治
大
学
台
湾
史
研
究
所
修
士
）

（
１
）
「
否
定
台
灣
主
權
　
超
大
諷
刺
」『
中
國
時
報
』、
２
０
０
９
年
９
月
23
日
。

（
２
）

林
滿
紅
『
獵
巫
、
教
魂
與
認
同
危
機：

台
灣
定
位
新
論
』
台
北
、
黎
明
文
化
、
２
０
０
８
年
。

（
３
）

蘇
瑤
崇
「『
終
戰
』
到
『
光
復
』
期
間
台
灣
政
治
與
社
會
變
化
」『
國
史
館
學
術
集
刊
』
13
、
２
０
０
７
年
、
45
│
87
頁
。

（
４
）
「
為
張
邦
傑
呈
擬
收
復
台
灣
五
項
意
見
特
擬
具
審

意
見
呈
請
鑒
核
」『
台
灣
民

請
願
案
』、
番
号0031 /0173 /4032

．

01 /1 /005

、
台
湾
・

案
管
理

局
。「
核
復
關
於
台
灣
革
命
同
盟
會
主
席
張
邦
傑
呈
擬
收
復
台
灣
意
見
及
設
省
治
各
節
請
酌
裁
」『
台
灣
民

請
願
案
』、
番
号0031 /0173 /4032

．

01 /1 /009

、

台
湾
・

案
管
理
局
。（
以
下
の
引
用
は
台
湾
を
略
す
。）

（
５
）
「
行
政
院
秘
書
處
等
關
於
擬
定
收
復
台
灣
政
治
準
備
工
作
及
組
織
人
事
等
具
體

法
與
外
交
部
等
來
往
文
件
（
１
９
４
４
年
１
月
│
８
月
）」
陳
雲
林
編

『
館
藏
民
國
台
灣

案
第
十
九
冊
』
所
収
、
北
京
、
九
州
出
版
社
、
２
０
０
７
年
、
75
頁
。

（
６
）

同
上
、
77
頁
。

（
７
）

張
瑞
成
編
『
光
復
台
灣
之
籌
劃
與
受
降
接
收
』
台
北
、
國
民
黨
黨
史
會
、
１
９
９
０
年
、
１
８
５
│
１
８
６
頁
。

（
８
）
「
台
灣
收
復
計
劃
大
綱
」、
馬
有
成
「
戰
後
初
期
國
府
接
管
台
灣
之
籌
畫
」『
台
灣
風
物
』
59：

４
、
２
０
０
９
年
、
41
│
47
頁
よ
り
。

（
９
）

張
瑞
成
編
、
前
掲
『
光
復
台
灣
之
籌
劃
與
受
降
接
收
』、
２
４
５
頁
。

（
10
）

行
政
院
「
訓
令
」『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 /1 /0855
、

案
管
理
局
。

（
11
）

行
政
院
秘
書
處
、「
在
外
台
僑
國
籍
處
理

法
案
」、『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
12
）

外
交
部
「
檢
送
在
外
台
僑
國
籍
處
理

法
一

照
請

照
並
惠
予
轉
達
貴
國
政
府
由
、『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理

局
。

（
13
）

外
交
部
「
關
於
台
民
恢
復
我
國
國
籍
日
期
事
」『
台
灣
人
民
恢
復
國
籍
』、
番
号0034 /612 .12 /1 /1 /086

、

案
管
理
局
。

（
14
）
「
駐
英
吉
利
大
使
館
代
電
、『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。
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（
15
）
「
美
國
國
務
院
致
駐
美
大
使
館
備
忘

譯
文
」『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
16
）

沈
覲
鼎
「
外
交
部
第
２
５
３
號
收
電
」『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
17
）

李
根
芹
「
關
於
荷
方
對
台
僑
觀
點
及
待
遇
事
呈
請
鑒
核
示
遵
由
」『
遣
送
新
加
波
台
僑
回
台
』、
番
号0034 /172 -1 /0854

、

案
管
理
局
。

（
18
）

外
交
部
電
駐
美
大
使
館
「
關
於
台
僑
恢
復
國
籍
之
法
律
地
位
問
題
本
事
實
主
權
法
理
根
據
再
向
美
方
交
渉
具
報
」『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号

0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
19
）

同
上
。

（
20
）

駐
日
代
表
團
「
外
交
部
第
２
５
７
號
收
電
」、『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
21
）

駐
日
代
表
團
「
呈
報
與
總
部
商
談
台
民
復
籍
經
過
情
形
並
擬
具
應
付

法
敬
祈
核
示
祗
遵
由
」『
在
外
台
僑
國
籍
問
題
』、
番
号0034 /172 -1 /0855

、

案
管
理
局
。

（
22
）
「
陳
儀
關
於
光
復
後
台
灣
教
育
之
意
見
與
陳
立
夫
往
來
函
稿
（
１
９
４
４
年
５
月
│
７
月
）」
陳
雲
林
編
『
館
藏
民
國
台
灣

案
第
三
十
九
冊
』
所
収
、
北

京
、
九
州
出
版
社
、
２
０
０
７
年
、
２
４
４
│
３
４
５
頁
。

（
23
）
「
台
灣
接
管
計
劃
剛
要
」、
陳
鳴
鐘
・
陳
興
唐
編
『
台
灣
光
復
和
光
復
後
五
年
省
情
』
所
収
、
南
京
、
南
京
出
版
社
、
１
９
８
９
年
、
頁
49
│
54
。

（
24
）

社
説
「
建
設
台
灣
新
文
化
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
11
月
６
日
。
社
説
「
台
灣
的
大
學
教
育
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
11
月
18
日
。
盧
冠
群

「
台
灣
文
化
重
建
之
路
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
11
月
23
日
。

（
25
）

社
説
「
糾
正
「
日
化
」
的
習
慣
用
語
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
12
日
。
社
説
「
改
正
『
日
化
』
名
詞
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
26
日
。

姜

「『
偽
國
語
』
與
『
祖
國
語
』」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
20
日
。
公
明
「
語
文
第
一
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
22
日
。

（
26
）

社
説
「
肅
清
思
想
毒
素
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
17
日
。
張
兆
煥
「
發
揚
民
族
精
神
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
12
月
12
日
。

（
27
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
５
月
１
日
・
２
日
。

（
28
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
５
月
２
日
。

（
29
）

王
白
淵
「
所
謂
『
奴
化
』
問
題
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
34
年
１
月
８
日
。

（
30
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
10
月
16
日
。

（
31
）
『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
35
年
10
月
28
日
。

（
32
）

張
世
瑛
「
從
幾
個
戰
後
審
奸
的
案
例
來
看
漢
奸
的
身
分
認
定
問
題
」『
國
史
館
學
術
集
刊
』
１
、
２
０
０
１
年
、
１
６
７
│
１
６
９
頁
。
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（
33
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
１
月
17
日
。

（
34
）

台
灣
省
警
備
總
司
令
部
『
台
灣
省
警
備
總
司
令
部
週
年
工
作
概
況
報
告
書
』、
台
北
、
台
灣
省
警
備
總
司
令
部
、
１
９
４
６
年
、
頁
94
。

（
35
）

李
翼
中
「
帽
簷
述
事
」
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
二
二
八
事
件
資
料
選
輯
（
二
）』
所
収
、
台
北
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
１
９
９
２
年
、

４
０
０
頁
。

（
36
）

台
灣
省
警
備
總
司
令
部
『
台
灣
省
警
備
總
司
令
部
週
年
工
作
概
況
報
告
書
』、
94
│
95
頁
。
そ
の
内
容
に
よ
る
と
、
後
に
辜
振
甫
・
許
丙
・
林
熊
祥
な
ど

は
、
戦
犯
の
疑
い
で
台
湾
軍
事
法
廷
に
移
送
さ
れ
、
審
理
を
受
け
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
37
）

丘
念
『
嶺
海
微
飆
』、
台
北
、
中
華
日
報
社
、
１
９
６
２
年
、
２
５
１
頁
。

（
38
）

台
灣
省
行
政
長
官
公
署
民
政
處
編
『
台
灣
省
民
意
機
關
之
建
立
』、
台
北
、
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
民
政
處
、
１
９
４
６
年
、
17
・
25
・
27
頁
。

（
39
）

同
上
、
３
１
３
│
３
１
６
頁
。

（
40
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
４
日
。

（
41
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
４
日
・
５
日
。

（
42
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
４
日
。『
人
民
導
報
』、
民
国
35
年
９
月
６
日
。

（
43
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
10
月
13
日
。

（
44
）
『
民
報
』、
民
国
36
年
２
月
22
日
。

（
45
）

台
灣
省
行
政
長
官
公
署
人
事
室
編
『
台
灣
一
年
來
之
人
事
行
政
』、
台
北
、
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳
委
員
會
、
１
９
４
６
年
、
２
頁
。

（
46
）
「
民
國
三
十
五
年
度
工
作
要
領
」
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳
委
員
會
編
『
陳
長
官
治
台
言
論
集
第
一
輯
』
所
収
、
台
北
、
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳

委
員
會
、
１
９
４
６
年
、
45
頁
。『
民
報
』、
民
国
35
年
11
月
22
日
。

（
47
）
「
關
於
糧
食
與
用
人
問
題
」
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳
委
員
會
編
『
陳
長
官
治
台
言
論
集
第
一
輯
』
所
収
、
台
北
、
台
灣
省
行
政
長
官
公
署
宣
傳
委
員

會
、
１
９
４
６
年
、
69
頁
。

（
48
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
11
月
８
日
。

（
49
）

社
説
「
人
材
的
登
用
質
量
要
並
重
」『
民
報
』、
民
国
35
年
11
月
15
日
。

（
50
）
『
人
民
導
報
』、
民
国
36
年
１
月
20
日
・
２
月
９
日
。

（
51
）

社
説
「『
國
語
國
文
』
與
國
家
觀
念
」『
民
報
』、
民
国
36
年
２
月
８
日
。



35－戦後初期における台湾の法的地位問題と台湾人エリートの政治展望（陳）

（
52
）

こ
の
17
名
の
台
湾
籍
の
制
憲
国
民
大
会
代
表
は
顏
欽
賢
・

國
書
・
林
連
宗
・
李
萬
居
・
林
璧
輝
・
張
七
郎
・
鄭
品
聰
・
高
恭
・
連
震
東
・
謝
娥
・
南
志

信
・
洪
火
煉
・
劉
明
朝
・

國
信
・
簡
文
發
・
陳

清
・
紀
秋
水
。
李
筱
峰
『
台
灣
戰
後
初
期
的
民
意
代
表
』、
台
北
、
自
立

報
、
１
９
８
６
年
、
37
│

38
頁
。

（
53
）
「
戰
犯
辜
振
甫
等
判
決
書
正
本
」、
番
号
０
０
０
０
８
１
１
０
、

案
管
理
局
。

（
54
）
「
輕
舉
妄
動
を
慎
め
　
總
督
　
全
島
民
に
呼
び
か
く
」『
台
灣
新
報
』、
昭
和
20
年
８
月
き
日
。

（
55
）
「
時
局
急
變
と
本
島
の
今
後
　
安
藤
總
督
談
」『
台
灣
新
報
』、
昭
和
20
年
８
月
24
日
。

（
56
）

林
獻
堂
著
、
許
雪

編
『
灌
園
先
生
日
記
（
十
七
）
一
九
四
五
年
』、
台
北
、
中
央
研
究
院
台
灣
史
研
究
所
、
２
０
１
０
年
、
２
４
９
│
２
６
１
頁
。

（
57
）

G
eorge

H
.K

err

著
、
陳
榮
成
訳
『
被
出
賣
的
台
灣
』、
台
北
、
前
衛
出
版
社
、
１
９
９
１
年
、
90
│
91
頁
。

（
58
）

Strategic
Service

U
nit

,
A

R
eport

on
FO

R
M

O
SA

(T
A

IW
A

N
):

Japanese
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and
R
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Subjects,R

G
59 ,

D
epartm

ent
of

State
D

ecim
al

File
1945 -1949 ,B

ox7385 ,in
N

ational
A

rchives
of

U
.S.

林
獻
堂
の
１
９
４
５
年
11
月
26
の
日
記
に
、「
ア
メ
リ
カ
情
報
部
人
員
の
二
名
は

田
龍
雄
を
通

訳
と
し
、
三
時
頃
こ
れ
ま
で
の
政
治
運
動
、
文
化
運
動
に
つ
い
て
訪
ね
に
来
て
、
私
が
そ
の
経
緯
を
大
概
に
説
明
し
た
。
攀
龍
も
出
て
来
客
と
挨
拶
し
た
。

約
三
十
分
間
。」
林
獻
堂
著
、
許
雪

編
、
前
掲
『
灌
園
先
生
日
記
（
十
七
）
一
九
四
五
年
』、
３
９
７
頁
。

（
59
）

戦
後
国
民
政
府
へ
の
歓
迎
と
い
う
の
は
国
民
政
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
神
話
と
い
う
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
発
見
さ
れ
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
立
証

で
き
る
。
と
り
わ
け
、
当
時
の
日
記
は
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
低
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
裏
づ
け
る
に
は
十
分
で
あ
る
。『
灌
園
先
生
日
記
』、

『

新
榮
日
記
』
な
ど
は
参
考
に
な
る
。

（
60
）
『
民
報
』、
民
国
34
年
10
月
11
日
。

（
61
）
『
民
報
』、
民
国
34
年
10
月
18
日
。

（
62
）
『
民
報
』、
民
国
34
年
10
月
25
日
。

（
63
）

本
社
主
催
「
談
台
灣
文
化
的
前
途
」『
新
新
』
７
、
民
国
35
年
10
月
17
日
、
４
│
６
頁
。

（
64
）

社
説
「
歡
迎
國

記
者
團
」、『
民
報
』、
民
国
35
年
10
月
13
。

（
65
）

社
説
「
掃
除
封
建
作
風
」、『
民
報
』、
民
国
36
年
１
月
16
日
。

（
66
）

社
説
「
確
保
我
們
的
科
學
精
神
」、『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
19
日
。

（
67
）

社
説
「
徹
底
防
止
鼠
疫
」、『
民
報
』、
民
国
35
年
６
月
21
日
。
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（
68
）

陳
翠
蓮
「
去
殖
民
與
再
殖
民
的
對
抗：

以
一
九
四
六
年
『
台
人
奴
化
』
論
戰
為
焦
點
」『
台
灣
史
研
究
』
９：

２
、
２
０
０
２
年
、
１
４
５
│
２
０
１
頁
。

（
69
）

瑞
仁
（
社
説
）「
向
自
治
的
路
」『
政
經
報
』
２：

５
、
民
国
35
年
５
月
10
日
、
３
│
４
頁
。

（
70
）

瑞
仁
「
憲
政
運
動
及
地
方
自
治
」『
政
經
報
』
２：

６
、
民
国
35
年
７
月
25
日
、
６
頁
。

（
71
）
『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
35
年
８
月
６
日
。

（
72
）
『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
35
年
８
月
10
日
。

（
73
）

社
説
「
再
論
參
政
員
選
舉
」『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
35
年
８
月
10
日
。

（
74
）
『
台
灣
新
生
報
』、
民
国
35
年
８
月
11
日
。

（
75
）

編
輯
部
「
本
省
參
政
員
對
時
局
發
表
政
見
│
│
本
社
舉
行
本
省
參
政
員
座
談
會
記

」『
台
灣
評
論
』
１：

３
、
民
国
35
年
９
月
１
日
、
６
│
７
頁
。

（
76
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
12
日
。『
人
民
導
報
』、
民
国
35
年
９
月
12
日
。

（
77
）

謝
南
光
「
為
民
主
政
治
而
奮
鬥
」『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
12
日
。

（
78
）
『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
14
日
。『
人
民
導
報
』、
民
国
35
年
９
月
15
日
。

（
79
）

社
説
「
謝
南
光
氏
歸
台
│
│
台
胞
們
心
機
一
轉
」『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
13
日
。

（
80
）

社
説
「
嚴

貪
官
與
實
施
自
治
」『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
16
日
。
社
説
「
奮
勇
爭
取
民
主
政
治
」『
民
報
』、
民
国
35
年
９
月
18
日
。
社
説
「
團
結
的
力

量
」『
民
報
』、
民
国
35
年
10
月
12
日
。

（
81
）

前
鋒
編
輯
部
「
青
年
座
談
會
」『
前
鋒
』
14
、
１
９
４
７
年
２
月
８
日
、
10
│
13
頁
。
前
鋒
雑
誌
社
は
ま
た
「
台
灣
的
出
路
」
と
題
す
る
論
文
を
募
集
し
、

台
湾
人
の
自
分
自
身
の
前
途
に
対
す
る
考
え
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
。「
前
鋒
叢
書
編
輯
部

求
論
文

事
」『
前
鋒
』
14
、
１
９
４
７
年
２
月
８
日
、

18
頁
。

（
82
）
「
保
密
局
呈

主
席
情
報
」、「
大
溪

案
│
台
灣
二
二
八
事
件
」
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
『
二
二
八
事
件
資
料
選
輯(

二)

』
所
収
、
台
北
、
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
１
９
９
２
年
、
頁
63
。




