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地
中
海
か
ら
太
平
洋
ま
で
、
こ
の
広
く
ア
ジ
ア
と
呼
ば
れ
る
地
帯
に
は
幾
十
か
の
国
が
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、

古
い
植
民
地
体
制
か
ら
脱
し
て
新
興
の
独
立
国
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
の
人
口
の
半
ば
以
上
の
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の

新
興
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
、
建
国
創
業
の
仕
事
に
力
を
つ
く
し
て
い
る
。

　
そ
の
業
は
果
た
し
て
障
害
な
く
着
々
と
進
ん
で
お
る
か
。
だ
れ
も
が
こ
れ
に
対
し
て
頭
を
か
し
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
だ
れ
も
が
ア

ジ
ア
は
「
流
動
的
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
流
動
的
と
は
何
で
あ
る
か
。
ま
た
何
で
な
い
か
。
い
く
た
の
混
み
い
っ
た
事
態
の
な
か
を
、
一
本
の
金
の
線
が
生
々
発
展
的
に
縫
っ
て

い
る
の
も
流
動
的
で
あ
る
。
経
済
は
着
々
と
成
長
し
、
政
治
は
一
つ
の
体
制
の
な
か
で
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
で

あ
る
。

　
ア
ジ
ア
諸
国
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
、
事
態
は
こ
の
よ
う
に
簡
単
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
経
済
の
場
面
に
は
大
き
な
発
展
・
成
長
の

芽
生
え
は
あ
る
。
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
そ
れ
を
抑
制
す
る
も
の
が
力
づ
よ
い
。
ま
た
お
よ
そ
発
展
や
成
長
を
考
え
る
場
合
、
在
来
流

行
の
理
解
に
よ
る
パ
タ
ー
ン
を
以
っ
て
す
る
の
が
果
た
し
て
正
し
い
か
、
と
の
疑
問
も
で
て
く
る
。
さ
ら
に
政
治
体
制
に
つ
い
て
は
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
、
複
合
民
族
国
家
に
お
け
る
特
殊
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
伴
う
民
族
や
種
族
間
の
闘
争
が
あ
っ
て
、
政
治
的
安
定
は

な
か
な
か
期
す
べ
く
も
な
い
。
独
立
国
家
の
幼
年
期
に
伴
う
政
治
的
、
行
政
的
未
熟
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
べ
き
大
き
な
原
因
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
次
第
で
、
ア
ジ
ア
が
流
動
的
で
あ
る
と
は
、
一
つ
の
混
沌
を
意
味
す
る
も
の
と
い
い
え
よ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
上
に
立
っ
て

い
か
な
る
経
済
・
社
会
・
政
治
の
体
制
が
整
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。―

―

こ
の
意
味
で
二
〇
世
紀
後
半
の
ア
ジ
ア
は
世
界
に
お
け
る

「
問
題
」、
い
な
最
も
お
お
き
な
「
問
題
」
で
あ
る
。

　
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
問
題
」
の
理
解
に
向
か
っ
て
、
ひ
た
す
ら
前
進
を
つ
づ
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
期
す
る
と

こ
ろ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
現
実
に
即
し
た
精
確
な
知
識
を
供
し
よ
う
、
そ
し
て
こ
の
大
き
な
「
問
題
」
に
つ
い
て
静
か
な
サ
ー

ビ
ス
を
い
た
そ
う
と
す
る
に
尽
き
る
。
設
立
以
来
す
で
に
七
ヵ
年
あ
ま
り
、
専
ら
そ
う
い
う
道
を
歩
ん
で
き
た
し
、
今
後
も
そ
れ
に
変
わ

り
は
な
い
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
多
く
の
研
究
や
調
査
の
報
告
書
、
現
地
調
査
を
土
台
と
し
て
、
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
解
説
書
・
教
養
書

た
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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