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中
国
台
頭
の
意
味

　

日
本
が
過
去
20
年
間
停
滞
し
て
い
る
間
に
、中
国
は「
改

革
・
開
放
」
政
策
へ
の
転
換
か
ら
約
30
年
、
経
済
的
に
は

非
常
に
大
き
な
成
長
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
日
本
の
停
滞

に
比
し
て
中
国
が
成
長
し
た
こ
の
同
時
代
史
的
な
時
間
差

が
、今
日
の
中
国
と
日
本
と
の
関
係
を
体
現
し
て
お
り
、そ

の
こ
と
が
「
中
国
の
台
頭
」
と
い
う
現
実
と
し
て
、
わ
れ

わ
れ
の
前
に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

経
済
全
般
に
つ
い
て
言
え
ば
、
２
０
１
０
年
８
月
に
日

本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
１
兆
２
８
８
０
億
米
ド
ル
、

中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
１
兆
３
０
７
０
億
米
ド
ル
と
な
っ
て
中

国
は
世
界
第
２
位
の
経
済
大
国
に
な
っ
た
。
１
人
当
た
り

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
比
較
す
る
と
、
人
口
減
傾
向
の
日
本
の
方
が

ま
だ
は
る
か
に
高
く
、
人
口
増
の
中
国
が
そ
う
簡
単
に
日

本
を
追
い
越
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
に
し
ろ
、
ト
ー
タ

ル
で
見
る
と
、
中
国
が
日
本
を
越
え
て
大
き
く
成
長
し
た

と
い
う
現
実
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
率
の
裏
に
は
想
像
を
絶
す

る
ほ
ど
の
貧
富
の
格
差
が
存
在
し
て
お
り
、
環
境
破
壊
や

水
不
足
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
枯
渇
の
問
題
に
加
え
て
、
農
村
や

労
働
分
野
な
ど
、
中
国
社
会
底
辺
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会

矛
盾
も
極
め
て
深
刻
だ
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
劉
曉
波
氏

の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
人
権
や
言
論
・

表
現
の
自
由
の
問
題
も
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
知
識
人
レ
ベ
ル
や
高
等
教
育
を
受
け
た
人
々
の
レ
ベ
ル

中
国
の
台
頭
と
日
本
外
交

国
際
教
養
大
学
理
事
長
・
学
長  

中
嶋 

嶺
雄
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で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
か
な
り
真
剣
に
自
覚
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
中
国
を
見
て
い
る
と
、
中
国
政
府
レ
ベ

ル
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
長
期
政
策
を
行
う
と
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
成
長
後
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
発
生
し
、
何

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
を
か
な
り
明
確
に
把

握
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
外
国
か
ら
の
投
資
で

も
っ
て
い
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
成
長
を
、
国
内
消
費
で
支
え
る
よ

う
な
成
長
に
も
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
中
国
首

脳
陣
が
し
ば
し
ば
公
言
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
端
で
あ
ろ

う
。
日
本
で
は
政
治
が
著
し
く
停
滞
し
、
常
に
堂
々
巡
り

の
論
議
を
繰
り
返
し
て
い
る
間
に
、
中
国
で
は
次
元
の
高

い
所
で
決
断
し
、
そ
の
決
断
が
早
か
っ
た
と
見
ざ
る
を
得

な
い
。

　

北
京
空
港
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る

だ
ろ
う
。
私
の
最
初
の
訪
中
は
１
９
６
６
年
の
文
化
大
革

命
開
幕
の
頃
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
援
助

も
あ
っ
て
新
し
い
空
港
が
で
き
、
さ
ら
に
北
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
経
て
は
る
か
に
大
規
模
に
な
り
、
設
備
も
整
っ

て
き
た
。
日
本
が
援
助
し
た
先
が
日
本
の
空
港
よ
り
も
大

き
く
立
派
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
の
中
国
の
台
頭
の
意
味
を
し
っ
か
り

と
つ
か
ん
で
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
、
中
国
で
の
講
演
（
ハ
ル
ビ
ン
工
業
大
学
）
と
大

学
間
交
流
協
定
の
締
結
（
吉
林
大
学
）
の
た
め
、
去
る
５

月
の
幾
度
目
か
の
訪
中
に
よ
る
私
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
界
は
大
き
く
変
わ
り
、
中
国
も
大

き
く
変
わ
っ
た
。
果
た
し
て
日
本
は
ど
う
か
。
日
本
は
変

わ
ら
な
い
、
変
わ
れ
な
い
と
い
う
深
刻
な
状
況
に
あ
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
が
わ
が
国
に

と
っ
て
の
「
中
国
の
台
頭
」
と
い
う
問
題
の
歴
史
的
か
つ

今
日
的
な
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
米
中
新
冷
戦
」
の
現
在

　

現
在
、
私
が
懸
念
し
て
い
る
こ
と
は
、「
米
中
新
冷
戦
」

と
い
う
状
況
が
今
後
持
続
的
に
深
刻
化
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
事
態
で
あ
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は

拙
稿
「
米
中
新
冷
戦
の
間
で
：
中
国
の
台
頭
と
日
米
同
盟

の
意
義
」『
海
外
事
情
』
２
０
１
０
年
６
月
号
参
照
）。
オ

バ
マ
政
権
は
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
前
任
の
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
で
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
自
身
も
前
半
期
は
中
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国
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
を
持
し
て
い
た
の
が
、
９
・
11

テ
ロ
の
あ
と
の
反
テ
ロ
戦
略
の
た
め
に
中
国
を
パ
ー
ト

ナ
ー
と
見
な
す
よ
う
な
外
交
的
転
換
を
行
っ
た
。
そ
の
意

味
で
は
、
米
中
関
係
は
こ
の
ま
ま
順
調
に
推
移
し
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
し
、
私
自
身
は
、
１
９
９
０
年
代
初
頭
の
東
西
冷

戦
体
制
の
崩
壊
後
も
、
ア
ジ
ア
に
は
冷
戦
構
造
が
残
っ
て

い
る
と
い
う
考
え
方
を
取
っ
て
き
た
（
拙
稿
「
米
中
『
新

冷
戦
』
と
日
本
」『
朝
日
新
聞
』
１
９
９
３
年
10
月
24
日
朝

刊
）。
現
に
、中
国
も
北
朝
鮮
も
共
産
主
義
独
裁
政
権
は
現

在
も
崩
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
冷
戦
と
は
ま
さ
に

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
、
体
制
の
対
立
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
、
ま
だ
ア
ジ
ア
に
は
冷
戦
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
考

え
方
を
基
本
的
に
取
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私

は
考
え
て
い
る
。
特
に
、
人
権
や
民
主
主
義
と
い
う
問
題

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
軍
事
面
や
国
際
政
治
の
面
で
も
大

き
な
枠
組
み
と
し
て
、
こ
の
点
は
明
確
に
と
ら
え
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
中
国
が
「
改
革
・
開
放
」
を

叫
び
、「
世
界
と
と
も
に
（
走
世
界
）」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
い
か
に
強
調
し
て
も
、
そ
れ
は
共
産
党
独
裁
体
制
下

の
政
策
な
い
し
は
戦
略
・
戦
術
で
し
か
な
い
、
と
い
う
認

識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

１
９
９
３
年
に
故
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
教
授

（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）
が
「
文
明
の
衝
突
」（T

he Clash 
of Civilizations?

）
と
い
う
論
文
をForeign A

ffairs

誌
（
１
９
９
３
年
夏
号
）
に
発
表
し
、
そ
の
中
で
「
儒
教-

イ
ス
ラ
ム
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
（T

he Confucian-Islam
ic 

Connection

）」
に
つ
い
て
鋭
く
警
告
を
し
て
い
た
。
こ

の
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
論
文
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見

や
反
論
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
儒
教
国
家
」
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
中
国
と
北
朝
鮮
を
指
し
て
お
り
、
日
本

や
台
湾
、
韓
国
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
共
産
党
の
独
裁
と
儒
教
的
な

シ
ス
テ
ム
が
結
び
付
い
た
と
き
に
い
か
に
手
に
負
え
な
い

存
在
に
な
る
か
、
と
い
う
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
教
授
の
仮
説
で

あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
と
結
び
付
い

た
と
き
は
、
特
に
核
の
問
題
で
、
世
界
は
大
変
厄
介
な
事

態
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。

こ
の
予
測
は
見
事
に
当
た
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

中
国
や
北
朝
鮮
が
そ
の
後
、
リ
ビ
ア
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
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ク
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ム
国
家
と
核
の
提
携

を
始
め
た
こ
と
を
み
る
と
、
中
国
自
身
を
戦
略
的
パ
ー
ト

ナ
ー
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
策
自
体
に

か
な
り
問
題
が
あ
る
と
私
は
見
て
い
た
。
し
か
し
、
最
近

の
中
国
の
露
骨
な
軍
事
力
の
増
強
、
特
に
海
軍
力
の
拡
大

に
対
し
て
、
２
０
１
０
年
８
月
に
出
さ
れ
た
米
国
防
総
省

の「
中
国
の
軍
事
力
と
安
全
保
障
に
関
す
る
年
次
報
告
書
」

は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
認
識
と
対
中
国
政
策
が
根
本
的
に

大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
も
見
て
取
れ
る
内
容
で
あ
っ

た
。

　

同
報
告
書
は
、
中
国
を
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
や
戦
略
的

パ
ー
ト
ナ
ー
と
見
な
す
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

て
、
中
国
の
軍
事
力
の
増
強
を
強
く
警
戒
し
て
い
る
。
特

に
、
中
国
が
東
シ
ナ
海
か
ら
西
太
平
洋
に
至
る
ま
で
、
中

国
の
「
核
心
的
利
益
」
と
位
置
付
け
始
め
た
こ
と
に
対
し

て
、
ア
メ
リ
カ
も
黙
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
見
て
取

れ
る
。
中
国
は
こ
の
間
、
日
本
の
近
海
で
領
域
侵
犯
行
為

を
何
度
か
繰
り
返
し
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
西
太
平
洋
に
至
る

ラ
イ
ン
、
つ
ま
り
小
笠
原
諸
島
か
ら
、
グ
ア
ム
、
パ
プ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
至
る
第
２
列
島
線
を
越
え
る
中
国
の
軍

事
行
動
の
拡
大
に
ア
メ
リ
カ
が
注
意
を
喚
起
し
た
経
緯
も

あ
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
最
近
、
九
州
か
ら
沖
縄
、
台
湾
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ボ
ル
ネ
オ
島
に
至
る
東
シ
ナ
海
寄
り
の
第

１
列
島
線
を
越
え
て
沖
縄
、
宮
古
島
の
近
海
を
中
国
の
潜

水
艦
、
駆
逐
艦
、
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
が
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た

と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
韓

国
の
哨
戒
艦
沈
没
事
件
の
後
、
米
韓
軍
事
演
習
も
行
わ
れ

始
め
た
が
、
そ
の
よ
う
な
矢
先
に
起
こ
っ
た
の
が
去
る
９

月
７
日
、
尖
閣
諸
島
沖
で
「
中
国
漁
船
」
が
日
本
の
海
上

保
安
庁
巡
視
船
に
衝
突
し
た
事
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
北

朝
鮮
軍
に
よ
る
韓
国
の
延
坪
島
砲
撃
事
件
で
あ
っ
た
。
し

か
も
中
国
は
い
ず
れ
の
事
件
に
対
し
て
も
、
結
果
的
に
は

北
朝
鮮
を
擁
護
す
る
姿
勢
を
取
り
続
け
て
い
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
、「
米
中
新
冷
戦
」
は
も
は
や
疑
う
余
地
が
な
く
な

り
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
日
中
友
好
」
外
交
と
尖
閣
問
題

　

今
般
の
尖
閣
諸
島
で
の
衝
突
事
件
は
、
日
中
関
係
の
難

し
さ
を
図
ら
ず
も
浮
き
彫
り
に
し
た
ば
か
り
か
、
中
国
当

局
の
一
連
の
出
方
や
、
そ
の
後
の
中
国
国
内
で
の
反
日
デ
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モ
の
発
生
に
よ
っ
て
、
中
国
側
の
当
面
の
海
洋
戦
略
と
固

有
の
領
土
観
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

経
済
発
展
を
テ
コ
に
軍
事
力
を
増
強
し
、
最
近
で
は
南

シ
ナ
海
を
「
核
心
的
利
益
」
の
対
象
と
し
、
西
太
平
洋
か

ら
イ
ン
ド
洋
、
ソ
マ
リ
ア
沖
、
ア
フ
リ
カ
沿
岸
に
ま
で
海

軍
力
を
拡
大
し
て
い
る
中
国
が
、
こ
と
自
己
の
内
海
と
見

な
す
東
シ
ナ
海
で
の
尖
閣
問
題
で
譲
歩
し
た
り
、
日
本
側

に
理
解
を
示
し
た
り
す
る
気
配
が
一
切
な
い
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
中
国
側
が
海
軍
出
身
な
が
ら
異
例
の
党
中
央

政
治
局
常
務
委
員
に
な
っ
た
劉
華
清
・
海
軍
司
令
の
時
代

の
１
９
８
５
年
に
近
海
防
衛
戦
略
を
打
ち
立
て
て
以
来
、

さ
ら
に
執し

つ

拗よ
う

に
こ
の
問
題
に
対
処
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、

日
本
側
が
実
に
単
純
に
「
日
中
友
好
」
外
交
に
賭
け
て
き

た
結
果
で
も
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
１
９
６
８
年
の

国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
海
洋

調
査
で
尖
閣
諸
島
海
域
の
豊
富
な
海
底
資
源
の
存
在
が
明

ら
か
に
な
り
、
そ
れ
以
来
、
中
国
は
領
有
権
を
唱
え
始
め

た
の
で
あ
る
。

　

中
国
側
は
１
９
７
１
年
12
月
30
日
付
の
「
釣
魚
島
（
尖

閣
列
島
）
に
関
す
る
中
国
外
交
部
声
明
」
で
沖
縄
返
還
協

定
を
激
し
く
非
難
し
つ
つ
、「
釣
魚
島
な
ど
の
島
嶼
は
昔
か

ら
中
国
の
領
土
で
あ
る
」「
釣
魚
島
…
…
な
ど
の
島
嶼
は
台

湾
の
付
属
島
嶼
で
あ
る
」「
中
国
人
民
は
必
ず
台
湾
を
解
放

す
る
！　

中
国
人
は
必
ず
釣
魚
島
な
ど
台
湾
に
付
属
す
る

島
嶼
を
回
復
す
る
」
と
明
言
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
明

確
か
つ
公
式
な
中
国
側
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
日
本
政
府
・
外
務
省
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
翌
年
の
日
中

国
交
回
復
へ
と
大
き
く
流
れ
込
ん
で
ゆ
き
、
日
中
国
交
の

際
の
外
交
交
渉
で
も
尖
閣
問
題
に
は
触
れ
ず
に
、
ひ
た
す

ら
「
日
中
友
好
」
外
交
に
賭
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
問
題
で
日
本
国
民
に
印
象
深
い
の
は
、
中
国
が
文

化
大
革
命
の
混
乱
か
ら
立
ち
直
り
つ
つ
あ
っ
た
１
９
７
９

年
秋
に
鄧
小
平
副
首
相
（
当
時
）
が
来
日
し
た
と
き
、「
尖

閣
諸
島
の
問
題
は
次
の
世
代
、
ま
た
そ
の
次
の
世
代
に
持

ち
越
し
て
解
決
す
れ
ば
よ
い
」
と
語
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
す
が
鄧
小
平
氏
は
物
分
か
り
が
い
い
、
と
わ
が
国
の
政

府
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
大
歓
迎
し
た
の
だ
が
、
そ
の
鄧
小

平
氏
が
権
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
１
９
９
２
年
２
月
に
中

国
側
は
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
常
務
委
員
会
（
７
期
24
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回
）
と
い
う
目
立
た
な
い
内
部
の
会
議
で
、「
中
華
人
民
共

和
国
領
海
及
び

連
（
隣
接
）
区
法
」（
領
海
法
）
を
制
定

し
、
釣
魚
島
は
中
国
の
領
土
だ
と
決
定
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　

同
法
第
２
条
は
「
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
は
中
華
人

民
共
和
国
の
陸
地
領
土
と
内
海
に
隣
接
す
る
一
帯
の
海
域

と
す
る
。
中
華
人
民
共
和
国
の
陸
離
領
土
は
中
華
人
民
共

和
国
の
大
陸
と
そ
の
沿
海
の
島
嶼
、
台
湾
及
び
そ
こ
に
含

ま
れ
る
釣
魚
島
と
そ
の
付
属
の
各
島
、
澎
湖
列
島
、
東
沙

群
島
、
西
沙
群
島
、
中
沙
群
島
、
南
沙
群
島
及
び
そ
の
他

一
切
の
中
華
人
民
共
和
国
に
属
す
る
島
嶼
を
包
括
す
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。
尖
閣
諸
島
を
含
む
台
湾
や
澎
湖
諸
島

は
も
と
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
と
係
争
中

の
南
シ
ナ
海
の
西
沙
、
南
沙
両
諸
島
ま
で
中
国
の
領
土
だ

と
い
う
一
方
的
で
極
め
て
覇
権
主
義
的
な
領
土
観
が
中
国

内
部
で
は
法
的
根
拠
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
政
府
・
外
務
省
は
こ
の
時
、
即
座
に
事
態
の
重
要

性
に
気
付
き
、中
国
側
に
厳
重
に
抗
議
す
べ
き
だ
っ
た
。当

時
は
し
か
し
、
何
ら
の
外
交
行
動
に
出
な
か
っ
た
ば
か
り

か
、
２
カ
月
後
の
江
沢
民
・
中
国
共
産
党
党
総
書
記
の
訪

日
、
そ
の
年
秋
の
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
ご
訪
中
と
い
う

「
日
中
友
好
」
外
交
に
専
心
し
た
反
面
、尖
閣
諸
島
と
い
う

日
本
の
国
益
に
関
わ
る
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
意
を
用
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
あ
た
か
も
、
鄧
小
平
氏
は
、
尖
閣
諸
島
の
こ
と
は
ど

こ
へ
や
ら
、
保
守
派
の
抵
抗
を
抑
え
て
深

、
珠
海
な
ど

の
中
国
南
方
各
地
を
視
察
、重
要
な
「
南
巡
講
話
」
を
行
っ

て
、「
改
革
・
開
放
」
へ
と
中
国
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。

実
に
し
た
た
か
だ
と
い
え
よ
う
。

　

尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
今
般
の
一
連
の
日
中
外
交
に
関
し

て
は
、
少
な
く
と
も
外
交
当
局
者
は
、
毛
沢
東
の
重
要
な

革
命
戦
略
と
し
て
の
次
の
言
葉
を
、
そ
の
ま
ま
中
国
の
対

外
戦
略
の
根
本
と
し
て
十
分
に
か
み
し
め
て
お
い
て
ほ
し

い
。

　
「
敵
が
進
撃
す
れ
ば
退
き
（
敵
進
我
退
）、
敵
が
と
ど
ま

れ
ば
攪
乱
し
（
敵
駐
我
擾
）、敵
が
疲
れ
れ
ば
攻
め
（
敵
疲

我
打
）、
敵
が
退
け
ば
追
撃
す
る
（
敵
退
我
追
）」

　
（
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、拙
著
『
現
代
中
国
論
―

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
の
内
的
考
察
―
』
青
木
書
店
、
１

９
６
４
年
〈
初
版
〉、
１
９
７
１
年
〈
増
補
版
〉
参
照
）。
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中
国
の
領
土
観
と
沖
縄

　

今
回
の
尖
閣
問
題
を
め
ぐ
る
中
国
国
内
の
反
日
デ
モ
で

極
め
て
注
目
す
べ
き
出
来
事
は
、
中
国
内
陸
の
成
都
（
四

川
省
）
や
武
漢
（
湖
北
省
）
の
デ
モ
隊
が
何
と
「
収
回
琉

球
、
解
放
沖
縄
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
中
国
共
産
党
は
沖
縄
の
反
米
基
地

闘
争
を
し
ば
し
ば
支
援
し
て
い
た
が
、「
琉
球
を
回
収
し
、

沖
縄
を
解
放
す
る
」
と
い
う
主
張
は
、
実
は
中
国
共
産
党

の
領
土
観
の
源
流
に
流
れ
て
い
る
一
貫
し
た
観
点
で
あ
る

こ
と
に
私
は
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。

　

毛
沢
東
は
か
つ
て
１
９
３
６
年
に
中
国
で
初
め
て
出
版

さ
れ
た
晉
察
冀
日
報
社
編
の
『
毛
沢
東
選
集
』
一
巻
所
収

の
論
文
「
中
国
革
命
と
中
国
共
産
党
」
の
中
で
、「
戦
争
に

よ
っ
て
中
国
を
打
ち
破
っ
た
後
、
帝
国
主
義
国
家
は
た
ち

ま
ち
中
国
の
多
く
の
属
国
や
一
部
の
領
土
を
強
奪
し
た
。

日
本
は
朝
鮮
、
台
湾
、
琉
球
、
澎
湖
諸
島
と
旅
順
を
、
イ

ギ
リ
ス
は
ビ
ル
マ
、
ブ
ー
タ
ン
、
ネ
パ
ー
ル
と
香
港
を
領

有
し
、フ
ラ
ン
ス
は
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
を
領
有
し
た
。
さ

ら
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
な
狭
い
小
さ
な
国
も
わ
れ
わ
れ

の
マ
カ
オ
を
領
有
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
毛
沢
東
の
初
期
の
見
解
で
は
、
朝
鮮
も
琉
球
（
沖

縄
）
も
台
湾
や
澎
湖
諸
島
と
と
も
に
日
本
が
奪
っ
た
中
国

の
属
国
な
い
し
は
領
土
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
あ
ま
り
に
も
露
骨
な
領
土
観
は
、
建
国
後
の
人
民

出
版
社
版
の
『
毛
沢
東
選
集
』
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
中
国
共
産
党
の
領
土
観
の
水
源
を
如
実
に
示
し

て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
、こ
こ
に
示
し
た
、ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
碩せ

き

学
、故

ジ
ョ
ン
・
Ｋ
・
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
教
授
の
名
編
著C

hinese 

W
orld O

rder

（
中
国
的
世
界
秩
序
）（H

arvard U
niver-

sity Press,1968

）
や
東
洋
史
の
権
威
、
栗
原
朋
信
・
早

稲
田
大
学
教
授
著
の
『
中
国
前
近
代
史
研
究
』（
雄
山
閣
出

版
、
１
９
８
０
年
）
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
成
し
た
図
１

の
よ
う
に
、
中
華
帝
国
の
伝
統
的
領
土
観
に
よ
れ
ば
、
琉

球
王
朝
は
中
華
帝
国
の
朝
貢
国
で
あ
っ
て
、
朝
貢
国
は
中

華
皇
帝
に
対
し
「
法
」「
礼
」「
徳
」
を
順
守
す
べ
き
内
臣

の
諸
国
や
、「
礼
」
と
「
徳
」
を
守
る
べ
き
外
臣
の
国
と
は

異
な
り
、
第
３
ラ
ン
ク
の
国
と
し
て
「
徳
」
の
み
を
守
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。沖
縄
の
首
里
城
に
あ
る「
守
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礼
門
」
の
由
来
は
朝
貢
国
の
琉
球
王
が
「
礼
」
を
も
守
る

誓
い
を
中
国
の
皇
帝
に
示
し
て
１
ラ
ン
ク
上
の
外
臣
の
国

に
列
し
た
い
と
い
う
意
志
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
私
は
抱
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
中
華
世

界
秩
序
か
ら
す
れ
ば
、
琉
球
は

本
来
、
中
国
に
帰
属
す
べ
き
で
、

そ
れ
を
回
収
す
る
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
21
世
紀
の
今
日
の

時
点
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
第

２
次
世
界
大
戦
後
に
は
「
沖
縄

独
立
論
」
や
「
中
国
帰
属
論
」

が
沖
縄
で
主
張
さ
れ
た
こ
と
が

あ
り
、
台
湾
に
近
い
与
那
国
島

で
は
「
台
湾
帰
属
論
」
が
盛
り

上
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
け
に
、

最
近
の
普
天
間
基
地
を
め
ぐ
る

沖
縄
問
題
の
底
流
に
つ
い
て
も
、

中
国
の
出
方
と
の
関
連
で
十
分

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

図 1　中華帝国の伝統的領土観

〈出典〉
John K.Fairbank（ed.）
Chinese World Order

（Harvard Univ. Press, 1968）

栗原朋信『中国前近代史研究』（雄山閣出版　1980 年）等より筆者作成
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日
本
外
交
に
とって
の
中
国
と
台
湾

　

日
本
の
対
中
国
外
交
の
陰
に
あ
っ
て
、
実
は
ア
ジ
ア
の

平
和
と
安
全
に
欠
か
せ
な
い
要
素
に
台
湾
の
存
在
が
あ
る
。

全
体
と
し
て
極
め
て
親
日
的
な
台
湾
の
将
来
が
ど
う
な
る

の
か
、
去
る
11
月
下
旬
の
５
大
市
長
選
挙
は
、
国
民
党
が

３
市
を
民
進
党
が
２
市
を
制
し
な
が
ら
も
、
総
投
票
数
で

は
国
民
党
の
44
・
５
％
に
対
し
民
進
党
は
49
・
８
％
と
、
民

進
党
が
上
回
っ
た
。

　

こ
の
結
果
が
２
０
１
２
年
の
次
期
総
統
選
挙
に
ど
う
反

映
す
る
の
か
は
、
単
に
台
湾
の
将
来
や
中
台
関
係
の
み
な

ら
ず
、
ア
ジ
ア
全
体
の
国
際
政
治
に
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

日
本
外
交
は
、
そ
の
よ
う
な
台
湾
の
将
来
も
十
分
に
視

野
に
お
い
て
日
中
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
『
外
交
』
誌
創
刊
号
で
岡
田
克
也
外
相
（
当
時
）
は

「
日
中
関
係
は
今
、非
常
に
良
好
だ
と
思
い
ま
す
。
小
泉
政

権
の
時
に
危
機
的
状
況
に
陥
り
、
そ
れ
以
降
、
次
第
に
改

善
し
て
き
ま
し
た
が
、
鳩
山
政
権
、
菅
政
権
の
下
で
、
そ

れ
が
さ
ら
に
前
進
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
２
０
１

０
年
８
月
５
日
収
録
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
日
本
外
交
の
新
潮

流
と
直
面
す
る
課
題
」）。

　

そ
の
１
カ
月
後
に
尖
閣
問
題
が
生
じ
、
い
わ
ゆ
る
「
日

中
友
好
」
外
交
だ
け
で
は
日
中
関
係
を
律
せ
ら
れ
な
い
こ

と
を
日
本
外
交
は
十
分
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
教
訓

を
ぜ
ひ
将
来
に
生
か
し
て
ほ
し
い
。
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