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東
ア
ジ
ア
の
占
領
・
開
拓

　

こ
の
特
集
趣
旨
文
を
書
い
て
い
る
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（CO

VID
-19

）
の
感
染
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
二
年

が
経
過
し
た
。
居
住
場
所
や
生
活
様
式
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
感
染
症
の
流
行
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
私

た
ち
は
頻
繁
に
移
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
移
動
が
難
し
く
な
っ
て
、
改
め
て
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

　

感
染
症
と
関
わ
っ
て
よ
く
言
及
さ
れ
た
中
国
の
都
市
名
を
聞
く
と
、
李
白
の
唐
詩
「
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之ゆ
く
を
送
る
」

を
思
い
出
す
。
こ
の
作
品
に
は
、
揚
子
江
流
域
の
美
し
い
風
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
の
夏
、
ち
ょ
う
ど
当
地
で
開
催
さ
れ

る
学
会
に
参
加
予
定
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
風
景
を
直
接
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
悲
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
当
地
で
大
変
な
生
活

を
強
い
ら
れ
て
い
る
人
々
の
こ
と
が
心
配
に
な
っ
た
。

　

現
在
、
社
会
を
取
り
巻
く
苦
境
に
思
い
を
は
せ
、
そ
の
状
況
の
改
善
を
願
う
人
々
は
非
常
に
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

一
方
で
不
安
に
な
る
の
は
、
感
染
症
が
流
行
し
て
以
降
、
思
い
や
り
と
は
正
反
対
の
思
考
が
拡
大
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。

差
別
が
蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
二
〇
年
五
月
の
新
聞
記
事
で
は
次
の
よ
う
な
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
で
、
非
常
に
深
刻
な
差
別
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。
普
段
か
ら
地
方
議
員
を
含
め
た
政
治
家
ら
公
人
の

差
別
発
言
を
集
め
て
記
録
し
て
い
ま
す
が
、
一
月
以
降
は
コ
ロ
ナ
関
係
が
７
〜
８
割
を
占
め
ま
す
。（
中
略
）
ウ
イ
ル
ス
を
国
籍
や

人
種
、
民
族
と
結
び
つ
け
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
目
立
ち
ま
す
※

。

　

こ
の
記
事
は
、
特
に
感
染
症
が
最
初
に
確
認
さ
れ
た
都
市
と
、
そ
の
都
市
を
含
む
国
家
に
住
む
人
々
へ
の
差
別
が
あ
る
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。
先
ほ
ど
、
抒
情
的
な
唐
詩
の
舞
台
と
し
て
そ
の
都
市
に
言
及
し
た
が
、
加
え
て
当
地
は
、
日
中
戦
争
で
日
本
が
侵
攻
し
た
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場
所
で
も
あ
る
。
当
時
、
日
本
人
が
そ
の
国
家
の
人
々
に
対
し
て
差
別
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
し
ま
っ
た
が
、
今
日
に
お
け
る
差
別
は
、

そ
う
し
た
憤
る
べ
き
歴
史
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
日
本
人
が
ア
ジ
ア
の
人
々
に
対
し
て
用
い
る
言
葉
に
ど

れ
ほ
ど
の
重
み
が
生
じ
て
し
ま
う
の
か
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

さ
ら
に
恐
ろ
し
い
の
が
、
こ
の
差
別
は
言
葉
の
暴
力
に
留
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
記
事
で
は
続
け
て
、
外
国
籍
の
児

童
が
多
く
通
う
教
育
機
関
だ
け
が
マ
ス
ク
配
布
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
り
、
保
護
者
の
休
業
補
償
が
特
定
の
業
種
の
み
対
象
に
な
ら
な

か
っ
た
り
し
た
事
例
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
最
終
的
に
は
改
善
さ
れ
た
が
、
危
う
く
施
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
差
別
は
言
葉
の
暴
力
に
留
ま
ら
ず
、
生
か
す
人
々
を
選
別
す
る
と
い
う
直
接
的
な
政
治
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

想
起
さ
れ
る
の
が
、
生
政
治
と
い
う
術
語
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
術
語
だ
が
、
こ
う
し
た
記
事
を
読
む
と
、
改
め
て
こ
の
理
論
が
射

程
と
し
て
い
る
時
期
に
我
々
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
感
染
症
が
流
行
し
て
い
る
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、「
日
本

人
」
と
い
う
仮
構
さ
れ
た
属
性
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
外
部
で
あ
る
「
他
国
人
」
に
相
当
す
る
人
々
を
排
除
す
る
よ
う
な
力
学
が
作
用

し
て
い
る
の
だ
。

　

本
特
集
は
、
こ
う
し
た
今
日
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
各
論
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
戦
時
期
の
南
方
（
東
南
ア
ジ
ア
）
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
楠
井
論
と
佐
藤
論
の
二
編
を
掲
載
し
た
。
楠
井
清
文
「
森
三
千
代

の
南
方
体
験
と
移
動
す
る
女
性
表
象
」
は
、
森
三
千
代
の
南
方
小
説
に
多
く
表
れ
た
移
動
す
る
女
性
像
を
考
察
し
て
い
る
。
最
初
の
南

方
体
験
に
あ
た
る
マ
レ
ー
・
蘭
印
を
舞
台
と
し
た
小
説
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
の
家
制
度
に
馴
染
め
な
い
女
性
た
ち
が
居
場
所
を
求
め

て
南
方
へ
移
動
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
二
度
目
の
南
方
体
験
に
あ
た
る
仏
印
を
舞
台
と
し
た
小
説
に
つ
い
て
は
、

抑
圧
さ
れ
た
女
性
た
ち
へ
の
共
感
を
示
し
な
が
ら
仏
印
の
文
化
構
造
を
複
層
的
に
捉
え
る
視
点
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
貴

之
「
占
領
と
ユ
ー
モ
ア
小
説

―
北
町
一
郎
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
現
地
小
説
を
中
心
に

―
」
は
、
戦
時
中
に
若
手
の
ユ
ー
モ
ア
作
家
と

し
て
注
目
さ
れ
た
北
町
一
郎
が
南
方
徴
用
時
に
執
筆
し
た
小
説
「
星
座
と
花
」
を
考
察
し
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な

日
常
を
描
い
た
同
作
品
に
つ
い
て
、
政
治
的
要
請
と
の
親
和
性
を
後
景
化
し
な
が
ら
「
現
地
小
説
」
と
し
て
流
通
し
た
過
程
を
指
摘
し
、
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さ
ら
に
、
題
名
中
の
「
花
」
が
持
つ
人
種
や
民
族
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
比
喩
と
し
て
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

次
に
、
戦
後
の
中
国
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
藤
原
崇
雅
「「
ド
モ
又
」
の
共
済

―
戦
後
上
海
に
お
け
る
日
本
人
居
留
民
の
演
劇

活
動

―
」
を
掲
載
し
た
。
同
論
で
は
、
蒋
介
石
派
国
民
党
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
戦
後
上
海
で
日
本
人
居
留
民
が
行
っ
た
演
劇
活
動

に
つ
い
て
考
察
し
、
大
正
期
の
保
守
的
な
画
壇
に
反
抗
す
る
画
家
た
ち
を
描
い
た
有
島
武
郎
の
戯
曲
「
ド
モ
又
の
死
」
が
、
居
留
民
た

ち
に
よ
っ
て
戦
時
下
の
日
本
社
会
に
お
け
る
圧
迫
や
戦
後
上
海
に
お
け
る
集
中
区
で
の
困
窮
に
読
み
替
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

演
劇
活
動
が
、
居
留
民
を
合
理
的
に
管
理
・
統
治
す
る
た
め
の
一
翼
を
担
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
樺
太
出
身
の
在
日
朝
鮮
人
二
世
で
あ
る
李
恢
成
の
小
説
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
奥
村
論
と
原
論
の
二
編
を
掲
載
し
た
。

奥
村
華
子
「「
母
」
た
ち
を
め
ぐ
る
声

―
李
恢
成
『
砧
を
う
つ
女
』、『
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
』
に
み
る
樺
太
の
記
憶
」
は
、
李
恢
成

の
来
歴
に
沿
っ
て
綴
ら
れ
た
と
い
う
副
題
に
掲
げ
た
二
つ
の
小
説
を
考
察
し
て
い
る
。
戦
後
の
現
在
の
視
点
か
ら
一
九
四
四
年
の
母
の

死
を
回
想
す
る
『
砧
を
う
つ
女
』
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
が
「
聞
き
手
」
と
し
て
母
に
関
す
る
祖
母
や
父
の
語
り
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
過

程
に
お
い
て
母
自
身
の
声
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
こ
に
先
行
研
究
で
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
母
を
〈
民
族
の
娘
〉
と

い
う
一
つ
の
形
象
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
力
学
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
捉
え
、
一
九
六
九
年
前
後
の
義
母
と
の
別
れ
を
物
語
る
『
ま

た
ふ
た
た
び
の
道
』
に
つ
い
て
は
、
宛
先
を
持
た
な
い
義
母
の
「
独
白
」
が
直
接
の
「
聞
き
手
」
で
あ
る
息
子
の
哲チ
ョ
ル
オ午
を
介
し
て
他
者

へ
間
接
的
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
一
家
に
起
き
た
悲
劇
が
家
族
の
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
植
民
地
期
の
朝
鮮
人
女
性
の
生
を

め
ぐ
る
言
説
に
拡
張
す
る
可
能
性
を
看
取
し
て
い
る
。
原
佑
介
「
植
民
者
二
世
と
被
植
民
者
二
世
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
再
会

―

李
恢
成
「
証
人
の
い
な
い
光
景
」
を
手
が
か
り
に
」
は
、
戦
時
期
に
植
民
地
樺
太
で
生
ま
れ
育
っ
た
朝
鮮
と
日
本
の
旧
「
皇
国
少
年
」

が
数
十
年
ぶ
り
に
再
会
す
る
物
語
を
考
察
し
て
い
る
。
日
本
人
の
矢
田
修
は
、
終
戦
翌
月
に
見
た
日
本
兵
の
腐
乱
死
体
に
神
国
幻
想
の

崩
壊
を
感
じ
た
ト
ラ
ウ
マ
を
告
げ
る
一
方
で
、
同
じ
光
景
を
見
た
は
ず
の
朝
鮮
人
の
金
文
浩
は
そ
の
記
憶
が
一
切
な
い
。
代
わ
り
に
、

金
文
浩
あ
る
い
は
李
恢
成
自
身
や
彼
の
他
作
品
で
は
、
朝
鮮
人
の
「
同
化
少
年
」
で
あ
っ
た
彼
ら
が
終
戦
後
も
皇
民
化
教
育
の
幻
影
に

さ
い
な
ま
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、こ
う
し
た
ト
ラ
ウ
マ
の
差
異
が
も
た
ら
す
植
民
者
と
被
植
民
者
の
「
出
会
い
損
な
い
」
に
よ
っ
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て
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
が
戦
後
日
本
に
も
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

近
代
は
日
本
人
が
海
外
に
移
動
を
開
始
し
、
植
民
地
等
の
支
配
を
継
続
し
た
時
間
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
間
に
お
い
て
、
日
本
人
は

ア
ジ
ア
の
土
地
や
そ
こ
に
住
む
人
々
を
ど
の
よ
う
に
想
像
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
当
地
の
人
々
は
自
ら
の
声
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し

よ
う
と
し
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
占
領
と
開
拓
の
検
討
は
、
現
在
、
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
と
日
本
に
住
む
人
々

と
の
関
係
を
再
考
す
る
一
助
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

※
「
深
刻
な
差
別
が
頻
発
、
政
策
で
も　

Ｎ
Ｇ
Ｏ
団
体
代
表
・
梁
英
聖
さ
ん
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
五
月
三
一
日
朝
刊
）

（
藤
原
崇
雅
・
和
田　

崇
）
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