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日
本
人
や
日
本
企
業
の
対
ア
ジ
ア
認
識
は
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
。
本
書
は
、
そ
の
変
遷
過

程
を
通
じ
て
、
日
本
人
の
対
外
認
識
の
変
化
を
跡
付
け
る
。
戦
前
・
戦
後
の
対
ア
ジ
ア
認
識
の
変
化
は
、
絶
え
ず
日
本
人
の
ア

ジ
ア
で
の
主
た
る
関
心
地
域
と
そ
の
つ
ど
の
関
心
課
題
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
戦

前
、
し
か
も
日
清
・
日
露
戦
後
期
の
そ
れ
は
、
日
本
の
国
策
た
る
朝
鮮
・
台
湾
・
満
蒙
地
域
を
中
心
と
し
た
領
域
で
の
勢
力

拡
大
と
関
連
し
た
政
治
経
済
文
化
諸
問
題
の
検
討
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
た
る
担
い
手
は
、
満
洲
（
中
国
東

北
）
に
そ
の
拠
点
を
構
え
た
満
鉄
調
査
部
が
、
そ
の
多
く
を
担
っ
て
き
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
に
そ
の
関
心
は
ロ
シ
ア
革

命
後
の
極
東
ソ
連
と
民
族
運
動
が
高
揚
し
た
中
国
関
内
に
広
が
る
。
い
わ
ば
ア
ジ
ア
地
域
が
拡
大
を
開
始
し
、
問
題
関
心
も
異

な
る
体
制
や
そ
の
体
制
を
志
向
す
る
ソ
連
や
民
族
運
動
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
日
本
国
内
で
の
労
農
運
動
の
高
揚
が
、
そ
う
し

た
関
心
を
高
め
る
に
あ
ず
か
っ
て
大
き
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
満
洲
事
変
か
ら
日
中
戦
争
に
か
け
て
日
本
軍
の
活

動
領
域
が
さ
ら
に
中
国
全
土
へ
と
拡
大
す
る
な
か
で
、
中
国
問
題
と
日
中
戦
争
の
帰
趨
に
多
く
の
調
査
の
課
題
は
収
斂
さ
れ
て

い
く
。
こ
こ
ま
で
は
、
明
治
以
来
の
地
域
と
課
題
の
連
続
性
の
な
か
で
調
査
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
入
る
と
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
。
占
領
し
た
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、
同
じ
ア
ジ
ア
地

域
と
は
い
っ
て
も
、
欧
米
の
直
轄
植
民
地
の
歴
史
が
時
に
は
数
世
紀
に
も
わ
た
り
、
そ
の
調
査
課
題
も
手
法
も
明
治
以
降
の
日

本
の
東
ア
ジ
ア
調
査
と
は
著
し
く
異
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
課
題
も
そ
れ
以
前
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
異
な
る
の
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は
、
独
立
問
題
の
扱
い
で
あ
る
。
台
湾
・
朝
鮮
・
満
洲
で
は
、
禁
句
と
し
て
研
究
課
題
に
上
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
独
立
問

題
が
、
欧
米
の
植
民
地
だ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
太
平
洋
戦
争
末
期
に
は
戦
局
と
の
関
係
で
検
討
問
題
の
一
つ
な
っ
た
。
し

か
し
太
平
洋
戦
争
期
の
調
査
活
動
そ
の
も
の
は
、
そ
の
地
域
が
戦
場
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
な

く
終
焉
を
迎
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
的
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
大
き
な
影
響
を
残
す
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
の
ア
ジ
ア
と
の
出
発
は
、
戦
前
の
東
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
を
ど
う
認
識
す
る
か
、
だ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
各
国
の
植
民
地

化
と
そ
れ
へ
の
反
省
が
認
識
さ
れ
る
な
か
で
多
く
の
著
作
が
出
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
抗
し
植
民
地
支
配
を
否
定
す
る

著
作
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
は
戦
争
と
ア
ジ
ア
植
民
地
化
へ
の
反
省
が
強
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

戦
禍
の
傷
跡
が
深
く
、
人
々
の
圧
倒
的
多
数
が
戦
争
の
悲
惨
な
体
験
者
で
あ
っ
た
中
で
は
、
ふ
た
た
び
あ
の
よ
う
な
戦
争
を
繰

り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
人
々
の
国
民
的
体
験
と
な
り
、
共
通
認
識
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
後
者
の

主
張
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
典
型
と
し
て
は
第
七
章
で
紹
介
す
る
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
日
本
人
の
在
外
財
産
を
「
純
粋
な
商
業
活
動
」
の
結
果
と
考
え
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
行
為

を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
外
地
か
ら
の
引
揚
者
の
人
々
の
ア
ジ
ア
認
識
の
一
部
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
こ
の
著
作
は
、
賠
償
請
求
の
根
拠
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
で
、
無
賠
償
主
義
と
引
き
換
え
に
在
外
財
産
を
放
棄
し
た
た
め
に
、
徒
労
に
終
わ
り
、
著
作
は
お
蔵
入
り
を
し
て
日

の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
九
五
五
年
以
降
高
度
成
長
が
ス
タ
ー
ト
し
、
日
本
は
社
会
主
義
陣
営
と
の
扉
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
、
東
南
ア
ジ
ア
地

域
へ
の
経
済
進
出
を
開
始
す
る
。
こ
の
転
換
過
程
で
、
日
清
日
露
戦
争
以
降
の
朝
鮮
・
台
湾
・
満
蒙
中
心
の
ア
ジ
ア
学
の
潮
流

に
代
わ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
新
し
い
ア
ジ
ア
学
的
潮
流
が
次
第
に
強
く
な
り
、「
独
立
」
と
い
う
課
題

を
掲
げ
、
経
済
成
長
を
目
的
と
し
た
こ
の
地
域
の
研
究
が
前
面
に
せ
り
出
し
始
め
る
。
人
々
の
ア
ジ
ア
認
識
も
一
九
五
〇
年
代

ま
で
の
侵
略
と
植
民
地
支
配
と
い
う
認
識
と
と
も
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
独
立
と
成
長
へ
の
寄
与
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
次
第

に
一
つ
の
潮
流
を
作
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
は
こ
の
異
な
る
ア
ジ
ア
認
識
が
混
流
し
な
が
ら
推
移
し
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
林
房
雄
『
大
東
亜
戦
争
肯
定
論
』
の
登
場
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
雰
囲
気
を
象
徴
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
戦
争
体
験
者
が
第
一
線
か
ら
退
く
な
か
で
、
次
第
に
戦
争
へ
の
反
省
と
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
の
認
識

は
後
景
に
退
き
始
め
、
逆
に
戦
争
体
験
の
「
客
観
化
」、
個
別
化
が
進
み
始
め
る
。「
日
本
人
の
戦
争
体
験
」
は
大
前
提
と
し
て

掲
げ
る
も
の
の
、
日
本
人
の
な
か
で
の
個
人
体
験
が
語
ら
れ
始
め
、
そ
れ
が
次
第
に
日
本
人
の
ア
ジ
ア
観
を
複
眼
化
さ
せ
、
多

様
化
さ
せ
始
め
た
。
そ
し
て
、
侵
略
と
ア
ジ
ア
の
植
民
地
化
は
大
前
提
で
あ
っ
て
も
、
侵
略
か
独
立
か
、
停
滞
さ
せ
た
の
か
成

長
さ
せ
た
の
か
、
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
発
想
に
代
わ
っ
て
、
両
者
の
間
で
う
ご
め
く
多
様
な
動
き
に
着
目
す
る
傾
向
が
濃
厚

と
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
ま
た
ア
ジ
ア
の
な
か
で
の
個
人
史
の
位
置
づ
け
と
な
り
、
自
己
と
ア
ジ
ア
と
の
関
連
如
何
の
探
求
と

も
な
る
。
一
九
八
五
年
の
中
曾
根
総
理
の
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
と
一
九
八
九
年
の
昭
和
天
皇
の
死
去
は
、
そ
の
意
味
で
重

い
昭
和
の
課
題
で
あ
っ
た
戦
争
と
侵
略
、
平
和
と
経
済
成
長
に
「
終
止
符
」
を
打
つ
雰
囲
気
を
生
む
一
つ
の
浮
標
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
以
降
多
様
な
ア
ジ
ア
観
が
、
個
人
史
と
ア
ジ
ア
と
の
関
連
で
広
が
る
こ
と
と
な
る
。

日
本
人
の
ア
ジ
ア
観
を
規
定
す
る
動
き
の
な
か
に
一
九
八
五
年
か
ら
八
九
年
ま
で
続
い
た
バ
ブ
ル
経
済
が
あ
る
。
バ
ブ
ル
経

済
は
、
日
本
人
の
労
働
観
を
変
え
る
と
同
時
に
ア
ジ
ア
観
で
も
大
き
な
変
化
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
時
期
日
本
人
の
海
外
旅
行

者
数
は
激
増
し
、
ま
た
日
本
へ
の
外
国
人
就
労
者
数
も
激
増
し
た
。
日
本
企
業
の
海
外
進
出
も
急
増
し
た
。
勢
い
日
本
人
の
対

外
認
識
は
拡
大
し
、
戦
前
・
戦
中
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
日
本
人
の
ア
ジ
ア
地
域
を
中
心
と
し
た
対
外
認
識
の
変
容
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
。
一
言
で
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
の
先
頭
を
走
る
日
本
と
日
本
人
意
識
の
覚
醒
と
確
認
で
あ
っ
た
。
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上
記
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
て
本
書
は
、
大
き
く
七
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
章
は
日
清
・
日
露
戦
争
以
来
主
流

だ
っ
た
朝
鮮
・
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
研
究
の
流
れ
（
伝
統
的
ア
ジ
ア
学
）
と
太
平
洋
戦
争
中
に
は
じ
ま
る
東
南
ア
ジ
ア
研
究
（
新

ア
ジ
ア
学
）
の
起
源
と
戦
後
の
動
き
を
検
討
し
、
両
者
の
併
存
と
対
抗
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
包
摂
過
程
を
跡
付
け
る
。
第
二

章
は
、
さ
ら
に
第
一
章
の
視
点
を
個
人
史
ま
で
掘
り
下
げ
、
同
じ
満
鉄
調
査
部
員
で
あ
り
な
が
ら
、
前
者
の
動
き
を
代
表
し
た

大
上
末
廣
と
後
者
の
動
き
に
平
仄
を
合
わ
せ
た
宮
崎
正
義
に
焦
点
を
あ
て
て
そ
の
学
問
形
成
過
程
、
研
究
業
績
の
検
討
を
通
じ

て
戦
後
へ
の
動
き
を
予
測
す
る
。
第
三
章
は
戦
後
に
つ
な
が
る
動
き
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
（
新
ア
ジ
ア
学
）
の
代
表
者

の
一
人
と
も
い
う
べ
き
板
垣
與
一
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
生
涯
を
追
う
。
第
四
章
は
、
一
九
四
五
年
以
降
の
日
本
企
業
の
海
外

展
開
の
歴
史
を
跡
付
け
な
が
ら
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
き
た
企
業
人
の
ア
ジ
ア
観
に
検
討
の
メ
ス
を
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
一
九
八
五
年
か
ら
八
九
年
ま
で
の
日
本
経
済
の
バ
ブ
ル
期
に
光
を
当
て
て
、
こ
の
時
期
急
速

に
進
行
し
た
日
本
経
済
の
国
際
化
と
そ
の
な
か
で
の
日
本
人
の
ア
ジ
ア
観
の
変
化
を
追
う
。
第
六
章
は
、
さ
ら
に
バ
ブ
ル
期
を

前
後
す
る
日
本
企
業
の
海
外
展
開
の
姿
が
漫
画
の
な
か
で
い
か
に
描
か
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
我
々
は
当
時
の
企
業
人
の
ア
ジ
ア

観
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
。
そ
し
て
第
七
章
で
は
、
満
洲
国
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
跡
付
け
な
が
ら
、
当
初

侵
略
か
開
発
か
で
両
極
端
に
分
か
れ
て
い
た
満
洲
国
イ
メ
ー
ジ
は
、
バ
ブ
ル
経
済
を
経
て
九
〇
年
代
以
降
の
低
迷
期
に
入
る
な

か
で
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
的
満
洲
国
像
が
変
化
し
て
い
き
、
自
己
の
ル
ー
ツ
探
し
の
な
か
で
の
満
洲
国
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ

て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
終
章
で
は
、
ア
ジ
ア
観
の
新
し
い
う
ね
り
の
な
か
で
、
当
事
者
同
士
の
交
流
を
通
じ
た
「
和

解
」
の
道
の
可
能
性
を
日
中
共
同
作
業
や
交
流
の
な
か
で
探
り
、
将
来
へ
の
展
望
を
試
み
る
。


