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は
じ
め
に
│
│
理
不
尽
な
華
夷
秩
序
の
構
図

　い
ま
か
ら
三
年
前
の
二
〇
〇
七
年
、
私
た
ち
は
国
家
基
本
問
題
研
究
所
（
国
基
研
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：http://jinf.jp/

）
を
設

立
し
た
。
本
書
『
中
国
は
な
ぜ
「
軍
拡
」「
膨
張
」「
恫
喝
」
を
や
め
な
い
の
か
─
─
そ
の
侵
略
的
構
造
を
解
明
す
る
』

で
詳
述
し
た
日
本
周
辺
で
起
き
て
い
る
国
際
情
勢
の
大
変
化
に
も
拘
ら
ず
、
日
本
に
は
、
変
化
に
対
処
し
生
き
残
っ
て

い
く
戦
略
が
欠
け
て
い
る
と
の
危
機
感
ゆ
え
だ
っ
た
。

　安
全
保
障
も
外
交
も
米
国
に
依
存
す
る
こ
の
戦
後
体
制
を
脱
却
し
よ
う
と
い
う
志
は
、
ど
の
政
党
に
お
い
て
も
失
わ

れ
、
国
家
意
識
が
薄
れ
て
い
っ
た
結
果
、
政
治
は
停
滞
し
、
日
本
は
多
く
の
分
野
で
機
能
不
全
に
陥
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

そ
う
し
た
中
、
国
基
研
は
企
画
委
員
会
を
軸
に
し
て
、
日
本
を
普
通
の
民
主
主
義
国
家
と
し
て
再
生
す
る
た
め
の
課
題

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
多
く
の
緊
急
提
言
を
内
外
に
発
表
し
、
月
例
研
究
会
で
は
そ
の
時
々
、
最
重
要
の
課
題
に
つ
い

て
専
門
家
を
交
え
て
公
開
討
論
を
催
し
た
。

　二
〇
一
〇
年
六
月
に
は
、
国
基
研
と
し
て
初
め
て
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
イ
ン
ド
洋
の
覇
権
争
い
─
21
世
紀
の
大

戦
略
と
日
米
同
盟
」
を
開
催
し
た
。
日
米
安
保
条
約
改
定
か
ら
五
十
周
年
を
機
に
、
地
殻
変
動
の
中
に
あ
る
ア
ジ
ア
に

お
い
て
日
本
は
何
を
な
す
べ
き
か
を
問
う
た
も
の
だ
っ
た
。
日
米
関
係
の
枠
を
越
え
て
、
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
中
国
及

び
イ
ン
ド
の
覇
権
争
い
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
、
本
書
の
論
文
「『
米
中
vs.
日
本
』
と
い
う
悪
夢
の
構
図
」
に
お
い
て
、

国
基
研
副
理
事
長
の
田
久
保
忠
衛
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
二
十
一
世
紀
の
国
際
政
治
の
主
舞
台
は
太
平
洋
及
び
イ
ン

ド
洋
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
。
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
争
い
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
覇
権
を
争
う
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主
役
の
一
方
は
中
国
で
あ
り
、
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
は
中
国
と
対
峙
す
る
構
図
の
中
で
、
米
国
の
プ

レ
ゼ
ン
ス
を
確
保
す
る
道
を
探
り
つ
つ
、
各
々
が
国
家
と
し
て
の
生
き
残
り
の
た
め
に
戦
略
戦
術
を
構
築
中
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
日
本
は
ど
ん
な
立
場
を
と
り
得
る
の
か
、
と
る
べ
き
な
の
か
。
太
平
洋
及
び
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
国
際
政

治
の
力
学
を
日
米
中
印
の
四
ヵ
国
で
論
じ
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
戦
略
論
の
視
点
か
ら
も
極
め
て
理
に
適
っ
て
お

り
、
同
時
期
に
開
催
さ
れ
た
少
な
か
ら
ぬ
日
米
安
保
五
十
周
年
関
連
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
も
特
徴
あ
る
も
の
だ
っ

た
と
自
負
す
る
。

　そ
し
て
い
ま
、
国
基
研
の
研
究
成
果
を
本
書
で
世
に
問
う
こ
と
に
な
っ
た
。
本
書
は
国
基
研
が
手
掛
け
た
最
初
の
中

期
研
究
の
ま
と
め
で
あ
る
。
中
国
と
い
う
国
を
政
治
、
外
交
、
軍
事
、
文
化
の
面
か
ら
多
角
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る

同
研
究
は
、
二
〇
〇
九
年
秋
に
田
久
保
忠
衛
氏
、
立
命
館
大
学
教
授
の
北
村
稔
氏
を
主
査
と
し
て
始
ま
り
、
二
〇
一
〇

年
夏
に
完
成
を
見
た
。
本
書
は
、
そ
の
報
告
書
か
ら
抽
出
し
て
一
冊
の
書
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
だ
。

　本
書
出
版
の
き
っ
か
け
は
、
二
十
一
世
紀
以
降
日
本
の
命
運
が
、
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
世
界
第
二
の
地
位
を
占

め
る
に
至
っ
た
中
国
と
の
関
係
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
一
筋
縄
で
は
い
か

な
い
こ
の
隣
国
と
の
関
係
構
築
を
間
違
え
れ
ば
、
日
本
国
の
未
来
を
過
つ
こ
と
に
な
る
と
の
危
機
感
だ
っ
た
。

　第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
者
と
勝
者
に
分
か
れ
た
日
本
と
中
華
民
国
・
中
華
人
民
共
和
国
が
築
い
て
き
た
戦
後
の
関
係

は
、
そ
れ
以
前
の
日
本
と
中
国
大
陸
と
の
関
係
と
は
大
き
く
異
な
る
。
聖
徳
太
子
以
降
の
対
等
か
つ
距
離
を
保
っ
た
関

係
、
或
い
は
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
米
欧
列
強
を
前
に
い
ち
早
く
開
国
し
富
国
強
兵
の
道

を
歩
ん
だ
日
本
と
頑
迷
固
陋
に
陥
っ
た
中
国
と
の
関
係
と
は
対
照
的
な
の
が
、
戦
後
の
日
中
関
係
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

一
九
七
二
年
以
降
の
日
中
関
係
は
敗
戦
を
機
に
急
速
に
国
家
意
識
を
薄
れ
さ
せ
て
き
た
日
本
と
、
日
本
よ
り
一
世
紀
遅

れ
で
富
国
強
兵
の
道
を
歩
み
始
め
、
国
家
意
識
を
た
ぎ
ら
せ
る
中
国
と
い
う
、
お
よ
そ
全
て
が
対
照
的
な
二
つ
の
国
の

究
極
の
ゼ
ロ
サ
ム
ゲ
ー
ム
だ
と
い
え
る
。
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　そ
の
中
で
わ
が
国
は
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
樹
立
以
降
、
対
中
外
交
で
敗
北
を
喫
し
続
け
て
き
た
。
国
家
と
し

て
の
主
張
を
展
開
で
き
ず
外
交
的
敗
北
を
重
ね
る
中
で
は
、
如
何
に
個
々
の
企
業
や
国
民
が
力
を
尽
そ
う
と
も
日
本
の

衰
退
は
避
け
ら
れ
な
い
。
国
益
は
損
な
わ
れ
続
け
、
固
有
の
領
土
領
海
さ
え
守
り
切
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
穏
や
か

な
文
明
を
育
ん
で
き
た
日
本
人
の
考
え
や
価
値
観
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
正
当
に
評
価
さ
れ
ず
、
中
華
文
明
と
の

比
較
に
お
い
て
貶
め
ら
れ
て
き
た
。
同
盟
相
手
で
あ
る
米
国
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
傾
向
は
根
強
い
。

　な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
、
中
国
研
究
を
始
め
た
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
中
国
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
、

存
在
を
過
小
評
価
さ
れ
、
国
力
を
殺
ぎ
と
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
日
本
固
有
の
問
題
ゆ
え
な
の
か
。
そ
れ
と
も
地

理
的
文
化
的
に
中
国
と
関
わ
り
合
っ
て
き
た
如
何
な
る
国
も
民
族
も
文
明
も
、
大
な
り
小
な
り
共
通
の
問
題
に
直
面
す

る
の
か
。
私
た
ち
の
研
究
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
そ
の
点
の
解
明
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
こ
の
問
い
へ
の
答
え

は
、
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
の
歴
史
を
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
、
歴
史
の
中
に
答
え
は
見
え
て
く
る

と
考
え
た
。

　一
方
で
、
日
本
を
と
り
ま
く
ア
ジ
ア
の
現
状
は
地
殻
変
動
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
。
歴
史
を
振
り
返
る
だ
け
で
な
く
、

現
在
の
中
国
に
、
政
治
、
外
交
、
安
全
保
障
で
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
日
本
の
足
下
が
危
う
い
。

中
国
は
ど
の
よ
う
な
戦
略
と
手
法
で
超
大
国
へ
の
道
を
駆
け
上
っ
た
の
か
。
米
国
は
台
頭
し
た
中
国
を
そ
の
世
界
戦
略

の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
、
ど
う
対
処
し
て
き
た
の
か
。
米
国
の
対
中
外
交
を
見
詰
め
、
大
国
の
戦
略
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
が
進
む
べ
き
道
を
も
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
中
国
研
究
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
だ
っ
た
。

　本
書
の
第
一
部
で
は
、
田
久
保
氏
が
米
中
関
係
の
分
析
を
通
し
て
、
大
国
の
外
交
の
実
態
を
描
い
た
。

　ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
外
交
政
策
の
研
究
で
知
ら
れ
る
氏
は
、
戦
後
の
日
米
関
係
の
中
で
、
日
本
が
如
何
に
内
向
き
の
視

点
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
現
在
の
日
本
が
米
中
関
係
の
従
属
関
数
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

氏
は
米
国
の
対
中
外
交
を
、「
封
じ
込
め
」
と
「
関
与
」
の
時
代
に
分
け
、
現
在
の
「
関
与
」
外
交
が
よ
り
寛
容
な
宥
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和
策
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
実
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
複
雑
な
経
緯
を
辿
り
な
が
ら
も
、
米
中
双
方
は
戦
略
的
に
互

い
に
関
与
し
続
け
る
。
関
係
が
緊
張
す
る
場
面
で
は
、
双
方
が
圧
力
を
用
い
る
。
だ
が
、
対
話
は
必
ず
継
続
す
る
。
見

事
な
ま
で
に
し
た
た
か
な
米
中
の
戦
略
的
思
考
の
前
に
は
、
日
本
の
米
国
依
存
の
外
交
が
児
戯
に
等
し
い
こ
と
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
。

　田
久
保
氏
は
歴
史
問
題
に
お
い
て
、
米
国
が
結
果
的
に
中
国
と
足
並
み
を
揃
え
、
日
本
に
否
定
的
な
視
線
を
向
け
る

現
状
に
も
警
告
す
る
。「
米
中
対
日
本
」
と
い
う
悪
夢
の
構
図
の
出
現
の
可
能
性
に
、
真
剣
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　国
際
政
治
に
お
け
る
大
国
の
地
位
は
、
軍
事
力
の
裏
打
ち
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
。
中
国
の
軍
事
力
構
築
と
そ
の
国

家
戦
略
及
び
そ
れ
に
対
す
る
米
国
の
対
処
を
分
析
し
た
の
が
、
国
基
研
主
任
研
究
員
の
冨
山
泰
氏
で
あ
る
。
日
本
の
現

在
の
政
権
与
党
、
民
主
党
は
、
か
つ
て
、
中
国
の
軍
事
力
は
、
中
国
に
侵
略
の
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
ゆ
え
に
「
脅
威

で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
、
意
図
は
一
夜
に
し
て
変
化
す
る
。
そ
れ
が
脅
威
で
あ
る
か
否
か
に

関
し
て
問
う
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も
軍
事
力
の
規
模
で
あ
る
。

　冨
山
氏
は
中
国
の
軍
事
力
構
築
の
尋
常
な
ら
ざ
る
規
模
と
速
度
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
米
国
の
命
運
を
か
け
て
の
対

抗
策
も
詳
述
し
た
。
田
久
保
氏
の
論
文
と
重
ね
れ
ば
、
米
中
両
大
国
の
間
に
あ
っ
て
、
日
本
が
自
助
努
力
す
る
こ
と
な

し
に
は
も
は
や
日
本
の
安
全
は
保
障
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
外
交
、
軍
事
の
両
面
か
ら
中
国
分
析

を
試
み
た
本
書
第
一
部
の
内
容
は
、
余
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
深
い
内
容
に
な
っ
た
と
確
信
す
る
。

　第
二
部
で
は
、
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
関
係
を
、
歴
史
を
遡
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
中
国
対
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ウ
イ
グ

ル
、
朝
鮮
半
島
な
ど
、
各
々
の
二
国
間
の
歴
史
を
通
し
て
中
華
文
明
が
他
文
明
を
浸
食
し
た
経
緯
と
手
法
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
日
本
の
伝
統
、
文
化
、
文
明
も
、
心
し
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
決
し
て
安
泰

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



10

　第
二
部
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
及
び
執
筆
者
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
主
査
を
務
め
た
北
村
氏
の
「
お
わ
り
に
」
に
譲

り
た
い
。
た
だ
一
点
強
調
し
た
い
の
は
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
平
川
祐
弘
氏
が
比
較
文
化
の
視
点
に
立
っ
て
日
米
中

を
分
析
し
た
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
平
川
氏
は
、
日
本
で
は
漢
文
化
の
一
方
的
支
配
は
徹
底
せ
ず
、
和
の
文
化
が
基
調

と
な
っ
た
理
由
を
、
大
陸
と
地
続
き
で
な
か
っ
た
こ
と
、
科
挙
の
制
度
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

中
国
の
制
度
の
導
入
が
形
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
平
安
期
に
花
開
い
た
和
の
文
化
の
水
準
が
あ
ま
り
に
高
か
っ
た
こ
と

の
三
点
に
求
め
て
い
る
。
中
国
文
化
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
中
華
帝
国
に
如
何
な
る
意
味
で
も
隷
す
る
こ
と
の
な
か
っ

た
日
本
を
、
極
め
て
優
れ
た
「
雑
種
文
化
」
の
国
と
位
置
づ
け
、
日
米
中
の
「
文
化
史
的
三
角
関
係
」
を
誇
張
も
卑
下

も
な
く
論
じ
た
。
平
川
論
文
は
国
基
研
の
中
国
研
究
に
ユ
ニ
ー
ク
な
深
み
を
添
え
て
く
れ
た
と
誇
り
に
思
う
。

　第
二
部
に
つ
い
て
そ
の
他
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
中
国
と
周
辺
諸
国
と
の
歴
史
の
中
に
中
国
を
中
国
た
ら
し

め
て
き
た
中
華
帝
国
思
想
の
具
体
例
を
見
い
出
し
、
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
治
が
基

本
の
「
藩
部
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
は
、
中
国
と
は
対
等
の
同
盟
国
関
係
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ

を
中
国
は
反
転
さ
せ
た
。
新
し
い
華
夷
秩
序
の
理
論
を
構
築
し
、
自
ら
を
チ
ベ
ッ
ト
の
統
治
者
と
位
置
づ
け
た
。
無
論
、

こ
の
理
論
と
現
実
は
合
致
し
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
中
国
は
事
実
と
は
無
関
係
の
中
華
式
世
界
秩
序
を
、
言
葉
に
よ
っ

て
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
手
塚
利
彰
氏
が
明
ら
か
に
し
た
右
の
事
実
は
、
今
日
、
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
「
核

心
的
利
益
」
と
位
置
づ
け
、
如
何
な
る
外
国
の
介
入
も
、
独
立
も
許
さ
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
の
不
条
理
を
示
す
も
の

だ
。　現

在
の
日
中
外
交
の
「
基
本
型
」
と
言
っ
て
も
よ
い
非
合
理
的
な
関
係
は
、
今
回
の
研
究
の
結
果
、
時
代
と
空
間
を

越
え
て
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
中
国
の
外
交
に
一
貫
す
る
型
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
中
国
は
彼
ら
が
考
え
た
華
夷

秩
序
の
構
図
に
従
っ
て
、
中
華
的
手
法
で
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
対
日
外
交
に
お
け
る
そ
の
手
法
は
、
周

辺
諸
国
と
の
外
交
関
係
の
手
法
と
、
基
本
的
に
同
じ
だ
っ
た
。
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
、
大
い
な
る
意
義
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が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

一

　尖
閣
、
靖
国
問
題
等
に
見
る
中
国
外
交
の
「
謀
」

　田
久
保
氏
の
四
〇
年
余
に
わ
た
る
国
際
政
治
の
分
析
、
北
村
氏
及
び
平
川
氏
ら
の
中
華
文
明
の
分
析
か
ら
透
視
さ
れ

る
中
国
の
特
質
は
、
私
た
ち
の
眼
前
で
現
在
進
行
中
の
日
中
間
の
外
交
問
題
に
ピ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
。
絵
に
描
い
た

よ
う
な
中
国
外
交
の
特
質
を
、
日
中
国
交
正
常
化
以
降
の
関
係
の
中
で
見
て
み
た
い
。
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
る
尖
閣

諸
島
問
題
を
巡
る
中
国
の
主
張
と
手
法
は
、
手
塚
氏
が
明
ら
か
に
し
た
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
手
法
と
共
通
項
が

あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
南
シ
ナ
海
で
中
国
が
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
多
く
の
島
を
奪
い
自
国
領
土
と
し
つ
つ
あ
る
手
法

と
同
じ
で
あ
る
。

　二
〇
一
〇
年
九
月
十
二
日
深
夜
、
中
国
の
戴た
い

秉へ
い

国こ
く

国
務
委
員
が
北
京
駐
在
日
本
大
使
丹
羽
宇
一
郎
氏
を
中
国
外
務
省

に
呼
び
つ
け
、
尖
閣
諸
島
周
辺
の
日
本
の
領
海
を
侵
犯
し
た
中
国
漁
船
を
日
本
側
が
拿
捕
し
、
船
長
を
逮
捕
し
た
こ
と

に
対
し
て
、「
賢
明
な
政
治
判
断
を
し
て
、
直
ち
に
中
国
人
の
漁
民
と
漁
船
を
送
還
せ
よ
」
と
要
求
し
た
。

　わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
尖
閣
諸
島
を
中
国
領
土
と
決
め
つ
け
て
、
深
夜
に
非
礼
の
抗
議
を
す
る
中
国
は
、
ど
の

よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
現
在
の
主
張
に
漕
ぎ
つ
け
た
の
か
。

　尖
閣
諸
島
が
紛
れ
も
な
い
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
当
時
で
二
四
八
人
の
島

民
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
同
諸
島
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ

Ａ
Ｆ
Ｅ
）
が
一
九
六
八
年
に
そ
の
周
辺
海
域
を
調
査
し
、
豊
富
な
石
油
資
源
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
発

表
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
米
国
の
沖
縄
返
還
が
議
論
さ
れ
始
め
、
中
国
政
府
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
透

か
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
十
二
月
、
初
め
て
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張
し
た
。

　六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
、
日
本
、
台
湾
、
韓
国
は
東
シ
ナ
海
の
共
同
開
発
に
つ
い
て
民
間
レ
ベ
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ル
で
合
意
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
中
国
の
抗
議
に
よ
っ
て
御
破
算
と
な
っ
た
。
日
台
韓
の
内
ど
の
国
も
島
の
領
有
権
が

中
国
に
あ
る
と
は
考
え
ず
、
従
っ
て
中
国
が
領
有
権
を
主
張
す
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
共
同
開
発
に
合
意

し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　日
中
国
交
樹
立
の
七
二
年
、
周
恩
来
首
相
は
領
土
問
題
に
は
触
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
立
場
を
と
り
、
日
本
は
中

国
の
方
針
を
受
け
入
れ
た
。
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
領
有
権
問
題
は
本
来
存
在
し
な
い
の
だ
が
、
中
国
は
領
有
権
問
題
が

存
在
す
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
。

　チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
言
葉
に
よ
る
関
係
逆
転
と
同
様
の
罠
を
、
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
も
仕
掛
け
た
の
で
あ
る
。
実
態

も
真
実
も
な
い
主
張
を
打
ち
出
し
た
中
国
の
不
条
理
を
、
日
本
は
日
中
国
交
回
復
の
最
初
の
段
階
で
明
ら
か
に
し
、
領

土
問
題
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
べ
き
だ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
段
階
で
日
本
は
処
理
を
誤
り
、
中
国
は
尖
閣
諸
島

へ
の
小
さ
な
、
し
か
し
確
か
な
手
掛
か
り
を
得
た
。

　七
八
年
四
月
に
な
っ
て
、
突
然
一
〇
〇
隻
以
上
の
武
装
中
国
船
団
が
尖
閣
諸
島
周
辺
に
集
結
し
た
。
彼
ら
は
日
本
の

領
海
を
侵
犯
し
、「
釣
魚
島
（
尖
閣
諸
島
の
中
国
名
）
は
中
国
領
土
だ
」
と
気
勢
を
あ
げ
た
。
時
の
最
高
権
力
者
で
副
総

理
の
鄧
小
平
は
後
に
こ
れ
を
「
偶
発
的
な
出
来
事
」
と
弁
明
し
、「
こ
の
よ
う
な
事
件
を
今
後
は
二
度
と
起
こ
さ
な
い
」

と
日
本
に
確
約
し
た
。

　事
件
か
ら
約
半
年
後
、
日
中
平
和
友
好
条
約
批
准
書
交
換
の
た
め
に
訪
日
し
た
鄧
小
平
は
尖
閣
諸
島
問
題
を
「
い
ま

の
世
代
の
我
々
」
が
解
決
で
き
な
い
の
な
ら
ば
「
子
々
孫
々
」
の
世
代
が
平
和
的
に
話
し
合
っ
て
解
決
す
る
の
が
よ
い

と
し
て
、「
尖
閣
諸
島
問
題
の
棚
上
げ
」
を
提
案
し
た
。
当
時
の
日
本
は
中
国
に
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
を
与
え

る
側
だ
っ
た
。
十
年
間
に
わ
た
っ
て
中
国
全
土
を
吹
き
荒
れ
た
文
化
大
革
命
で
、
中
国
は
疲
弊
し
た
経
済
立
て
直
し
の

た
め
に
、
日
本
の
援
助
を
死
活
的
に
必
要
と
し
て
い
た
。
日
本
は
中
国
に
対
し
て
圧
倒
的
な
優
位
に
立
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
第
一
段
階
で
失
敗
し
た
尖
閣
諸
島
問
題
を
、
今
度
こ
そ
、
日
本
の
主
張
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
好
機
だ
っ
た
。



 対中国「大戦略」構築のために

13

し
か
し
、
日
本
政
府
は
ま
た
も
や
失
敗
し
、
中
国
の
棚
上
げ
論
に
同
意
し
、
巨
額
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
与
え
始
め
た
。

　力
を
つ
け
始
め
た
中
国
は
、
九
二
年
二
月
、
東
シ
ナ
海
と
尖
閣
諸
島
、
南
シ
ナ
海
と
西
沙
諸
島
も
南
沙
諸
島
も
全
て
、

中
国
領
だ
と
宣
言
す
る
内
容
の
領
海
法
を
作
っ
た
。「
子
々
孫
々
の
世
代
の
課
題
」
と
言
い
な
が
ら
、
日
中
平
和
友
好

条
約
締
結
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
日
本
の
膨
大
な
Ｏ
Ｄ
Ａ
供
与
開
始
か
ら
わ
ず
か
十
数
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
棚
上
げ

と
繕
っ
て
時
間
を
稼
ぎ
、
そ
の
間
に
力
を
蓄
え
準
備
を
整
え
、
時
節
到
来
と
判
断
し
て
、
問
題
を
「
棚
下
ろ
し
」
し
た

の
で
あ
る
。

　以
降
、
東
シ
ナ
海
で
は
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
逆
転
が
続
い
た
。
国
連
海
洋
法
条
約
は
他
国
の
排
他
的
経
済
水
域

（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
で
の
資
源
調
査
を
禁
じ
て
い
る
が
、
中
国
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、
九
〇
年
代
か
ら
日
本
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
海
洋

調
査
を
開
始
し
た
。
日
本
政
府
は
日
本
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
の
中
国
艦
船
の
違
法
な
調
査
活
動
を
「
一
般
的
な
科
学
調
査
」

で
あ
り
、
国
会
で
「
問
題
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
、
中
国
の
日
本
へ
の
侵
害
行
為
に
目
を
つ
ぶ
り
続
け
た
。

　九
〇
年
代
半
ば
、
尖
閣
諸
島
の
灯
台
建
設
許
可
の
申
請
が
民
間
か
ら
出
さ
れ
た
。
申
請
に
日
本
政
府
は
答
え
ず
保
留

し
た
が
、
中
国
は
こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
驚
く
べ
き
逆
転
の
手
を
打
っ
た
。
九
六
年
一
〇
月
一
二
日
、
銭せ
ん

其き

琛し
ん

外
相
が
「
こ
の
問
題
（
尖
閣
諸
島
）
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
日
本
が
二
度
と
問
題
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
希
望
」

す
る
と
日
本
に
要
求
し
た
の
だ
。

　七
八
年
に
「
二
度
と
尖
閣
諸
島
の
領
海
侵
犯
を
起
こ
さ
な
い
」
と
約
束
し
た
の
は
中
国
だ
っ
た
が
、
九
六
年
に
は

「
二
度
と
問
題
を
起
こ
す
な
」
と
言
わ
れ
る
立
場
に
日
本
が
立
た
さ
れ
た
。
二
〇
年
た
ら
ず
で
大
逆
転
さ
れ
た
の
で
あ

る
。　国

家
意
識
を
失
い
、
領
土
保
全
が
如
何
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
を
理
解
で
き
な
い
日
本
政
府
は
「
子
々
孫
々
の
世

代
の
課
題
」、「
棚
上
げ
」 

、「
平
和
的
話
し
合
い
」
な
ど
の
言
葉
を
ひ
た
す
ら
表
面
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
。
眼
前
の
摩
擦
回
避
を
切
望
す
る
あ
ま
り
、
中
国
政
府
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
真
の
狙
い
に
敢
え
て
目
を
つ
ぶ
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る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
自
ら
好
ん
で
翻
弄
さ
れ
る
日
本
の
外
交
と
、
長
期
戦
略
を
立
て
目
的
達
成
の
た
め
に
歴
史

の
中
で
磨
い
て
き
た
策
略
や
嘘
を
駆
使
す
る
中
国
外
交
は
、
鮮
や
か
な
対
照
を
成
し
て
き
た
。

　外
交
に
謀
は
か
り
ご
とは
付
き
物
で
あ
る
が
、
白
を
黒
と
言
い
く
る
め
る
中
国
外
交
の
策
略
の
質
と
度
合
は
、
北
村
氏
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
た
め
息
を
つ
き
た
く
な
る
ほ
ど
の
も
の
だ
。

　中
国
外
交
に
お
け
る
中
華
帝
国
主
義
を
表
わ
す
事
例
を
も
う
ひ
と
つ
紹
介
し
て
み
た
い
。

　二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
四
日
、
王
毅
氏
は
駐
日
中
国
大
使
と
し
て
初
め
て
東
京
有
楽
町
の
日
本
外
国
特
派
員
協
会
で

会
見
し
た
。
二
〇
〇
名
を
超
え
る
内
外
の
記
者
団
を
前
に
王
大
使
は
ゆ
っ
く
り
し
た
日
本
語
で
、
歴
史
問
題
か
ら
東
シ

ナ
海
の
資
源
開
発
問
題
ま
で
語
っ
た
。
控
え
目
に
言
っ
て
も
、
大
使
の
講
演
は
事
実
関
係
の
歪
曲
に
満
ち
て
い
た
。
一

例
が
靖
国
神
社
問
題
だ
。

「
中
国
は
寛
容
な
国
家
」
だ
が
、「
Ａ
級
戦
犯
」
を
合
祀
し
て
い
る
靖
国
神
社
に
最
高
指
導
者
が
参
拝
す
る
こ
と
は
受

け
容
れ
難
い
と
し
て
、
王
大
使
は
こ
う
語
っ
た
。

「
中
国
の
立
場
で
す
ね
、
継
続
性
の
あ
る
も
の
で
、
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
一
九
八
五
年
、
こ
の
こ
と
で
す
ね
、
Ａ

級
戦
犯
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
公
に
な
っ
て
か
ら
、
我
々
も
反
対
の
立
場
を
貫
い
て
き
て
お
り
ま
す
」

　大
使
は
「
Ａ
級
戦
犯
合
祀
」
が
公
に
な
っ
た
八
五
年
以
来
、
一
貫
し
て
反
対
し
て
き
た
と
語
っ
た
が
、
事
実
は
異
な

る
。　靖

国
神
社
へ
の
「
Ａ
級
戦
犯
合
祀
」
が
大
き
く
新
聞
で
報
じ
ら
れ
た
の
は
一
九
七
九
年
四
月
一
九
日
、
春
の
例
大
祭

直
前
だ
っ
た
。
例
大
祭
に
合
わ
せ
て
参
拝
し
た
首
相
、
大
平
正
芳
は
そ
の
日
、
記
者
団
か
ら
繰
り
返
し
参
拝
の
是
非
を

質
さ
れ
た
。
六
月
五
日
に
は
、
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
も
質
問
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
広
く
報
道
さ
れ
た
。
従

っ
て
、「
Ａ
級
戦
犯
合
祀
」
が
公
に
さ
れ
た
の
は
八
五
年
で
は
な
く
七
九
年
四
月
で
あ
る
。

　一
方
、
中
国
政
府
が
靖
国
問
題
で
日
本
に
注
文
を
つ
け
た
の
は
一
九
八
五
年
九
月
七
日
、
彭
真
全
人
代
常
務
委
員
長
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が
長
田
裕
二
氏
を
団
長
と
す
る
自
民
党
田
中
派
の
訪
中
団
に
、
首
相
の
公
式
参
拝
は
日
中
関
係
に
「
不
利
な
こ
と
」
だ

か
ら
や
め
た
方
が
よ
い
と
「
強
く
警
告
し
た
」
の
が
初
め
て
で
あ
る
（『
靖
国
公
式
参
拝
の
総
括
』
板
垣
正
著
。
展
転
社
）。

　そ
れ
以
前
の
中
国
は
「
反
対
の
立
場
を
貫
」
く
ど
こ
ろ
か
、「
Ａ
級
戦
犯
」
合
祀
や
首
相
の
参
拝
に
関
心
さ
え
示
さ

ず
、
逆
に
日
本
は
軍
事
大
国
化
の
道
に
踏
み
出
す
べ
き
だ
と
勧
め
た
。
典
型
例
が
一
九
八
〇
年
四
月
末
に
訪
中
し
た
中

曾
根
康
弘
氏
へ
の
中
国
側
の
対
応
で
あ
る
。
氏
は
中
国
人
民
解
放
軍
序
列
第
二
の
副
総
参
謀
長
・
伍
修
権
に
会
っ
た
。

伍
は
日
本
は
軍
事
力
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
し
た
う
え
で
、
軍
事
予
算
を
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
一
％
に
と
ど
め
ず
に

二
％
に
倍
増
せ
よ
と
、
具
体
的
数
字
を
あ
げ
て
要
求
し
た
。
日
本
人
に
と
っ
て
思
い
が
け
な
い
こ
の
発
言
は
大
き
く
報

道
さ
れ
た
。

　さ
ら
に
、
そ
の
前
年
、
つ
ま
り
一
九
七
九
年
五
月
一
六
日
、
田
久
保
氏
が
時
事
通
信
を
代
表
し
て
鄧
小
平
に
取
材
し

た
と
き
の
発
言
で
あ
る
。
鄧
は
、「
中
国
の
周
り
は
全
て
ソ
連
の
軍
事
的
な
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
日
本
は
中
国

と
共
に
立
ち
上
が
る
べ
き
だ
、
日
本
は
中
国
に
軍
事
的
に
協
力
す
べ
き
だ
」
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　鄧
小
平
発
言
も
伍
修
権
発
言
も
、「
Ａ
級
戦
犯
」
の
靖
国
合
祀
が
公
に
さ
れ
た
後
で
あ
る
。
鄧
小
平
の
発
言
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
中
国
が
恐
れ
た
の
は
ソ
連
の
軍
事
的
脅
威
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
脅
威
に
備
え
る
た
め
に
、

日
本
に
「
軍
事
大
国
化
」
を
促
し
た
こ
と
、「
Ａ
級
戦
犯
の
靖
国
合
祀
」
は
問
題
ど
こ
ろ
か
、
関
心
の
対
象
で
さ
え
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　事
実
、「
Ａ
級
戦
犯
合
祀
」
以
降
も
中
国
政
府
は
大
平
、
鈴
木
善
幸
、
中
曾
根
歴
代
三
首
相
の
参
拝
に
一
言
も
批
判

を
加
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
一
九
八
五
年
九
月
に
な
っ
て
彼
ら
は
突
然
、
批
判
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

中
国
が
ソ
連
の
脅
威
を
言
い
立
て
な
く
と
も
、
八
一
年
一
月
に
就
任
し
た
米
国
大
統
領
レ
ー
ガ
ン
が
ソ
連
を
悪
の
帝
国

と
非
難
し
、
ソ
連
自
身
、
八
〇
年
代
前
半
に
顕
著
に
力
を
衰
え
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
理
由
だ
っ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ソ
連
を
恐
れ
な
く
て
も
よ
い
状
況
に
な
っ
た
と
き
、
中
国
の
外
な
る
敵
が
ソ
連
か
ら
日
本
に
変
わ
っ
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た
だ
け
で
あ
る
。

「
Ａ
級
戦
犯
合
祀
に
一
貫
し
て
反
対
の
立
場
」
と
い
う
偽
り
の
発
言
の
あ
と
、
大
使
は
「
Ｂ
、
Ｃ
級
の
戦
犯
」
に
つ
い

て
こ
う
述
べ
た
。

「
我
々
は
い
わ
ゆ
る
Ｂ
級
、
Ｃ
級
戦
犯
で
す
ね
、
全
部
釈
放
し
、
日
本
に
還
ら
せ
た
の
で
す
」

　中
国
各
地
で
Ｂ
、
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
拘
束
さ
れ
、
命
を
奪
わ
れ
た
日
本
兵
は
一
七
三
名
に
の
ぼ
る
。
拘
留
中
の
病
死

者
も
い
る
が
、
圧
倒
的
多
数
は
死
刑
に
処
さ
れ
た
。「
全
部
釈
放
し
」
た
事
実
は
な
い
。
大
使
は
こ
の
点
に
お
い
て
も

虚
偽
の
発
言
を
重
ね
て
い
た
。

　尖
閣
諸
島
を
擁
す
る
東
シ
ナ
海
の
資
源
開
発
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
主
張
す
る
中
間
線
は
「
も
う
す
で
に
交
渉

を
通
じ
て
お
互
い
に
認
め
合
う
ラ
イ
ン
で
は
な
い
の
で
す
」
と
断
言
し
た
。
だ
が
、
中
間
線
を
認
め
な
い
の
は
中
国
だ

け
で
、
日
本
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
お
互
い
に
」
の
表
現
も
虚
偽
で
あ
る
。

　ち
な
み
に
、
過
去
三
〇
年
ほ
ど
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
海
洋
上
の
境
界
線
は
、
全
て
中
間
線
を
基
本
と
し
て

引
か
れ
て
い
る
。
中
間
線
を
基
本
と
す
る
解
決
が
日
本
を
含
む
世
界
の
常
識
で
あ
り
、
中
国
の
主
張
こ
そ
が
非
常
識
な

の
で
あ
る
。

　王
大
使
は
こ
れ
ら
の
虚
偽
発
言
を
文
字
ど
お
り
世
界
中
の
メ
デ
ィ
ア
を
前
に
し
て
行
っ
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の

席
に
い
た
日
本
人
記
者
は
、
大
使
が
日
本
語
で
ス
ピ
ー
チ
し
、
日
本
語
で
質
問
で
き
た
会
見
だ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
誰

ひ
と
り
、
大
使
発
言
の
誤
り
を
質
さ
な
か
っ
た
。
で
あ
れ
ば
、
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
が
大
使
発
言
は
正
し
い
と
受
け
と
め

た
と
し
て
も
仕
方
が
な
い
。
恐
ら
く
、
特
派
員
ら
は
そ
う
考
え
た
だ
ろ
う
。

　ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
柄
を
改
め
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
れ
ば
、
対
中
外
交
で
は
「
事
実
」
も
「
真
実
」
も
、
さ
ら
に
「
良

識
」
も
通
用
し
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
事
実
や
真
実
に
、
時
に
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
に
し
て
拘
り
、
そ

れ
に
呪
縛
さ
れ
が
ち
な
日
本
と
、
鮮
や
か
な
対
照
を
成
す
の
が
中
国
で
あ
る
。
虚
偽
や
謀
を
旨
と
す
る
中
国
と
、
言
葉
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を
額
面
ど
お
り
に
受
け
と
め
、
そ
の
額
面
の
意
味
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
日
本
が
外
交
交
渉
に
臨
め
ば
、
ど
ち
ら
が

有
利
に
闘
え
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二

　拡
大
し
続
け
る
中
国
の
貪
欲
な
膨
張
主
義

　そ
の
中
国
が
世
界
第
二
の
軍
事
力
を
持
つ
に
至
っ
た
。
謀
略
と
軍
事
力
が
合
体
し
、
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
始
め
た
。

中
国
の
台
頭
の
前
に
、
米
国
は
関
与
政
策
を
強
め
宥
和
策
へ
と
傾
き
つ
つ
あ
る
。
中
国
と
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
周
辺

諸
国
は
す
で
に
米
国
と
の
連
携
に
よ
っ
て
自
国
の
安
全
保
障
を
担
保
す
る
体
制
を
築
き
つ
つ
あ
る
。
年
毎
に
顕
著
に
な

る
中
国
の
軍
事
力
の
強
大
化
に
直
面
し
て
、
か
つ
て
、
軍
事
増
強
が
続
い
て
い
て
も
中
国
は
脅
威
で
は
な
い
と
表
明
し

た
民
主
党
で
さ
え
、
九
月
十
日
に
閣
議
決
定
し
た
二
〇
一
〇
年
版
の
防
衛
白
書
で
、「（
中
国
の
国
防
政
策
や
軍
事
力
は
）

わ
が
国
を
含
む
地
域
・
国
際
社
会
に
と
っ
て
の
懸
念
事
項
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　中
国
が
手
に
し
た
軍
事
力
は
、
外
交
力
で
あ
り
、
交
渉
力
で
あ
る
。
大
規
模
暴
力
装
置
と
し
て
の
軍
事
力
は
保
有
す

る
だ
け
で
力
を
発
揮
す
る
。
彼
ら
が
そ
の
効
力
を
如
何
に
活
用
し
て
き
た
か
は
、
中
国
が
超
大
国
を
目
指
し
て
推
進
し

て
き
た
世
界
戦
略
の
現
場
か
ら
見
え
て
く
る
。
東
シ
ナ
海
領
有
権
問
題
と
同
じ
構
図
の
中
で
争
わ
れ
、
中
国
の
実
効
支

配
が
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た
南
シ
ナ
海
で
の
攻
防
が
雄
弁
に
物
語
る
。

　中
国
は
一
九
五
一
年
に
周
恩
来
が
南
シ
ナ
海
の
島
々
全
て
、
つ
ま
り
南
沙
、
西
沙
、
中
沙
、
東
沙
の
諸
島
全
て
が
中

国
領
土
だ
と
宣
言
済
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の
事
例
同
様
、
現
実
は
異
な
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
漁
民
は
伝
統
的

に
島
々
に
上
陸
し
、
漁
に
お
い
て
も
島
々
を
使
用
し
た
。
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
は
一
九
七
三
年
、
当
然
の
主
張
と
し
て
南

沙
諸
島
の
領
有
権
を
宣
言
し
た
。
対
し
て
中
国
政
府
は
一
九
七
四
年
一
月
十
一
日
、
全
島
の
領
有
権
を
再
主
張
し
、
続

く
一
月
十
七
日
に
は
南
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
を
攻
撃
し
、
二
〇
日
に
は
西
沙
諸
島
を
支
配
下
に
入
れ
た
。
非
常
に
速
い
動
き

で
、
一
気
呵
成
に
他
国
の
領
土
を
軍
事
力
で
奪
っ
た
の
だ
。
ち
な
み
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
戦
争
や
軍
事
攻
撃
に
よ
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っ
て
領
土
を
拡
張
し
た
の
は
、
地
球
上
で
た
だ
一
国
、
中
国
だ
け
で
あ
る
。

　こ
の
七
〇
年
代
の
戦
い
は
、
表
向
き
、
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
戦
い
だ
っ
た
が
、
背
景
に
は
ソ
連
海
軍
の
ア
ジ
ア
進
出

と
、
そ
れ
に
徹
底
対
抗
す
る
中
国
の
決
意
が
あ
っ
た
。
当
時
、
米
国
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
苦
戦
し
、
中
国
海
軍
の
南
シ

ナ
海
へ
の
展
開
に
対
抗
す
る
余
力
は
な
か
っ
た
。
英
国
も
六
〇
年
代
後
半
に
は
ス
エ
ズ
運
河
以
東
か
ら
撤
退
し
て
い
た
。

そ
の
機
に
乗
じ
て
イ
ン
ド
洋
に
進
出
し
、
勢
力
拡
張
に
乗
り
出
し
た
の
が
ソ
連
だ
っ
た
。

　ソ
連
太
平
洋
艦
隊
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
り
、
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
ス
エ
ズ
運
河
の
通
航
が
再
開
さ

れ
よ
う
と
す
る
状
況
を
、
中
国
は
脅
威
と
と
ら
え
た
。
中
国
問
題
の
専
門
家
、
平
松
茂
雄
氏
が
語
っ
た
。

「
一
九
七
四
年
五
月
十
二
日
の
『
人
民
日
報
』
が
次
の
よ
う
に
報
じ
ま
し
た
。
ス
エ
ズ
運
河
の
再
開
に
よ
っ
て
、
黒
海

か
ら
紅
海
、
イ
ン
ド
洋
、
ペ
ル
シ
ア
湾
に
い
た
る
ソ
連
の
海
上
補
給
線
は
一
万
一
〇
〇
〇
マ
イ
ル
か
ら
二
〇
〇
〇
マ
イ

ル
へ
と
短
縮
さ
れ
、
か
つ
ソ
連
の
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
海
軍
力
を
一
歩
強
め
さ
せ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
中
国
の
対
ソ
恐

怖
心
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」

　ソ
連
に
対
抗
す
る
た
め
に
七
九
年
一
月
に
は
、
中
国
は
米
国
と
国
交
を
樹
立
し
た
。
米
国
の
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
、

ソ
連
封
じ
込
め
と
泥
沼
化
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
終
結
の
た
め
に
、
対
中
政
策
を
封
じ
込
め
か
ら
関
与
へ
と
転
換
し
た
経

緯
は
、
田
久
保
論
文
に
詳
し
い
。
ま
た
、
中
国
が
、
ソ
連
の
脅
威
に
備
え
る
た
め
に
日
本
は
中
国
と
手
を
携
え
る
べ
き

で
、
軍
事
費
を
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
一
％
か
ら
二
％
に
倍
増
す
べ
し
と
勧
め
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

　そ
の
後
の
一
九
九
二
年
、
先
述
の
よ
う
に
中
国
は
領
海
法
を
制
定
し
、
西
沙
、
南
沙
諸
島
の
領
有
を
言
葉
で
宣
言
す

る
だ
け
で
な
く
、
法
律
を
制
定
し
て
権
威
づ
け
た
。
折
り
し
も
同
じ
一
九
九
二
年
に
米
国
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
保
有
し
て

い
た
大
規
模
な
海
軍
、
空
軍
の
両
基
地
を
閉
鎖
し
、
撤
退
し
た
。
米
軍
が
去
り
、
軍
事
的
空
白
が
生
ず
る
や
否
や
、
中

国
は
間
髪
を
入
れ
ず
侵
出
し
た
の
だ
。
こ
う
し
て
中
国
は
九
五
年
初
頭
ま
で
に
南
沙
諸
島
の
実
効
支
配
に
と
り
か
か
っ

た
。
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　ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
怒

っ
た
が
、
中
国
は
有
無
を
言
わ
さ
ず
、
島
々
を
実
効
支
配
し
た
。
個
々
の
国
々
と
の
個
別
交
渉
に
は
応
じ
て
も
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
全
体
交
渉
は
常
に
先
送
り
し
た
。
諸
国
の
連
携
を
分
断
し
個
別
に
交
渉
す
る
こ
と
の
有
利
を
、
中
国
は
知

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
国
に
対
し
て
も
、
中
国
は
交
渉
を
引
き
延
ば
し
、
時
間
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
、
軍
事
拠

点
を
建
造
す
る
。
交
渉
の
停
滞
は
、
そ
の
裏
で
中
国
の
軍
事
的
支
配
が
着
々
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
し

て
、
中
国
は
こ
の
一
年
ほ
ど
、
俄
に
積
極
攻
勢
に
出
始
め
た
。

　中
国
外
交
の
基
本
型
は
変
わ
ら
な
い
。
史
実
も
現
実
も
無
視
し
て
、
中
華
帝
国
的
版
図
を
宣
言
す
る
。
漁
民
、
或
い

は
漁
民
を
装
っ
た
中
国
人
を
、
中
国
領
だ
と
主
張
す
る
島
々
や
海
に
侵
出
さ
せ
る
。
元
々
の
領
有
権
を
保
有
す
る
国
々

が
中
国
船
を
拿
捕
し
た
り
中
国
漁
民
を
捕
え
る
と
、
軍
事
力
を
背
景
に
し
て
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　二
〇
一
〇
年
六
月
二
二
日
に
は
、
南
シ
ナ
海
の
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
自
国
の
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
だ
と
主

張
す
る
海
域
で
一
触
即
発
の
事
態
が
発
生
し
た
。
中
国
漁
船
団
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
操
業
を
始
め
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
警
備
艇
が
一
隻
を
拿
捕
し
た
。
ま
る
で
拿
捕
を
予
測
し
て
待
機
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
三
〇
分
後
、
中
国

の
漁
業
監
視
船
が
駆
け
つ
け
、
解
放
を
要
求
し
た
。
軍
艦
を
改
装
し
た
排
水
量
四
四
五
〇
ト
ン
の
大
型
船
の
出
現
に
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
は
中
国
の
要
求
を
飲
ん
だ
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
翌
朝
、
海
軍
の
応
援
を
得
て
再
び
中
国
漁
船
を
拿
捕
し
た

が
、
中
国
の
圧
倒
的
力
の
誇
示
の
前
に
、
再
び
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
暴
力
装
置
と
し
て
の
海
軍
力
を
誇
示
し

て
、
支
配
権
の
確
立
を
進
め
る
中
華
帝
国
の
手
法
が
罷
り
通
っ
た
の
で
あ
る
。

　尖
閣
諸
島
を
巡
る
日
中
間
の
争
い
に
戻
ろ
う
。
尖
閣
諸
島
周
辺
の
日
本
領
海
を
中
国
漁
船
が
侵
犯
し
た
二
〇
一
〇
年

九
月
の
事
件
に
関
連
し
て
、
事
件
発
生
の
少
し
前
の
九
月
三
日
、
奇
妙
な
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
は
取
材
で
知
っ

た
。
中
国
外
務
省
前
で
、
二
～
三
人
の
男
が
「
東
シ
ナ
海
の
日
中
共
同
開
発
の
合
意
は
売
国
の
合
意
だ
」
と
い
う
派
手

な
横
断
幕
を
掲
げ
た
の
だ
。
政
治
的
意
思
の
表
現
は
取
り
締
り
の
対
象
に
な
る
中
国
で
は
こ
の
こ
と
自
体
、
非
常
に
非
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日
常
的
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。

　男
た
ち
は
警
官
が
駆
け
つ
け
る
前
に
姿
を
消
し
た
が
、
そ
の
映
像
は
ネ
ッ
ト
で
流
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
、
外
務
省

報
道
官
が
「
我
々
の
外
交
を
進
め
る
う
え
で
、
民
間
の
圧
力
は
考
慮
す
べ
き
ひ
と
つ
の
要
因
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。
こ

れ
ま
で
も
「
民
間
の
圧
力
」
を
中
国
政
府
が
度
々
活
用
し
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
今
般
の
日
本
と
の
軋
轢
に
重
ね

合
わ
せ
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　中
国
漁
船
の
領
海
侵
犯
事
件
に
関
し
て
、
中
国
政
府
は
日
本
政
府
を
激
し
く
非
難
し
続
け
た
が
、
日
本
の
外
務
省
は

そ
の
非
難
は
中
国
国
内
世
論
向
け
だ
と
解
説
す
る
。
各
紙
に
も
「
国
内
世
論
へ
の
配
慮
」
が
対
日
強
硬
策
の
裏
に
あ
る

と
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
う
断
定
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
記
の
事
柄
も
視
野
に
入
れ
て
、
中
国
当
局

の
意
図
を
あ
ら
ゆ
る
手
掛
か
り
を
も
と
に
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　私
は
複
数
回
、
東
シ
ナ
海
の
上
空
を
飛
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
一
度
、
異
様
な
光
景
に
遭
遇
し
た
。
文
字
ど
お
り
雲

霞
の
如
く
、
漁
船
が
浮
か
ん
で
い
た
。
異
常
な
の
は
そ
れ
ら
全
て
が
中
国
漁
船
だ
っ
た
こ
と
だ
。
高
度
を
落
と
し
て
よ

く
よ
く
見
た
が
、
日
本
の
漁
船
は
中
国
の
大
船
団
に
恐
れ
を
な
し
た
か
の
よ
う
に
、
影
さ
え
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ

ん
な
状
況
で
は
領
海
侵
犯
は
容
易
に
発
生
す
る
と
感
じ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　事
実
、
領
海
侵
犯
が
発
生
し
た
九
月
七
日
、
第
一
一
管
区
海
上
保
安
本
部
は
尖
閣
諸
島
周
辺
で
約
一
六
〇
隻
の
中
国

船
を
確
認
し
て
い
る
。
内
約
三
〇
隻
は
領
海
侵
犯
だ
っ
た
。

　中
国
政
府
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
把
握
し
て
お
り
、
む
し
ろ
許
し
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
中
国
政
府

は
今
回
の
領
海
侵
犯
も
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
側
が
行
動
を
起
こ
せ
ば
、
逆
に
中
国
領
だ
と
反
撃
し
て
、
既

成
事
実
を
作
っ
て
い
く
考
え
だ
っ
た
と
い
う
推
測
は
、
成
り
立
た
な
い
だ
ろ
う
か
。

　仮
に
そ
う
考
え
れ
ば
、
凄
ま
じ
い
抗
議
の
理
由
も
動
機
も
納
得
で
き
る
。
彼
ら
は
八
日
午
前
、
丹
羽
大
使
を
呼
び
つ

け
た
。
一
〇
日
に
は
楊
潔

外
相
が
、
一
二
日
に
は
外
相
よ
り
格
上
の
戴
秉
国
国
務
委
員
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
深
夜




