
廣
瀬
　
台
湾
で
は
今
、
日
本
は
ど
の
よ
う

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？

沼
田
　
平
成
30（
２
０
１
８
）年
度
の
訪
日

台
湾
人
は
約
4
7
6
万
人
。
そ
の
う
ち
の

約
25
％
が「
日
本
の
歴
史
・
伝
統
文
化
体

験
」に
興
味
を
持
ち
、
実
際
に
訪
問
し
て

い
ま
す
。
実
は
東
ア
ジ
ア
圏
の
国
々
で
日

本
の
社
寺
に
最
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の

は
台
湾
人
な
の
で
す
が
、
熊
野
古
道
の

よ
う
に
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
ツ
ア
ー
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
所
の
ほ
か
に
、
日

本
人
が
気
付
い
て
い
な
い
所
が
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
な
ど
と
し
て
台
湾
の
人
に
人
気

だ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
台
湾
も
日
本
の
よ

う
に
多
宗
教
が
混
在
し
て
い
ま
す
が
、
多

く
は
現
世
利
益
を
求
め
て
訪
れ
る
場
所
で

す
。
し
か
し
日
本
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で

平
和
を
求
め
る
心
が
日
々
の
生
活
に
密
接

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
清
々
し

さ
や
静
寂
が
あ
り
、
そ
れ
が
台
湾
の
人
に

と
っ
て
魅
力
的
に
映
り
ま
す
。
静
か
な
空

間
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
お
香
の
香
り
に

癒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
体
験
し
た
人

た
ち
が
台
湾
に
戻
っ
て
広
め
、そ
れ
を
知
っ

た
人
が
訪
日
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
欧
米
で
は
日
本
の
社
寺
に
禅
や
精
進

料
理
な
ど
哲
学
的
な
要
素
を
求
め
ま
す

が
、
台
湾
で
は
ま
る
で
違
う
の
で
す
。

廣
瀬
　
社
寺
の
建
物（
文
化
財
）は
、
台
湾

の
人
に
ど
う
映
る
の
で
し
ょ
う
？

沼
田
　
山
中
や
山
上
の
静
か
な
空
間
、
そ

こ
へ
向
か
う
道
、
向
か
っ
た
先
に
何
百
年

も
あ
る
伽
藍
や
仏
像
は
、
台
湾
人
に
と
っ

て
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
価
値
観
で
あ

る
こ
と
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
今

日
ま
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
感

動
す
る
の
で
す
。
そ
も
そ
も
台
湾
に
大
陸

か
ら
人
が
移
り
住
ん
で
来
た
の
は
４
５
０

年
程
前
。
し
か
も
そ
の
時
期
の
も
の
は
あ

ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
台
湾
で
古
く
て
最
も
全
土
に
あ

り
美
し
く
保
存
さ
れ
て
い
る
建
造
物
の
多

く
は
、
日
本
の
植
民
地
時
代
に
建
て
ら
れ

た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
台
湾
の
人
か
ら

す
る
と
、
比
叡
山
や
高
野
山
、
永
平
寺
、

身
延
山
な
ど
長
い
歴
史
と
共
に
伝
統
や
文

化
が
生
き
て
い
る
社
寺
は
、
ど
こ
へ
足
を

運
ん
で
も
感
嘆
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
た
だ
大
き
な
違
い
は
、台
湾
の
人
々

が
母
国
で
拝
ん
で
い
る
像
と
い
う
の
は
、

お
金
を
稼
い
で
き
た
人
の
像
。
日
本
の
仏

様
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
拝
ん
で
い
る
か

は
未
知
数
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
国
が
違
え

ば
興
味
の
対
象
が
ま
る
で
違
う
と
い
う
一

例
で
す
ね
。

廣
瀬

　
今
後
の
社
寺
観
光
に
大
切
な
目
線

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

沼
田
　
台
湾
で
は
、
修
行
し
た
り
神
仏
を

拝
む
の
は
自
分
だ
け
の
た
め
で
す
が
、
日

本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
と
い
う
の
は
む
し
ろ

皆
で
協
力
し
合
い
な
が
ら
社
会
を
よ
く
し

て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
教
え
に
は
自
然
環
境
が
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
他
者
の
た
め
に
祈
り
、

そ
し
て
祈
り
の
場
所
が
こ
れ
だ
け
美
し
く

維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
誇
り

で
あ
り
外
国
人
に
は
何
よ
り
の
魅
力
で

す
。
こ
の
あ
た
り
の
違
い
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
今
後
の
世
界
的
な
観
光
の
流
れ
の

中
で
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。聞き手／廣瀬崇之

一般社団法人全日本
社寺観光連盟理事。元
内閣府特命担当大臣秘
書官、文化観光リサー
チ株式会社代表

台
湾
の
人
た
ち
は
日
本
に
驚
き
、感
動
す
る
。

文
化
・
伝
統
の
継
承
と
豊
か
な
自
然
。

そ
の
人
か
ら
見
た
日
本
の
魅
力
を
理
解
す
れ
ば

発
信
や
工
夫
も
変
わ
っ
て
く
る
。

第3回
社寺観光と訪日台湾人

公益財団法人日本台湾交流協会
台北事務所 代表
沼田 幹夫氏

沼田幹夫／元 在ミャンマー連邦共和国 日本国特命全権大使、平成26（2014）
年より現職。台湾と日本は国交がないため、台北事務所代表は国交樹立国で言
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寺社をテーマにした観光について
未来志向で取り組む人を訪ね、

日本の未来を共に考え、創造します。

《 日本の明日を寺社と共に。 》
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