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端
々
か
ら
強
い
危
機
感
が
感
じ
ら
れ
る
書

で
あ
る
。
本
書
は
台
湾
社
会
に
お
け
る
中
国

の
政
治
的
影
響
力
の
浸
透
を
、「
中
国
フ
ァ

ク
タ
ー
」
と
い
う
概
念
か
ら
捉
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

台
湾
に
お
け
る
「
中
国
フ
ァ
ク
タ
ー
」
の

分
析
対
象
は
、
日
本
人
が
想
像
す
る
よ
り
も

幅
広
い
。
台
湾
海
峡
の
安
全
保
障
問
題
や
、

台
湾
総
統
選
挙
へ
の
介
入
と
い
っ
た
政
治
面

だ
け
で
は
な
い
。
台
湾
企
業
の
対
中
投
資
や

中
国
企
業
に
よ
る
台
湾
投
資
の
影
響
と
い
っ

た
経
済
面
、
さ
ら
に
は
台
湾
人
と
結
婚
し
た

中
国
人
配
偶
者
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問

題
、
そ
し
て
宗
教
や
歴
史
教
育
を
含
む
社
会

面
ま
で
が
含
ま
れ
る
。

可
視
化
進
む
「
中
國
因
素
」

　

本
書
の
主
た
る
分
析
事
例
が
、
二
〇
〇
八

～
一
六
年
の
国
民
党
・
馬
英
九
政
権
期
に
集

中
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の

時
期
に
大
陸
と
の
経
済
的
関
係
が
急
速
に
深

ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
以
前

の
中
国
に
よ
る
台
湾
へ
の
影
響
力
行
使
と
比

べ
て
、こ
の
時
期
以
降
、よ
り
間
接
的
な
チ
ャ

ン
ネ
ル
が
重
要
に
な
っ
て
き
た
。
一
九
九
〇

年
代
の
総
統
選
挙
の
際
に
見
ら
れ
た
中
国
政

府
に
よ
る
直
接
的
な
介
入
、
例
え
ば
九
八
年

に
は
人
民
解
放
軍
に
よ
る
台
湾
近
海
で
の
ミ
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サ
イ
ル
演
習
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
二
〇
一
二
年
の
選
挙
で
は
、
大
陸
進
出

し
た
台
湾
企
業
経
営
者
に
よ
る
「
九
二
年
コ

ン
セ
ン
サ
ス
」
へ
の
支
持
表
明
や
、
大
陸
在

住
の
台
湾
人
が
帰
国
し
て
投
票
す
る
た
め
の

航
空
機
チ
ケ
ッ
ト
へ
の
補
助
な
ど
が
行
わ
れ

た
。

　

本
書
で
紹
介
さ
れ
る「
中
国
フ
ァ
ク
タ
ー
」

論
に
は
、
二
つ
の
サ
ブ
・
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ

る
。
第
一
は
、「
海
峡
を
跨
い
だ
政
治
ビ
ジ

ネ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」で
あ
り
、第
二
は「
台

湾
の
現
地
協
力
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」で
あ
る
。

前
者
は
両
岸
に
お
け
る
双
方
向
の
経
済
活
動

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
が
、
後
者
は
台
湾
現

地
の
企
業
家
、
職
業
集
団
と
業
界
組
織
、
そ

し
て
個
人
が
、
自
ら
の
目
的
や
利
益
の
た
め

に
実
質
的
に
中
国
政
府
の
協
力
者
と
し
て
活

動
す
る
こ
と
を
指
す
。

　

こ
の
二
つ
の
段
階
を
踏
ん
だ
間
接
的
な
介

入
に
対
し
て
、
台
湾
社
会
で
は
近
年
、
警
戒

感
や
反
発
が
生
ま
れ
て
き
た
。
著
者
ら
に
よ

れ
ば
大
陸
か
ら
の
間
接
的
で
見
え
に
く
い

「
作
用
」
を
見
出
し
、
こ
れ
に
名
前
を
付
け

て
認
識
す
る
、
ま
さ
に
反
作
用
と
し
て
「
中

国
フ
ァ
ク
タ
ー
」
と
い
う
概
念
は
作
り
出
さ

れ
た
。
原
文
で
「
中
國
因
素
」
と
表
さ
れ
、

現
在
も
台
湾
を
中
心
に
、
発
展
途
上
の
概
念

と
さ
れ
る
。

多
様
な
両
岸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成

　

本
書
で
は
冒
頭
で
概
念
誕
生
の
背
景
、
そ

し
て
い
く
つ
か
の
象
徴
例
を
紹
介
し
た
上

で
、
残
る
六
章
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
検
討

さ
れ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
観
光
、
媽

祖
信
仰
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
中
国
企
業
の
台
湾

投
資
、
教
科
書
論
争
、
報
道
の
自
由
で
あ
る
。

諸
外
国
に
対
す
る
中
国
の
影
響
力
に
つ
い
て

は
東
南
ア
ジ
ア
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
議

論
さ
れ
て
き
た
が
、
本
書
が
取
り
上
げ
る
事

例
の
幅
広
さ
に
は
台
湾
に
お
け
る
研
究
蓄
積

の
厚
さ
を
感
じ
る
。

　

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
興
味
深
い
事
例
を
紹

介
し
よ
う
。
ま
ず
経
済
的
果
実
に
よ
る
台
湾

へ
の
影
響
力
の
行
使
の
事
例
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
が
観
光
で
あ
る
。
中
国
に
お
い

て
台
湾
へ
の
観
光
は
ツ
ア
ー
参
加
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
指
定
の
旅
行
会
社
に

よ
る
寡
占
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ツ

ア
ー
客
を
現
地
で
受
け
入
れ
る
ラ
ン
ド
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
は
、
旅
行
会
社
の
要
請
を
受
け
安

値
で
、
時
に
無
料
で
ツ
ア
ー
客
に
観
光
地
を

案
内
す
る
。
こ
う
し
た
ツ
ア
ー
に
は
宝
石
・

玉
な
ど
を
市
中
価
格
よ
り
も
ず
っ
と
高
い
値

段
で
売
る
土
産
物
店
へ
の
訪
問
が
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
そ
こ

で
の
観
光
客
の
買
い
物
代
金
か
ら
キ
ッ
ク

バ
ッ
ク
を
も
ら
っ
て
採
算
を
と
っ
て
い
る
。

歪
ん
だ
収
益
構
造
で
あ
っ
て
も
、
観
光
客
数

に
比
例
し
た
経
済
的
利
益
は
、
台
湾
の
観
光

業
界
が
台
湾
政
府
へ
大
陸
か
ら
の
観
光
客
が

減
ら
な
い
よ
う
に
働
き
か
け
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
な
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
中
国
人
台
湾
観
光
ツ
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ア
ー
に
参
加
し
た
米
国
人
研
究
者
に
よ
る

参
加
観
察
の
報
告
で
あ
る
（
本
書
第
三
章
）。

九
〇
〇
ド
ル
の
ツ
ア
ー
代
金
に
は
、
上
海
か

ら
の
往
復
航
空
券
代
、七
泊
分
の
宿
泊
代
金
、

食
事
代
ま
で
が
含
ま
れ
、
特
定
の
店
舗
で
の

買
い
物
時
間
は
強
制
参
加
で
あ
る
。

　

ツ
ア
ー
開
始
直
後
、
現
地
の
台
湾
人
ガ
イ

ド
は
翌
日
訪
問
す
る
台
湾
中
部
の
中
台
禅
寺

に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
前
総
理
の
温
家

宝
さ
ん
は
、
中
台
禅
寺
と
阿
里
山
に
行
っ
て

み
た
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
話
し
、

中
国
と
の
連
帯
を
示
し
た
と
い
う
。
ツ
ア
ー

で
訪
問
し
た
宝
石
店
は
国
民
党
の
党
営
で
、

店
員
が
「
う
ち
の
花
瓶
を
買
う
こ
と
は
平
和

統
一
の
手
助
け
に
な
り
ま
す
」
と
言
っ
た
一

幕
は
、
政
治
的
な
正
当
性
を
付
与
す
る
こ
と

で
中
国
人
観
光
客
か
ら
利
益
を
得
よ
う
と
い

う
生
々
し
い
事
例
だ
ろ
う
。
著
者
は
次
の
よ

う
に
総
括
す
る
―
―
台
湾
へ
の
ツ
ア
ー
は

「
中
国
国
内
に
お
け
る
観
光
体
験
の
複
製
と

再
現
に
な
っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
「
台
湾
も

大
陸
と
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う

印
象
を
持
た
せ
る
た
め
に
設
計
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

媽
祖
信
仰
と
い
う
宗
教
を
通
じ
て
両
岸
に

出
来
上
が
っ
た
信
仰
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
話
も

面
白
い
（
第
四
章
）。
媽
祖
は
台
湾
で
広
く

信
仰
さ
れ
る
民
間
宗
教
で
、
海
の
女
神
に
対

し
て
航
海
の
安
全
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。
中

国
側
で
は
媽
祖
協
会
は
政
府
と
党
の
色
彩
が

色
濃
く
反
映
さ
れ
、
両
岸
を
ま
た
ぐ
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
通
じ
て
台
湾
統
一
工
作
を
目
指
し

て
い
る
。

　

一
方
で
、
台
湾
側
の
媽
祖
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

は
、
台
湾
内
部
の
廟
の
間
の
序
列
を
め
ぐ
っ

て
争
っ
て
い
た
。
一
九
八
七
年
に
は
福
建
省

湄
洲
島
の
媽
祖
祖
廟
で
開
催
さ
れ
た
千
年
祭

に
台
湾
か
ら
た
く
さ
ん
の
廟
が
集
団
で
参
拝

し
た
。
分
霊
を
持
ち
帰
る
こ
と
で
宗
教
的
地

位
を
高
め
、
中
国
の
観
光
客
に
ア
ピ
ー
ル
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
媽
祖
参

拝
を
理
由
と
し
た
大
陸
訪
問
の
規
制
緩
和
を

迫
る
動
き
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
「
宗
教

直
航
」
と
呼
ば
れ
、
台
湾
政
治
の
争
点
と
化

し
た
。

　

本
書
に
は
「
中
国
フ
ァ
ク
タ
ー
」
だ
け
で

な
く
、「
台
湾
フ
ァ
ク
タ
ー
」「
米
国
フ
ァ
ク

タ
ー
」
と
い
っ
た
言
葉
も
登
場
す
る
。
国
家

の
政
治
的
目
標
を
、
経
済
等
々
の
チ
ャ
ン
ネ

ル
を
通
じ
て
他
国
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ

と
自
体
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
多
か
れ

少
な
か
れ
各
国
が
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
ま
た
国
境
を
跨
い
だ
政
治
ビ
ジ
ネ
ス
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
各
国
に
お
け
る
現
地
協
力

者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

台
湾
に
お
け
る
「
中
國
因
素
」
は
、
中
国
政

府
が
台
湾
と
の
国
家
統
一
を
果
た
す
こ
と
を

「
核
心
的
利
益
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
明

確
か
つ
重
大
な
現
状
変
更
を
迫
る
こ
と
が
目

的
と
な
っ
て
い
る
点
に
過
酷
さ
が
あ
る
。
そ

の
点
を
踏
ま
え
て
も
、
日
本
を
含
め
た
他
国

へ
の
影
響
を
考
え
る
上
で
示
唆
の
大
き
い
書

で
あ
る
。
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豪
州
で
も
高
ま
る
警
戒
感

　

関
連
す
る
書
籍
と
し
て
は
、
ク
ラ
イ
ブ
・

ハ
ミ
ル
ト
ン
著
の
『
目
に
見
え
ぬ
侵
略
』
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

に
亡
命
し
た
中
国
人
の
元
外
交
担
当
者
が
実

名
で
登
場
し
、
豪
中
関
係
を
中
国
政
府
の
立

場
に
近
い
形
で
代
弁
す
る
研
究
所
が
設
立
さ

れ
た
事
例
や
、
中
国
系
資
産
家
に
よ
る
政
治

家
へ
の
献
金
と
い
っ
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

政
治
を
揺
る
が
し
た
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
経
済
を
通
じ
た

介
入
が
、
現
地
の
協
力
者
を
動
員
す
る
形
で

先
鋭
化
し
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

両
書
と
も
中
国
政
府
か
ら
の
作
用
に
主
眼

が
置
か
れ
て
い
る
。
刊
行
の
意
図
か
ら
し
て

そ
れ
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
台

湾
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
も
に
こ
れ
ら
の
工

作
に
対
し
て
強
い
反
発
が
生
じ
、
む
し
ろ
中

国
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
が
と
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
に
よ
る
作
用

は
、
対
中
政
策
の
再
整
備
と
強
化
と
い
う
反

作
用
を
も
た
ら
し
た
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
中
国
フ
ァ
ク

タ
ー
の
政
治
社
会
学
』
は
、
中
国
政
府
に
よ

る
作
用
を
可
視
化
し
よ
う
と
す
る
「
反
作

用
」
と
し
て
構
築
さ
れ
た
成
果
の
一
端
で
あ

る
。
ま
た
『
目
に
見
え
ぬ
侵
略
』
の
著
者
ハ

ミ
ル
ト
ン
は
、
同
書
執
筆
の
き
っ
か
け
と
し

て
二
〇
〇
八
年
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖

火
リ
レ
ー
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
キ
ャ
ン
ベ

ラ
に
到
着
し
た
際
に
目
撃
し
た
光
景
を
描
写

し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
独
立
の
支
持
派
た
ち

が
動
員
さ
れ
た
中
国
人
留
学
生
に
よ
っ
て
包

囲
さ
れ
、
威
圧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
両
書
籍
自
体
が
作
用

に
対
す
る
反
作
用
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
●
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