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王
正
廷
の
外
交
に
つ
い
て

―
― 

日
中
関
係
の
推
移 

―
―

阿

部

晋

也

は
じ
め
に

王
正
廷
は
、
中
華
民
国
初
期
の
外
交
を
行
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
外
交
は
革
命
外
交
と
呼
ば
れ
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
、
或

い
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
秩
序
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
く
か
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
革
命
外
交
」
の
評

価
は
未
だ
に
一
定
し
て
お
ら
ず
、
王
正
廷
へ
の
評
価
も
意
見
が
分
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
中
で
王
正
廷
の
外
交
を
ど
の
よ
う
に
評
価

し
て
い
く
か
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
日
中
関
係
な
い
し
、
国
際
関
係
を
知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
。

王
正
廷
の
外
交
は
、
そ
の
同
時
代
に
外
交
を
行
っ
た
陳
友
仁
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
外
交
は
陳
友
仁
に
比
べ
温
和
型

で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
確
か
に
陳
友
仁
の
革
命
外
交
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
外
交
は
温
和
型
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
理
由

で
温
和
型
で
あ
っ
た
と
か
、
そ
の
外
交
方
針
に
踏
み
込
ん
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
王
正
廷
の
外
交
が
陳
友
仁

の
外
交
と
比
べ
温
和
型
と
呼
ば
れ
る
の
か
そ
の
理
由
を
迫
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
一
つ
目
の
理
由
を
あ
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
国
際
協
調
路
線
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
王
正
廷
は
こ
の
当
時
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ

ス
・
日
本
を
こ
の
よ
う
に
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
英
国
に
対
し
て
、「
凶
悪
で
残
酷
、
帝
国
主
義
を
最
も
真
面
目
に
遂
行
し
た
頭
領
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
や
日
本
を
上
手
く
利
用
し
て
反
ソ
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
日
英
同
盟
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
日
本

を
制
し
て
自
身
の
権
益
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
日
本
は
「
中
国
を
支
配
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
り
、
そ
れ
は
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国
際
的
孤
立
を
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
外
交
形
勢
は
武
人
が
中
国
侵
略
を
訴
え
て
お
り
、
和
平
派
は
、
中
日
悪
の
感
情
を
排
除

し
よ
う
と
し
て
い
る
。」
そ
し
て
、
王
正
延
は
「
そ
の
和
平
派
の
感
情
を
利
用
し
、
中
日
親
善
を
抱
く
よ
う
に
極
悪
非
道
の
攻
勢
を
抑
え

よ
う
と
い
う
試
み
が
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
、「
門
戸
開
放
宣
言
が
領
土
分
割
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
一
要
因

で
あ
り
、ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
好
意
を
抱
い
て
い
る
。そ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
を
以
っ
て
日
本
を
制
し
て
あ
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
王
正
廷
は
、
こ
の
当
時
の
中
国
を
取
り
巻
く
国
際
的
感
覚
を
冷
静
に
み
つ
め
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

文
言
か
ら
王
正
廷
は
ア
メ
リ
カ
に
好
意
的
で
あ
り
、
日
本
に
は
反
日
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
王
正
廷
は
一
時
的
に
ア
メ
リ
カ

を
利
用
し
た
だ
け
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
後
に
日
本
を
「
私
が
日
本
の
外
交
に
触
れ
た
と
き
、
優
れ
た
教
育
と
気
品
の
あ
る
礼
儀
作
法
に

感
嘆
し
た
も
の
だ
。
ま
た
、
日
本
人
も
賞
賛
に
値
す
る
。
彼
ら
は
、
勤
勉
で
慎
ま
し
や
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ペ
リ
ー
提
督
が
日
本
を

開
国
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
き
、（
日
本
の
）
自
発
性
が
欠
け
て
い
る
と
分
か
っ
た
と
き
他
の
国
か
ら
そ
の
能
力
を
学
び
、
改
善
し
よ
う

と
大
い
に
犠
牲
を
払
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
…
…
。」
と
評
し
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
欧
米
だ
け
を
み
て
い
る
外
交
官
で
は
な
か
っ
た
。

王
正
廷
は
、
国
際
的
に
う
ま
く
立
ち
ま
わ
り
な
が
ら
、
関
税
自
主
権
の
回
復
や
治
外
法
権
の
撤
廃
の
活
動
に
奔
走
し
た
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
王
正
廷
の
外
交
的
特
徴
は
、
日
本
へ
の
期
待
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
二
三
年
十
二
月
二
十
五
日
～

二
十
七
日
に
来
日
し
た
と
き
に
述
べ
た
「
王
道
と
覇
道
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
王
正
廷
は
ど
の
よ
う
に
い
っ
て

い
た
か
と
い
う
と
「
…
…
支
那
と
日
本
の
関
係
は
い
う
ま
で
も
な
く
同
文
同
種
に
し
て
日
支
親
善
と
い
う
言
葉
は
耳
に
た
こ
が
で
き
る
く

ら
い
聞
い
て
飽
き
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
口
の
み
で
親
善
を
唱
え
て
も
そ
れ
が
実
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、

意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
で
は
、
な
ぜ
両
国
に
於
て
お
も
し
ろ
ざ
る
関
係
が
存
在
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
察
す
る
に
お
互
い

に
仲
良
く
な
り
え
な
い
の
は
、両
国
に
そ
れ
を
妨
げ
る
障
害
物
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、そ
れ
は
今
回
の
大
震
災
（
関

東
大
震
災
）
に
於
け
る
支
那
人
惨
殺
事
件
も
そ
の
障
害
物
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
…
…
そ
し
て
、
今
日
大
局
か
ら
み
て
東
洋
に
於
い

て
国
家
と
し
て
存
立
す
る
の
は
、
日
本
と
支
那
の
み
で
あ
る
。
も
し
、
日
本
と
支
那
の
関
係
が
悪
化
し
常
に
衝
突
を
起
こ
し
、
意
思
の
疎

開
が
続
く
と
き
に
は
、
そ
の
文
化
を
以
っ
て
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。
今
や
欧
州
大
戦
の
結
果
侵
略
主
義
が
人
類
の
平
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和
を
確
保
せ
ざ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
東
洋
は
全
然
そ
れ
を
異
に
で
き
る
だ
け
の
平
和
を
保
持
し
、
人
類
の
幸
福
を
増

進
せ
ん
と
努
め
た
。
こ
れ
を
よ
う
す
る
に
東
洋
の
王
道
と
い
い
西
洋
の
覇
道
と
い
う
。
で
あ
る
か
ら
、
日
本
は
で
き
る
限
り
支
那
と
協
力

し
東
洋
の
王
道
を
発
展
さ
せ
る
と
供
に
西
洋
文
化
を
向
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
に
親
近
感
を

抱
い
て
（
少
な
く
と
も
反
日
だ
っ
た
と
は
い
え
な
い
）
決
し
て
王
正
廷
の
こ
と
を
親
米
派
だ
っ
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
実
際
の
外
交
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
済
南
事
件
を
例
に
見
て
い
き
た
い
。
済
南
事
件
で
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
、
中
国

革
命
軍
は
北
伐
を
優
先
し
、
日
本
と
の
交
戦
の
意
思
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、『
王
正
廷
回
顧
録
』
を
詳
し
く
み
て

い
く
と
日
本
と
の
交
戦
の
意
思
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
事
実
を
整
理
す
る
た
め
に
済
南
事
件
の
あ
ら
ま
し
を

加
え
て
説
明
し
て
い
き
た
い
。
済
南
事
件
は
、
日
本
の
第
二
次
山
東
出
兵
中
に
起
き
る
が
、
原
因
は
日
本
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
蒋
介
石
は
、
総
理
を
辞
し
た
（
一
九
二
六
年
）
後
日
本
に
来
て
田
中
総
理
大
臣
と
の
会
談
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
…
…
革
命
の
完
成
を
一
刻
も
早
く
実
行
せ
ん
と
す
る
は
、
自
分
お
よ
び
同
士
の
考
え
な
り
。
支
那
に
お
い
て
排
日
が
行
わ

れ
る
の
に
は
、
日
本
が
張
作
霖
を
助
け
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は
日
本
の
態
度
を
理
解
し
て
る
け
れ
ど
も
、
軍
閥
を
嫌

忌
す
る
支
那
の
国
民
は
、
軍
閥
の
中
に
日
本
が
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
い
る
も
の
な
り
。
故
に
吾
同
志
を
助
け
、
革
命
を
早
く
完
成
せ
し

め
国
民
の
誤
解
を
と
く
な
り
。
も
し
、
こ
の
よ
う
に
革
命
が
な
っ
た
な
ら
ば
、
満
蒙
問
題
も
容
易
に
解
決
し
、
排
日
も
後
を
絶
つ
べ
し
。

…
…
」
と
予
め
日
本
に
警
告
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
第
二
次
山
東
出
兵
の
際
に
は
、
第
一
次
山
東
出
兵
に
比
べ
強
硬
な
態
度

を
と
っ
た
。
四
月
十
八
日
に
蒋
介
石
軍
と
馮
玉
祥
軍
が
孫
伝
芳
軍
の
背
後
を
つ
き
、
済
寧
を
掌
握
す
る
と
泰
安
に
向
か
っ
て
退
却
し
、
戦

場
が
済
南
及
び
膠
済
鉄
道
沿
線
に
移
る
展
開
が
で
て
き
た
。
こ
う
し
た
戦
況
予
測
に
基
づ
き
、
十
九
日
閣
議
に
お
い
て
内
地
よ
り
歩
兵

五
千
人
を
膠
済
鉄
道
沿
線
に
派
遣
す
る
こ
と
を
急
遽
決
定
し
、
二
十
日
青
島
に
い
る
日
本
軍
を
上
陸
さ
せ
、
二
十
五
日
に
は
内
地
か
ら
の

日
本
軍
が
済
南
に
上
陸
し
た
。
こ
の
よ
う
に
第
二
次
山
東
出
兵
は
、
い
っ
た
ん
青
島
に
駐
屯
さ
せ
、
現
地
の
状
況
判
断
を
ま
っ
て
か
ら
済

南
に
上
陸
さ
せ
る
よ
う
な
ゆ
る
や
か
な
戦
略
で
は
く
、
居
留
民
保
護
を
目
的
と
す
る
よ
り
は
日
本
軍
と
し
て
の
メ
ン
ツ
を
守
る
た
め
に
出

兵
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
鈴
木
壮
六
参
謀
部
長
が
福
田
彦
助
第
六
師
団
長
に
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
み
て
取
れ
る
。「
国
家
及
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び
国
軍
の
威
信
を
保
持
す
る
た
め
若
し
く
は
任
務
遂
行
上
の
必
要
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
武
力
を
使
用
す
る
こ
と
も
得
。」
こ
の
こ
と

か
ら
、
済
南
事
件
の
原
因
は
日
本
に
依
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
と
い
え
る
。
で
は
、
王
正
廷
は
こ
の
知
ら
せ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
と
き
、
徐
州
に
い
た
。
そ
し
て
、
済
南
城
を
撤
退
し
た
蒋
介
石
と
会
い
、
五
月
五
日
馮

玉
祥
等
と
話
し
合
い
今
後
の
方
針
を
決
め
た
。
今
後
の
方
針
で
話
し
合
わ
れ
た
こ
と
は
三
つ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
日
本
の
行

動
を
無
視
し
済
南
へ
の
北
伐
を
続
け
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
北
伐
を
や
め
て
黄
河
流
域
の
南
で
力
を
溜
め
、
北
京
政
府
と
の
停
戦
の
道
を

み
つ
け
る
こ
と
。
三
つ
目
は
山
東
省
よ
り
西
に
軍
隊
を
進
め
さ
せ
、
北
伐
を
続
け
北
京
を
陥
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
三
つ
目
の

方
針
を
選
ん
だ
革
命
軍
で
あ
っ
た
が
こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
蒋
介
石
の
北
伐
優
先
作
が
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
あ
り
え
る
の
で
あ
ら
ば
、
済
南
事
件
の
際
に
日
本
と
中
国
の
戦
争
は
始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
今
で
は
、
済
南
事
件
は
、
一
九
二
九
年
の
解
決
交
渉
を
も
っ
て
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
革
命
軍
の
軍

備
さ
え
整
っ
て
い
れ
ば
済
南
事
件
か
ら
の
戦
争
は
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
王
正
廷
は
福
田
師
団
長
に
会
い
、
革
命
政
府
の
方
針

を
告
げ
る
が
、
拒
絶
さ
れ
済
南
事
件
は
泥
沼
化
し
て
い
く
。
五
月
七
日
、
福
田
師
団
長
は
、
一
二
時
間
以
内
に
返
答
を
要
求
す
る
最
後
通

牒
を
蒋
介
石
に
突
き
付
け
た
。
そ
れ
に
対
し
蒋
介
石
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
日
本
派
遣
軍
司
令
部
に
使
者
を
送
り
、
福
田
の
要
求
を
大
体

承
認
し
た
が
、
福
田
は
蒋
の
回
答
に
満
足
で
き
ず
、
八
日
に
済
南
城
の
攻
撃
に
踏
切
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
福
田
の
強
硬
な
態
度
を
知
っ

た
蒋
介
石
は
、
福
田
と
の
交
渉
で
問
題
解
決
に
あ
た
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
、｢

政
府
は
直
ち
に
日
本
政
府
に
厳
重
な
抗
議
を

提
出
し
、
日
本
軍
に
よ
る
済
南
攻
撃
を
世
界
に
宣
布
す
る
よ
う｣
要
請
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
国
民
政
府
は
国
際
的
な
倫
理
観

や
司
法
に
訴
え
日
本
と
の
諸
問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
済
南
事
件
自
体
は
、
一
九
二
九
年
三
月
二
十
八
日
、
王
正
廷
と
芳
澤

謙
吉
の
間
の
解
決
交
渉
で
終
わ
り
を
告
げ
る
が
、
中
華
民
国
が
日
本
に
対
し
て
遺
恨
の
念
を
抱
い
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
王

正
廷
は
そ
の
中
で
あ
っ
て
も
順
序
あ
る
外
交
を
貫
い
た
。
一
九
二
八
年
七
月
七
日
に
は
、
不
平
等
条
約
撤
廃
宣
言
を
だ
し
、
十
二
月
二
十

日
に
中
英
関
税
条
約
、
一
九
二
九
年
一
月
一
日
に
は
中
米
関
税
条
約
と
諸
外
国
と
の
条
約
を
結
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
、
民
衆
は
そ
の
成

果
と
裏
腹
に
対
日
妥
協
し
て
い
く
王
正
廷
の
姿
に
反
発
を
抱
き
、
一
九
三
一
年
満
州
事
変
勃
発
の
責
任
を
と
ら
さ
れ
辞
職
さ
せ
ら
れ
た
。
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あ
る
意
味
不
幸
な
外
交
官
だ
っ
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

日
に
よ
っ
て
、
外
国
へ
の
対
応
が
変
わ
る
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
に
お
い
て
、
王
正
廷
の
外
交
は
正
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
、

正
当
で
あ
り
す
ぎ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
王
正
廷
は
外
交
に
つ
い
て
「
外
交
を
決
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
づ
内
治
を
求
め
よ
。
法
律
の
修
明

せ
ざ
る
、
交
通
の
便
利
な
ら
ざ
る
、
産
業
の
発
達
せ
ざ
る
、
教
育
の
普
及
せ
ざ
る
、
信
用
の
堅
固
な
ら
ざ
る
、
忠
実
勇
武
の
国
民
な
く
、

公
明
善
良
の
政
府
な
く
、
而
し
て
外
交
の
政
策
を
定
め
対
外
の
方
針
を
決
す
る
が
ご
と
く
、
人
ま
さ
に
我
を
尊
敬
し
人
ま
さ
に
我
に
畏
服

せ
ん
す
。
…
…
そ
れ
外
交
と
は
兵
力
の
先
触
れ
に
し
て
、
兵
力
な
る
も
の
は
外
交
の
後
ろ
盾
な
り
。」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
民

の
成
熟
な
く
し
て
外
交
あ
る
い
は
、
戦
争
に
は
勝
て
な
い
と
い
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
王
正
廷
の
外
交
は
国
民
に
理
解
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
他
の
外
交
官
や
蒋
介
石
に
は
認
め
ら
れ
、
今
で
は
不
平
等
条
約
改
正
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
う
い
う
点
で
み
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
の
外
交
が
失
敗
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
衆
と

の
政
府
の
外
交
が
か
け
離
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
外
交
を
研
究
す
る
余
地
は
ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

黄
郛
や
伍
朝
枢
の
外
交
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
。
今
後
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
と
国
際
関
係
（
特
に
日
本
）
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
に
は
、
そ
の
外
交
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
と
民
衆
と
の
関
わ
り
を
調
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
今
回
の
報
告
を

通
じ
て
感
じ
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
を
追
及
し
て
い
く
過
程
で
今
後
の
中
国
と
日
本
の
在
り
か
た
と
い
う
も
の
が
み
え
て
く
る
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。




