
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
は

実
在
す
る
か
、
蜃
気
楼
か

　

日
本
外
交
に
と
っ
て
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
と
は
何
で

あ
る
の
か
。
近
寄
っ
て
は
な
ら
な
い
危
険
な
陥か

ん

穽せ
い

で
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
の
進
む
べ
き
進
路
を
指
し
示
す
か

が
り
火
で
あ
る
の
か
。
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
東
ア
ジ
ア

共
同
体
構
想
と
い
う
「
構
想
」
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
眼

前
に
現
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ

れ
は
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
消
え
て
い
く
蜃
気
楼
に
す
ぎ

な
い
の
か
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
て
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
あ
り
さ
ま
は
ま
さ
に
百
家

争
鳴
に
近
い
状
態
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
に
お
け
る
「
東
ア

ジ
ア
共
同
体
」
と
い
う
概
念
は
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

目
指
す
地
域
的
統
合
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
て
い
っ
た
と

き
の
理
念
的
・
究
極
的
到
達
点
の
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
「
構
想
」
の
実
現
可
能
性
と
い
う
も
の
を
論
ず
る
と
き

は
、
地
域
的
統
合
の
現
実
的
・
経
過
的
到
達
点
で
あ
る
共
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同
市
場
や
共
通
通
貨
制
度
や
集
団
安
全
保
障
機
構
な
ど
を

含
め
て
議
論
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
目
指
す
世
界
的
統
合
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
て
い
っ

た
と
き
の
理
念
的
・
究
極
的
到
達
点
は
「
世
界
政
府
」
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
夢
物
語
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
世
界

政
府
」
に
い
た
る
現
実
的
・
経
過
的
到
達
点
と
し
て
の
国

際
連
合
や
そ
れ
と
連
携
す
る
諸
々
の
国
際
機
関
群
の
役
割

や
価
値
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
１
９
９
７
年
の
ア
ジ

ア
経
済
危
機
へ
の
対
応
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
+
３
（
東
南
ア
ジ
ア
10
カ
国
と
日
中
韓
）
首
脳
会
議

と
そ
の
下
に
組
織
さ
れ
た
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｔ
（
東
ア
ジ
ア
・
シ
ン

ク
タ
ン
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
の
知
的
営
為
と
政
策
構
想

力
は
、
実
体
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｔ
は
、
東
ア

ジ
ア
13
カ
国
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
連
合
体
で
あ
る
が
、
東

ア
ジ
ア
の
地
域
統
合
や
地
域
協
力
の
強
化
を
目
指
す
多
数

の
政
策
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、毎
年
作
業
部
会
を
組
織
し
、そ

の
研
究
成
果
を
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｔ
年
次
総
会
で
採
択
す
る
と
と
も

に
、
提
言
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３
首
脳
会
議
に
提
出
し

て
い
る
。
各
国
別
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
調
整
役
を
カ
ン
ト

リ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
国
別
代
表
）
と
呼
ん
で
い

る
が
、
日
本
の
国
別
代
表
は
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ

る
。
日
本
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
呼
び
か
け
で
、「
東
ア
ジ
ア

共
同
体
」
構
想
に
関
心
を
有
す
る
日
本
国
内
の
10
の
シ
ン

ク
タ
ン
ク
が
結
集
し
、
そ
れ
に
有
識
者
、
企
業
、
関
係
省

庁
も
加
わ
っ
て
、
２
０
０
４
年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
、
東

ア
ジ
ア
共
同
体
評
議
会
で
あ
る
。
こ
の
評
議
会
は
そ
の
時

以
来
、
日
本
政
府
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
な
が
ら
、
日
本

を
代
表
し
て
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｔ
、
ひ
い
て
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３

の
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
構
想
に
関
す
る
知
的
営
為
に
参

加
し
、
貢
献
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
鳩
山
首
相
（
当
時
）

が
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
構
想
を
口
に
し
た
の
が
、
や
や

唐
突
な
印
象
を
国
民
お
よ
び
世
界
に
対
し
て
与
え
た
と
し

て
も
、そ
れ
は
彼
の
説
明
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、こ

の
構
想
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国

と
共
に
官
民
両
レ
ベ
ル
で
着
実
に
追
求
し
て
き
た
実
体
の

あ
る
構
想
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
と
い
う
概
念
は
、
い

ま
だ
誰
に
よ
っ
て
も
明
確
に
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
地
理
的
範
囲
や
統
合
の
具
体
的
形
態
等
に
つ
い
て
は
、
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関
係
国
間
に
い
ま
だ
な
ん
の
合
意
も
存
在
し
て
い
な
い
。

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
構
想
は
「
存
在

し
な
い
」
と
、
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
れ
は
北
極
星
の
よ

う
に
、
燦さ

ん

然ぜ
ん

と
し
て
北
の
方
角
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で

は
あ
る
が
、
誰
も
触
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ

る
。
１
９
９
９
年
と
２
０
０
７
年
の
２
回
に
わ
た
り
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３
首
脳
会
議
は
「
東
ア
ジ
ア
協
力
に
関
す
る

共
同
声
明
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
東
ア
ジ
ア

協
力
」
に
関
す
る
声
明
で
は
あ
り
え
て
も
、「
東
ア
ジ
ア
共

同
体
」
に
関
す
る
声
明
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
地
理
的

範
囲
だ
け
に
つ
い
て
見
て
も
、
中
国
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３

か
ら
成
る
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
に
固
執
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
日
本
は
イ
ン
ド
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

を
含
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
米
国
も
排
除
し
な
い
「
東
ア

ジ
ア
共
同
体
」
を
示
唆
し
て
お
り
、
日
中
間
の
溝
は
広
く
、

か
つ
深
い
。
そ
の
せ
い
か
、
鳩
山
首
相
の
「
東
ア
ジ
ア
共

同
体
」
構
想
に
対
す
る
中
国
の
反
応
は
、
い
さ
さ
か
木
で

鼻
を
く
く
っ
た
よ
う
な
、
冷
淡
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
中
国
が
「
東
ア
ジ
ア
共

同
体
」
構
想
に
反
対
な
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
支
持
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
主
権
国
家
が
並
立
す

る
国
際
政
治
の
現
状
に
お
い
て
、
各
国
政
府
は
基
本
的
に

そ
の
国
益
追
求
に
外
交
の
基
軸
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
国
境
の
敷
居
が
低
く
な
り
、
世
界
あ
る
い
は
地

域
と
の
経
済
的
相
互
依
存
関
係
が
深
化
す
る
中
で
、
各
国

は
そ
の
国
益
の
再
定
義
を
迫
ら
れ
、
古
典
的
・
独
善
的
・

排
他
的
な
狭
義
の
国
益
で
は
な
く
、
む
し
ろ
啓
蒙
的
・
互

助
的
・
補
完
的
な
広
義
の
国
益
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

や
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
新
し
い
生
き
方
を
求
め

て
、
生
成
・
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
る
。「
東
ア
ジ
ア
共
同

体
」
構
想
は
「
存
在
す
る
」
の
か
、「
し
な
い
」
の
か
、
と

い
う
冒
頭
の
問
い
か
け
に
戻
る
と
、
そ
の
問
い
に
「
存
在

し
な
い
」
と
答
え
る
こ
と
に
は
、
相
当
の
無
理
が
あ
り
そ

う
で
あ
る
。

鳩
山
首
相
と
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想

　

鳩
山
首
相
（
当
時
）
は
、
国
連
総
会
等
の
国
際
会
議
で
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の
演
説
お
よ
び
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３
諸
国
や
米
、
豪
な
ど
の

首
脳
と
の
２
国
間
会
談
で
の
発
言
な
ど
を
通
じ
て
、「
東
ア

ジ
ア
共
同
体
構
想
を
長
期
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
推
進

し
た
い
」「
開
か
れ
た
地
域
協
力
と
し
て
排
他
的
に
な
ら
な

い
形
で
進
め
て
い
く
」「
ど
の
国
が
入
り
、ど
の
国
が
入
ら

な
い
と
い
う
議
論
は
、今
の
と
こ
ろ
意
味
が
な
い
」「
日
米

同
盟
の
強
化
を
基
礎
と
し
て
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
を
進

め
る
」
な
ど
と
発
信
し
続
け
た
。
こ
の
た
め
、
鳩
山
首
相

の
外
交
構
想
は
、
そ
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
前
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
重
視
の
側
面
だ
け
が
、
し
か
も
鳩

山
首
相
と
し
て
は
意
図
し
な
か
っ
た
は
ず
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
普
天
間

基
地
移
設
問
題
が
難
航
し
、
日
米
間
に
首
脳
レ
ベ
ル
で
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
だ
け
で
な

く
、
民
主
党
内
に
「
日
米
中
正
三
角
形
」
論
の
よ
う
な
親

中
反
米
の
ム
ー
ド
が
漂
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
増
幅

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

確
か
に
、鳩
山
政
権
の
外
交
政
策
全
体
に
つ
い
て
は
、観

念
的
空
転
と
も
い
う
べ
き
リ
ア
リ
ズ
ム
の
欠
如
が
、
否
定

し
難
い
要
素
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
に
か
か
わ
る

鳩
山
首
相
の
発
言
を
そ
れ
自
体
と
し
て
見
る
限
り
に
お
い

て
は
、
そ
れ
は
歴
代
自
民
党
政
権
の
展
開
し
て
き
た
東
ア

ジ
ア
共
同
体
構
想
に
関
す
る
路
線
か
ら
大
き
く
遊
離
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
共

同
体
構
想
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、

１
９
９
７
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
へ
の
対
応
過
程
の
中
に

お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
時
日
本
に
と
っ
て
こ
の
対
応
過

程
へ
の
参
加
を
拒
否
す
る
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。
日
本
は

１
９
９
８
年
に
新
宮
沢
構
想
と
し
て
３
０
０
億
ド
ル
の
資

金
支
援
を
申
し
出
る
と
と
も
に
、
２
０
０
０
年
に
は
チ
ェ

ン
マ
イ
・
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ブ
結
成
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を

取
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
に
対
し
て
明
示
的
な
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
表
明
し
た
最
初
の
日
本
の
首
相
は
、
鳩
山
首
相

で
は
な
い
。
そ
れ
は
２
０
０
２
年
１
月
に
東
南
ア
ジ
ア
５

カ
国
歴
訪
の
途
上
に
あ
っ
た
小
泉
首
相
（
当
時
）
で
あ
る
。

小
泉
首
相
は
、
最
後
の
訪
問
地
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
「
共
に

歩
み
共
に
進
む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
構
築
」
を
呼
び
か
け

た
。「
ま
ず
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３
の
枠
組
み
を
最
大
限
活
用
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す
べ
き
」
と
言
い
つ
つ
も
、
す
で
に
「
こ
の
よ
う
な
協
力

を
通
じ
て
、
日
本
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、
中
国
、
韓
国
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
諸
国
が
、
こ
の
よ

う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
」
と
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
こ

れ
が
後
に
、
中
国
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
日
本
と
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
が
東
ア
ジ
ア
・
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｅ
Ａ
Ｓ
）
の
加
盟
国

を
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
３
」
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
を
含
む
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
+
６
」
に

拡
大
す
る
布
石
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
の

演
説
で
小
泉
首
相
が
、25
年
前
の
１
９
７
７
年
に
福
田（
赳

夫
）
首
相
（
当
時
）
が
マ
ニ
ラ
で
発
表
し
た
い
わ
ゆ
る
「
福

田
ド
ク
ト
リ
ン
」
に
言
及
し
、「
こ
の
ド
ク
ト
リ
ン
は
そ
の

後
日
本
の
歴
代
内
閣
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
今
日
の
自
分

の
演
説
に
連
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
福
田

ド
ク
ト
リ
ン
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
後
の
東
南
ア
ジ
ア
に

お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
当
時
５
カ
国
）
と
イ
ン
ド
シ
ナ
諸

国
の
和
解
を
呼
び
か
け
、
支
援
を
約
束
し
た
も
の
で
、
こ

の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
の

地
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
稀け

有う

の
創
造
的
成
功
例
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
泉
演
説
が
、
同
様
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
東
ア
ジ
ア

全
域
の
未
来
に
つ
い
て
描
く
も
の
に
な
ら
な
い
と
、
ど
う

し
て
言
え
よ
う
か
。

　

小
泉
首
相
の
後
を
継
承
し
た
安
倍
、
福
田
、
麻
生
の
三

代
の
首
相
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
へ
の
直

接
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
付
記
す
べ
き
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
安
倍
・
福
田
両
首
相
が
靖
国
神
社

参
拝
問
題
を
め
ぐ
っ
て
小
泉
首
相
時
代
に
険
悪
化
し
た
日

中
関
係
を
立
て
直
し
、「
戦
略
的
互
恵
関
係
」
を
樹
立
し
た

こ
と
、
麻
生
首
相
が
「
自
由
と
繁
栄
の
弧
」
と
呼
ば
れ
る

価
値
観
外
交
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
外
周
に
沿
っ
て
展
開

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
日
本
の
ア
ジ

ア
外
交
の
展
開
で
あ
っ
た
。

　

鳩
山
首
相
の
「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
外
交
は
、
こ
の
よ

う
な
日
本
外
交
の
紆
余
曲
折
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
決
し
て
失
敗
し
た
わ
け
で
も
、
な
ん
ら
か
の
負
の

遺
産
を
残
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
は
後

を
引
き
継
い
だ
菅
首
相
の
采
配
次
第
で
あ
る
と
言
わ
な
け
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れ
ば
な
る
ま
い
。
菅
首
相
に
望
み
た
い
の
は
、
50
年
後
、

１
０
０
年
後
の
東
ア
ジ
ア
の
地
図
を
描
く
構
想
力
で
あ
り
、

そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
日
本
の
役
割
を
位
置
付
け
る
か
と

い
う
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
に
お
け
る

中
国
と
米
国

　

そ
れ
に
し
て
も
、
50
年
後
、
１
０
０
年
後
の
東
ア
ジ
ア

の
地
図
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、
最
大
の
フ
ァ
ク
タ
ー

は
中
国
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
中
国
が
何
を
考
え
、
何

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
的
確
に
把
握
す
る

こ
と
な
く
し
て
、
い
か
な
る
日
本
外
交
も
成
り
立
ち
得
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
中
国
の
国
防
費
支
出

は
、
過
去
21
年
間
連
続
し
て
対
前
年
比
２
ケ
タ
の
伸
び
を

続
け
、今
や
米
国
に
次
ぐ
世
界
第
２
位
の
規
模
で
あ
る
。中

国
は
、
各
種
の
ミ
サ
イ
ル
戦
力
だ
け
で
な
く
、
宇
宙
・
サ

イ
バ
ー
空
間
で
の
攻
撃
能
力
や
潜
水
艦
部
隊
の
強
化
に
も

努
め
、
さ
ら
に
将
来
は
空
母
部
隊
を
建
設
す
る
意
欲
も
隠

し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
南
シ
ナ
海
は
す
で
に

中
国
の
内
海
と
化
し
つ
つ
あ
り
、
西
沙
群
島
、
南
沙
群
島

は
中
国
の
実
効
支
配
下
に
落
ち
た
と
い
っ
て
よ
い
状
況
で

あ
る
。
台
湾
海
峡
に
つ
い
て
、
米
国
防
省
報
告
『
中
国
の

軍
事
力
』
は
、「
台
湾
が
多
年
に
わ
た
り
保
持
し
て
き
た
制

空
権
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る
。
日
中
が

直
接
対
峙
す
る
東
シ
ナ
海
に
お
い
て
も
、
軍
事
力
バ
ラ
ン

ス
は
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
中
国
は
米
空
母
機
動
部

隊
に
対
し
「
ア
ク
セ
ス
拒
否
」
の
軍
事
的
能
力
を
獲
得
し

つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　

中
国
が
そ
の
経
済
力
の
発
展
に
対
応
し
て
軍
事
力
の
拡

大
を
無
際
限
に
追
求
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
拡
大
し
た
軍
事

力
に
よ
っ
て「
武
力
威
嚇
外
交（saber rattling diplom

-
acy

）」
を
躊
躇
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
中
国
と
は
、「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
」
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、「
戦
略
的
互
恵
関
係
」
す
ら
も
、
話
し
合
う
こ
と
は

無
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
国
の
側
に
身
を
置
い
て
、

そ
の
置
か
れ
た
状
況
を
見
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

中
国
の
国
家
戦
略
を
決
め
る
の
は
、
５
年
ご
と
に
開
催
さ

れ
る
中
国
共
産
党
大
会
で
あ
り
、
そ
こ
で
党
が
追
求
す
る

目
的
は
、
中
国
共
産
党
の
国
家
統
治
の
正
統
性
確
保
で
あ
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る
こ
と
は
、言
う
ま
で
も
な
い
。中
国
共
産
党
は
２
０
０
２

年
の
第
16
回
党
大
会
で
「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
」
を

国
家
目
標
に
掲
げ
、
２
０
０
７
年
の
第
17
回
党
大
会
で
は

そ
の
よ
う
な
経
済
建
設
の
重
点
を
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
「
総
量
」
か

ら
「
一
人
当
た
り
」
に
置
き
換
え
て
み
せ
た
。

　

国
民
に
経
済
発
展
の
果
実
を
分
配
す
る
こ
と
こ
そ
は
、

中
国
の
国
家
戦
略
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
中
国
外
交
の
役
割
が
、
そ
の

よ
う
な
国
家
建
設
に
と
っ
て
有
利
な
国
際
環
境
を
確
保
す

る
こ
と
に
あ
る
の
は
、
自
明
で
あ
る
。
一
面
で
覇
権
主
義

路
線
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
）
を
ち
ら
つ
か
せ
つ
つ

も
、
そ
の
論
理
だ
け
で
中
国
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
こ

と
は
、
彼
ら
も
（
特
に
党
最
高
指
導
部
は
）
知
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
を
抜
い
て
世
界
最
大
の
輸
出
国
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
市
場
（
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

の
論
理
）
な
し
で
は
、
中
国
は
も
は
や
生
き
て
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
日
本
を
含
む
地
域
市
場

（
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
）の
重
要
性
も
ま
た
言
う
ま

で
も
な
い
。
21
世
紀
を
生
き
る
諸
国
家
は
、
そ
の
大
小
を

問
わ
ず
、
日
本
も
、
米
国
も
、
そ
し
て
中
国
も
、
20
世
紀

や
19
世
紀
に
お
い
て
諸
国
家
が
採
っ
た
論
理
や
路
線
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
中
国
の
軍
拡
が

東
ア
ジ
ア
の
力
の
均
衡
を
破
壊
し
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、

日
本
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
脅
威
に
対
応
す
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
現
実
に
そ
の
平
和
を
担
保

し
て
い
る
の
は
、
日
米
、
米
韓
、
米
台
、
米
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
の
米
国
を
中
心
と
し
た
「
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー

ク
ス
」
の
防
衛
取
り
決
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
日

米
同
盟
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

全
体
の
平
和
を
担
保
す
る
「
公
共
財
」
の
役
割
を
担
っ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
は
中
国
で
す
ら
も
認
め
て
い
る
。
日
米

同
盟
が
解
消
さ
れ
れ
ば
、
日
本
は
当
然
憲
法
第
九
条
を
改

正
し
て
、
そ
の
自
主
防
衛
能
力
を
強
化
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
中
国
は
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
新
た
な
不

安
定
要
因
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
を
め
ぐ
っ
て
、「
中
国
フ
ァ
ク

タ
ー
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
を
追
っ
て
い

く
と
、そ
の
行
き
先
に
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
「
米
国
フ
ァ

ク
タ
ー
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
が
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姿
を
現
す
の
で
あ
る
。日
本
の
ア
ジ
ア
政
策
に
と
っ
て
、中

国
フ
ァ
ク
タ
ー
と
米
国
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
戦
前
に
お
い
て

そ
う
で
あ
っ
た
が
、戦
後
、そ
し
て
今
日
に
お
い
て
も
、そ

れ
は
同
じ
コ
イ
ン
の
表
裏
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
二
次
方
程
式
で
あ
っ
て
、同
時
に
解
か
な
け
れ
ば
、解

く
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
共
同
体
を

構
想
す
る
に
当
た
っ
て
、
日
本
は
、
そ
の
日
中
関
係
と
日

米
関
係
を
大
き
な
戦
略
の
中
で
整
合
的
に
位
置
付
け
る
必

要
が
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
50
年
後
、
１
０
０
年
後
の
中
国
が
、
究

極
的
に
ど
の
よ
う
な
姿
の
国
家
と
な
る
の
か
を
知
ら
な
い
。

し
か
し
、
中
国
が
経
済
的
に
よ
り
豊
か
な
社
会
と
な
る
に

つ
れ
て
、
政
治
外
交
的
に
も
よ
り
多
元
的
で
、
多
価
値
的

な
社
会
に
な
る
だ
ろ
う
、と
の
期
待
を
持
つ
こ
と
に
、ま
っ

た
く
根
拠
が
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
国
が

１
９
３
０
年
代
の
ド
イ
ツ
や
日
本
の
よ
う
な
軍
事
的
膨
張

主
義
に
走
ら
な
い
と
い
う
保
証
も
ま
た
存
在
し
な
い
が
、

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
含
む
外
部
世
界
が
、
中
国
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
臨
む
か
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
出
方
の
関
数

で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、「
す
べ
て
は
後
を
引
き
継
い
だ
菅

首
相
の
采
配
次
第
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

菅
首
相
に
望
み
た
い
の
は
、
50
年
後
、
１
０
０
年
後
の
東

ア
ジ
ア
の
地
図
を
描
く
構
想
力
で
あ
り
、
そ
の
中
で
ど
の

よ
う
に
日
本
の
役
割
を
位
置
付
け
る
か
と
い
う
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
」
と
、
私
が
指
摘
し
た
の
は
、
こ
の
理

由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
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