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改
革
開
放
を
経
て
今
日
の
世
界
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
中
国
に
お

い
て
、
い
ま
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
や
語
彙
の
多
く
は
中
国
近
代

に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
創
出
に
も
っ
と
も
力
を
尽

く
し
た
一
人
が
梁
啓
超
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。
本
書

『
梁
啓
超　

東
ア
ジ
ア
文
明
史
の
転
換
』
の
帯
に
は
、「
改
革
開
放
の
元

祖
」
と
あ
る
。「
元
祖
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地

が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
梁
啓
超
が
改
革
開
放
の
基
盤
の
一
端
を
担
っ
て
い

る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
こ
の
文
言
は
、
著
者
で
は
な
く
出
版
社
が

附
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
広
く
注
目
を
集
め
る
と
い
う
点
で
は
、
効
果
的
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
）。

　

梁
啓
超
が
こ
う
し
た
貢
献
を
な
す
の
に
決
定
的
に
重
要
で
あ
っ
た
の

が
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
〇
年
以
上
に
わ
た
り
強
い
ら
れ
た
日
本
で
の

亡
命
生
活
で
あ
っ
た
。
本
書
は
こ
の
亡
命
時
代
に
焦
点
を
当
て
て
叙
述
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超
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を
進
め
て
い
る
。

　

第
一
章
「
亡
命
―
―
﹁
思
想
一
変
﹂」
で
は
、
一
八
九
八
年
か
ら

一
九
〇
一
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
清
議
報
』
の
運
営
が
論
じ
ら
れ

る
。
特
に
力
を
入
れ
て
解
説
さ
れ
る
の
が
、『
清
議
報
』
に
お
い
て
「
国

家
論
」
と
し
て
翻
訳
・
連
載
さ
れ
た
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
国
家
学
説
紹
介

で
あ
る
。
こ
の
「
国
家
論
」
が
、
吾
妻
兵
治
に
よ
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の

訳
書
『
国
家
論
』
を
流
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
著
者
も
述
べ
る

よ
う
に
、
す
で
に
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
バ
ス
チ
ド
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
著
者
は
吾
妻
訳
本
の
出
版
元
で
あ
る
善
隣
訳
書
館
と
中
国
の
関
係

な
ど
を
調
査
し
、
こ
れ
ま
で
の
知
見
を
大
き
く
拡
充
し
た
。

　

第
二
章
「
思
想
―
―
国
家
主
義
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戊
戌
政
変

で
命
を
落
と
し
た
盟
友
、譚
嗣
同
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

譚
嗣
同
の
主
著
『
仁
学
』
の
『
清
議
報
』
掲
載
版
と
単
行
本
版
、
お
よ

狹
間
直
樹
著

岩
波
現
代
全
書
87

梁
啓
超  

東
ア
ジ
ア
文
明
史
の
転
換
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び
そ
れ
ぞ
れ
に
附
さ
れ
た
梁
啓
超
の
手
に
な
る
「
譚
嗣
同
伝
」
な
ど
を

手
が
か
り
に
、
先
行
す
る
『
清
議
報
』
版
が
康
有
為
の
弟
子
と
し
て
の

譚
嗣
同
像
を
喧
伝
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
単
行
本
版
が
康
有
為
と

譚
嗣
同
の
関
係
を
切
断
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

　

第
三
章
「
精
神
―
―
﹁
中
国
之
新
民
﹂」
で
は
、
一
九
〇
二
年
か
ら

一
九
〇
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
新
民
叢
報
』、
と
り
わ
け
梁
啓

超
の
名
を
一
躍
高
め
た
「
新
民
説
」
に
つ
い
て
の
詳
細
が
論
じ
ら
れ
る
。

四
年
も
か
け
て
書
き
継
が
れ
た
「
新
民
説
」
の
論
旨
が
、
中
途
の
ア
メ

リ
カ
訪
問
を
契
機
に
大
き
く
変
化
し
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

著
者
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
複
数
の
議
論
や
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
著
者
の
見
解
が
改
め
て
整
理
・
提
示
さ
れ

て
い
る
。

　

第
四
章
「
行
動
―
―
代
作
・
論
戦
・
運
動
」
で
目
を
引
く
の
は
、

清
朝
政
府
の
憲
政
視
察
団
と
梁
啓
超
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
、
清
朝
政
府
は
憲
政
視
察
団

を
欧
米
と
日
本
に
派
遣
す
る
。
視
察
団
は
一
定
の
成
果
を
吸
収
し
た
と

は
い
え
、
短
期
間
の
滞
在
で
最
新
の
政
治
思
想
を
踏
ま
え
た
視
察
報
告

を
書
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
豊
か
な
知
見
を
有
す
る
梁

啓
超
に
秘
密
裏
に
代
作
が
依
頼
さ
れ
る
。梁
啓
超
は
こ
れ
を
引
き
受
け
、

清
朝
統
治
下
で
推
進
す
べ
き
立
憲
政
治
の
詳
細
を
書
き
上
げ
た
。
梁
啓

超
の
力
作
を
参
照
し
て
清
朝
政
府
は
上
諭
を
発
布
し
、
官
制
改
革
を
進

め
た
が
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
清
朝
は
倒

壊
を
迎
え
た
。

　

あ
と
が
き
に
よ
る
と
、
著
者
は
一
九
五
〇
年
代
の
終
わ
り
に
研
究
生

活
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
主
要
な
関
心
は
人
民
革
命
闘
争
史
に
あ
り
、

梁
啓
超
を
研
究
し
始
め
た
の
は
一
九
九
三
年
と
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は

い
え
、『
共
同
研
究　

梁
啓
超
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
）
に
結
実

し
た
そ
の
研
究
成
果
は
、
た
だ
ち
に
注
目
を
集
め
、
二
〇
〇
一
年
に
は

社
会
科
学
文
献
出
版
社
よ
り
中
国
語
版
が
出
版
さ
れ
て
、
国
外
の
研
究

者
を
大
い
に
刺
激
し
た
。
ま
た
、
著
者
が
中
心
的
に
参
画
し
た
『
梁
啓

超
年
譜
長
編
』
翻
訳
事
業
は
、
二
〇
〇
四
年
に
全
五
冊
に
ま
と
め
ら
れ

て
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
優
れ
た
訳
文
の
み
な
ら
ず
、

詳
細
な
訳
注
が
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
研
究
者
で
わ
ざ
わ
ざ

日
本
語
版
を
買
い
求
め
る
方
も
お
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

著
者
個
人
に
よ
る
梁
啓
超
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
が
、
日
本
語
と
中
国

語
に
よ
り
複
数
発
表
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
国
内
外
の
研
究
者
に
知
的

刺
激
を
与
え
て
き
た
。
本
書
の
内
容
は
、
そ
れ
ら
個
別
論
文
で
す
で
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
だ
が
、
こ
の
た
び
一
冊
の
書
物
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
著
者
の
研
究
の
一
つ
の
総
括
と
し
て
意
義
が

大
き
く
、
ま
た
読
者
を
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

　

梁
啓
超
研
究
の
第
一
人
者
の
手
に
な
る
本
書
で
あ
る
だ
け
に
、
優
れ

た
点
・
教
え
ら
れ
る
点
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
な
か
か
ら
二
点
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の
み
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
日
本
に
お
け
る
清
国
留
学
生
の
総
数
や
梁
啓
超
の
関
係
し

た
雑
誌
の
発
行
部
数
な
ど
、
本
書
は
多
く
の
数
値
を
挙
げ
て
、
読
者
に

梁
の
生
き
た
時
代
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
本
書
の
よ
う
な
個
人
の
思
想
に
焦
点
を
当
て
る
著
作
で

は
、
数
値
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
う
し
た
傾
向
と
は

距
離
を
置
く
。
そ
し
て
信
頼
で
き
る
数
値
を
挙
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
叙

述
は
数
値
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
辺
の
事
情
に
も
自
ず
と
周
到

に
目
を
配
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
叙
述
は
単

な
る
思
想
の
解
説
を
越
え
た
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
譚
嗣
同
評
価
を
手
が
か
り
と
し
た
、
梁
啓
超
と
康
有
為
の

関
係
の
詳
細
な
分
析
で
あ
る
。
著
者
は
各
種
の
テ
キ
ス
ト
を
丹
念
に
分

析
し
、
梁
啓
超
と
康
有
為
の
間
の
師
弟
を
超
え
た
複
雑
な
緊
張
関
係
を

丁
寧
に
描
き
出
し
て
い
る
。
当
た
り
前
の
手
続
き
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で

だ
が
、
し
か
し
そ
の
当
た
り
前
の
実
践
が
は
な
は
だ
困
難
な
の
で
あ
っ

て
、
著
者
の
披
露
す
る
手
際
の
巧
み
さ
は
熟
読
に
値
す
る
。
な
お
、
複

雑
さ
を
は
ら
む
梁
啓
超
と
康
有
為
の
関
係
は
、
近
年
の
中
国
の
優
れ
た

研
究
も
注
目
す
る
重
要
論
点
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
議
論
の
深
ま
り
も
期

待
で
き
よ
う
（
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
研
究
が
あ
る
。
桑
兵
「
康
梁
並
称
的

縁
起
与
流
変
」『
近
代
史
研
究
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
。
夏
暁
虹
「『
新
広
東
』：

従
政
治
到
文
学
」『
学
術
月
刊
』
第
四
八
巻
第
二
期
、
二
〇
一
六
年
二
月
）。

　

こ
の
ほ
か
留
意
に
値
す
る
の
が
、
著
者
の
梁
啓
超
に
対
す
る
評
価

で
あ
る
。
好
き
か
嫌
い
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
著
者
は
お
そ
ら
く
か
な

り
梁
啓
超
が
好
き
な
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
の
叙
述
の

端
々
か
ら
に
じ
み
出
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
の

が
、
一
九
一
一
年
の
武
昌
蜂
起
に
直
面
し
た
梁
啓
超
に
対
す
る
評
価
で
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あ
る
。
こ
の
と
き
梁
啓
超
は
、
そ
れ
ま
で
掲
げ
て
き
た
立
憲
君
主
制
に

固
執
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
新
し
い
立
場
を
示
し
た
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
著
者
は
、「
時
流
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
応

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
は
流
石
で
あ
る
」（
本
書
、
一
九
三
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
梁
啓
超
に
対
し
て
、
相
当
に
好
意
的
な
評
価
を
著
者
が
下
し
て

い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
論
争
的

な
評
価
で
も
あ
ろ
う
。
梁
啓
超
は
そ
の
存
命
中
も
そ
の
死
後
も
、
時
流

に
応
じ
て
自
ら
の
主
張
や
思
想
を
変
化
さ
せ
る
人
物
で
あ
る
と
見
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
無
節
操
・
無
定
見
で
あ
る
と
し
て
し
ば
し
ば
批

判
の
的
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
の
好
意
的
評
価
を
説
得
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
同
時
代

そ
し
て
後
世
に
梁
啓
超
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
様
々
な
批
判
を
丁
寧
に

読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
本
書
で
は

ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
中
華
民
国
時
期
の
梁
啓
超
に
つ
い
て
も

検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
梁
啓
超
は
過
去
の
自
分
の
営
為
を
振
り
返
り
論
じ
る
文
章
を
一
再

な
ら
ず
記
し
て
お
り
、
そ
れ
は
と
き
に
自
己
批
判
と
も
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
そ
の
代
表
的
著
述
の
一
つ
で
あ
る
『
清
代
学
術
概
論
』（
一
九
二
一

年
）
に
は
、
本
書
も
触
れ
て
い
る
）。

　

以
上
の
点
は
、
本
書
で
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
幅
広
い
視
野
か
ら
梁
啓
超
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
著
者
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
注
意
は
こ
う
し
た
問
題
に
も
当
然
向
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
著
者
の
具
体
的
知
見
が
、

い
ず
れ
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
披
露
さ
れ
る
よ
う
、
強
く
待
望
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
本
書
一
冊
で
も
十
分
に
優
れ
た
内
容
を
備
え
て
い
る
点
は

改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
、
今
後
梁
啓

超
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
本
書
を
必
ず
参
照
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
ま
た
現
在
、
梁
啓
超
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
な
い
方
で
あ
っ
て
も
、

本
書
か
ら
得
ら
れ
る
収
穫
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

（
も
り
か
わ
・
ひ
ろ
き　

京
都
大
学
）


