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本
書
は
大
型
地
域
構
想
を
競
う
時
代
の
外

交
を
、
各
国
の
内
政
と
の
つ
な
が
り
に
目
を

向
け
て
検
討
し
て
い
る
。

　

中
国
が
二
〇
四
九
年
ま
で
に
世
界
的
な

「
強
国
」と
な
る
こ
と
を
目
指
す
な
か
で
、「
イ

ン
ド
太
平
洋
」
と
い
う
地
域
概
念
が
ど
の
よ

う
に
戦
略
的
に
設
定
さ
れ
、
そ
し
て
地
域
の

国
々
は
い
か
な
る
対
応
を
と
っ
た
の
か
。
そ

の
過
程
で
国
内
政
治
要
因
は
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
か
。
検
討
の
対
象
は
日
米
豪
印

（
ク
ア
ッ
ド
）
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
こ
れ

に
中
国
を
含
め
た
九
ヵ
国
で
あ
る
。

　

編
者
は
序
章
で
次
の
よ
う
に
問
題
意
識
を

述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
台
頭
へ
の
潜

在
的
な
懸
念
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
す
で
に

あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
中
国
が

現
実
に
台
頭
し
、
技
術
面
で
も
そ
の
水
準
を

高
め
て
い
る
。
加
え
て
中
国
共
産
党
が
自
覚

的
に
強
国
を
志
向
し
、「
一
帯
一
路
」
構
想

を
通
じ
て
影
響
力
の
拡
大
を
目
指
し
た
。
特

に
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
で
は
、
経
済
と
安
全

保
障
の
両
面
で
、
中
国
が
大
き
な
存
在
感
を

発
揮
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
イ
ン
ド
太
平

洋
地
域
諸
国
の
対
応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

日
米
豪
印
の
戦
略
シ
フ
ト

　

で
は
な
ぜ
「
イ
ン
ド
太
平
洋
」
と
い
う
概

念
が
注
目
さ
れ
た
の
か
。
著
者
の
一
人
で
あ

る
佐
竹
知
彦
（
第
五
章
）
の
説
明
を
借
り
れ
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ば
、
そ
れ
は
「
中
国
の
台
頭
を
踏
ま
え
、
イ

ン
ド
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
諸
国
の
力
を
取

り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
勢
力
均
衡

体
制
を
再
調
整
す
る
」た
め
で
あ
る（
一
七
一

頁
）。

　

ま
ず
第
一
章
は
構
造
変
動
の
震
源
地
で
あ

る
中
国
の
外
交
政
策
と
国
内
体
制
を
議
論
す

る（
加
茂
具
樹
）。習
近
平
政
権
期
を
中
心
に
、

中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
外
交
史
を
踏
ま
え

つ
つ
、
中
国
の
「
大
国
外
交
」
の
形
成
と
手

段
を
検
討
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
中

国
に
と
っ
て
「
大
国
外
交
」
と
は
「
世
界
の

平
和
の
問
題
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
パ

ワ
ー
」
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
外
交
を
志

向
す
る
根
底
に
は
中
国
高
官
が
述
べ
る
国
家

と
し
て
の
「
不
安
全
感
」
が
あ
る
。「
大
国

外
交
」
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
「
制
度
に

埋
め
込
ま
れ
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
パ
ワ
ー
（
制

度
性
話
語
権
）」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、

そ
の
実
践
と
し
て
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
を

捉
え
ら
れ
る
と
す
る
。
大
型
外
交
構
想
を
実

働
さ
せ
る
た
め
に
、
長
ら
く
低
位
に
置
か
れ

て
い
た
外
交
担
当
者
の
政
治
序
列
を
引
き
上

げ
る
な
ど
、国
内
体
制
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。

　

第
二
～
五
章
は
日
米
豪
印
の
イ
ン
ド
太
平

洋
へ
の
戦
略
的
な
シ
フ
ト
を
検
討
し
て
い

る
。
ま
ず
日
米
豪
印
が
い
ず
れ
も
包
括
的
な

イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
へ
の
協
力
・
関
与
政
策

を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。米
国
、

日
本
、
豪
州
が
イ
ン
ド
と
の
関
係
強
化
へ
動

い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
ヵ
国
の
共
通
点
で

あ
る
。
一
方
、
米
国
は
中
国
へ
の
対
抗
姿
勢

が
顕
著
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
日
本

が
第
二
次
安
倍
政
権
に
お
い
て「
一
帯
一
路
」

構
想
へ
の
条
件
付
き
の
協
力
に
言
及
し
た
よ

う
に
、
米
国
以
外
で
は
対
抗
姿
勢
は
明
確
で

は
な
か
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
間
、
オ
バ
マ
政
権
に

中
国
が
国
際
秩
序
に
沿
っ
た
台
頭
を
す
る
期

待
が
も
た
れ
て
い
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
期

に
は
、
中
国
に
よ
り
既
存
の
国
際
秩
序
が
損

な
わ
れ
て
い
る
と
の
認
識
へ
と
転
換
し
、
巻

き
返
し
を
図
っ
た
（
第
二
章
、
森
聡
）。
日

本
の
「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
」

構
想
は
、
経
済
政
策
と
安
全
保
障
政
策
を
組

み
合
わ
せ
て
い
る
意
味
で
、
戦
後
日
本
の
対

外
政
策
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
る（
第
三
章
、

竹
中
治
堅
）。

　

イ
ン
ド
で
は
、
ア
ク
ト
・
イ
ー
ス
ト
、
近

隣
諸
国
第
一
、
サ
ー
ガ
ル
と
い
っ
た
東
ア
ジ

ア
お
よ
び
近
隣
国
へ
の
政
策
が
動
い
て
き
た

な
か
で
、「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平

洋
」
に
お
い
て
も
中
国
を
排
除
し
な
い
方
針

を
と
っ
て
い
る
（
第
四
章
、
伊
豆
山
真
理
）。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
米
国
の
相
対
的
な
衰

退
と
い
う
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
論
が
争
点
化
す
る

な
か
で
、
中
国
を
含
む
「
開
放
さ
れ
た
、
包

摂
的
か
つ
ル
ー
ル
に
基
づ
く
」
地
域
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
コ
ロ

ナ
下
で
の
対
中
感
情
の
悪
化
や
米
英
豪
の
安

全
保
証
枠
組
み
の
設
立
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
現
実
は
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
（
第

五
章
、
佐
竹
知
彦
）。
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東
南
ア
ジ
ア
の
バ
ラ
ン
ス
外
交

　

次
に
第
六
～
九
章
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

四
ヵ
国
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
示
さ

れ
る
の
は
、
自
国
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
実
現
す

る
た
め
に
、
中
国
と
日
米
豪
印
と
の
間
の
バ

ラ
ン
ス
外
交
を
志
向
し
つ
つ
、
大
統
領
や
世

論
に
よ
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
外
交
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
人
口
構
成
が
高
齢
化
す

る
前
に
高
所
得
国
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て

お
り
、「
一
帯
一
路
」、
そ
し
て
「
自
由
で
開

か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
」
も
、
こ
の
成
長
戦

略
に
活
用
す
る
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
る

（
第
六
章
、
相
澤
伸
広
）。

　

ベ
ト
ナ
ム
は
、
国
力
で
見
て
非
対
称
な
中

国
と
の
間
で
の
決
定
的
な
対
立
を
避
け
る
こ

と
が
国
益
に
資
す
る
と
考
え
る
も
の
の
、
国

防
白
書
で
は
「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太

平
洋
」「
一
帯
一
路
」「
ア
ク
ト
・
イ
ー
ス
ト
」

に
そ
れ
ぞ
れ
言
及
す
る
な
ど
、
バ
ラ
ン
ス
外

交
を
志
向
し
て
い
る（
第
七
章
、庄
司
智
孝
）。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
ア
ロ
ヨ
、ア
キ
ノ
、ド
ゥ

テ
ル
テ
各
大
統
領
が
、
異
な
る
対
中
政
策
を

志
向
し
、
接
近
か
ら
対
峙
へ
、
そ
し
て
再
び

接
近
へ
と
揺
れ
て
き
た
。
た
だ
し
外
務
省
の

対
話
派
の
ベ
テ
ラ
ン
が
引
退
し
た
こ
と
や
、

そ
し
て
国
軍
の
対
中
観
の
変
化
も
重
要
な
国

内
要
因
で
あ
る
（
第
八
章
、
高
木
佑
輔
）。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
「
中
国
・
ミ
ャ
ン
マ
ー

経
済
回
廊
」
に
象
徴
さ
れ
る
協
力
案
件
が
進

ん
だ
が
、ミ
ッ
ソ
ン
ダ
ム
の
事
例
で
は
、ミ
ャ

ン
マ
ー
の
テ
イ
ン
セ
イ
ン
政
権
が
世
論
を
意

識
し
、
国
内
政
治
の
た
め
に
争
点
化
し
て
、
む

し
ろ
中
国
カ
ー
ド
を
内
政
に
利
用
し
た
と
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
（
第
九
章
、
工
藤
年
博
）。

大
構
想
を
可
能
に
し
た
国
内
要
因

　

本
書
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
国
内
政
治

要
因
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大

型
地
域
構
想
を
競
う
時
代
に
、
国
内
体
制
の

整
備
が
求
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
過
去
の
整

備
が
生
か
さ
れ
た
。
中
国
で
は
大
国
と
し

て
の
外
交
を
実
働
さ
せ
る
た
め
に
、
外
交

担
当
者
の
党
内
序
列
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

二
〇
一
八
年
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
国
家
国

際
発
展
合
作
署
に
象
徴
さ
れ
る
官
僚
機
構
改

革
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
イ
ン
ド
太
平

洋
へ
の
包
括
的
な
構
想
を
立
案
す
る
上
で
、

二
〇
〇
一
年
の
省
庁
再
編
と
内
閣
官
房
の
人

員
強
化
を
背
景
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
再
編

に
よ
り
複
数
の
省
庁
が
関
わ
る
ア
ジ
ェ
ン
ダ

に
つ
い
て
政
府
の
方
向
性
を
ま
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
た

だ
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
低
成
長
・
人
口

減
少
の
時
代
に
、
大
構
想
を
希
求
し
、
人
材

を
割
く
こ
と
で
、
基
幹
的
な
内
政
へ
の
負
荷

を
か
け
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。

「
二
周
目
」
に
お
け
る
変
化
と
継
続

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
た
な
主
体
の
台
頭
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と
提
案
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
対
応

へ
と
、
サ
イ
ク
ル
が
一
周
し
た
と
言
え
そ
う

だ
。中
国
の
台
頭
と
そ
れ
に
よ
る
新
構
想（
一

帯
一
路
）
の
提
案
、
諸
外
国
が
そ
れ
に
対
す

る
対
応
と
し
て
イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
に
注
目

し
、
そ
の
具
体
化
を
め
ぐ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に

異
な
る
国
益
を
基
に
動
き
出
し
て
い
る
。
仮

に
上
記
の
サ
イ
ク
ル
を
中
国
が
「
大
国
」
化

し
て
以
降
の
一
周
目
と
考
え
る
な
ら
、
二
周

目
以
降
に
は
一
体
な
に
が
起
こ
り
得
る
だ
ろ

う
か
。
一
周
目
と
二
周
目
は
ど
の
よ
う
な
相

違
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

中
国
は
習
近
平
政
権
が
第
三
期
に
入
る
な

か
で
、
二
〇
二
三
年
以
降
に
は
既
存
政
策
と

の
連
続
性
が
重
視
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

既
存
構
想
に
大
幅
な
調
整
あ
る
い
は
修
正
が

加
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
新

た
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
登
場
す
る
こ
と
は
十
分

に
あ
り
得
そ
う
だ
。
ま
た
日
米
豪
印
に
目
を

向
け
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
太
平
洋
経
済
枠
組

み
の
よ
う
に
「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太

平
洋
」
の
肉
付
け
も
目
指
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
二
周
目
で
は
、一
周
目
よ
り
も
気
候
変
動
、

国
際
保
健
、
デ
ー
タ
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
っ
た

論
点
は
重
点
化
さ
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
一
周
目
に

働
い
た
国
内
政
治
要
因
、つ
ま
り
官
僚
機
構
、

人
員
配
置
、
リ
ー
ダ
ー
、
世
論
は
ど
の
よ
う

に
機
能
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
の
視
点
は
、
今
後
の
イ
ン
ド
太
平
洋

地
域
に
お
け
る
外
交
政
策
の
変
貌
を
考
え
る

上
で
も
貴
重
な
視
座
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
が
分
析
の
書
だ
と
す
る
と
、
本
誌
72

号
の
本
欄
で
取
り
上
げ
た
『
西
太
平
洋
連
合

の
す
す
め
』
は
提
案
の
書
で
あ
る
。
当
該
書

籍
で
は
大
国
主
導
の
地
域
構
想
は
成
功
し
が

た
い
と
の
立
場
か
ら
、
米
国
や
イ
ン
ド
を
含

ま
な
い
形
で
の
地
域
連
合
を
提
案
し
て
い

る
。
併
読
す
る
こ
と
で
、
既
存
構
想
と
内
政

の
関
係
、
そ
し
て
新
た
な
選
択
肢
の
可
能
性

が
、
よ
り
立
体
的
に
見
え
て
く
る
。
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