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ア
ジ
ア
へ
の
旅
を
は
じ
め
て
丁
度
四
〇
年
た
っ
た
。

そ
の
間
、
各
国
で
自
国
の
政
治
経
済
に
つ
い
て
の
優
秀

な
研
究
者
が
育
っ
て
き
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
私
が
旅
を
は
じ
め
た
頃
に
は
想

像
す
ら
で
き
な
か
っ
た
情
報
技
術
の
革
新
に
よ
っ
て
、

外
国
で
の
出
来
事
が
ほ
ぼ
瞬
時
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
現
代
、「
日
本
で
」
外
国
を
研
究
す
る
こ

と
に
は
ど
う
い
う
意
義
な
い
し
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
は
、
研
究
生
活
か
ら
引
退
す
べ
き
年
齢

に
達
し
て
い
る
筆
者
に
と
っ
て
も
、
改
め
て
自
問
す
べ

き
難
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
号
に
エ
ッ
セ
イ
を
書

く
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ

て
、
小
生
の
経
験
に
基
づ
い
て
少
し
問
題
提
起
め
い
た

こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
末
、
タ
イ
の
ア
ン
ト
ー
ン
県
の
稲
作

農
村
で
数
週
間
農
村
調
査
を
実
施
し
た
。
労
働
雇
用
や

水
利
の
仕
組
み
の
特
徴
を
私
な
り
に
捉
え
、
そ
の
調
査

結
果
を
、D

evelo
p
in

g E
co

n
o
m

ies

に
掲
載
し
た
。

田
植
え
や
刈
取
り
で
の
季
節
的
雇
用
が
、
市
場
経
済
の

原
理
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
中
部
タ
イ
農
民
の

経
済
活
動
が
日
本
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
知
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
少
し
言
及
し
て
い

た
た
め
か
、
幾
人
か
の
タ
イ
人
の
研
究
者
か
ら
日
本
の

稲
作
経
済
の
仕
組
み
に
つ
て
質
問
さ
れ
た
こ
と
を
記
憶

し
て
い
る
。

　

そ
の
後
も
旅
を
続
け
な
が
ら
、「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」

と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
経
済
成
長
の
実
態
や
、
同

時
に
顕
在
化
し
は
じ
め
て
い
た
農
工
間
所
得
格
差
の
拡

大
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
研
究
を
行
っ
た
。
そ
し
て
ま

た
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
多
く
の
研
究
者
か
ら
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
関
連
す
る
日
本
の
経
験
や
そ
の
分
析
に
つ
い
て

聞
か
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
い
っ
た
質
問
を
念
頭
に
お

い
て
、
二
〇
年
ち
ょ
っ
と
前
当
時
所
属
し
て
い
た
東
大

東
洋
文
化
研
究
所
の
紀
要
に
英
文
で
「
日
本
近
代
経
済

成
長
研
究
の
含
意
」
と
い
う
副
題
を
つ
け
た
「
経
済
発

展
へ
の
制
度
学
派
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
書
い
た
こ
と
も

あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
数
年
間
、
政
策
研
究
大
学
院
大
学
で
、

東
ア
ジ
ア
経
済
論
と
農
業
経
済
学
と
い
う
講
義
を
担
当

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
経

済
が
抱
え
る
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
近
現
代
日
本
の

同
様
の
経
験
や
政
府
の
そ
れ
ら
へ
の
政
策
的
対
応
に
つ

い
て
講
義
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
赤
松
要
の
雁が

ん

行こ
う

形け
ん

態た
い

論
や
大
川
一
司
の
過
剰
就
業
論
な
ど
、
日
本
経
済
の
分

析
の
た
め
に
先
達
た
ち
が
苦
労
し
て
作
り
あ
げ
て
き
た

理
論
や
手
法
を
紹
介
す
る
。と
同
時
に
学
生
た
ち
に
は
、

自
国
の
特
徴
を
よ
く
知
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
使
う

か
否
か
を
決
め
、
か
つ
日
本
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
コ

ピ
ー
す
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
伝
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
若
い
研
究
者
に
は
、
学
問
の
蓄
積

ま
で
含
め
て
我
が
国
を
自
分
な
り
に
よ
く
知
る
営
為
を

続
け
な
が
ら
、
対
象
地
域
を
研
究
し
て
ほ
し
い
と
考
え

て
い
る
。
外
国
を
知
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
あ
り
方
を

改
め
て
問
い
直
す
大
切
な
契
機
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

日
本
研
究
を
も
刺
激
し
う
る
よ
う
な
研
究
で
あ
っ
て
こ

そ
、
各
国
に
育
っ
て
き
た
一
流
の
研
究
者
に
も
、
そ
の

価
値
を
認
め
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
ん

な
研
究
成
果
を
、
こ
れ
か
ら
の
若
い
研
究
者
に
強
く
期

待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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