
評書

秋
田
茂
・
籠
谷
直
人
編

『一

緕
O
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
』

松
　
浦
　
正
　
孝

　
知
的
刺
激
に
満
ち
、
多
岐
の
分
野
に
わ
た
る
新
た
な
知
見
と
議
論
の
材
料

と
を
提
供
し
て
く
れ
る
論
文
集
で
あ
る
。
今
や
経
済
史
・
国
際
関
係
史
要
に

お
け
る
学
界
の
一
大
潮
流
と
な
っ
た
ア
ジ
ア
交
易
難
論
の
精
矢
、
杉
原
薫
の

　
①

研
究
に
刺
激
さ
れ
た
秋
田
茂
、
籠
谷
直
人
が
中
心
と
な
っ
て
共
同
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
組
ま
れ
、
こ
の
成
果
が
生
み
だ
さ
れ
た
。
こ
の
二
入
の
編
者
は
海
外

発
信
へ
の
志
高
く
、
本
書
の
基
軸
を
な
す
ベ
ー
パ
ー
を
携
え
て
対
外
試
合
の

た
め
英
国
各
地
を
巡
業
さ
れ
た
と
聞
く
。
評
者
も
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
ロ
ン

ド
ン
大
学
歴
史
学
研
究
所
（
I
H
R
）
で
両
氏
の
報
告
を
聞
き
、
熱
気
に
溢

れ
た
討
論
に
参
加
し
て
、
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
一
人
で
あ
る
。
本
書
は
、

ア
ジ
ア
交
易
圏
論
を
始
め
と
す
る
近
年
の
学
界
潮
流
に
悼
さ
し
て
、
さ
ら
に

議
論
の
奥
行
き
と
幅
と
を
拡
げ
た
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
学
術
交
流
の
記
録

で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
、
こ
の
場
で
本
書
に
つ
い
て
論
ず
る
機
会
を
与
え
ら

れ
た
こ
と
に
、
感
謝
し
た
い
。

　
本
書
の
基
本
的
な
視
角
は
、
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
プ
ロ
ツ

ク
経
済
化
と
国
際
通
商
秩
序
の
分
断
・
崩
壊
の
中
で
通
商
摩
擦
と
日
本
の
孤

立
と
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
、
と

い
う
既
成
の
一
九
三
〇
年
代
像
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
通
説
に
代
わ

っ
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
オ
タ
ワ
体
制
や
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
等
に
見
ら
れ
る

英
国
の
帝
国
主
義
的
秩
序
は
「
開
放
」
的
で
あ
り
、
欧
米
と
ア
ジ
ア
と
の
問

に
は
、
支
配
と
抵
抗
と
い
う
対
立
的
関
係
だ
け
で
な
く
、
相
互
依
存
や
相
互

補
完
、
あ
る
い
は
「
棲
み
分
け
」
や
分
業
の
関
係
が
顕
著
に
存
在
し
た
、
と

い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
を
支
え
る
枠
組
み
と
し
て
、
話
題
を
よ
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ん
だ
ケ
イ
ン
と
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
が
し
ば

し
ば
引
照
さ
れ
、
相
互
依
存
等
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
、
産
業
的
利
害
よ

り
も
む
し
ろ
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
的
利
害
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
（
特
に
籠
谷
、

秋
田
論
文
）
。
そ
し
て
経
済
に
お
け
る
「
開
放
」
性
や
相
互
依
存
、
相
互
補

完
を
強
調
す
る
テ
ー
ゼ
の
帰
結
と
し
て
、
政
治
に
お
け
る
協
調
や
宥
和
の
側

面
が
強
調
さ
れ
る
（
籠
谷
、
木
畑
洋
一
、
石
井
修
論
文
）
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
従
来
の
ア
ジ
ア
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
及
び
南
ア
ジ
ア
に
つ

い
て
の
研
究
に
見
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
史
観
に
代
わ
っ
て
、
ア
ジ

ア
経
済
の
側
の
主
体
性
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
中
国
（
久

保
亨
論
文
）
・
イ
ン
ド
（
柳
沢
悠
論
文
）
・
タ
イ
（
池
本
幸
生
論
文
）
と
い

う
東
・
南
・
東
南
ア
ジ
ア
各
地
域
の
代
表
例
に
つ
い
て
の
工
業
化
、
経
済
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
事
例
が
検
討
さ
れ
て
、
ア
ジ
ア
の
側
の
主
体
的
努
力
が

積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
通
商
及
び
工
業
化
の
評

価
を
め
ぐ
る
議
論
（
杉
原
論
文
、
堀
和
生
論
文
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本

帝
国
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
体
構
造
の
検
討
（
堀
論
文
）
と
共
に
、
帝
国
の

流
通
を
扱
っ
た
重
要
な
主
体
と
し
て
の
台
湾
商
人
の
担
っ
た
役
割
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
（
林
満
紅
論
文
）
。
こ
う
し
た
構
成
か
ら
看
取
さ
れ
る
よ

う
に
、
本
書
は
実
に
よ
く
目
配
り
の
な
さ
れ
た
配
置
を
以
て
組
み
立
て
ら
れ

て
い
る
。
英
国
を
中
心
に
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
を
検
討
す
る
だ
け
で
は
な
く
ア

メ
リ
カ
に
つ
い
て
も
検
討
し
（
石
井
論
文
）
、
経
済
的
要
因
に
の
み
偏
ら
な
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い
よ
う
に
政
治
外
交
を
中
心
に
扱
う
章
（
木
畑
論
文
）
を
設
け
、
衛
生
事
業

の
側
腰
か
ら
も
国
際
秩
序
を
照
射
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
飯
島
渉
論
文
）
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
評
者
に
と
っ
て
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
細
心
の
構
成
で
は
な
く
て
、
本
書
の
土
台
を
な
す
基
本
テ
ー
ゼ
に

お
い
て
、
執
筆
者
達
の
見
解
が
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
杉
原
、
秋
田
、
籠
谷
ら
の
支
持
す
る
ケ
イ
ン
と
ホ
プ
キ
ン
ズ
の
「
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
に
対
し
て
、
日
印
会
商
及
び
日
本
ビ
ル
マ
会

商
を
検
討
し
た
柳
沢
論
文
は
、
そ
の
妥
当
性
を
否
定
し
て
い
る
。
圧
巻
は
、

杉
原
の
～
九
世
紀
半
ば
以
降
の
ア
ジ
ア
内
貿
易
に
関
す
る
業
績
を
認
め
た
上

で
、
第
一
次
大
戦
以
前
の
ア
ジ
ア
内
貿
易
モ
デ
ル
を
～
九
三
〇
年
代
に
も
当

て
は
め
る
の
は
門
牧
歌
的
な
理
解
」
だ
と
断
じ
、
杉
原
説
を
舌
鋒
鋭
く
追
い

詰
め
て
い
く
堀
論
文
と
、
堀
の
批
判
に
反
論
し
よ
う
と
す
る
杉
原
論
文
と
の

併
存
で
あ
ろ
う
。
堀
の
主
要
な
論
点
は
、
何
を
「
ア
ジ
ア
内
貿
易
扁
と
晃
な

す
か
と
い
う
問
題
設
定
の
時
点
で
杉
原
が
ア
ジ
ア
貿
易
と
日
本
帝
国
内
部
の

そ
れ
と
を
分
け
な
か
っ
た
た
め
に
、
満
州
事
変
後
の
「
満
州
」
を
も
中
国
と

し
て
算
定
し
、
台
湾
・
朝
鮮
の
対
日
依
存
強
化
と
い
う
日
本
帝
国
内
部
の
分

業
再
編
過
程
を
ア
ジ
ア
内
貿
易
の
発
展
と
混
同
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
堀
は
、
杉
原
に
は
、
侵
略
及
び
植
民
地
支
配
と
い

う
政
治
的
契
機
や
、
政
策
と
い
う
権
力
発
動
に
つ
い
て
の
観
点
が
な
い
と
痛

撃
し
て
い
る
。
～
方
、
杉
原
も
～
歩
も
後
へ
は
引
か
な
い
。
彼
は
、
ア
ジ
ア

闘
貿
易
の
概
念
は
、
日
中
対
立
等
の
契
機
も
含
め
て
ア
ジ
ア
の
工
業
化
を
全

体
と
し
て
捉
え
る
枠
組
み
で
あ
り
、
三
〇
年
代
に
つ
い
て
も
有
効
で
あ
る
と

し
、
堀
の
よ
う
に
日
太
・
帝
国
に
よ
る
円
ブ
ロ
ッ
ク
貿
易
を
ブ
ロ
ッ
ク
外
か
ら

切
り
離
し
て
考
え
る
の
は
「
あ
ま
り
に
単
純
」
で
、
英
米
等
に
よ
る
帝
国
主

義
的
秩
序
へ
の
依
存
性
．
協
調
性
を
見
落
と
し
た
名
和
三
環
節
論
以
前
へ
の
　
捌

退
行
で
あ
る
と
反
撃
す
る
。
堀
の
鉾
先
は
、
杉
原
の
み
な
ら
ず
、
秋
田
や
籠
　
　
q

谷
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
治
史
研
究
者
で
あ
る
　
　
燭

評
者
に
と
っ
て
は
、
堀
の
論
点
は
一
々
臆
に
落
ち
た
。

　
そ
も
そ
も
、
編
者
ら
が
総
論
で
ま
と
め
た
よ
う
に
ア
ジ
ア
通
商
圏
論
と
ア

ジ
ア
の
工
業
化
と
を
同
方
向
的
な
契
機
と
し
て
統
一
的
に
整
理
し
よ
う
と
す

る
の
に
は
、
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主

義
」
論
を
と
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
工
業
化
と
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
を
中
心
と
し

た
協
調
的
な
国
際
通
貨
体
制
は
両
立
す
る
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
と
杉
原

論
文
は
説
く
が
、
日
中
戦
争
以
前
か
ら
の
通
貨
・
通
商
を
め
ぐ
る
日
中
対
立
、

日
英
対
立
、
英
霊
対
立
等
の
側
面
を
見
て
い
く
と
、
こ
う
し
た
説
明
に
は
俄

に
納
得
し
が
た
い
。
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
論
自
体
、
英
国
で
も

異
論
が
多
く
、
す
で
に
挙
人
か
の
専
門
家
が
適
切
な
批
判
を
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
経
済
史
の
門
外
漢
が
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
遠

慮
し
た
い
が
、
評
者
も
こ
の
議
論
の
有
効
性
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。

　
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
参
加
者
同
士
の
意
見
が
食
い
違
う
こ
と

は
珍
し
く
な
い
が
、
根
本
テ
…
ぜ
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
対
立
を
表
に
掲
げ
、

大
御
所
同
士
が
読
者
に
そ
れ
ぞ
れ
支
持
を
訴
え
る
、
と
い
う
の
は
あ
ま
り
例

を
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
双
方
の
デ
ー
タ
に
は
示
唆
的
で
興
味
深
い
も
の
が
多

く
、
各
論
点
で
矛
盾
し
あ
う
主
張
の
そ
れ
ぞ
れ
が
颪
白
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の

対
立
点
を
ど
う
補
正
し
、
ど
う
統
　
的
に
～
九
三
〇
年
代
ア
ジ
ア
の
政
治
経
，

済
を
捉
え
て
い
っ
た
ら
良
い
の
か
。
議
論
の
対
立
こ
そ
学
問
発
展
の
出
発
点

だ
と
考
え
る
評
者
に
と
っ
て
、
関
連
す
る
資
料
を
読
み
な
が
ら
本
書
の
各
論

点
を
考
え
る
こ
と
は
、
実
に
楽
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
以
下
、
本
書
と
そ
の

基
礎
編
と
も
塗
る
籠
谷
の
前
著
デ
“
ン
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
日
卸



評書

か
ら
受
け
た
衝
撃
を
も
と
に
、
評
者
は
ど
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
政
治
経
済
を
再
構
成
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
か
、
評
者
の
関
心
の
お
も
む

く
ま
ま
に
論
ず
る
こ
と
で
書
評
の
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
た
め
、

本
書
の
各
論
文
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い

こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
さ
て
、
本
書
や
籠
谷
の
前
著
が
提
示
し
た
中
で
最
も
興
味
深
か
っ
た
論
点

の
第
一
は
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
、
ア
ジ
ア
系
商
人
を
始
め

と
す
る
多
様
な
政
治
経
済
主
体
の
存
在
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
重

要
な
発
見
の
背
景
に
は
、
近
年
の
N
I
E
S
諸
国
の
経
済
発
展
に
刺
激
さ
れ

て
流
行
し
た
華
僑
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
国
家
単
位
の
歴

史
分
析
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
き
た
存
在
で
あ
る
、
イ
ン
ド
商
人
や
、
台
湾

商
人
を
含
む
華
僑
が
、
ア
ジ
ア
間
貿
易
を
担
っ
た
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と

を
、
臼
本
の
通
商
貿
易
に
即
し
て
具
体
的
に
解
明
し
、
「
ア
ジ
ア
通
商
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
概
念
を
立
て
て
そ
の
経
済
的
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た

点
は
、
籠
谷
ら
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。
印
僑
と
華
僑
と
は
、
籠
谷
前
著
、

あ
る
い
は
本
書
の
林
論
文
や
堀
論
文
の
示
す
通
り
、
大
英
帝
国
や
大
日
本
帝

国
の
経
済
的
担
い
手
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
と
の
競
争
相
手
で
も
、
そ
れ

ら
の
撹
乱
要
因
で
も
、
あ
っ
た
。
籠
谷
ら
の
明
ら
か
に
し
た
印
僑
・
華
僑
の

意
味
を
、
さ
ら
に
政
治
的
に
も
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
重
要
と
な
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
。
堀
論
文
の
指
摘
す
る
如
く
、
政
治
権
力
や
政
策
と
い
う

契
機
が
経
済
秩
序
に
果
た
し
た
役
割
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
政
治
経
済
史
理
解
に
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
久
保
論
文
、
柳
沢
論
文
、

池
本
論
文
が
示
す
如
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ス
ー
パ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
、
経
済
問
題
（
関
税
、
通
貨
、
通
商
、
工
業
化
等
）
と
不
可
分

の
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
印
僑
、
華
僑
と
い
う
日
英
両
帝
国
の
経
済

的
損
い
手
が
ア
ジ
ア
地
域
で
果
た
し
た
政
治
的
役
割
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
扁
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
考
え

る
上
で
も
重
要
な
の
で
あ
る
。
藤
井
毅
が
い
み
じ
く
も
「
イ
ン
ド
、
中
国
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

そ
し
て
日
本
一
歴
史
研
究
に
お
け
る
『
三
国
』
問
題
」
で
提
起
し
た
よ
う

に
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
い
う
門
三
国
」
問
題
の
交
錯
を
ア
ジ
ア
地
域

の
軸
と
し
て
分
析
し
、
特
に
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
忘
却
さ
れ
て
き
た
「
イ
ン

ド
要
因
」
を
掘
り
起
こ
し
正
し
く
意
味
づ
け
て
い
く
作
業
が
、
今
後
必
要
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
か
ら
の
帝
国
史
研
究
、
東
ア
ジ
ア
通
商
論
等
に
、
さ

ら
に
イ
ン
ド
史
・
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
、
あ
る
い
は
日
本
に
つ
い
て
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
論
や
「
国
史
」
等
を
架
橋
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
籠
谷
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
満
州
事
変
に
よ
っ
て
最
大
の
市
場
で
あ
る

中
国
か
ら
退
出
し
、
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
世
界
各
地
の
大
英
帝
国
布
場
へ
と

向
か
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
日
本
が
頼
っ
た
の
は
、
大
日
本
帝
国
と
大
英
帝

国
の
通
商
や
経
済
を
担
っ
て
い
た
、
台
湾
商
人
を
含
む
華
僑
や
イ
ン
ド
商
入

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
が
対
英
戦
争
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
際
の
重
要
な
・

要
因
と
な
っ
た
の
は
、
大
英
帝
国
に
対
す
る
敵
対
的
・
対
抗
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
で
あ
り
、
そ
の
成
長
を
促
進
し
た
の
が
、

印
僑
や
台
湾
商
人
と
い
っ
た
、
日
本
及
び
英
国
の
帝
国
の
周
縁
部
を
様
々
な

形
で
担
っ
た
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
印
僑
の
政
治
的
意
味

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
木
畑
論
文
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
英
園
は
、
日
陰
会
商
と
い
う
イ
ン

ド
を
舞
台
と
し
た
日
英
・
臼
印
の
通
商
摩
擦
が
、
日
本
の
「
汎
ア
ジ
ア
主

義
」
に
利
用
さ
れ
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
大
英
帝
国
」
を
掘
り
崩
し
て
い
く

契
機
と
な
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
英
国
の
危
惧
は
現
実
の

も
の
と
な
っ
た
。
ラ
ー
シ
ュ
・
ビ
ハ
ー
リ
ー
・
ボ
ー
ス
、
A
・
M
・
サ
ハ
ー
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イ
、
ラ
！
ジ
ャ
ー
・
マ
へ
ー
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
タ
ー
プ
と
い
っ
た
亡
命
イ
ン
ド

　
　
　
⑥

革
命
家
達
が
、
日
本
の
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
者
達
と
協
力
し
な
が
ら
、
通
商

摩
擦
と
、
日
本
国
内
及
び
日
印
間
の
通
商
・
経
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
さ
ら
に

は
仏
教
、
民
間
右
翼
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
と
を
利
用
し
、
反
「
大
英
帝

国
」
の
論
理
を
組
み
込
ん
だ
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
の
火
種
を
日
本
各
地
で
根

気
よ
く
起
こ
し
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
つ
い
に
こ
れ
を
瞭

原
の
火
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
天
津
租
界
封
鎖
に
際
し
て
の
反
英
運
動
、

さ
ら
に
は
日
英
戦
争
へ
と
日
本
を
突
き
動
か
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
イ
ン
ド
独

立
運
動
家
の
背
後
に
は
、
満
州
事
変
後
抗
日
の
た
め
日
本
と
の
通
商
か
ら
撤

退
し
た
華
僑
（
台
湾
傘
入
等
を
除
く
。
広
東
商
人
が
中
心
）
に
代
わ
っ
て
重

要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
神
戸
を
中
心
に
急
増
し
て
い
た
在
日
イ

ン
ド
商
入
の
存
在
が
あ
っ
た
。
秋
田
・
籠
谷
が
、
「
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
問
貿

易
」
や
日
英
協
調
の
証
左
と
し
た
日
印
会
商
が
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
昂
揚
の

契
機
と
な
っ
た
事
実
、
ア
ジ
ア
貿
易
の
拠
点
で
あ
り
イ
ン
ド
商
人
の
日
本
に

お
け
る
拠
点
で
も
あ
る
神
戸
が
そ
の
後
の
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
の
火
元
と
な

っ
た
事
実
は
、
以
上
の
テ
ー
ゼ
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
天
津
租
界
封
鎖
に

際
し
て
一
九
三
九
年
七
月
に
神
戸
で
開
か
れ
た
排
英
・
援
蒋
廃
絶
市
民
大
会

に
は
主
催
者
側
発
表
で
十
万
人
が
参
加
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
華
僑
百
数
十

人
、
印
僑
三
十
数
名
が
加
わ
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
人
は
通
商
や
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
経
営
等
の
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
、
警
察
や
軍
隊
と
い
っ
た
形
で
も

ア
ジ
ア
に
お
け
る
大
英
帝
国
を
支
え
て
お
り
、
そ
れ
故
に
英
国
側
で
は
日
本

と
「
イ
ン
ド
要
因
」
と
の
接
近
を
恐
れ
た
。
そ
し
て
日
本
の
軍
部
・
外
交

官
・
民
間
右
翼
等
に
お
け
る
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
の
側
で
も
、
こ
う
し
た
イ

ン
ド
入
の
持
つ
特
性
に
着
難
し
、
彼
ら
の
論
理
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を
取
り
込

み
つ
つ
反
英
運
動
を
構
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
イ
ン
ド
要

因
扁
の
政
治
的
意
味
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
大
日
本
帝
国
の
経
済
的
担
い
手
で
あ
っ
た
台
湾
商
人
の
政
治

的
意
味
、
即
ち
「
台
湾
要
因
」
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
林
論
文
に
よ
れ
ば
、

一
九
三
二
年
目
ら
三
八
年
ま
で
に
満
州
の
対
台
湾
輸
出
が
一
〇
倍
に
、
台
湾

の
対
満
州
輸
嵐
が
倍
に
増
加
す
る
等
、
満
州
事
変
後
台
湾
は
満
州
と
の
結
び

つ
き
を
急
速
に
強
め
、
旧
来
の
華
南
や
東
南
ア
ジ
ア
と
台
湾
と
の
交
易
が
縮

小
す
る
の
を
補
っ
た
。
台
満
貿
易
を
担
っ
た
の
は
主
に
日
本
商
人
で
あ
っ
た

が
、
台
湾
商
人
も
こ
れ
に
関
わ
っ
た
。
台
湾
人
は
日
本
・
中
国
両
国
籍
を
持

ち
得
た
た
め
に
治
外
法
権
や
経
済
特
権
を
利
用
し
つ
つ
通
商
経
済
活
動
を
拡

大
し
、
満
州
・
華
南
等
で
阿
片
や
売
春
等
の
事
業
に
も
従
事
し
、
日
中
戦
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

等
で
日
本
軍
に
協
力
し
た
と
い
う
。
林
は
別
の
論
文
で
、
台
湾
商
人
が
東
南
．

ア
ジ
ア
・
華
南
と
日
本
帝
国
と
を
結
び
つ
け
続
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
堀
論
文
で
は
、
台
湾
が
「
南
琴
曲
南
洋
へ
の
前
進
基
地
」
と
言
わ
れ
た

三
〇
年
代
に
東
南
ア
ジ
ア
や
華
南
と
の
経
済
関
係
が
稀
薄
化
し
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
（
～
〇
二
頁
）
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
が
形
成
さ
れ
る
頃
に
も
日
本
が

東
南
ア
ジ
ア
に
進
出
し
た
割
合
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
（
一
一
八
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
台
湾
と
満
州
と
の
関
係
の
強
化
は
、
正
に
堀
の
指
摘
す
る
「
日

本
帝
国
主
義
に
よ
る
帝
国
圏
内
の
分
業
の
組
織
化
」
で
あ
り
、
帝
国
体
制
の

再
編
強
化
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
植
民
地
台
湾
の
大
日
本

帝
国
に
占
め
る
役
割
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
で
は
、
堀
・
重
富
論
文
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
台
湾
と
東
南
ア
ジ
ア
・
華
南

と
の
経
済
関
係
の
景
的
稀
薄
化
（
先
述
の
林
論
文
で
は
質
的
に
は
稀
薄
化
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
）
と
、
当
時
の
時
論
で
あ
っ
た
南
進
論
の
よ
う

な
台
湾
の
政
治
的
重
要
性
増
大
と
の
関
係
を
、
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
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評書

ろ
う
か
。

　
実
は
、
こ
の
一
見
逆
説
的
な
関
係
を
説
明
す
る
の
に
有
用
な
の
は
、
杉
原

論
文
、
木
畑
論
文
、
秋
田
論
文
等
英
国
側
の
政
策
を
分
析
し
た
論
文
で
強
調

さ
れ
て
い
る
、
英
国
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
的
浸
透
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ

ろ
う
。
杉
原
論
文
に
よ
れ
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
は
英
国
の
「
構
造
的
権
力
」

（
ス
ー
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
）
を
背
累
に
、
王
二
年
以
降
の
円
や
三
五
年
の

幣
制
改
革
以
降
の
身
動
と
も
リ
ン
ク
す
る
等
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
基
軸
通
貨

と
な
っ
た
。
杉
原
に
お
い
て
は
こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
の
開
放
性
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
英
国
の
覇
権
の
伸
張
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
秋
田
論
文
に

お
け
る
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義
」
の
説
明
で
も
、
一
九
三
〇
年
代
に

英
国
の
国
際
的
影
響
力
が
再
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
木

畑
論
文
に
お
い
て
も
、
三
〇
年
代
に
英
国
の
中
国
に
対
す
る
経
済
的
関
心
が

強
め
ら
れ
、
三
四
年
の
バ
ー
ン
ビ
イ
使
節
団
や
三
五
年
の
リ
ー
ス
・
ロ
ス
派

遣
、
三
七
年
の
広
東
鉄
道
借
款
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
英
国
の
対
日
協

調
・
宥
和
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
内
部
に
も
、
日

本
の
対
英
経
済
依
存
構
造
を
十
分
認
識
し
た
上
で
こ
う
し
た
英
国
側
の
意
図

を
評
価
し
、
日
英
協
調
の
道
を
探
ろ
う
と
し
た
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
木

畑
論
文
の
言
う
通
り
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
評
者
も
か
つ
て
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
。

　
問
題
は
、
こ
う
し
た
経
済
政
策
に
お
け
る
実
態
と
そ
れ
が
持
っ
た
政
治
的

意
味
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
言
え
ば
、
英
国
側
の
政
策
的
意
図
と
日
本
側
の
認

識
（
バ
ー
セ
プ
シ
ョ
ン
）
と
の
問
の
飢
飴
や
乖
離
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
本

書
や
籠
谷
の
前
著
が
提
示
し
た
興
味
深
い
論
点
の
第
…
…
で
あ
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
反
英
論
者
達
は
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
に
お
い

て
、
英
国
を
「
持
て
る
国
」
の
代
表
と
し
て
そ
の
金
融
資
本
的
支
配
や
帝
国

主
義
支
配
を
非
難
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
日
本
が
旧
秩
序
の
変
革
者
と
な
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
た
と
え
木
畑
論
文
の
説
明
す
る
よ
う
に
、
英
国
側
が

各
領
域
に
わ
た
る
自
ら
の
帝
国
支
配
の
動
揺
へ
の
防
衛
・
再
編
と
し
て
、
経

済
的
支
配
へ
の
重
点
の
移
行
と
対
B
協
調
・
宥
和
を
意
図
し
た
と
し
て
も
、

日
本
の
民
間
世
論
で
は
む
し
ろ
、
こ
れ
を
「
義
旗
な
る
英
国
帝
国
主
義
」
に

よ
る
ア
ジ
ア
へ
の
金
融
支
配
強
化
と
対
日
抑
圧
の
動
き
と
し
て
捉
え
る
認
識

が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
南
京
総
領
事
須
磨
弥
吉
郎
が
リ
ー
ス
・
ロ
ス
の
幣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

制
改
革
を
英
国
に
よ
る
中
国
の
「
財
政
的
心
臓
」
占
領
と
見
な
し
た
よ
う
に
、

こ
う
し
た
見
方
は
当
時
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」

者
の
議
論
は
、
経
済
に
お
け
る
大
英
帝
国
と
の
対
抗
意
識
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
台
湾
を
中
心
と
し
た
日
本
帝
国
経
済
の
再
編
と
台
湾
を
申
心
と
す
る
南
進

論
の
昂
揚
と
の
関
係
も
、
正
に
こ
う
し
た
英
国
側
の
政
策
意
図
と
認
識
と
の

乖
離
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
満
州
事
変
後
、
日
本
は
満
州
・
華
北
地
域

に
お
け
る
排
他
的
な
政
治
経
済
支
配
を
強
め
、
外
国
勢
力
の
駆
逐
を
図
っ
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
中
国
経
済
権
益
を
重
視
す
る
英
国
も
ま
た
、
幣
制
改
革
に
関

与
す
る
こ
と
で
中
国
経
済
に
お
け
る
利
益
を
確
保
し
よ
う
と
し
、
同
時
に
日

本
と
の
対
立
を
避
け
る
形
で
経
済
活
動
の
軸
足
を
上
海
・
香
港
を
中
心
と
す

る
華
中
・
華
南
へ
と
移
そ
う
と
し
て
い
た
。
英
国
側
の
幣
制
改
革
協
力
に
見

ら
れ
る
中
国
経
済
へ
の
浸
透
や
中
国
で
の
経
済
活
動
の
南
下
に
強
く
反
発
し
、

対
抗
意
識
を
燃
や
し
た
の
が
、
三
三
年
に
台
湾
軍
司
令
官
に
就
任
し
た
松
井

石
根
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
松
井
は
大
亜
細
亜
協
会
の
初
代
会
頭
と
な

っ
た
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
者
で
、
同
会
員
の
和
知
鷹
二
広
東
駐
在
武
官
ら
と

共
に
、
広
東
・
広
西
等
の
西
南
派
に
対
し
、
米
穀
借
款
計
画
や
銀
行
設
立
計

139 （421）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

画
を
通
じ
て
日
本
と
の
汎
ア
ジ
ア
主
義
的
提
携
を
働
き
か
け
、
三
五
年
に
は

西
南
派
を
訪
問
し
そ
の
説
得
を
行
っ
て
い
る
。
台
湾
軍
司
令
官
と
し
て
松
井

は
、
帝
国
経
済
再
編
の
中
で
の
台
湾
の
重
要
性
の
上
昇
や
台
湾
経
済
の
旧
来

か
ら
の
華
南
・
東
南
ア
ジ
ア
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
身
近
に
感
じ
る
と
共
に
、

英
国
が
華
中
・
華
南
に
浸
透
す
る
の
に
反
し
て
台
湾
経
済
や
日
本
の
勢
力
が

そ
こ
か
ら
退
潮
し
て
い
く
の
を
見
、
そ
の
こ
と
は
彼
ら
の
「
汎
ア
ジ
ア
主

義
」
を
…
層
急
進
化
さ
せ
た
。
彼
ら
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
扁
者
は
、
大
英
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
の
経
済
的
対
抗
を
め
ぐ
る
危
機
感
か
ら
、
台
湾
を
中
心
と
す
る
南
進
論
を

展
開
し
た
の
で
あ
る
。
参
謀
本
部
情
報
部
長
の
経
歴
を
持
つ
松
井
は
、
日
中

戦
争
勃
発
後
申
支
邦
派
遣
軍
司
令
官
に
就
任
す
る
と
、
真
の
敵
は
英
国
で
あ

る
と
い
う
宣
伝
工
作
を
展
開
し
、
ま
た
南
京
や
広
東
等
の
攻
略
を
強
く
主
張

し
て
、
日
中
戦
争
の
南
下
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
亡
命
イ
ン
ド
活
動
家
の
反
響
運
動
を
組
み
込
ん
だ
形
で
の
「
汎
ア
ジ
ア
主

義
偏
の
拡
大
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
も
、
大
亜
細
亜
協
会
で
あ
る
。

同
協
会
は
そ
れ
以
前
か
ら
イ
ン
ド
独
立
革
命
家
ら
の
大
英
帝
国
批
判
を
紹
介

し
支
持
し
て
き
て
い
た
が
、
日
中
戦
争
以
後
は
鈴
木
貞
一
興
亜
院
政
務
部
長

や
降
将
武
世
大
亜
細
亜
協
会
常
務
理
事
ら
を
中
心
に
、
中
国
占
領
地
に
お
け

る
宣
撫
工
作
と
し
て
の
霊
界
ア
ジ
ア
主
義
」
を
推
進
し
、
上
海
等
の
イ
ン
ド

人
を
も
追
尋
運
動
へ
と
組
織
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
人
の
反
英
運

動
と
台
湾
を
中
心
と
す
る
南
進
論
と
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
統
合
し
た
の

が
、
大
亜
細
亜
協
会
等
の
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
で
あ
っ
た
。
従
来
の
戦
争
起

源
論
で
は
、
「
陸
軍
の
北
進
論
」
対
「
海
軍
の
南
進
論
」
と
い
う
構
図
が
描

か
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
故
、
陸
軍
が
中
心
と
な
っ
た
日
中
戦
争

が
拡
大
・
南
下
し
て
、
反
臣
戦
争
（
及
び
そ
の
帰
結
と
し
て
の
田
米
戦
争
）

と
し
て
の
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
を
十

分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
書
に
触
発
さ
れ
た
「
イ
ン
ド
要
因
」
、

「
台
湾
要
因
」
へ
の
舞
舞
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
の
編
者
で
あ
る
秋
田
・
籠
谷
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
世
界
市

場
の
分
断
、
各
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
の
閉
鎖
性
の
帰
結
と
し
て
戦
争
が
起
こ
っ
た

と
い
う
通
説
に
対
し
て
、
欧
米
（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
等
）
と
ア
ジ

ア
と
の
相
互
補
完
性
、
ア
ジ
ア
通
商
網
の
開
放
性
の
帰
結
と
し
て
国
際
協
調
、

宥
和
政
策
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
た
。
評

者
は
、
本
書
か
ら
新
た
な
視
角
へ
の
刺
激
を
受
け
つ
つ
も
、
し
か
し
本
書
の

編
者
や
執
筆
者
の
多
く
の
意
図
と
は
反
し
て
、
ア
ジ
ア
通
商
網
が
台
湾
商
人

や
イ
ン
ド
商
人
ら
に
媒
介
さ
れ
た
門
開
放
性
」
（
流
動
性
）
を
持
ち
、
英
国

経
済
圏
が
ア
ジ
ア
に
対
す
る
相
互
依
存
性
や
浸
透
性
を
有
し
た
が
故
に
、
戦

争
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
結
論
に
辿
り
着
い
て
し
ま
っ
た
。
な
お
、
英

国
内
の
政
治
史
的
文
脈
か
ら
本
書
を
検
討
し
た
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ベ
ス
ト
も
、

英
国
内
部
に
お
い
て
対
日
宥
和
論
が
影
響
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
検

証
し
、
ア
ジ
ア
間
貿
易
の
発
展
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
田
英
通
商
摩
擦
の
延
長

線
上
に
太
平
洋
戦
争
が
導
か
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
、
本
書
の
論
旨
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
る
結
論
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
概
ね
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

日
英
両
国
の
政
治
史
的
文
脈
の
説
明
と
し
て
、
本
書
評
と
併
せ
て
お
読
み
頂

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
各
分
野
に
生
産
的
な
議
論
と
新
た
な
学
問
発
展
を
呼
び
起
こ
す
、

刺
激
に
溢
れ
た
本
で
あ
る
。
執
筆
者
の
方
々
が
、
こ
の
よ
う
な
評
者
の
、
お

そ
ら
く
は
多
少
の
誤
解
と
誤
読
と
を
含
ん
だ
、
不
本
意
な
読
み
方
を
ご
海
容

下
さ
り
、
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
下
さ
る
こ
と
を
念
じ
て
、
欄
解
す
る
こ
と

と
す
る
。
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①
杉
原
薫
『
ア
ジ
ア
問
貿
易
の
形
成
と
構
造
輪
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
「
九
九
六

　
年
）
。

②
P
・
J
・
ケ
イ
ン
・
A
・
G
・
ホ
ブ
キ
ン
ズ
著
『
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ン
資
本
主
義

　
の
帝
国
駈
－
韮
（
名
古
習
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
等
。

③
籠
谷
直
人
噸
ア
ジ
ア
国
際
通
商
秩
序
と
近
代
目
本
腕
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
。

④
評
者
は
現
在
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
つ
な
が
る
「
汎
ア
ジ
ア
主
義
」
の
形
成

　
に
つ
い
て
、
政
治
経
済
に
お
け
る
臼
英
両
帝
国
の
対
抗
と
い
う
視
点
か
ら
、
い
く

　
つ
か
の
論
文
を
準
備
中
で
あ
る
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、
本
書
評
で
は
細
か
い

　
論
点
の
説
明
や
実
証
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
近
く
（
？
）
発

　
表
予
定
の
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

⑤
『
東
方
協
二
四
～
号
（
二
〇
〇
一
年
三
月
）
所
収
。

⑥
イ
ン
ド
独
立
運
動
に
つ
い
て
は
、
長
崎
暢
子
「
イ
ン
ド
国
民
軍
の
形
成
」
（
長

　
崎
編
『
南
ア
ジ
ア
の
民
　
族
運
動
と
日
本
』
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
九

　
年
）
、
同
「
ラ
ー
シ
ュ
・
ビ
ハ
ー
リ
ー
・
ボ
ー
ス
考
」
（
田
中
宏
編
『
日
本
軍
政
と

　
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動
面
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
八
三
年
）
、
大
形
孝
平
　
編

　
『
日
本
と
イ
ン
ド
』
（
三
省
堂
、
一
九
七
八
年
）
の
長
崎
執
筆
分
か
ら
、
長
崎

　
興
ガ
ン
デ
ィ
ー
』
（
岩
波
書
唐
、
一
九
九
八
年
）
、
狭
間
一
樹
・
長
崎
噸
世
界
の

　
歴
史
二
七
　
自
立
へ
向
か
う
ア
ジ
ア
』
（
申
央
公
論
新
社
、
～
九
九
九
年
）
に
至

る
長
崎
の
膨
大
な
研
究
が
あ
る
。

⑦
林
満
紅
爾
大
中
華
経
済
圏
輪
概
念
の
～
考
察
－
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
商

　
入
の
活
動
」
（
飯
島
渉
編
『
華
僑
・
華
入
史
研
究
の
現
在
』
汲
古
書
院
、
一
九
九

　
九
年
）
、
同
「
日
本
政
府
与
台
湾
籍
明
器
東
南
亜
投
資
（
一
八
九
五
1
一
九
四
五
）

　
（
『
申
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
愚
痴
三
二
期
、
一
九
九
九
年
）
、
同
「
亜
太

　
経
済
中
台
湾
与
香
港
間
的
競
合
関
係
－
日
治
台
湾
瞳
期
之
経
験
扁
（
『
中
央
研
究

　
院
近
代
史
研
究
所
山
留
臨
第
三
六
期
、
近
刊
予
定
）
）
等
。

⑧
須
磨
未
千
秋
編
㎎
須
磨
弥
告
郎
外
交
秘
録
隔
（
創
元
社
、
「
九
八
八
年
）
七
六

　
…
七
七
頁
。

⑨
例
え
ば
、
轟
日
本
外
交
文
書
臨
概
要
『
昭
憩
期
H
第
一
部
第
三
巻
（
昭
和
九
年

　
対
中
国
関
係
）
撫
」
（
『
外
交
史
料
館
報
』
～
五
号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

⑩
台
湾
を
中
心
と
す
る
南
進
論
に
つ
い
て
、
後
藤
乾
一
「
台
湾
与
東
南
亜
（
一
九

　
三
〇
～
一
九
四
五
）
」
（
黄
富
三
他
主
一
二
台
湾
史
研
究
一
百
年
”
回
顧
与
研
究
騙

　
中
央
研
究
院
台
湾
史
研
究
所
準
備
処
、
一
九
九
七
年
）
。

⑪
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ベ
ス
ト
「
経
済
的
宥
和
政
策
か
、
経
済
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か

　
一
～
九
三
三
－
三
八
年
に
お
け
る
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
、
日
本
、
そ
し
て
『
ア
ジ

　
ア
間
貿
易
』
の
興
隆
に
つ
い
て
の
政
治
史
的
解
釈
一
」
（
京
都
大
学
魍
人
文
学

　
報
』
八
五
号
、
一
一
〇
〇
一
年
、
籠
谷
直
人
訳
）
。

　
　
　
（
A
5
版
　
三
二
八
頁
　
二
〇
〇
　
年
四
月
　
漢
水
雷
　
三
五
〇
〇
円
＋
税
）

　
　
　
（
北
海
這
大
学
法
学
研
究
科
教
授
　

評害
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