
  「
外
国
交
際
」か
ら

  「
外
交
」と「
国
際
」へ

　

横
浜
は
、
昨
年
開
港
１
５
０
周
年
を
迎
え
た
。
そ
の
横

浜
で
、
今
年
は
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
）

の
総
会
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
機
会
に
、
世
紀
を
ま
た
が

る
長
期
的
視
野
か
ら
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
過
去
・
現

在
・
未
来
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
は
、
意
義

深
い
試
み
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
初
年
に
福
沢
諭
吉
は『
文
明
論
之
概
略
』（
１
８
７
５

年
）
を
著
し
、
そ
れ
ま
で
日
本
人
の
頭
に
あ
っ
た
外
の
世
界

と
の
関
係
と
は
、本
質
的
に
違
っ
た
意
味
で
の
「
国
際
関
係
」

―
―
つ
ま
り
西
欧
を
中
心
に
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

主
権
国
家
か
ら
構
成
さ
れ
る「
西
欧
国
家
体
系
」（w

estern 
state system

）
に
日
本
が
東
ア
ジ
ア
で
は
唯
一
、
独
立

を
失
わ
ず
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
の
画

期
的
な
意
義
を
説
い
た
。

　

一
見
、何
で
も
な
い
「
外
国
交
際
」
と
い
う
言
葉
が
、開

国
後
間
も
な
い
日
本
社
会
が
直
面
し
つ
つ
あ
る
さ
ま
ざ
ま

な
難
し
い
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
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だ
と
い
う
の
が
、
福
沢
諭
吉
が
こ
こ
で
い
わ
ん
と
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
日
本
の
政
治
学
者
・

丸
山
眞
男
が
明
快
に
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
（
丸
山
眞
男

『「
文
明
論
之
概
略
」
を
読
む
』
岩
波
新
書
、１
９
９
５
年
）。

言
い
換
え
て
み
れ
ば
、
福
沢
の
言
う
「
外
国
交
際
」
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
近
代
主
権
国
家
同
士
の
間
の
「
国

際
」
関
係
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
関
係
を
処
理
す
る
た
め

の
技
術
と
し
て
の
「
外
交
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解

す
れ
ば
、
横
浜
開
港
１
５
０
周
年
の
記
念
と
は
、
日
本
の

「
外
交
事
始
め
」
の
記
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
そ
れ
か
ら
１
世
紀
半
後
の
横
浜
で
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
総

会
が
開
催
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
の
諸
国
が
「
国
際
関
係
」
を
形
成
す
る
出
発
点

と
な
っ
た
の
が
、
横
浜
開
港
と
い
う
歴
史
的
事
件
の
持
つ

意
味
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

  

ア
ジ
ア
太
平
洋
の
今
日
的
意
義

　

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
か
ら
未
だ
脱
し
き
れ
て

い
な
い
今
日
の
世
界
で
は
、
１
０
０
年
に
一
度
の
大
き
な

変
化
の
た
だ
中
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
思
い
に
多
く
の
人
々
は
と
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
横
浜
の
意
味
に
つ
い
て

考
え
る
際
に
も
、
個
々
の
出
来
事
に
目
を
奪
わ
れ
る
の
で

は
な
く
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
ら
の
ア
ナ
ー
ル
派

の
歴
史
家
た
ち
の
言
う
「
長
期
持
続
」
に
注
目
す
る
と
い

う
態
度
で
歴
史
を
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
国

際
政
治
学
者
で
あ
る
ド
ミ
ニ
ク
・
モ
イ
ジ
の
最
近
の
著
作

に
よ
れ
ば
、
人
々
の
抱
く
三
つ
の
基
本
的
感
情
―
―
「
恐

れ
」「
希
望
」「
屈
辱
」
―
―
が
、
今
日
の
地
球
を
ど
う
色

分
け
し
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、「
希
望
」
に
最
も
よ
く

出
会
う
の
は
ア
ジ
ア
で
あ
り
、「
屈
辱
」
が
支
配
す
る
ア
ラ

ブ
・
イ
ス
ラ
ム
の
世
界
や
、「
恐
れ
」
の
文
化
に
色
濃
く
染

ま
り
つ
つ
あ
る
西
洋
社
会
と
違
っ
て
、
21
世
紀
は
ア
ジ
ア

の
世
紀
だ
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
言
う（
ド
ミ
ニ
ク
・

モ
イ
ジ
『「
感
情
」
の
地
政
学
―
―
恐
怖
・
屈
辱
・
希
望
は

い
か
に
し
て
世
界
を
創
り
変
え
る
か
』
早
川
書
房
、

２
０
１
０
年
）。

　

こ
れ
を
、
横
浜
開
港
以
後
の
１
５
０
年
の
歴
史
の
時
間

軸
の
中
に
置
い
て
み
る
と
、
そ
の
第
一
局
面
を
特
徴
付
け
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た
の
が
、「
西
欧
の
衝
撃
（
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
）」

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
の
局
面
（
ほ
ぼ
20
世
紀
に
相

当
す
る
）
は
、
日
本
の
目
覚
ま
し
い
発
展
が
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
の
歴
史
を
突
き
動
か
す
主
な
動
因
で
あ
っ
た
と
い

う
意
味
で
、「
日
本
の
衝
撃
（
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
イ
ン
パ
ク

ト
）」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
や
、「
ア
ジ
ア
太
平

洋
の
衝
撃
」（A

sia Pacific im
pacts

）
と
で
も
言
う
べ

き
、
第
三
の
局
面
へ
と
歴
史
は
入
り
つ
つ
あ
る
。

　

無
論
、
今
日
の
世
界
は
、
多
様
な
主
体
が
複
雑
に
入
り

混
じ
っ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、

何
ら
か
の
仕
方
で
単
純
化
し
た
い
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ

や
す
い
。
し
か
し
、
ド
ミ
ニ
ク
・
モ
イ
ジ
の
言
う
「
感
情

の
地
政
学
」
に
お
い
て
も
、
彼
自
ら
が
注
意
深
く
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、「
希
望
」
と
「
自
信
」
に
満
ち
溢
れ
た
ア
ジ

ア
、「
屈
辱
」
に
深
く
と
ら
わ
れ
た
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム
、

そ
し
て
か
つ
て
の
自
信
を
失
い
、
未
来
を
支
配
す
る
の
は

も
は
や
自
分
た
ち
で
は
な
い
と
い
う
「
恐
れ
」
を
抱
く
西

洋
と
い
う
三
色
に
、
地
球
を
き
れ
い
に
塗
り
分
け
る
と
い

う
過
度
の
単
純
化
は
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
か
つ
て
岡
倉
天
心
の
よ
う
な
明
治
の

先
覚
者
が
ア
ジ
ア
を
見
渡
し
て
み
て
、
暗
黒
の
闇
に
閉
ざ

さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
中
で
唯
一
灯
り
の
と
も
っ
て
い
る
の
は

日
本
列
島
だ
け
だ
と
嘆
い
た
こ
と
を
知
る
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
今
日
の
西
欧
の
識
者
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
こ
そ
が

希
望
の
土
地
だ
と
聞
か
さ
れ
る
の
は
、
誠
に
感
慨
深
い
も

の
が
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
人
類
全
体
の
未
来
を
明
る
い
方
向
へ
と

変
え
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
黒
一
色
に
塗
り
変
え
て
し

ま
う
の
か
の
責
任
の
多
く
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
住

む
わ
れ
わ
れ
、
つ
ま
り
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
横
浜
に
集
ま
る
21
カ

国
・
地
域
の
人
々
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
、
大
き
な
世
界
史
的
展
望
の
中
で
日
本
の

立
っ
て
い
る
位
置
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
自
信
に

満
ち
た
西
洋
の
前
で
、「
恐
れ
」
と
「
屈
辱
」
を
味
わ
わ
さ

れ
て
い
た
ア
ジ
ア
の
中
で
、
孤
独
な
闘
い
を
強
い
ら
れ
て

き
た
日
本
は
、
背
伸
び
し
て
で
も
強
大
な
西
洋
に
伍
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
冷
厳
な
現
実
的
要
請
と
、

ア
ジ
ア
諸
国
民
と
の
連
帯
を
志
す
熱
い
願
望
と
に
は
さ
ま

れ
て
、
数
々
の
緊
張
を
経
験
し
て
き
た
。
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よ
う
や
く
20
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
に
至
っ
て
、
日

本
の
経
済
発
展
が
牽
引
車
と
な
っ
て
近
隣
の
ア
ジ
ア
諸
国

の
経
済
成
長
が
徐
々
に
進
み
、
相
当
程
度
に
ま
で
深
化
し

た
経
済
的
相
互
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ア
ジ
ア

太
平
洋
が
形
を
整
え
は
じ
め
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ア
ジ
ア

太
平
洋
の
中
に
自
国
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
望
の
中
に
、
日
本
の
未
来
を
自

覚
的
に
位
置
付
け
る
戦
略
と
し
て
重
要
な
の
は
、
大
平
正

芳
首
相
（
当
時
）
の
提
唱
に
よ
る
環
太
平
洋
連
帯
構
想
で

あ
っ
た
。
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
横
浜
は
、
そ
の
意
味
で
、
大
平
構
想

に
始
ま
る
一
連
の
事
態
の
直
接
的
所
産
で
あ
る
（
こ
の
間

の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
と
新
し
い

地
域
主
義
の
展
開
』
千
倉
書
房
、
２
０
１
０
年
を
参
照
）。

  

地
域
主
義
の「
不
毛
の
地
」か

  

地
域
制
度
の
過
剰
の
ア
ジ
ア
か

　

ア
ジ
ア
は
地
域
主
義
の
育
ち
に
く
い
と
こ
ろ
だ
と
い
う

誤
っ
た
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
で
は
む
し
ろ
そ
の

数
の
多
さ
が
問
題
に
さ
れ
、
簇ぞ

く

生
し
た
諸
制
度
間
の
生
存

競
争
に
よ
っ
て
自
然
淘
汰
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
、
と

示
唆
す
る
人
さ
え
い
る
有
様
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
貿
易
協
定
に
限
っ
て
み
て
も
、
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
を
含
む
が
、
そ
れ
を
超
え
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿

易
機
関
）
は
別
と
し
て
も
、
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自

由
貿
易
地
域
）、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
６
、

東
ア
ジ
ア
・
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｅ
Ａ
Ｓ
）、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に
加
え
て
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
リ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ブ
ル
ネ

イ
か
ら
な
る
Ｐ
４
や
、そ
れ
を
拡
大
し
て
ア
メ
リ
カ
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
ペ
ル
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
も
含
め
た
Ｔ
Ｐ

Ｐ
（
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
へ
と

発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
も
あ
る
。
こ
う
し
た
３
カ
国

以
上
か
ら
な
る
機
構
の
ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
、
日
本
と

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
の
２
国
間
の
経
済
連
携
協
定
（
Ｊ
Ｓ
Ｅ

Ｐ
Ａ
）
や
、
諸
国
間
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
交
渉
中
の
も
の
も
含
め

れ
ば
、
多
数
に
の
ぼ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
増
殖
し
た
諸
制
度
を
、
何
ら
か
の
基
準
に

よ
っ
て
整
理
統
合
す
る
の
は
困
難
で
、
い
わ
ば
自
然
淘
汰

に
よ
っ
て
、
生
存
競
争
に
勝
ち
残
っ
た
も
の
が
現
れ
る
の
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を
待
つ
べ
し
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
し
か
し
、
仮
に
制
度
設
計
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る

と
す
れ
ば
、
な
ん
ら
か
の
原
則
を
立
て
る
必
要
が
出
て
く

る
で
あ
ろ
う
。

  

制
度
設
計
は

  

必
要
か
つ
可
能
か
？

　

こ
の
よ
う
に
問
題
を
立
て
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
「
設
計

図
」
の
有
無
が
問
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
本
来
、
国
際
関

係
に
お
け
る
「
地
域
」
と
は
ど
の
よ
う
に
定
義
し
よ
う
と

も
、
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
、

な
か
で
も
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
経
済
行
為
が
地
域
形
成

を
可
能
か
つ
必
要
な
ら
し
め
る
基
礎
的
条
件
を
な
す
こ
と

に
は
違
い
が
な
い
。

　

し
か
し
、
政
治
が
二
重
の
仕
方
で
地
域
の
生
成
・
発
展
・

変
貌
に
影
響
を
与
え
る
。
一
つ
は
消
極
的
に
、
他
の
一
つ

は
積
極
的
に
。
国
境
を
越
え
る
人
間
の
諸
活
動
を
制
約
す

る
の
は
、
国
家
間
の
敵
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
悪
の
形
態

が
戦
争
で
あ
る
。
冷
戦
が
東
西
間
の
壁
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
国
境
を
越
え
る
自
由
な
人
間
活
動
を
妨
げ
て
き
た

こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
ジ
ア
太
平

洋
で
は
、
朝
鮮
戦
争
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
た
あ
と

の
１
９
６
０
年
代
後
半
以
後
、
地
域
主
義
が
動
き
は
じ
め
、

そ
れ
が
１
９
７
０
年
代
、
１
９
８
０
年
代
の
安
定
的
国
際

環
境
を
背
景
に
進
展
を
見
せ
は
じ
め
、さ
ら
に
、１
９
８
９

年
の
冷
戦
の
終
結
後
、
そ
れ
に
弾
み
が
付
き
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
で
人
々
が
そ
れ
を
と
ら
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

他
方
で
、
政
治
の
積
極
的
な
関
与
と
は
、
政
治
的
意
志

に
よ
っ
て
国
境
を
越
え
た
諸
活
動
を
促
進
し
た
り
、
方
向

付
け
た
り
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
作
り
上
げ
る
場
合
で
あ

る
。
こ
れ
が
簡
単
に
言
え
ば
制
度
化
で
あ
り
、
こ
こ
に
お

い
て
、「
地
域
化
（
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）」
か
ら

「
地
域
主
義
（
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）」
へ
と
事
態
は
進
む
。

地
域
主
義
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
議
論
す
る
人
が
、
し
ば

し
ば
、「
ど
の
よ
う
な
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
す
る
の
か

は
、
究
極
的
に
は
政
治
の
問
題
だ
」
と
言
う
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
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議
論
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
今
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に

あ
る
選
択
肢
を
整
理
す
れ
ば
、「
ア
ジ
ア
太
平
洋
主
義
」
と

「
東
ア
ジ
ア
主
義
」と
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
だ
ろ
う
。
筆

者
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
主
義
を
取
る
。
む
ろ
ん
、
政
治
的

意
志
と
は
、
単
一
の
考
慮
か
ら
な
る

と
言
う
よ
り
は
、
複
雑
な
要
素
を
総

合
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の

問
題
関
心
次
第
で
は
東
ア
ジ
ア
共

同
体
論
の
よ
う
な
政
策
を
推
進
す

る
こ
と
が
必
要
か
つ
望
ま
し
い
と

い
う
場
合
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
よ
り
高
次
の
全
体
的
な

視
野
に
立
て
ば
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
主

義
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
重
視
論
）
が
正
し
い

選
択
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
諸
国
と
の

経
済
関
係
を
深
め
、
政
治
・
外
交
関

係
の
一
層
の
親
密
化
を
図
る
こ
と

が
必
要
か
つ
望
ま
し
い
こ
と
は
、
近

年
に
お
け
る
中
国
や
イ
ン
ド
、
そ
し

て
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
が
ま

す
ま
す
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
世
界
経
済
の
中
で
占
め
つ
つ

あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

　

従
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
の
間
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
よ
う
な

２
国
間
の
経
済
連
携
協
定
の
締
結
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自
由
貿

易
協
定
と
の
リ
ン
ク
、そ
し
て
日

中
韓
３
国
間
の
関
係
の
緊
密
化

な
ど
、と
く
に
最
後
の
東
ア
ジ
ア

３
国
間
の
関
係
強
化
の
重
要
性

は
明
ら
か
で
あ
る
。仮
に
こ
れ
ら

を
総
称
し
て
東
ア
ジ
ア
主
義
と

呼
ぶ
と
す
れ
ば
、日
本
の
今
後
の

外
交
戦
略
に
お
い
て
、東
ア
ジ
ア

主
義
が
極
め
て
高
い
優
先
順
位

を
占
め
る
こ
と
は
間
違
い
が
な

い
。

　

し
か
し
、こ
の
こ
と
は
ア
ジ
ア

太
平
洋
主
義
が
日
本
の
外
交
戦

略
に
お
い
て
最
重
要
の
地
位
を

占
め
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
と

相
容
れ
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
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な
い
。

　

そ
の
理
由
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
先
に
も

述
べ
た
通
り
、
１
９
６
０
年
代
以
降
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
の

経
済
的
発
展
を
支
え
て
い
た
の
は
、
全
体
と
し
て
安
定
的

な
国
際
環
境
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
は
ア
メ
リ
カ
の
安
全

保
障
能
力
が
あ
っ
た
し
、
日
米
安
保
体
制
が
あ
っ
た
。

　

９
・
11
後
の
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の
状
況
に
（
誤
っ
て
）
深
入
り
し
、
そ
れ
に
多
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
太

平
洋
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
逆

に
示
す
よ
う
に
、「
安
全
」
と
い
う
国
際
公
共
財
の
供
給
者

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
と
そ
れ
を
支
持
す
る
日
本
や
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
、
そ
し
て
韓
国
な
ど
の
同
盟
国
・
友
好
国
の
存

在
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
地
域
主
義
の
発
展
に
不
可
欠
の

条
件
で
あ
っ
た
。

　

中
国
の
動
向
に
よ
っ
て
今
日
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
、

従
来
よ
り
格
段
に
増
し
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
ま
す
ま

す
こ
の
点
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら

ア
メ
リ
カ
と
中
国
を
共
に
包
含
す
る
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
存
在
意

義
は
高
ま
り
こ
そ
す
れ
、
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

第
二
の
理
由
は
、
ド
ミ
ニ
ク
・
モ
イ
ジ
の
言
う
「
感
情

の
地
政
学
」
的
考
慮
か
ら
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ

ク
以
後
の
経
済
的
混
迷
か
ら
世
界
が
抜
け
出
す
た
め
に
は
、

ア
ジ
ア
こ
そ
希
望
の
土
地
だ
と
い
う
見
方
が
あ
る
こ
と
は

確
か
だ
が
、
そ
の
ア
ジ
ア
が
閉
鎖
的
・
内
向
的
に
な
れ
ば
、

西
洋
か
ら
の
反
発
と
疑
念
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

　

中
で
も
、
ア
メ
リ
カ
人
に
不
必
要
な
不
安
を
抱
か
せ
る

よ
う
な
タ
イ
プ
の
ア
ジ
ア
主
義
は
禁
物
で
あ
る
。「
西
洋
」

と
の
対
比
で
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
い
方
を
こ
こ
で
使
わ

せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、「
西
洋
」
と
「
ア
ジ
ア
」、
そ
し

て
「
過
去
」
と
「
未
来
」
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
、
そ
も
そ
も

の
大
平
正
芳
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
連
帯
構
想
の
根
底
に
あ
っ

た
哲
学
だ
し
、
私
好
み
の
言
い
方
を
許
し
て
も
ら
え
る
な

ら
ば
、「
も
う
一
つ
の
西
洋
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
」
と
「
ア

ジ
ア
の
中
の
日
本
」
と
が
手
を
結
ぶ
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、サ
ル
コ
ジ
大
統
領
が
「
地
中
海
連
合
」

を
唱
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
非
加

盟
の
地
中
海
沿
岸
諸
国
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
構
想
ら

し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
地
中
海
を
媒
介
に
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
を
結
ぶ
の
が
サ
ル
コ
ジ
の
フ
ラ
ン
ス

外交 Vol. 2｜112



も
速
い
ペ
ー
ス
で
政
府
間
機
構
が
増
え
続
け
た
の
は
、ほ
か
な
ら

ぬ
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕

方
に
つ
い
て
は
、
ナ
ヤ
ン
・
チ
ャ
ン
ダ
が
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン　

人
類
５
万
年
の
ド
ラ
マ
』
上
下
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、

２
０
０
９
年
）
で
記
述
し
て
い
る
。
と
く
に
第
８
章
に
詳
し
い
。

　

 

渡
邉
昭
夫
編
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
と
新
し
い
地
域
主
義
の
展
開
』

（
千
倉
書
房
、
２
０
１
０
年
）。
ま
た
、
大
来
佐
武
郎
の
事
績
に
つ

い
て
は
、
小
野
善
邦
『
わ
が
志
は
千
里
に
在
り
―
評
伝
・
大
来
佐

武
郎
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
２
０
０
４
年
）
が
詳
し
い
。

の
夢
な
の
で
あ
る
。

　

サ
ル
コ
ジ
構
想
の
前
途
に
横
た
わ
る
巨
大
な
問
題
に
比

べ
た
と
き
、
太
平
洋
を
は
さ
む
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
を
一

つ
に
結
ぶ
ア
ジ
ア
太
平
洋
主
義
は
、
い
く
つ
も
の
有
利
な

条
件
を
持
っ
て
い
る
。
福
田
康
夫
首
相
（
当
時
）
が
唱
え

な
が
ら
立
ち
消
え
に
な
っ
た
感
の
あ
る
、
太
平
洋
を
内
海

と
し
て
共
有
す
る
国
々
の
間
の
連
合
と
い
う
夢
は
、
実
は
、

大
平
構
想
以
後
の
日
本
外
交
が
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た

理
念
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

　

確
か
に
、
今
日
の
日
本
経
済
は
、
１
９
８
０
年
代
の
よ

う
な
活
力
を
失
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
平

正
芳
や
第
二
次
大
平
内
閣
で
外
務
大
臣
を
務
め
、
戦
後
日

本
の
国
際
派
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
大
来
佐
武

郎
と
い
っ
た
先
人
が
灯
し
た
「
希
望
」
の
灯
は
、
い
ま
だ

消
え
て
い
な
い
し
、
消
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

　

 

曺
良
鉉
『
ア
ジ
ア
地
域
主
義
と
ア
メ
リ
カ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

２
０
０
９
年
）
に
よ
れ
ば
、「
欧
州
に
お
け
る
地
域
主
義
へ
の
関

心
と
期
待
が
高
ま
っ
て
い
た
１
９
６
０
年
に
は
、ア
ジ
ア
で
も
地

域
主
義
的
な
動
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。地
球
上
の
ど
の
地
域
よ
り
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