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縫
谷
直
人
著

ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
日
本

久

保

亨

箆
谷
直
人
氏
の
労
作
が
も
っ
劃
期
的
な
意
味
は
、
氏
の
い
う
ア
ジ
ア
遁
一
商
網

の
機
能
を
、
膨
大
な
史
料
探
索
と
そ
の
系
統
的
な
整
理
を
通
じ
て
解
明
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
に
射
し
て
近
代
日
本
が
取
り
結
ん
だ
関
係
を
考
察
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
近
代
日
本
の
「
開
港
」
は
、
欧
米
資
本
主
義
に
射
す
る
市
場
開
放
で

あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
一
層
大
き
な
意
味
に
お
い

て
、
ア
ジ
ア
経
済
に
刻
す
る
市
場
開
放
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
問
題
、
す

な
わ
ち
ア
ジ
ア
経
済
に
劃
す
る
日
本
の
市
場
開
放
の
過
程
を
迫
い
、
そ
こ
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
ア
ジ
ア
遁
商
網
と
近
代
日
本
と
の
関
係
を
正
面
か

ら
論
じ
た
労
作
が
本
書
で
あ
る
。
従
来
の
日
本
経
済
史
研
究
が
陥
り
が
ち
で
あ

っ
た
一
園
史
的
な
限
界
を
こ
え
、
世
界
史
的
な
覗
野
の
中
で
議
論
が
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
世
界
史
的
視
野
が
、
欧
米
封
日
本
と
い
う
一
方
面

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ア
ジ
ア
封
日
本
と
い
う
庚
大
な
領
域
に
由
民
が
っ
て

い
る
こ
と
は
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
史
に
新
た
な
一
頁

を
附
け
加
え
た
成
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
用
い
ら
れ
た
史
料
が
政
府
機

関

・
経
済
圏
践
等
の
各
種
報
告
書
、
個
別
企
業
の
経
営
史
料
、
外
交
史
料
な
ど

多
方
面
に
わ
た
り
、
膨
大
な
量
に
及
ん
で
い
る
こ
と
も
、
讃
む
も
の
を
摩
一
倒
さ

せ
る
。

以
上
の
諸
貼
を
前
提
に
置
い
た
上
で
、
筆
者
の
よ
う
な
中
園
経
済
史
研
究
者

の
目
か
ら
見
た
時
、
ど
の
よ
う
な
検
討
課
題
を
引
き
だ
せ
る
の
か
、
敢
て
記
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
通
一両
網
と
ア
ジ
ア
経
済
と
は
同
一
の

概
念
で
は
な
い。

多
様
な
貿
易
商
に
よ
っ
て
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
ア
ジ
ア
通
商

網
は
、
白
木
と
の
閲
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
各
地
の
地
域
経
済
と
の
閲
に
も

様
々
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
形
成
さ
れ
て

く
る
園
民
経
済
、
近
代
日
本
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
通
商
網
の
閲
に
ど
の
よ
う
な
緊

張
関
係
が
存
在
し
た
か
と
い
う
黙
に

つ
い
て
い
え
ば
、
後
に
鯛
れ
る
よ
う
に
微

妙
な
問
題
が
含
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
本
書
の
内
容
を
簡
潔

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
章
別
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

緒

論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第
九
章

第
十
章

ア
ジ
ア
通
商
網
と
日
本
近
代
史
研
究

一
八
八

0
年
代
の
華
僑
商
人
の
撞
頭
と
日
本
の
反
感

華
僑
通
一商
網
へ
の
封
抗
と
封
ア
ジ
ア
直
輸
出
鐙
制
の
模
索

産
業
革
命
期
日
本
の
華
僑
通
商
網
か
ら
の
離
脱

殿
前
期
の
日
本
人
貿
易
商
に
よ
る
イ
ン
ド
棉
花
の
奥
地
買
付
活
動

一
九
三

0
年
代
の
ア
ジ
ア
通
商
網
と
日
本

第
一
次
日
印
曾
一
商
(
一
九
三
三
J
三
四
年
〉
の
歴
史
的
意
義

第
二
次
日
印
曾
爾
〈

一
九
三
六
J
三
七
年
〉
の
歴
史
的
意
義

日
蘭
曾
一
商
(
一
九
三
四
J
三
八
年
初
頭
)
の
歴
史
的
意
義

日
中
全
面
戦
争
後
の
華
僑
通
商
網

一
九
四

0
年
代
初
頭
の
日
本
綿
布
取
引
を
め
ぐ
る
ア
ジ
ア
、遁
商
網

-100ー

研
究
史
の
批
判
的
検
討
に
基
づ
き
課
題
と
方
法
を
明
示
し
た
緒
論
の
後
、
第

一
章

・
第
二
章
で
は
、
華
僑
通
商
網
に
依
存
し
な
が
ら
昆
布
・
寒
天
な
と
の一

次
産
品
輸
出
を
進
め
た
十
九
世
紀
末
日
本
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
華
僑
通
商

網
に
封
抗
し
日
本
濁
自
の
流
通
機
構
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
存
在
し
た
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が
、
本
書
の
分
析
結
果
に
よ
れ
ば
、
生
産
規
制
能
力
に
乏
し
く
市
場
調
査
能
力

も
不
備
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
思
わ
し
い
結
果
は
得
ら
れ
ず
に
終
わ
り
、
華

僑
商
人
か
ら
の
「
商
権
」
奪
取
と
い
う
課
題
は
、
・
次
の
時
代
に
ま
で
持
ち
越
さ

れ
た
。そ

れ
に
封
し
産
業
革
命
を
経
て
濁
自
の
生
産
と
流
通
の
鐘
制
を
築
き
華
僑
通

一
商
網
か
ら
離
脱
す
る
方
向
へ
日
本
が
歩
み
出
す
二

O
世
紀
初
頭
の
過
程
を
考
察

し
た
の
が
第
三
章
・
第
四
章
で
あ
り
、
華
僑
通
商
網
へ
の
依
存
・
封
抗
の
隻
方

の
ベ
ク
ト
ル
が
絡
ま
り
あ
っ
て
生
じ
る
一
九
三

0
年
代
の
複
雑
微
妙
な
吠
況

は
、
第
五
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
三
章
は
、
一
八
九

0
年
代
か
ら
一
九

0
0年
代
に
か
け
、
①
輸
入
原
料
棉
花
の
場
合
、
華
僑
通
一
商
網
に
依
存
し
て
調

達
さ
れ
た
中
園
棉
花
の
比
重
が
低
下
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た
取

引
機
構
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
低
廉
な
イ
ン
ド
綿
花
の
比
重
が
上
昇
し
、
日
本

紡
績
業
の
採
算
性
を
高
め
た
こ
と
、
②
外
米
の
輸
入
取
引
に
お
い
て
も
、
華
僑

遜
一
商
網
に
依
存
し
た
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
米
の
比
重
が
低
下
し
、
イ
ン

ド
・
ド
イ
ツ
・
日
本
商
社
な
ど
が
扱
う
低
廉
な
ビ
ル
マ
米
の
比
重
が
上
昇
し
た

こ
と
、
③
輸
出
綿
糸
の
場
合
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
輸
出
商
の
関
に
生
じ
た
競

争
、
す
な
わ
ち
山
東
系
華
僑
の
参
入
と
庚
東
・
新
江
系
華
僑
の
後
退
と
い
う
華

僑
関
競
争
が
、
日
本
紡
績
業
に
有
利
な
中
園
向
け
輸
出
取
引
を
可
能
に
さ
せ
た

こ
と
、
な
ど
の
諸
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
イ
ン
ド
棉
花
取
引
に
焦
黙
を

絞
り
、
東
洋
棉
花
ボ
ン
ベ
イ
支
庖
の
経
営
内
容
を
分
析
し
た
の
が
次
の
第
四
章

で
あ
り
、
一
九

O
七
年
以
降
の
棉
花
直
買
が
持
っ
た
大
き
な
意
味
に
謝
し
注
意

が
喚
起
さ
れ
る
。

一
方
、
一
九
三

0
年
代
を
取
り
扱
う
第
五
章
は
、
か
な
り
論
争
的
な
内
容
を

含
ん
で
い
る
。
そ
の
主
要
な
論
貼
の
一
つ
は
、
日
本
製
品
の
ア
ジ
ア
市
場
に
お

け
る
園
際
競
争
力
は
東
南
ア
ジ
ア
市
場
に
お
け
る
華
僑
通
商
網
に
強
く
依
存
し

て
渓
揮
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
あ
わ
せ
、
印
僑
遁
一
商
網
が
日

本
人
通
商
網
を
補
完
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
本
園
が
「
サ
ー
ビ

ス
・
金
融
」
的
利
害
に
比
重
一
を
移
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ア
ジ
ア
市
場
の
西
欧

人
稔
入
商
に
お
い
て
も
、
日
本
製
品
の
輸
入
取
引
を
選
好
す
る
勢
力
が
存
在
し

た
こ
と
、
な
ど
日
本
製
品
の
買
込
み
に
有
利
な
扶
況
が
列
奉
さ
れ
る
。
そ
し
て

以
上
の
認
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
神
戸
港
の
針
ア
ジ
ア
輸
出
の
統
計
閏
整
理
と

紳
戸
の
後
背
地
に
お
け
る
日
本
人
織
布
業
者
の
経
営
分
析
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
と

の
相
互
依
存
関
係
を
強
め
な
が
ら
封
ア
ジ
ア
輸
出
を
増
大
さ
せ
て
い
た
日
本
の

織
布
業
の
姿
が
活
寓
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
ア
ジ
ア
、
通
一
一
商
網
の
敏
感
な
反
膝
に

よ
っ
て
、
多
様
な
封
外
関
係
形
成
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た
」
(
一
二
五
頁
)

の
が
同
時
期
の
日
本
だ
っ
た
、
と
い
う
箆
谷
氏
の
濁
自
の
主
張
が
導
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。
日
本
政
府
の
商
工
省
が
指
導
し
た
印
度
向
け
綿
糸
布
の
輸
出
統
制

策
も
、
子
細
に
そ
の
寅
施
過
程
を
迫
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
封
肺
服
す
る
内
容
で
あ

っ
た
。
籍
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
本
章
が
明
ら
か
に
し
た
内
容
は
、
「
日
本
は
封
外

関
係
の
選
揮
肢
を
狭
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
一
九
三

0
年
代
の
同
時
代
人
の

多
く
の
認
識
と
も
、
ま
た
従
来
の
世
界
経
済
史
研
究
に
お
い
て
一
般
に
共
有
さ

れ
て
き
た
「
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
遁
商
関
係
は
希
薄
化
し
て
い
た
」
と
い
う

認
識
と
も
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
J
八
章
で
は
や
や
趣
が
獲
わ
り
、
以
上
の
よ
う
な
寅
態
認
識
を
踏
ま
え

つ
つ
、
一
九
三

0
年
代
日
本
の
針
ア
ジ
ア
経
済
政
策
史
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず

第
一
次
日
印
曾
爾
〈
一
九
三
三
J
=
一
四
年
)
を
考
察
し
た
第
六
章
に
よ
れ
ば
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
確
立
を
封
外
的
に
迫
認
さ
せ
よ
う
と
し
た
日

本
側
の
政
治
的
課
題
が
一
方
に
あ
り
、
棉
花
の
封
日
輸
出
等
で
期
待
さ
れ
る
英

印
の
貿
易
黒
字
に
よ
っ
て
芙
印
か
ら
英
本
閣
へ
の
支
梯
を
園
滑
化
し
よ
う
と
し

た
英
園
側
の
「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
的
利
害
重
視
の
姿
勢
が
他
方
に
あ
っ
た
た

-101ー



344 

め
、
日
本
・
英
印
閲
の
通
商
一
的
相
互
依
存
関
係
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

績
く
第
二
次
日
印
曾
一
商
(
一
九
三
六
J
一
一
一
七
年
〉
の
交
渉
過
程
は
第
七
章
で
取

り
あ
げ
ら
れ
、
引
績
き
日
本
側
が
満
州
・
華
北
支
配
に
射
す
る
英
閣
の
追
認
を

獲
得
す
べ
く
英
印
側
に
譲
歩
し
て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
日
本
の
劉
英
印
経

済
外
交
は
街
中
園
経
済
外
交
に
従
属
す
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
強
調
さ
れ

る
。
以
上
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
と
の
経
済
関
係
と
は
異
な
り
、
オ
ラ

ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
と
の
聞
で
は
兵
盤
的
な
協
定
が
結
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
日
蘭
曾
商
(
一
九
三
四

i
三
八
年
初
頭
)
の
結
果
は
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
孤
立
化
を
促
し
た
も
の
、
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

詳
細
に
そ
の
交
渉
経
過
を
追
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
寅
は
低
廉
な
白
木
製
品
の
輸

入
縫
綾
と
蘭
印
産
砂
糖
(
ジ
ャ
ワ
糖
)
な
ど
の
封
日
輸
出
媛
大
に
よ
っ
て
貿
易

の
出
超
を
維
持
し
、
本
園
の
「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
的
利
害
を
確
保
す
る
こ
と

が
蘭
印
の
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
貿
易
協
定
が
締
結
に
い
た
ら
な
か
っ
た
原

因
は
、
主
に
ジ
ャ
ワ
糖
輸
入
の
披
大
に
つ
い
て
日
本
圏
内
の
合
意
が
成
立
し
な

か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
、
日
本
は
劉
蘭
印
協
調
的

経
済
外
交
を
放
棄
せ
ず
経
済
的
相
互
依
存
関
係
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
、

と
い
う
の
が
第
八
章
の
結
論
で
あ
る
。
以
上
簡
潔
に
要
約
す
れ
ば
、
第
五
章
の

貫
態
分
析
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
日
本
と
英
印
や
蘭
印
と
の
通
商
的
相
互
依
存

関
係
は
、
日
本
政
府
の
「
協
調
的
経
済
外
交
」
、
並
び
に
英
印
や
蘭
印
の
側
の

「
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
」
的
利
害
を
重
観
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
九
一
挙
・
第
十
章
は
、
日
中
戦
争
開
始
以
降
の
一
九
三

0
年
代
末
か
ら
四

0

年
代
初
頭
に
考
察
の
封
象
時
期
を
移
し
な
が
ら
、
再
び
ア
ジ
ア
通
商
網
の
寅
態

分
析
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
第
九
章
は
、
と
く
に
日
本
と
の
通
商
関
係
に
射
す

る
態
度
(
本
書
は
そ
れ
を
封
日
本
開
放
性
と
祷
し
て
い
る
)
に
焦
黙
を
合
わ
せ

な
が
ら
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
華
僑
商
人
の
特
質
と
そ
の
動
向
を
整
理
し
た
作
業

で
あ
り
、
日
本
品
の
シ
L

ア
1
の
遣
い
に
封
臨
服
す
る
形
で
、
東
南
ア
ジ
ア
華
僑

の
排
日
運
動
に
は
地
域
差
が
大
き
か
っ
た
、
と
い
う
事
貨
を
指
摘
し
た
。
す
な

わ
ち
日
本
品
に
代
替
し
得
る
大
量
の
上
海
製
中
園
工
業
製
品
が
流
入
し
た
英
領

マ
ラ
ヤ
に
お
い
て
、
最
も
激
し
く
排
日
運
動
が
展
開
さ
れ
た
の
に
射
し
、
華
僑

が
日
本
製
品
の
総
入
取
引
に
多
く
の
有
盆
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
蘭
印
の
場

合
、
排
日
運
動
は
「
微
温
、
消
極
的
」
だ
っ
た
。
一
方
、
第
十
章
は
一
九
四

0

年
代
初
頭
、
日
本
製
綿
布
の
総
入
に
携
わ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
商
入
居
に

関
す
る
徹
密
な
寅
鐙
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
の
第
二
次

世
界
大
戦
勃
設
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
品
の
供
給
を
制
約
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本
製

綿
布
は
ア
ジ
ア
市
場
に
い
っ
そ
う
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
華
僑
、
イ

ン
ド
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
ら
の
輸
入
荷
が
取
り
結
ぶ
ア
ジ
ア
通
商
網
に
の
っ
て
、

多
く
の
日
本
製
綿
布
が
取
引
さ
れ
た
。

改
め
て
著
者
鐙
谷
氏
の
主
張
を
要
約
し
て
示
せ
ば
、
下
記
の
よ
う
に
な
ろ

う
。
ま
ず
第
一
に
、
従
来
、
日
本
経
済
史
研
究
に
於
て
支
配
的
潮
流
で
あ
っ
た

園
民
園
家
的
も
し
く
は
園
民
経
済
的
な
ま
と
ま
り
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
う
し
た
「
公
式
的
」
な
ま
と
ま
り
を
持
た
な

い
、
も
し
く
は
あ
え
て
持
と
う
と
し
な
い
経
済
活
動
に
封
し
て
も
正
賞
な
注
意

を
梯
う
べ
き
だ
と
の
主
張
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
経
済
活
動
の
中
心
に

位
置
し
、
園
民
経
済
的
な
基
礎
を
持
つ
生
産
過
程
と
は
封
照
的
な
位
置
に
あ
る

も
の
と
し
て
、
園
際
的
商
品
流
通
を
支
え
た
市
場
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
着
目
す

る
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
加
え
て
第
三
に
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
し
て

も
、
日
本
や
欧
米
本
園
を
援
貼
と
す
る
一
商
社
に
よ
る
領
域
的
な
遁
商
網
で
は
な

く
、
華
僑
通
一
荷
網
や
印
僑
逼
一
商
網
の
よ
う
な
非
領
域
的
通
商
網
こ
そ
が
重
要
な

意
味
を
持
つ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
俸
え
ら
れ
る
。
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以
下
、
主
に
方
法
論
に
か
か
わ
る
問
題
を
整
理
し
、
さ
い
ご
に
寅
態
認
識
に

関
す
る
若
干
の
感
想
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
通
商
一
網
と
は
、
畢
覚
、
何
な
の
か
。
果
た
し
て
園
民
経
済

の
枠
を
越
え
た
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
遁
爾
網
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
ア
ジ
ア
各
地
の
圏
民
経
済
(
形
成
途
上
の
場
合
も
含
め
〉
の
一
部
を
構
成

す
る
商
業
資
本
の
活
動
と
、
ど
の
よ
う
に
重
な
り
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の

，刀

注
意
を
要
す
る
こ
と
の
一
つ
は
、
本
書
に
い
う
ア
ジ
ア
通
商
網
が
、
必
ず
し

も
ア
ジ
ア
域
内
の
全
て
の
逼
一
商
網
を
含
ん
だ
概
念
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
箱
谷
氏
は
「
〔
園
家
的
な
〕
領
域
性
を
前
提
と
す
る
日
本

人
事
商
網
と
、
領
域
性
に
支
配
さ
れ
な
い
華
僑
・
印
僑
遁
脅
網
と
の
共
存
」
が

ア
ジ
ア
通
商
網
の
特
徴
で
あ
っ
た
、
と
し
(
一
一
一
一
一
一
貝
て
さ
ら
に
ま
た
「
ア
ジ

ア
、
通
商
一
網
の
特
徴
は
、
領
域
性
の
支
配
す
る
『
園
民
経
済
』
聞
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
〈
中
心
1

周
透
〉
と
い
っ
た
序
列
的
な
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
復
数
の

環
海
都
市
が
核
と
な
り
、
水
卒
的
に
併
存
し
な
が
ら
膨
張
と
枚
縮
を
繰
り
返
す

機
造
を
有
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
(
一
ニ
六
頁
〉
。
前

者
の
記
述
に
お
い
て
は
欧
米
資
本
の
一
商
社
が
ア
ジ
ア
に
展
開
し
て
い
た
通
商一
網

は
除
外
さ
れ
て
い
る
し
、
後
者
の
叙
述
に
至
つ
て
は
、
日
本
資
本
の
一
商
社
の
通

商
網
す
ら
も
、
本
来
の
ア
ジ
ア
通
一
商
網
の
姿
に
は
適
合
し
な
い
存
在
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
本
書
で
ア
ジ
ア
通
商
掘
削
と
い
う
時
、
そ
れ
は
多
く
の

場
合
、
ア
ジ
ア
域
内
に
あ
っ
た
通
商
絹
を
全
て
包
括
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
の
商
人
た
ち
、
な
か
ん
ず
く
華

僑
・
印
僑
に
よ
っ
て
鎗
わ
れ
た
華
僑
・
印
僑
逼
一
商
網
を
、
主
に
念
頭
に
置
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
本
書
に
い
う
ア
ジ
ア
通
商
網

の
「
ア
ジ
ア
」
と
は
、
巌
密
に
い
え
ば
地
域
概
念
で
は
な
く
、
主
鐙
の
在
り
方

に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
。

で
は
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
遁
商
網
は
、
日
本
を
除
く
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
側
か
ら

み
た
時
、
と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
園
民
経

済
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
園
家
的
な
領

域
性
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
存
在
だ
っ
た
の
か
否
か
、
と
く
に
華
僑
通
商
網
を

中
心
に
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
第

一
に
中
園
の
園
民
経
済
と
華
僑
遁
喬
網
の
関
係
に
つ
い
て
。
近
代
日

本
経
済
史
の
立
場
か
ら
華
僑
通
商
網
を
見
れ
ば
、
確
か
に
そ
れ
は
日
本
の
園
民

経
済
の
「
外
」
に
存
在
す
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
近
代
中
園

の
園
民
経
済
の
形
成
に
と
っ
て
、
華
僑
通
商
網
は
、
む
し
ろ
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
だ
っ
た
。
華
僑
喬
一
人
た
ち
は
、
中
園
の
針
外
貿
易
の
重
要
な
縫
い
手
の

一
部
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

E
額
の
本
園
迭
金
を
通
じ
て
中
園
の
園

際
枚
支
を
支
え
、
さ
ら
に
中
園
圏
内
に
最
新
の
工
場
や
銀
行
を
設
立
し
、
直

接
、
経
済
設
展
を
促
す
事
例
も
数
多
く
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
綿
紡
績
業
に

お
け
る
、氷
安
公
司
、
タ
バ
コ
産
業
に
お
け
る
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
、
ゴ
ム
製
品

工
業
に
お
け
る
大
中
華
橡
謬
廠
等
々
は
、
い
ず
れ
も
華
僑
資
本
が
設
立
し
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
業
界
に
お
け
る
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
。
上
海
で
最
も
有
力
な

民
開
銀
行
の
一
つ
、
中
南
銀
行
も
、
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
東
南
ア
ジ
ア
華
僑

が
設
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
近
現
代
中
園
の
経
済
に
と
っ
て
、
華

僑
通
商
網
と
は
、
中
閣
の
園
民
経
済
的
な
設
展
の
延
長
線
上
に
位
置
し
、
常
に

そ
の
「
内
」
に
組
込
ま
れ
る
契
機
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
華
僑
通
商
網
の
持
つ
機
能
を
一
意
園
的
に
中
園
園
民
経
済
の
裂
展
の

た
め
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
最
も
系
統
的
な
政
策
の
一
つ
が
、
一
九
三

0
年
代

に
中
園
園
民
政
府
の
貸
業
部
長
を
つ
と
め
た
陳
公
博
ら
の
輸
出
志
向
工
業
化
戦

略
(
拙
者
『
戟
関
期
中
園
〈
自
立
へ
の
模
索
〉
』
第
五
章
第
六
節
参
照
)
で
あ

-103ー



346 

る
。
彼
ら
は
自
ら
の
政
治
的
支
持
基
盤
に
上
海
の
新
興
工
業
経
営
者
層
と
東
南

ア
ジ
ア
在
住
華
僑
を
組
込
む
狙
い
も
込
め
、
上
海
製
の
省
時
の
新
興
工
業
製
品

を
中
心
に
東
南
ア
ジ
ア
向
け
輸
出
を
設
展
さ
せ
、
園
際
牧
支
を
改
善
し
な
が
ら

軽
工
業
を
軸
と
し
た
経
済
援
展
を
図
ろ
う
と
し
た
。

陳
公
博
ら
の
輸
出
志
向
工
業
化
戦
略
ほ
ど
に
明
確
な
も
の
で
は
な
く
と
も
、

歴
代
の
中
園
政
府
は
、
常
に
僑
務
委
員
禽
な
ど
の
専
門
の
行
政
機
構
を
設
け
、

華
僑
と
の
連
係
を
重
観
し
て
き
た
。
そ
れ
は
決
し
て
た
ん
に
在
外
中
園
人
を
保

護
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
華
僑
通
商
網
を
中
園
園
民
経
済
に
リ
ン

ク
さ
せ
、
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
も
、
蛍
然
、
意
固
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
現
在
も
そ
う
で
あ
り
、
今
後
も
相
嘗
の
長

期
閲
に
わ
た
っ
て
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
人
民
共
和
図
政
府
が

一
九
八
0
年
代
に
封
外
開
放
政
策
に
着
手
し
て
以

来
、
封
中
園
投
資
の
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
華
僑
資
本
で
あ
っ
た
事

実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
中
園
経
済
史
の
立
場
か
ら
み
た
華
僑
通
商
一
網
の
機
能
と
、
日
本
経

済
史
の
立
場
か
ら
み
た
そ
れ
と
の
関
に
は
、
相
蛍
の
ズ
レ
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
通

商
一
網
を
図
民
経
済
の
「
外
」
に
あ
る
も
の
と
先
験
的
に
考
え
る
こ
と
自
慢
に
、

違
和
感
を
抱
い
た
。

第
二
に
、
以
上
の
貼
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
日
中
南
園
以
外
の
ア

ジ
ア
諸
地
域
の
園
民
経
済
(
二
O
世
紀
牢
ば
頃
か
ら
形
成
の
途
を
歩
み
始
め
た

ケ

l
ス
が
多
い
)
に
と
っ
て
、
華
僑
通
商
網
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も

の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
間
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
第
九
一軍

は
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
華
僑
通
商
網
に
つ
い
て
、
そ
の
封
日
本
開
放
性
を
各

地
域
ご
と
に
整
理
し
て
い
る
。
し
か
し
華
僑
、
通
商
一
網
と
ア
ジ

ア
諸
地
域
と
の
関

係
と
な
る
と
、
や
や
不
透
明
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
帯
園

主
義
園
と
し
て
の
日
本
、
中
進
資
本
主
義
圏
と
し
て
の
中
園
、
植
民
地
な
い
し

従
属
図
と
し
て
の
南
ア
ジ
ア

・
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
と
に
華
僑

通
商
網
が
持
っ
た
意
味
は
異
な
る
。
そ
う
し
た
華
僑
逼
一商
網
の
多
義
性
に
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
本
書
に
お
い
て
は
、
関
税
自

主
権
と
通
貨
を
自
主
的
に
-
評
債
す
る
力
と
を
飲
い
た
十
九
世
紀
後
半
の
ア
ジ
ア

地
域
経
済
に
と
っ
て
、
ア
ジ
ア
遁
商
網
は
緩
や
か
で
は
あ
る
が
着
賞
な
工
業
化

を
支
え
た

一
つ
の
要
素
で
あ
っ
た
、
と
積
極
的
な
意
味
附
け
が
な
さ
れ
て
い
る

(一

O
頁
)
。
こ
う
し
た
観
貼
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
う
し

た
位
置
づ
け
だ
け
で
二

O
世
紀
の
状
況
が
読
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

中
園
の
園
民
経
済
と
華
僑
通
商
網
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

で
は
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
域
経
済
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
華
僑
通
商
網
と
中
園
園
民
経
済
と
の
閉
に
密
接
な
つ
な
が
り
が
存
在
し

た
事
貸
は
、
逆
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
経
済
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
一

つ
の
脅

威
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
華
僑
遁
一
商一
網
が
活
動
を
活
設
化
さ

せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
針
し
中
園
の
強
烈
な
プ

レ
ゼ
ン
ス
と
堅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三

0
年

代
、
中
園
と
の
聞
で
篠
約
締
結
が
問
題
に
な
っ
た
際
、
タ
イ
が
非
常
に
消
極
的

な
姿
勢
を
と
り
績
け
た
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
懸
念
が
存
在
し
た
。
本
書
第
九

章
の
中
で
も
、
タ
イ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
華
僑
一商
人
ら
が
慎
重
に
制
到
底
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
、
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
英
領
マ
ラ
ヤ
、
蘭
印
、
併
印
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
、
華
僑
通

商
網
の
持
つ
比
重
と
意
味
は
異
な
っ
て
い
た
。

第
三
に
、
華
僑
・
印
僑
通
商
網
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
。
本
書
に

お
い
て
は
、
冒
頭
に
も
記
し
た
と
お
り
、
「
領
域
性
に
支
配
さ
れ
な
い
」
華
僑

通
商
網
、
も
し
く
は
印
僑
通
商
網
に
封
し
、
領
域
性
が
強
い
欧
米
系
一商
社
や
日

A
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系
商
社
の
取
引
活
動
が
封
照
的
な
存
在
と
し
て
翠
げ
ら
れ
、
制
到
比
さ
れ
て
い

る
。
む
ろ
ん
こ
れ
が
現
貧
に
聞
し
た
捉
え
方
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
な
ぜ
前
者
は
中
園
系
商
社
や
イ
ン
ド
系
商
社
の
取
引
活
動
と
し
て
は
認

識
さ
れ
ず
、
ま
た
な
ぜ
後
者
は
「
外
僑
」
〈
中
園
語
に
よ
る
在
華
外
国
人
の
呼

稽
)
、
も
し
く
は
「
日
僑
」
(
同
じ
く
在
華
日
本
人
の
呼
稽
〉
の
通
商
網
と
見

な
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
か
な
り
根
本
的
な
問
い
か
け
に
つ

な
が
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
語
で
華
僑
・
印
僑
と
呼
ぶ
場
合
、
本
園
を
援
黙
に
封
外
経
済
活
動
を
展

開
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
居
住
先
の
園
に
主
た
る
援
黙
を
置
い
て
経
済
活
動
を

展
開
す
る
中
園
人
商
人
・
イ
ン
ド
人
商
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し
か
も

彼
ら
の
通
商
網
は
、
中
園
や
イ
ン
ド
が
近
代
的
園
民
図
家
と
し
て
確
立
す
る
以

前
か
ら
存
在
し
た
。
ど
う
や
ら
日
本
語
の
場
合
、
近
代
圏
民
園
家
的
な
凝
集
力

が
弱
い
(
本
質
的
に
「
弱
い
」
と
見
る
か
、
た
ま
た
ま
「
弱
い
」
設
展
段
階
に
あ

る
と
見
る
か
、
は
暫
く
措
く
と
し
て
〉
地
域
出
身
の
商
人
た
ち
が
、
自
ら
の
出

身
地
以
外
の
地
域
で
活
設
に
一商
取
引
に
従
事
す
る
場
合
に
限
り
、
こ
の
「
僑
」

と
い
う
文
字
を
用
い
て
表
現
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
俵
に
華

僑
・
印
僑
の
母
園
で
あ
る
中
園
・
イ
ン
ド
が
、
近
代
図
民
園
家
的
な
凝
集
力
を

飛
躍
的
に
高
め
て
い
っ
た
場
合
、
彼
ら
の
活
動
が
領
域
性
の
強
い
中
園
系
一
商
社

や
イ
ン
ド
系
商
社
の
取
引
活
動
に
設
展
し
て
い
く
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
そ
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
華
僑
通
商
一
網
、

も
し
く
は
印
僑
通
商
網
も
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
過
渡
的
歴
史
的
な
存

在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
ア
ジ
ア
遁
喬
網
で
取
り
扱
わ
れ
る
商
品
に
つ
い
て
。
第
五
章
、
第

九
章
、
第
十
章
な
ど
で
は
、
華
僑
通
商
網
が
取
り
扱
っ
た
商
品
と
し
て
、
日
本

製
品
と
と
も
に
中
園
製
品
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
し
か
し
中
園
製
品
と
い
っ

て
も
、
貧
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
衣
の
よ
う
な
事
責
は
考
慮
に
い

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
①
中
園
本
土
か
ら
総
出
さ
れ
る
中
園
製
品
の
中
で

は
、
外
園
資
本
工
場
の
製
品
、
と
く
に
日
本
の
在
華
紡
製
品
が
相
嘗
の
比
重
を

占
め
た
こ
と
、
②
中
園
資
本
工
場
の
輸
出
製
品
の
う
ち
、
た
と
え
ば
人
絹
織
物

の
場
合
、
そ
の
原
料
で
あ
る
人
絹
糸
は
大
部
分
が
日
本
か
ら
の
総
入
製
品
で
あ

っ
た
こ
と
、
③
中
園
資
本
工
場
製
品
の
生
産
過
程
に
着
目
す
る
と
、
綿
布
や
人

絹
織
物
を
製
造
す
る
織
機
、
家
電
製
品
を
製
造
す
る
工
作
機
械
な
ど
の
多
く

は
、
日
本
を
含
む
外
園
製
の
機
械
で
あ
っ
た
こ
と
、
④
欧
米
・
日
本
か
ら
中
園

へ
の
輸
入
品
の
中
で
は
、
そ
う
し
た
機
械
製
品
も
含
め
重
化
皐
工
業
製
品
の
比

重
が
急
増
し
て
い
た
こ
と
、
等
々
。
こ
う
し
た
事
寅
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
通

一
商
網
と
取
引
荷
の
考
察
だ
け
で
ア
ジ
ア
経
済
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
流
通
過

程
と
生
産
過
程
と
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
第
五
に
、
一
九
八

0
年
代
頃
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
た
な
イ
ギ

リ
ス
資
本
主
義
論
と
し
て
の
「
ジ
L

ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
に
つ
い
て
。

本
書
の
と
く
に
第
五
一
軍
以
降
の
一
九
三

0
1四
0
年
代
に
関
す
る
叙
述
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
イ
ギ
リ
ス
本
園
が
製
品
販
賀
市

場
の
確
保
と
い
う

「産
業
」
的
利
害
か
ら
、
一
帝
圏
内
諸
地
域
か
ら
の
利
子
・
本

園
費
等
の
迭
金
の
確
保
を
優
先
さ
せ
る
「
金
融
・
サ
ー
ビ
ス
」
的
利
害
に
主
軌

を
移
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
日
本
の
ア
ジ
ア
市
場
に
謝
す
る
進
出
を

許
容
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
封
膝
が
説
明
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
ジ

ェ
ン
ト

ル

マ
ン
資
本
主
義
」
論
が
、
と
く
に
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
資
本
主

義
理
解
に
針
し
、

一
つ
の
鍵
を
輿
え
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
事
態
を
読
明
し
得
る
か
ど
う
か
、
や

や
戸
惑
い
を
魔
え
る
。
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か
つ
て
枇
曾
経
済
史
皐
品
目
第
六
七
回
大
舎
の
共
通
論
題
報
告
(
一
九
九
八

年
〉
の
際
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、

I
C
I
、
ア
ジ
ア
石
油
の
よ
う
に
、
蛍

時
、
中
園
市
場
へ
の
賓
り
込
み
を
強
め
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
系
の

E
大
な
産
業
資

本
も
存
在
し
た
し
、
一
九
世
紀
半
ば
以
来
、
中
園
の
貿
易
・
金
融
・
汽
船
総

迭
・
不
動
産
な
ど
の
分
野
で
確
固
た
る
地
位
を
確
保
し
て
い
た
在
華
イ
ギ
リ
ス

資
本
も
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
寅
態
、
並
び
に
中
園
の
関
税
政
策
・
幣
制
改
革

を
め
ぐ
る
内
外
の
動
向
は
、
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
の
有
数
性
が

あ
る
範
圏
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
強
く
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
タ
イ
政
府
に
よ
る
華
僑
の
排
日
運
動
規
制
に
つ
い
て
ま

で
、
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
に
基
づ
き
イ
ギ
リ
ス
へ
の
債
務
支
携

に
あ
て
る
輸
入
税
収
入
確
保
の
た
め
だ
っ
た
、
と
す
る
の
は
(
第
九
章
)
、
前

述
し
た
よ
う
な
タ
イ
の
園
民
経
済
と
華
僑
の
経
済
活
動
と
の
聞
の
緊
張
関
係
を

想
起
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
タ
イ
政
府
の
主
鐙
性
を
軽
ん
じ
た
議
論
に
陥

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
本
書
の
方
法
論
を
め
ぐ
り
、
中
閣
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
地
域

の
図
民
園
家
・
園
民
経
済
に
こ
だ
わ
る
筆
者
の
立
場
か
ら
、
種
々
の
疑
問
を
記

し
て
き
た
。
む
ろ
ん
筆
者
は
園
民
園
家
・
園
民
経
済
が
至
高
の
も
の
だ
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
園
民
園
家
と
図
民
経
済
の
呪
縛
は
、
そ
れ
に
様
々
な

限
界
や
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
も
世
界
を
縛
り
つ
け

て
い
る
。
そ
の
現
寅
を
見
据
え
る
こ
と
か
ら
考
察
を
出
裂
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。
園
民
園
家
・
園
民
経
済
と
い
う
観
念

が
な
か
っ
た
近
代
以
前
の
世
界
を
、
そ
う
し
た
固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
認
識
す
る
こ
と
は
、
園
民
園
家
・
園
民
経
済
と
い
う
観
念
を
相
削
刻
化
し
て

い
く
上
で
、
き
わ
め
て
意
味
の
あ
る
作
業
で
あ
る
。
本
書
の
近
代
日
本
と
ア
ジ

ア
通
商
網
の
関
係
を
軸
と
し
た
分
析
は
、
全
鐙
と
し
て
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
園
民
園
家
・
園
民
経
済
に
縛
ら
れ
な
い
経

済
活
動
を
捜
し
求
め
た
い
と
い
う
願
望
を
必
要
以
上
に
歴
史
分
析
の
中
に
投
影

さ
せ
る
な
ら
ば
、
現
実
の
歴
史
を
研
究
す
る
目
が
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

最
後
に
寅
態
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
鰯
れ
て
お
き
た
い
。

一つ

は
第
五
章
以
下
に
示
さ
れ
て
い
る
一
九
三

0
年
代
日
本
に
関
す
る

「ア
ジ

ア
通
商
網
の
敏
感
な
反
廃
に
よ
っ
て
、
多
様
な
封
外
関
係
形
成
の
可
能
性
を
有

し
て
い
た
」
と
の
認
識
で
あ
る
。
日
本
製
品
を
選
好
し
受
入
れ
る
基
盤
と
傑
件

が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
側
に
相
嘗
程
度
ま
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
寅
で
あ

り
、
従
来
、
そ
の
黙
に
関
す
る
認
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
主
要
な
趨
勢
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
否
か
、
筆
者
と
し
て
は
剣
断

を
留
保
し
て
お
き
た
い
。
満
州
事
境
以
来
の
日
本
の
行
き
方
に
針
す
る
中
園
人

の
反
設
に
は
、
表
面
的
な
針
態
と
は
別
に
、
や
は
り
根
深
い
も
の
が
あ
っ
た

し
、
戦
時
日
本
の
華
僑
調
査
に
態
じ
た
華
僑
一
商
一
人
た
ち
が
、
嘗
時
、
ど
の
程
度

ま
で
本
音
を
語
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
も
、
軽
々
に
剣
断
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
史
料
上
の
困
難
が
大
き
い
と
は
い
え
、
と
く
に
第
九

一
章
、
第
十
章
の
あ
た
り
は
、
さ
ら
に
多
く
の
中
園
語
史
料
・
英
語
史
料
等
に
よ

る
批
判
的
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
も
う
一
つ
は
華
僑
に
封
す
る
認
識
で
あ

る
。
華
僑
通
商
網
と
い
う
覗
角
か
ら
論
じ
た
研
究
で
あ
る
以
上
、
避
け
難
か
っ

た
事
態
だ
と
も
思
わ
れ
る
が
、
本
書
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
結
果
的
に
、
華
僑

の
一
商
業
資
本
的
な
性
格
が
寅
際
よ
り
以
上
に
増
幅
さ
れ
描
か
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
印
象
を
受
け
た
。
質
際
に
は
中
園
園
内
向
け
に
も
、
ま
た
居
住
し
て
い
た

東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
い
て
も
、
華
僑
は
様
々
な
製
造
業
・
金
融
業
な
ど
へ

の
投
資
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
「
華
僑
、
即
ち
商
人
」
と
い
う
認
識
を

改
め
る
よ
う
な
議
論
も
、
改
め
て
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
、
た
い
へ
ん
率
直
に
筆
者
の
考
え
を
記
す
結
果
に
な
っ
た
。
著
者
の
籍

谷
直
人
氏
に
出
曾
っ
て
以
来
、
二
十
年
が
経
つ
。
氏
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
皐
ん
だ
。
と
も
に
研
究
す
る
機
曾
も
輿
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
た
氏

に
濁
し
て
は
、
で
き
る
限
り
率
直
に
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
が
何
よ
り
の
御

恩
返
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
身
勝
手
に
判
断
し
た
次
第
で
あ
る
。
失
躍
の

段
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。二

O
O
O年
二
月
名
古
屋
名
古
屋
大
皐
出
版
曾

A
5
剣

五

O
五
+
一
二
頁
六
五

O
O園
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楊
啓
樵
著

掲
開
薙
正
皇
帝
隠
秘
的
面
紗

大

谷

夫

敏

本
著
の
著
者
楊
啓
樵
氏
は
、
現
在
姫
路
濁
協
大
皐
数
授
で
あ
り
、
『
潅
正
脅

及
其
密
摺
制
度
』
の
研
究
で
京
都
大
摩
文
皐
部
か
ら
文
事
博
士
の
皐
位
を
取
得

し
た
清
朝
薙
正
帯
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
氏
が
潅
正
帯
研
究
を
本
格
的
に

始
め
た
の
は
、
一
九
六
六
年
京
都
大
皐
に
留
皐
し
蛍
時
人
文
科
皐
研
究
所
で
行

な
わ
れ
て
い
た
「
潅
正
珠
批
論
旨
研
究
班
」
に
参
加
し
た
時
か
ら
で
あ
る
が
こ

の
涯
を
主
催
し
て
い
た
故
宮
崎
市
定
博
士
、
佐
伯
富
博
士
の
指
導
を
受
け
る
中

で
薙
正
一
帝
が
重
視
し
た
密
摺
制
度
の
寅
態
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
と

共
に
薙
正
一
一
帝
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
疑
念
が
中
園
の
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
そ
の
事
賓
の
可
否
を
検
詮
し
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
い
る
。
本
著
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
、
な
か
ば
定
説

化
し
て
い
た
潅
正
一
帝
の
帯
位
纂
奪
設
を
批
判
し
、
そ
の
縫
位
の
正
嘗
性
を
立
査

し
た
力
作
で
あ
る
。
本
著
の
構
成
は
、
第
一
類
縫
位
、
第
二
類
私
生
活
、
第
一
一
一

類
紅
皐
と
潅
正
史
、
第
四
類
小
説
と
薙
正
帯
、
第
五
類
原
始
楢
案
の
五
類
か
ら

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
前
言
で
そ
れ
ぞ
れ
の
概
略
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
み

れ
ば
本
著
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
要
約
さ
れ
て
お
り
、
大
愛
わ
か
り
易
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
前
言
を
も
と
に
本
著
の
主
題
に
つ
い
て
解
説
し
て

い
こ
う
。

第
一
類
縫
位
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
十
一
月
出
版
の
著
作
『
薙
正
帯
及

其
密
摺
制
度
研
究
』
(
香
港
三
聯
書
庖
〉
第
三
章
「
清
世
宗
築
位
設
卒
議
」
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