
  
 
 

な
ぜ
日
本
で
は
太
平
洋
側
が
栄
え
た
の
か
？ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
津
中
・
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久
保
田 

伊
玖 

 

０
、
研
究
の
動
機 

 

我
々
が
住
ん
で
い
る
愛
知
県
で
は
、
自
動
車
産
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
日
本
に

お
い
て
は
屈
指
の
経
済
力
を
誇
っ
て
い
る
。
他
に
経
済
力
の
あ
る
都
道
府
県
を

見
て
み
る
と
、
上
位
に
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
見
て
い
く
と
、
太
平
洋
側
の
都
道
府
県
が

上
位
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

 

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
、
私
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
太
平
洋
側
に
偏
っ
て
い
る
の

か
が
気
に
な
っ
た
。
な
の
で
、
私
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
、
考
え
る

こ
と
と
し
た
。 

１
、
前
提 

 

〔
一
〕、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
定
義 

 

ま
ず
、
本
題
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
日
本
に
お
い
て
太
平
洋
側
と
日
本
海

側
の
区
切
れ
は
ど
こ
で
あ
る
か
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
早
速
定
義
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
定
義
は
明
確
に
は
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
と

い
う
の
も
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
と
い
う
大
雑
把
す
ぎ
る
こ
の
区
分
を
、
明

確
に
分
け
る
こ
と
自
体
間
違
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
定
義
し
な
い
と
何

も
始
ま
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
私
は
気
象
庁
が
使
用
す
る
、
季
節
予
報
に
用
い
る

も
の
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。 

 

〔
二
〕、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
比
較 

 

始
め
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
地
域
の
人
口
と
面
積
を
調
査
し
、
比
較
す
る
こ
と

に
し
た
。
す
る
と
、
人
口
は
二
〇
二
一
年
度
で
は
、
日
本
の
人
口
約
一
億
二
千

七
百
四
十
万
人
に
対
し
、
太
平
洋
側
は
一
億
二
百
十
三
万
人
、
日
本
海
側
は
二

千
四
百
五
十
七
万
人
で
あ
り
、
面
積
は
太
平
洋
側
が
二
十
三
万
七
千
十
六
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
日
本
海
側
が
十
三
万
八
千
六
百
七
十
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
あ
っ
た
。
人
口
と
面
積
の
い
ず
れ
も
太
平
洋
側
の
方
が
多
く
、
人
口
密
度
も

太
平
洋
側
が
約
四
百
三
十
三
人
毎
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
日
本
海
側
が
約
百
七

十
七
人
毎
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
人
口
密
度
の
観
点
に
お
い
て
も
太
平
洋
側

の
方
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
は
、
太
平
洋
側
に
大
規
模
な

都
市
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
に
、
日
本
に
お
け
る
政
令
指
定
都
市
二

十
都
市
の
う
ち
、
十
五
都
市
が
太
平
洋
側
に
位
置
し
、
首
都
の
東
京
で
さ
え
も

太
平
洋
側
に
位
置
す
る
。 

 

依
然
、
こ
れ
だ
け
人
口
が
多
い
と
、
必
然
的
に
産
業
や
交
通
な
ど
も
発
展
す

る
。
産
業
で
は
、
太
平
洋
ベ
ル
ト
と
言
わ
れ
る
工
業
地
域
が
高
度
経
済
成
長
期

に
形
成
さ
れ
、
日
本
を
世
界
有
数
の
経
済
大
国
に
押
し
上
げ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
伴
っ
て
太
平
洋
ベ
ル
ト
沿
い
に
高
速
道
路
や
新
幹
線
な
ど
が
建
設
さ
れ
、

太
平
洋
側
で
は
高
速
交
通
網
が
十
分
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
比
べ
日
本
海
側
で
は
、
あ
ま
り
産
業
は
発
展
せ
ず
、
第
一
次
産
業
の
従
業

者
数
の
割
合
が
高
い
。
さ
ら
に
、
日
本
海
側
に
は
あ
ま
り
高
速
交
通
網
が
整
備

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
様
々
な
観
点
か
ら
総
合
的
に
見
て
も
、
日
本
海
側
よ
り

太
平
洋
側
の
方
が
栄
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

２
、
太
平
洋
側
が
栄
え
た
地
理
的
要
因 

 

〔
一
〕、
双
方
の
地
形 

 

栄
え
た
理
由
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
初
め
に
地
理
的
な
観
点
か
ら
考
え
る
こ

と
と
し
た
。
日
本
と
い
う
国
は
そ
も
そ
も
、
山
脈
や
山
地
の
占
め
る
割
合
が
高

く
、
平
野
部
が
少
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
を
分
け
る
が
如
く
、「
日
本
の
背
骨
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
中
央
部
に
沿
っ
て
山
脈
が
連
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
を
源
流

と
し
て
多
く
の
河
川
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
山
脈
よ
り
南
側
を
太
平
洋
側
、
北

側
を
日
本
海
側
と
一
般
的
に
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
地
形
を
調
べ
て
み
る

と
、
太
平
洋
側
に
は
関
東
平
野
や
濃
尾
平
野
、
大
阪
平
野
な
ど
の
開
け
た
広
大

な
地
形
が
存
在
し
、
０
メ
ー
ト
ル
地
帯
と
言
わ
れ
る
場
所
も
存
在
す
る
。
さ
ら

に
、
海
が
深
く
入
り
組
ん
で
お
り
、
東
京
湾
、
伊
勢
湾
、
大
阪
湾
と
い
っ
た
湾

も
多
数
存
在
す
る
。
湾
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
通
り
た
だ
の
海
よ
り
入
り
組



ん
で
お
り
、
周
り
が
陸
地
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
で
、
風
の
影
響
を
他
の
海
よ
り

受
け
に
く
い
。
な
の
で
、
船
な
ど
で
貿
易
す
る
際
も
他
の
臨
海
部
よ
り
も
し
や

す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
比
べ
、
日
本
海
は
平
野
部
は
少
な
く
は

な
い
が
、
太
平
洋
側
よ
り
少
な
く
、
海
岸
部
は
砂
浜
が
多
く
あ
り
工
業
地
域
を

形
成
す
る
に
は
向
い
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
地
形
は
太
平
洋
側
の

方
が
開
発
し
や
す
く
、
利
用
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〔
二
〕、
双
方
の
気
候 

 

日
本
は
主
に
温
帯
の
温
暖
湿
潤
気
候
に
属
し
、
一
年
を
通
し
て
比
較
的
温
暖

で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
細
か
く
分
け
る
と
、
六
つ
に
区
分
で
き
る
。
そ
の
中

の
太
平
洋
側
の
気
候
は
年
間
降
水
量
が
多
く
、
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
雨
が

多
く
降
る
。
日
本
海
側
の
気
候
は
冬
に
冷
え
込
み
、
冬
に
多
く
の
雪
が
降
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
は
、
季
節
風
が
夏
に
は
南
東
か
ら
、
冬
に
は
北
西
か
ら
吹
き
込

み
、前
述
し
た
日
本
の
背
骨
で
あ
る
山
脈
に
あ
た
り
雨
を
降
ら
す
た
め
で
あ
る
。

な
の
で
、
冬
に
太
平
洋
側
は
乾
い
た
風
が
吹
き
、
夏
に
日
本
海
側
で
は
乾
い
た

風
が
吹
く
の
で
あ
る
。
述
べ
た
と
お
り
日
本
海
側
は
冬
に
多
く
雪
が
降
り
、
積

も
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
交
通
が
麻
痺
す
る
こ
と
も
あ
り
、
冬
の
暮
ら
し
は
と
て

も
大
変
で
あ
り
、労
力
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
。一
概
に
は
言
い
き
れ
な
い
が
、

冬
に
降
り
積
も
る
雪
は
日
本
海
側
の
発
展
を
妨
げ
て
い
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

〔
三
〕、
自
然
災
害
と
そ
の
影
響 

 

二
つ
の
地
域
を
比
べ
る
上
で
、
自
然
災
害
の
影
響
も
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
日
本
で
起
こ
り
得
る
自
然
災
害
と
し
て
は
、
台
風
、
地
震
、
津

波
、
火
山
活
動
、
豪
雨
な
ど
が
有
名
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
中
の

台
風
、
豪
雨
と
い
う
の
は
毎
年
ど
こ
か
し
ら
で
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
災
害
に

よ
っ
て
、
氾
濫
に
よ
る
浸
水
、
土
砂
崩
れ
、
停
電
な
ど
が
起
き
、
イ
ン
フ
ラ
が

破
壊
さ
れ
、
多
大
な
被
害
を
被
る
。
さ
ら
に
、
農
作
物
に
も
被
害
が
及
び
、
凶

作
に
も
な
り
得
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
地
域
の
経
済
は
多
く
の
損
失
を
受
け
、

復
旧
に
膨
大
な
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
地
震
に
お
い
て
も
言

え
、二
〇
一
一
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
り
、

現
在
で
さ
え
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
人
々
が
い
る
。
こ
の
よ
う
な
災
害
は

日
本
全
国
で
起
き
る
も
の
だ
が
、
台
風
や
豪
雨
の
被
害
は
太
平
洋
側
で
多
く
見

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
逆
に
、
や
は
り
雪
害
が
日
本
海
で
は
多
く
見
ら
れ
る
。

災
害
と
い
う
面
で
は
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
の
ど
ち
ら
も
多
く
、
優
劣
は
つ

け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

 

今
回
調
査
し
た
地
理
的
要
因
で
は
、
総
合
的
に
見
る
と
、
太
平
洋
側
の
方
が

日
本
海
側
よ
り
利
点
が
多
く
、開
発
し
や
す
く
発
展
し
や
す
い
土
地
柄
で
あ
り
、

優
位
性
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

３
、
太
平
洋
側
が
栄
え
た
歴
史
的
要
因 

 

〔
一
〕、
歴
代
の
都
の
位
置 

 

次
に
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
、
日
本
と
い

う
国
は
二
千
年
以
上
も
の
歴
史
を
誇
る
国
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
何
か
し
ら

の
要
因
に
よ
っ
て
遷
都
さ
れ
、
政
治
の
中
心
地
を
移
す
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し

ば
行
わ
れ
て
き
た
。
歴
代
の
都
の
位
置
を
見
て
み
る
と
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
古
来

か
ら
中
心
地
と
し
て
き
た
京
都
や
奈
良
な
ど
の
畿
内
が
千
年
以
上
に
も
渡
っ
て

都
が
お
か
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
政
治
の
中

心
地
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
十
二
世
紀
に
な
る
と
、
源
頼
朝
が
武
士
政
権

と
し
て
鎌
倉
幕
府
を
鎌
倉
に
開
い
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
始
め
は
完
全
に
鎌
倉
が

政
治
の
中
心
地
で
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
朝
廷
と
幕
府
の
力
は
同

じ
く
ら
い
で
あ
っ
た
た
め
、
政
治
の
中
心
地
は
鎌
倉
と
京
都
に
二
分
化
し
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
後
、
朝
廷
と
幕
府
の
間
で
対
立
が
深
ま
り
承
久
の
乱
が
勃
発

し
、
幕
府
側
が
勝
利
す
る
と
、
政
治
の
中
心
地
は
完
全
に
鎌
倉
と
な
っ
た
。
鎌

倉
は
現
在
の
神
奈
川
県
で
あ
る
か
ら
、
関
東
地
方
に
中
心
地
が
置
か
れ
た
こ
と

に
な
る
。
鎌
倉
幕
府
が
倒
さ
れ
た
後
は
、
足
利
尊
氏
が
京
都
に
室
町
幕
府
を
開

い
た
こ
と
か
ら
、
再
び
機
内
に
中
心
地
が
移
っ
た
が
、
織
田
信
長
が
室
町
幕
府

を
滅
ぼ
し
、
戦
国
の
世
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
徳
川
家
康
が
江
戸
に
江
戸
幕
府
を

開
き
、
ま
た
も
や
関
東
に
中
心
地
が
置
か
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
時
代
で
は
関
東

に
政
治
の
中
心
地
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
依
然
京
都
に
は
朝
廷
が
置
か
れ
て
お

り
、
繁
栄
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
都
市
間
に
は
交
流
が
な
い
は
ず
が
な
く
、



常
に
交
流
や
物
流
の
流
れ
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
活
発
に
、
滑
ら
か
に
行

う
た
め
に
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
の
が
五
街
道
で
あ
る
。
特
に
、
東

海
道
と
中
山
道
は
活
発
に
利
用
さ
れ
、
通
り
沿
い
に
宿
場
が
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
通
り
沿
い
の
町
は
発
展
し
て
い
き
、
江
戸
か
ら
京
都
の
区
間
は

大
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
時
期
に
大
阪
も
大
発
展
を
遂
げ
、

「
天
下
の
台
所
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
都
が
京
都
に

置
か
れ
、
政
治
の
中
心
地
が
関
東
に
置
か
れ
た
こ
と
が
太
平
洋
側
を
栄
え
さ
せ

た
一
つ
の
要
因
と
言
え
る
だ
ろ
う
。そ
れ
か
ら
長
い
年
月
を
経
て
、十
九
世
紀
、

江
戸
幕
府
が
倒
さ
れ
る
と
、
明
治
維
新
と
言
わ
れ
る
大
改
革
が
行
わ
れ
、
天
皇

も
江
戸
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
江
戸
が
東
京
と
い
う
名
称
に
変
更
さ
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
大
改
革
に
よ
り
日
本
は
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
世
界
の
覇
権
国
の

う
ち
の
一
つ
と
な
っ
た
。
国
内
に
も
西
洋
の
文
明
が
も
た
ら
さ
れ
、
日
本
初
の

鉄
道
が
新
橋
－
横
浜
間
に
開
業
し
、
後
に
東
海
道
、
つ
ま
り
太
平
洋
側
に
沿
っ

て
神
戸
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
太
平
洋
側
が
栄
え
る
こ
と

と
な
り
、
戦
後
に
は
新
幹
線
、
高
速
道
路
が
整
備
さ
れ
工
業
地
帯
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
有
数
の
工
業
地
域
に
ま
で
発
展
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
栄
え
た
こ
と
の
裏
に
は
い
く
つ
も
の
要
因
が
重
な
り
合
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
中
で
も
何
千
年
以
上
も
昔
の
出
来
事
は
後
世
に
多

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
も
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
た
。 

４
、
太
平
洋
側
が
栄
え
た
政
治
・
貿
易
的
要
因 

 

〔
一
〕、
日
本
の
貿
易
相
手
の
変
化 

 

最
後
に
、
政
治
・
貿
易
的
な
観
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
日
本
と

い
う
国
は
、
古
く
か
ら
諸
外
国
と
の
貿
易
や
交
流
を
行
っ
て
き
た
。
文
献
に
見

ら
れ
る
初
め
て
の
海
外
と
の
貿
易
は
、
五
七
年
に
奴
国
が
現
在
の
中
国
で
あ
る

後
漢
に
朝
貢
し
、
金
印
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
も
の
だ
。
日
本
は
二
千
年
も
の

前
か
ら
貿
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
か
ら
も
日
本
は
引
き
続
き

中
国
と
貿
易
し
、
朝
鮮
半
島
の
国
々
と
も
貿
易
し
た
。
こ
れ
ら
の
貿
易
は
、
主

に
現
在
の
福
岡
市
に
あ
た
る
博
多
、
太
宰
府
で
行
わ
れ
た
。
太
宰
府
は
「
遠
の

朝
廷
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
大
陸
側
に
近
い
日
本
海
側

で
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
に
入
る
と
、

平
清
盛
が
大
輪
田
泊
、
現
在
の
神
戸
で
日
宋
貿
易
を
始
め
た
。
そ
の
後
、
十
五

世
紀
に
足
利
義
満
が
始
め
た
勘
合
貿
易
で
は
博
多
と
境
が
貿
易
港
と
し
て
栄
え

た
。
一
五
四
三
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
し
て
初
め
て
日
本
に

来
航
キ
リ
ス
ト
教
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
続
々
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
貿
易
、
通
称
南
蛮
貿
易
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
の
南
蛮
貿
易
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
東
南
ア
ジ
ア
を
介
し
て
貿
易
を
行
っ
た
た
め
、
新
た
に
長

崎
が
貿
易
港
と
し
て
栄
え
た
。
そ
の
後
、
江
戸
幕
府
が
成
立
し
、
朱
印
船
貿
易

を
奨
励
す
る
と
東
南
ア
ジ
ア
に
日
本
町
が
作
ら
れ
た
。
だ
が
、
徳
川
家
光
に
よ

る
鎖
国
政
策
が
完
成
す
る
と
、
貿
易
相
手
は
中
国
、
オ
ラ
ン
ダ
だ
け
に
限
定
さ

れ
、
貿
易
港
も
長
崎
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
海
外
と
の
交
流
は

減
っ
た
が
、日
本
国
内
に
お
い
て
の
水
上
交
通
が
栄
え
た
。特
に
西
廻
り
航
路
、

東
廻
り
航
路
、
南
海
路
が
発
達
し
、
全
国
各
地
の
港
も
そ
れ
に
よ
っ
て
発
達
し

た
。
十
九
世
紀
ご
ろ
、
鎖
国
政
策
を
取
っ
て
い
た
日
本
に
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア

な
ど
の
西
洋
列
強
が
接
近
し
て
く
る
と
、
日
本
は
こ
れ
ら
の
対
応
に
追
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
一
八
五
三
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に

来
航
す
る
と
開
国
を
迫
ら
れ
、
日
米
和
親
条
約
や
日
米
修
好
通
商
条
約
を
結
ば

さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
り
。日
本
は
約
二
百
年
ぶ
り
に
開
国
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
に
箱
根
、
江
戸
、
横
浜
、
下
田
な
ど
が
開
港
さ
れ
、
こ
れ
以
降
重
要
な

港
と
な
っ
て
い
っ
た
。そ
れ
か
ら
は
西
洋
諸
国
と
も
条
約
を
結
び
、世
界
の
様
々

な
国
と
貿
易
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
貿
易
が
停
止

さ
れ
た
が
、
戦
後
に
は
再
度
国
交
を
結
び
、
今
日
で
は
日
本
は
百
九
十
四
カ
国

と
貿
易
を
行
っ
て
い
る
。 

 
ま
と
め
る
と
、
日
本
は
古
来
、
中
国
や
朝
鮮
な
ど
の
近
隣
の
国
々
と
貿
易
を

し
て
い
た
が
、
時
代
が
進
む
ご
と
に
オ
ラ
ン
ダ
や
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど

の
日
本
か
ら
離
れ
た
国
と
貿
易
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
伴
い
主
要
な
港
も
徐
々
に
日
本
海
側
か
ら
太
平
洋
側
に
移
っ
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。 

 

〔
二
〕、
日
本
と
諸
外
国
の
関
係
性 



 
日
本
は
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、百
九
十
四
カ
国
と
国
交
が
樹
立
し
て
い
る
。

し
か
し
、
国
交
を
ま
だ
結
ん
で
い
な
い
国
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
例
が
朝
鮮
民

主
主
義
人
民
共
和
国
、
通
称
北
朝
鮮
だ
。
こ
の
国
は
、
地
理
的
に
も
近
く
歴
史

的
に
も
関
係
深
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
国
交
を
結
ん
で
い
な
い
。
そ

れ
は
、核
開
発
や
拉
致
を
く
り
返
し
て
お
り
、非
常
に
脅
威
的
な
国
だ
か
ら
だ
。

こ
の
こ
と
は
国
際
的
に
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
近
隣
の
ロ
シ

ア
、
中
国
も
同
様
に
高
圧
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
た
め
国
際
問
題
に
な
っ
て

い
る
。こ
れ
ら
三
つ
の
国
は
い
ず
れ
も
、す
べ
て
日
本
海
側
に
位
置
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
日
本
に
と
っ
て
脅
威
に
な
り
得
る
国
が
日
本
海
側
に
は
い
く
つ
か
存

在
す
る
の
だ
。こ
れ
は
大
変
な
問
題
で
あ
ろ
う
。そ
れ
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、

日
本
と
の
関
係
が
友
好
的
な
国
も
多
数
存
在
す
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
ア
メ
リ

カ
だ
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
の
輸
出
・
輸
入
先
で
も
第
二
位
と
い
う
高
い
順
位

と
な
っ
て
お
り
、開
国
後
か
ら
盛
ん
に
貿
易
を
行
っ
て
い
る
。地
図
を
見
る
と
、

輸
出
・
輸
入
先
上
位
の
国
は
日
本
の
南
西
や
西
に
多
く
位
置
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
の
国
か
ら
日
本
に
輸
出
品
を
運
搬
す
る
と
き
に
は
、
太
平
洋
側
の

方
が
貿
易
を
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
政
治
・
貿
易
的
な
観
点
か
ら
見
て
も
太
平
洋
側
の

方
が
秀
で
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

５
、
結
論 

 

地
理
的
・
歴
史
的
・
政
治
・
貿
易
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
様
々
な
要
因
か

ら
太
平
洋
側
が
栄
え
た
こ
と
が
考
察
で
き
た
。
こ
の
中
の
一
つ
の
要
因
で
も
欠

け
て
い
た
ら
、
太
平
洋
側
は
現
在
ほ
ど
栄
え
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
っ
た
一
つ
の
小
さ
な
こ
と
で
も
未
来
は
大
き
く
変
わ
る
の
だ
。 

 

現
在
、日
本
は
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、産
業
の
発
展
も
滞
っ
て
い
る
。

こ
の
ま
ま
衰
退
の
一
途
を
辿
る
か
ど
う
か
は
、
未
来
の
自
分
た
ち
の
行
動
の
一

つ
一
つ
に
か
か
っ
て
い
る
。
自
分
の
存
在
価
値
は
な
い
、
と
思
い
込
ま
ず
、
自

分
の
で
き
る
こ
と
一
つ
一
つ
を
考
え
、
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
日
本
の

運
命
を
変
え
る
第
一
歩
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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