
は
し
が
き

　

二
〇
一
三
年
、「
一
帯
一
路
」
構
想
が
習
近
平
に
よ
り
打
ち
出
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
っ
た
。
こ
の
間
、
中
国
経
済
は
様
々
な

不
確
実
性
を
抱
え
な
が
ら
成
長
を
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
国
社
会
は
様
々
な
難
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
確
実
に
以
前
よ
り
豊
か
に

な
っ
た
。
政
権
発
足
当
初
は
弱
い
指
導
者
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
習
近
平
は
、
権
力
と
権
威
を
自
ら
に
集
中
さ
せ
、
一
強
体
制
の
長
期
政
権

を
実
現
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
習
近
平
政
権
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
、
不
動
産
「
バ
ブ
ル
」
崩
壊
（
二
〇
一
九
年
頃
か
ら
始

ま
っ
た
と
さ
れ
る
）
に
端
を
発
す
る
経
済
不
況
に
よ
り
、
い
よ
い
よ
「
中
国
の
台
頭
」
の
終
焉
が
始
ま
っ
た
と
も
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、

中
国
の
国
際
的
役
割
が
す
ぐ
に
大
き
く
低
下
す
る
と
考
え
る
の
は
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。

　

改
革
開
放
以
降
の
中
国
は
、
経
済
発
展
と
い
う
実
利
を
重
ん
じ
、「
韜と

う

光こ
う

養よ
う

晦か
い

」
の
方
針
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
側

諸
国
が
主
導
す
る
国
際
秩
序
に
適
応
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
一
帯
一
路
」
の
提
唱
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
ら
、
中
国
国
内
で
は
「
韜
光
養

晦
」
へ
の
見
直
し
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
後
の
中
国
は
決
し
て
西
側
諸
国
主
導
の
世
界
秩
序
と
決
別
し
よ
う
と
は

し
て
い
な
い
が
、「
中
国
の
夢
」
や
「
中
華
民
族
の
偉
大
な
る
復
興
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
な
が
ら
、
着
実
に
自
己
主
張
を
強

め
て
き
た
。
強
い
指
導
者
で
あ
る
習
近
平
肝
煎
り
の
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
、
二
〇
一
七
年
に
中
国
共
産
党
規
約
に
も
挿
入
さ
れ
、
後
戻

り
が
で
き
な
い
、
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

　

習
近
平
政
権
と
中
国
社
会
の
自
信
が
増
大
す
る
な
か
、「
一
帯
一
路
」
構
想
の
規
模
や
活
動
内
容
も
拡
大
し
、
世
界
の
注
目
を
集
め
て

き
た
。
中
国
が
主
導
す
る
世
界
秩
序
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
中
国
主
導
の
世
界
秩
序
は
西
側
諸
国
主
導
の
国
際
秩
序
は
ど
の
よ
う

に
異
な
る
の
か
、
中
国
は
い
ず
れ
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
と
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
中
国
の
試
み
は
い
つ

失
敗
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
い
に
対
し
て
、
多
く
の
人
々
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
の
中
に
そ
の
答
え
を
探
し
求
め
て
い
る
。
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し
か
し
、
万
華
鏡
の
よ
う
な
「
一
帯
一
路
」
構
想
は
は
た
し
て
満
足
で
き
る
答
え
を
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
万
華
鏡
の

よ
う
に
、
覗
き
込
む
人
が
最
も
見
た
い
景
色
が
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浅
野
が
序
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、「
一

帯
一
路
」
に
は
虚
実
が
入
り
混
じ
っ
て
お
り
、
部
分
的
な
真
実
を
積
み
重
ね
て
も
、
虚
偽
や
錯
誤
の
鏡
で
で
き
た
迷
路
に
入
り
込
む
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。

　

本
書
各
章
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、「
一
帯
一
路
」
構
想
を
構
成
す
る
各
分
野
の
政
策
や
活
動
は
、「
一
帯
一
路
」
と
い
う
名
称
が
打

ち
出
さ
れ
る
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
。
習
近
平
政
権
は
「
一
帯
一
路
」
と
い
う
当
初
曖
昧
だ
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
し
た
後
、

強
大
化
す
る
中
国
の
政
治
力
、
経
済
力
、
軍
事
力
、
技
術
力
や
文
化
的
な
影
響
力
を
動
員
し
、
曖
昧
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
壮
大
で
野
心
的
な

構
想
に
ま
と
め
上
げ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
中
国
政
府
の
宣
伝
と
、
国
内
外
の
有
識
者
、
実
務
家
に
よ
る
多
種
多
様
な
解
釈
が
加

え
ら
れ
、
虚
実
入
り
混
じ
る
万
華
鏡
が
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
政
府
の
宣
伝
や
個
別
具
体
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
見
れ
ば
、「
一
帯
一
路
」
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
い
う
世
界
島
の
東
西
を
繫
げ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
の
海
と
さ
ら
に
外
縁
に
当
た
る
大
陸
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
繫
が
り
は
鉄
道
の

よ
う
な
伝
統
的
な
イ
ン
フ
ラ
設
備
だ
け
で
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
空
間
や
人
々
の
交
流
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
が
「
一
帯
一

路
」
と
い
う
「
戦
略
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
地
政
学
者
が
言
う
よ
う
に
世
界
島
を
支
配
し
、
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る

か
と
い
う
と
、
本
書
の
分
析
か
ら
分
か
る
よ
う
に
そ
れ
は
現
実
味
に
乏
し
い
。
ア
メ
リ
カ
と
日
本
は
既
に
「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太

平
洋
」
構
想
を
軸
に
長
期
戦
の
構
え
で
対
中
政
策
を
調
整
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
」
構
想
を

打
ち
出
す
こ
と
で
対
中
デ
リ
ス
キ
ン
グ
（
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
）
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
代
表
す
る
よ
う
に
、

多
く
の
中
小
国
は
「
一
帯
一
路
」
構
想
に
参
画
し
つ
つ
、
西
側
諸
国
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
で
対
中
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
国
力
も
無
限
で
は
な
い
。
中
国
が
抱
え
る
国
内
政
治
、
経
済
、
社
会
の
諸
問
題
は
、
い
ず
れ
「
一
帯

一
路
」
構
想
だ
け
で
な
く
中
国
の
台
頭
そ
の
も
の
を
減
速
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

で
は
、「
一
帯
一
路
」
構
想
は
い
つ
の
日
か
江
沢
民
時
代
の
「
西
部
大
開
発
」、
胡
錦
濤
時
代
の
「
和
諧
社
会
」
と
同
じ
よ
う
に
国
際
政

治
学
の
テ
キ
ス
ト
の
一
行
と
な
り
、
静
か
に
人
々
の
記
憶
の
彼
方
へ
と
消
え
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
将
来
に
樹
立
さ
れ
る
か
も
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し
れ
な
い
、
中
国
主
導
の
新
た
な
国
際
秩
序
を
象
徴
す
る
言
葉
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
秩
序
を
め
ぐ
る
競
争
を
背
景
に
、
平
和
と
安
定

を
維
持
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
な
こ
と
か
に
つ
い
て
は
、
歴
史
が
既
に
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
知
識
を
与
え
て
く
れ
た
。
未
来
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
歴
史
か
ら
学
び
、
現
在
の
複
雑
な
問
題
と
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
。
本
書
の
議
論
が
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
見
通
し
た

い
読
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
少
し
で
も
役
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　
　
二
〇
二
四
年
一
一
月

執
筆
者
を
代
表
し
て　

浅
野　

亮　
　

張　

雪
斌　
　

はしがき
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