
研

究

﹁
地
方
﹂
か
ら
日
本
＝
東
南
ア
ジ
ア
関
係
史
を
考
え
る

│
│
九
州
・
佐
賀
近
代
﹁
地
域
﹂
と
﹁
南
方
﹂
関
与
の
視
点
か
ら
│
│

山

﨑

功

東
南
ア
ジ
ア
史
学
と
﹁
地
域
学
﹂
の
﹁
自
律
性
﹂
を
め
ぐ
っ
て

一
九
七
〇
年
代
以
降
︑
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
経
済
発
展
の
﹁
成
功
﹂
と
歩
調
を
あ
わ

せ
る
か
の
よ
う
に
︑
東
南
ア
ジ
ア
史
の
﹁
自
律
性
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て

き
た
︒
こ
れ
は
な
に
よ
り
戦
前
期
の
植
民
地
経
営
の
必
要
上
生
ま
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

国
に
お
け
る
﹁
植
民
地
学
﹂︑﹁
東
洋
学
﹂︑
さ
ら
に
戦
後
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
い

か
に
対
応
す
べ
き
か
の
冷
戦
下
の
国
策
か
ら
米
国
で
生
ま
れ
︑
大
き
く
花
開
い
た
﹁
エ

リ
ア
ス
タ
デ
ィ
﹂
の
蓄
積
を
さ
ら
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
新
た
な
﹁
東
南
ア
ジ
ア
学
﹂

展
開
の
動
向
と
も
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ

(１
)

う
︒
京
都
大
学
に
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
︑﹁
東
南
ア
ジ
ア
研
究
﹂
が
﹁
公
認
﹂
さ
れ
る
の
も
ま
さ
に
こ
の
こ
ろ

で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
︑
日
本
の
戦
後
東
南
ア
ジ
ア
経
済
進
出
が
本
格

化
す
る
の
も
︑
ま
さ
に
七
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
大
づ
か
み
に
い
う
な
ら

ば
︑
ご
く
最
近
に
至
る
ま
で
東
南
ア
ジ
ア
史
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
は
る
か
東
南

の
か
な
た
に
存
在
す
る
﹁
帝
国
の
辺
境
﹂︑
か
つ
て
の
植
民
地
の
歴
史
で
あ
り
︑
日
本
に

と
っ
て
は
﹁
東
洋
史
﹂
の
枠
組
み
の
中
の
こ
れ
ま
た
辺
境
︑﹁
南
蛮
﹂
の
地
︑
い
ず
れ
に

し
て
も
﹁
正
史
﹂
に
対
す
る
﹁
野
史
﹂
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

(２
)

る
︒

一
方
︑﹁
地
域
学
﹂・﹁
地
方
史
﹂
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
指

摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
日
本
に
お
い
て
は
明
治
以
降
近
代
的
行
政
機
構
の
整
備
が
す
す

む
な
か
︑
す
べ
て
の
情
報
や
モ
ノ
が
中
央
へ
と
集
中
し
て
い
く
中
央
集
権
的
な
社
会
制

度
が
構
築
さ
れ
︑
均
質
的
な
国
民
国
家
の
形
成
が
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
︒
方
言
は
﹁
標
準
語
﹂
に
統
一
さ
れ
︑
地
方
の
多
様
性
・
自
律
性
は
中
央
の
統
制

下
に
お
か
れ
て
い
く
︒
柳
田
國
男
の
東
北
・
沖
縄
に
お
け
る
民
俗
学
調
査
は
︑﹁
集
権
化

と
均
質
化
﹂
の
な
か
で
消
滅
し
つ
つ
あ
る
地
域
文
化
の
採
集
・
記
録
の
試
み
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
原
日
本
﹂
の
常
民
の
ル
ー
ツ
を
探
る
こ
う
し
た
試
み
も
ま
た
︑
日
本

の
ア
ジ
ア
膨
張
・
植
民
地
化
に
よ
る
﹁
ひ
と
つ
の
日
本
﹂
を
正
当
化
す
る
政
策
に
と
り

こ
ま
れ
て
い
っ
た
と
の
批
判
が
あ
る
の
も
確
か
で
あ

(３
)

る
︒
こ
う
し
た
な
か
︑
特
に
一
九

九
九
年
︑
赤
坂
憲
雄
ら
に
よ
る
﹃
東
北
学
﹄
の
刊
行
と
﹁
東
北
学
﹂
の
提
唱
は
特
筆
す

べ
き
動
き
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
赤
坂
は
︑﹁
東
北
﹂
を
﹁
八
世
紀
終
わ
り
︑
征
夷
大

将
軍
の
名
の
下
に
日
本
が
は
じ
め
て
異
族
を
征
服
・
平
定
し
た
土
地
と
し
て
こ
そ
︑
東

北
は
﹃
は
じ
ま
り
の
場
所
﹄
だ
と
い
え
る
﹂
と
述
べ
︑﹁
は
じ
ま
り
の
場
所
﹂
と
し
て
の

東
北
学
を
提
唱
︑
活
動
が
継
続
さ
れ
て
い

(４
)

る
︒
一
方
︑
琉
球
処
分
以
降
の
﹁
皇
民
化
﹂

の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
沖
縄
社
会
や
沖
縄
人
の
苦
悩
を
解
明
す
べ
く
提
唱
さ
れ
た
伊
波

普
猷
の
﹁
沖
縄
学
﹂
以
来
の
営
為
は
︑
そ
の
後
の
沖
縄
戦
︑
戦
後
米
国
統
治
︑
本
土
復

帰
を
経
て
︑
今
日
新
た
な
問
い
か
け
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
依
然
と
し
て
存
在
す
る

本
土
と
の
格
差
︑
米
軍
基
地
問
題
な
ど
の
厳
し
い
現
状
に
い
か
に
対
峙
す
べ
き
か
︑
日

本
か
ら
沖
縄
へ
の
﹁
興
味
・
関
心
﹂
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
が
︑

今
日
の
﹁
沖
縄
学
﹂・
沖
縄
研
究
は
果
た
し
て
沖
縄
か
ら
の
切
実
な
問
い
か
け
に
応
答
す

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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る
だ
け
の
構
想
力
を
備
え
て
い
る
の
か
︑
と
い
う
厳
し
い
問
い
か
け
が
現
在
な
さ
れ
︑

﹃
沖
縄
・
問
い
を
立
て
る
﹄
の
刊
行
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
精
力
的
な
動
き
を
み
せ
て
い

(５
)

る
︒そ

の
一
方
で
︑
近
年
の
地
方
分
権
論
議
を
受
け
た
﹁
道
州
制
﹂
の
動
き
に
呼
応
す
る

か
た
ち
で
︑
多
様
な
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
︒﹁
環
日
本
海
地
域
全
体
を
︑
日
本

海
を
共
有
す
る
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
と
ら
え
﹂
る
﹁
日
本
海
学
﹂︑
考
古
学
的
・

歴
史
的
一
体
性
に
着
目
し
た
﹁
東
海
学
﹂︑
さ
ら
に
は
二
〇
〇
七
年
に
は
交
通
史
や
貿
易

史
を
通
し
て
﹁
ア
ジ
ア
の
中
の
九
州
﹂
と
い
う
広
い
視
点
に
立
っ
た
﹁
九
州
学
﹂
研
究

会
が
福
岡
市
に
発
足
し
て
い
る
︒
ま
た
佐
賀
に
お
い
て
は
︑
二
〇
〇
六
年
︑﹁
地
域
︵
佐

賀
︶
の
固
有
性
と
普
遍
性
を
探
究
し
︑
新
た
な
学
問
体
系
と
し
て
の
地
域
学
を
創
造
﹂

す
る
た
め
︑
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
発
足
す
る
に
い
た
っ
て
い

る
︒東

南
ア
ジ
ア
国
際
関
係
︑
東
南
ア
ジ
ア
史
を
専
門
と
す
る
筆
者
は
︑
こ
う
し
た
動
向

を
踏
ま
え
︑﹁
南
冥
﹂︑﹁
辺
境
﹂
で
あ
る
南
方
と
﹁
地
方
﹂
で
あ
る
九
州
・
佐
賀
の
一
般

に
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
歴
史
的
関
係
を
概
観
し
︑﹁
地
域
﹂
の
﹁
自
律
性
﹂
に
向
け
た
︑

﹁
地
方
﹂
の
視
点
に
立
っ
た
日
本
︵
佐
賀
)＝
東
南
ア
ジ
ア
関
係
史
を
描
出
紹
介
す
る
こ

と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒

﹁
交
易
の
時
代
﹂
に
お
け
る
九
州
と
東
南
ア
ジ
ア

東
南
ア
ジ
ア
史
の
﹁
自
律
性
﹂
を
明
確
な
か
た
ち
で
世
界
に
提
示
し
た
の
は
︑
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
政
治
史
の
大
家
で
あ
る
Ａ
・
リ
ー
ド
で
あ
る
︒
彼
の
SoutheastA
sia
in
the

A
ge
ofC
om
m
erce
1450-1680︵
N
ew
H
aven
:Y
ale
U
niv.P
r.,1993︶
は
東
南
ア

ジ
ア
史
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
史
︑
世
界
史
全
般
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
刺
激
的
な

著
作
で
あ
っ
た
︒
彼
は
一
五
世
紀
～
一
七
世
紀
の
約
二
〇
〇
年
を
︑
東
南
ア
ジ
ア
を
中

心
と
し
た
ア
ジ
ア
の
﹁
交
易
﹂
の
時
代
︵
A
ge
ofC
om
m
erce︶
と
し
て
位
置
づ
け
︑
こ

の
時
期
に
マ
ラ
ッ
カ
を
中
心
に
東
ア
ジ
ア
︑
東
南
ア
ジ
ア
︑
中
東
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
結

ぶ
世
界
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
大
発
展
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
つ
ま
り

東
南
ア
ジ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
前
か

ら
優
れ
た
航
海
技
術
を
持
つ
海
の
民
に
よ
っ
て
非
常
に
繁
栄
し
た
広
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
世
界
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
加
わ
り
︑
日
本
も
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
特
に
こ
の
﹁
交
易
の
時
代
﹂
の
末
期
に

は
堺
や
博
多
の
商
人
も
加
わ
り
︑
日
本
船
︑
唐
船
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
︑
ス
ペ
イ
ン
船
が

ア
ジ
ア
の
海
を
走
り
回
る
豊
か
な
﹁
黄
金
の
日
々
﹂
が
続
い
た
︒

日
本
か
ら
は
主
に
銅
︑
銀
が
輸
出
さ
れ
︑
日
本
へ
は
鉛
︑
硝
石
︑
生
糸
︑
絹
織
物
な

ど
が
輸
入
さ
れ
る
︒
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
︵
侵
略
︶
に
よ
っ
て
日
明
貿
易
が
途
絶
す
る
と
︑

日
本
の
銀
と
中
国
の
絹
と
の
交
換
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
︑
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
イ
ア

ン
な
ど
を
中
継
地
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
中
島
楽
章
は
︑
朝
鮮
侵
略
の
長
期

化
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
財
政
立
て
直
し
の
た
め
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン
へ
の
﹁
唐

船
﹂
派
遣
に
よ
っ
て
九
州
特
産
の
小
麦
︑
銀
な
ど
と
中
国
の
生
糸
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
鹿

皮
︑
砂
糖
な
ど
と
の
取
引
を
試
み
た
加
藤
清
正
の
例
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い

る
︒
一
五
七
〇
年
代
以
降
︑
大
友
氏
︑
島
津
氏
な
ど
九
州
の
有
力
大
名
も
相
次
い
で
ル

ソ
ン
に
交
易
船
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

(６
)

る
︒

ま
た
︒
朝
鮮
侵
略
を
契
機
に
日
明
貿
易
の
途
絶
︑
さ
ら
に
明
清
交
替
期
の
混
乱
を
受

け
て
︑
一
六
四
五
年
以
降
中
国
か
ら
の
陶
磁
器
輸
入
を
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
減
ら
し
︑

一
六
五
八
年
か
ら
は
日
本
か
ら
の
陶
磁
器
は
相
当
な
輸
出
量
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
︒
世
界
的
に
有
名
な
中
国
の
景
徳
鎮
の
輸
出
途
絶
に
際
し
︑
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
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会
社
の
依
頼
に
よ
り
そ
の
代
替
品
と
し
て
有
田
・
伊
万
里
の
陶
磁
器
が
勃
興
発
展
︑
世

界
的
に
そ
の
名
声
を
博
す
る
こ
と
に
な

(７
)

る
︒
実
際
に
は
日
明
貿
易
は
ベ
ト
ナ
ム
の
江
南

が
中
継
地
と
な
っ
て
継
続
し
て
い
た
こ
と
も
﹁
交
易
の
時
代
﹂
の
特
徴
で
あ
ろ
う
︒
こ

う
し
た
な
か
︑
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
日
本
人
町
が
形
成
さ
れ
︑
多
く
の
﹁
山
田
長
政
﹂

が
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
︑
山
田
長
政
で
知
ら
れ
る
タ
イ
の
ア
ユ
タ
ヤ
な
ど
東
南
ア
ジ

ア
各
地
の
日
本
人
町
は
一
五
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
に
は
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
わ

れ
る
が
︑
日
本
の
対
外
貿
易
は
﹁
交
易
の
時
代
﹂
の
最
盛
期
と
も
い
え
る
時
期
に
は
非

常
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
の
ち
︑
英
蘭
の
血
み
ど
ろ
の
抗
争
の
末
に
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
東
ア
ジ
ア
貿
易
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
に
い
た
る
︒
さ
ら
に
日

本
・
中
国
の
鎖
国
・
海
禁
体
制
確
立
︑
ア
ユ
タ
ヤ
の
排
外
主
義
に
よ
り
﹁
交
易
の
時
代
﹂

は
衰
退
を
迎
え
︑
日
本
人
町
も
消
滅
す
る
︒
い
わ
ゆ
る
鎖
国
時
代
に
な
る
と
︑
ジ
ャ
ワ

の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
本
拠
地
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
独
占
的
ア
ジ
ア
貿
易
網
の
﹁
極
東
﹂
の

末
端
ポ
ス
ト
と
し
て
︑
今
日
知
ら

れ
る
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
位
置

づ
け
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
︒

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
本
社

は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
に
あ
る
が
︑
ア
ジ
ア
貿
易
の

最
大
の
拠
点
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

バ
タ
ヴ
ィ
ア
︑
今
日
の
ジ
ャ
カ
ル

タ
に
あ
る
︒
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で

古
伊
万
里
が
発
掘
・
発
見
さ
れ
て

い
る
が
︑
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
国
立
博

物
館
で
も
こ
う
し
た
華
や
か
な
交
易
時
代
の
名
残
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑﹁
鎖
国
﹂
が
日
本
に
﹁
停
滞
﹂
を
も
た
ら
し
た
と
か
︑﹁
閉
鎖
的
﹂
で
あ
っ
た

と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
成
果
に
よ
り
覆
さ
れ
て
い
る
︒
中
国
の
海

禁
︑
日
本
の
鎖
国
政
策
下
に
お
い
て
も
中
国
か
ら
の
絹
の
輸
入
は
一
七
七
〇
年
ま
で
と

だ
え
る
こ
と
が
な
く
︑
さ
ら
に
朝
鮮
︑
琉
球
を
経
由
し
た
密
貿
易
に
よ
る
絹
の
輸
入
量

は
長
崎
を
通
じ
た
も
の
を
往
々
に
し
て
上
回
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
鎖

国
下
の
日
本
の
輸
出
高
は
︑
そ
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
た
と
推
計

さ
れ
て
い

(８
)

る
︒

近
代
日
本
・
九
州
と
﹁
南
洋
﹂
進
出
の
﹁
先
駆
﹂

鎖
国
時
代
を
経
て
日
本
が
再
び
ア
ジ
ア
世
界
に
﹁
公
式
﹂
に
登
場
す
る
の
は
明
治
期

以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
進
出
の
﹁
尖
兵
﹂
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
の
は
熊
本
県
天
草
︑
島
原
地
方
出
身
者
を
中
心
と
し
た
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
存

在
で
あ
ろ
う
︒
貴
重
な
外
貨
獲
得
源
と
し
て
当
初
は
人
々
の
尊
敬
さ
え
受
け
た
彼
女
ら

は
︑
筑
豊
︑
佐
賀
︑
長
崎
の
炭
鉱
︑
北
九
州
各
港
の
繁
栄
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

は
で
き
な

(９
)

い
︒﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
多
く
が
実
は
石
炭
貨
物
船
の
船
倉
に
も
ぐ
り
こ

ま
せ
る
か
た
ち
で
密
航
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
九
州
の
石
炭
産
業
と
ア
ジ
ア
と
の
か

か
わ
り
を
考
え
る
上
で
非
常
に
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
︒
森
崎
和
江
の
﹃
か
ら
ゆ
き
さ

ん
﹄︑
山
崎
朋
子
﹃
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
﹄︑
火
野
葦
平
の
﹃
花
と
龍
﹄
を
は
じ
め
︑

幾
多
の
文
学
作
品
︑
手
記
な
ど
を
通
じ
て
日
本
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
北
部
九
州
の

役
割
と
過
酷
な
実
態
︑
ア
ジ
ア
と
の
関
わ
り
を
今
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
明
治
以
降
の

日
本
人
の
南
方
進
出
は
︑﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
渡
航
に
は
じ
ま
り
︑
娼
館
︑
彼
女
ら
の

身
の
回
り
品
を
扱
う
雑
貨
商
︑
写
真
館
︑
ラ
ン
ド
リ
ー
︑
ま
た
ト
コ
・
ジ
ュ
パ
ン
︵
マ

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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レ
ー
語
で
日
本
の
店
︶
と
呼
ば
れ
た
雑
貨
・
薬
の
行
商
人
な
ど
︑
多
種
多
様
な
人
々
が

そ
れ
に
続
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
日
本
人
街
が
形
成
さ
れ
︑
日
露
戦
争
以
降
︑
さ
ら

に
多
く
の
日
本
人
が
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
て
い
っ
た
︒
特
に
日
本
の
﹁
正
露
丸
﹂︵
当

時
は
﹁
征
露
丸
﹂︶
や
﹁
仁
丹
﹂
な
ど
の
一
般
民
間
薬
を
︑
医
者
に
満
足
に
か
か
れ
な
い

東
南
ア
ジ
ア
の
一
般
庶
民
に
売
り
歩
く
日
本
人
行
商
の
姿
が
各
地
で
み
ら
れ
た
と
い

う
︒
日
露
戦
争
後
の
﹁
白
人
の
大
国
ロ
シ
ア
を
打
ち
破
っ
た
黄
色
人
種
の
日
本
﹂
の
イ

メ
ー
ジ
も
相
ま
っ
て
︑
現
地
の
庶
民
の
間
で
大
人
気
を
博
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

こ
と
に
一
九
世
紀
末
は
諸
列
強
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
分
割
が
ほ
ぼ
完
了
︑
ジ
ョ
ホ
ー

ル
の
ゴ
ム
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
農
園
︑
イ
ポ
ー
の
錫
鉱
山
︑
メ
ダ
ン
の
タ
バ
コ
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
農
園
な
ど
各
地
に
お
い
て
本
格
的
な
植
民
地
開
発
が
開
始
さ
れ
た
時
期
で

あ
っ
た
︒
開
発
に
伴
い
︑
中
国
か
ら
の
ク
ー
リ
ー
︵
苦
力
︶
と
呼
ば
れ
た
労
働
者
を
は

じ
め
イ
ン
ド
︑
ア
ラ
ブ
︑
ま
た
欧
米
や
日
本
な
ど
多
様
な
人
々
が
東
南
ア
ジ
ア
に
流
入
︑

近
代
植
民
地
社
会
の
底
辺
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
男
た
ち
の
集
ま

る
各
地
に
は
︑
ア
ー
ク
︵
阿
姑
︶
と
呼
ば
れ
た
中
国
系
︑
ま
た
の
ち
に
か
ら
ゆ
き
さ
ん

と
呼
ば
れ
た
日
系
の
娼
婦
た
ち
を
集
め
た
娼
館
が
次
々
と
開
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
︒
だ
が
︑
こ
う
し
た
各
地
に
散
在
す
る
娼
館
に
い
た
娼
婦
た
ち
の
数
を
優
に
上
回
る

一
八
〇
〇
を
超
え
る
数
の
娼
婦
た
ち
が
一
八
九
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に

存
在
し
て
い
た
と
い

(

)
う
︒
Ｊ
・
Ｆ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
植
民
地
社
会
形
成

10

の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
︑
植
民
地
建
設
の
﹁
正
史
﹂
か
ら
は
置
き
去
り
に
さ

れ
︑
歴
史
研
究
者
の
関
心
も
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
こ
う
し
た
﹁
底
辺
﹂
に
生
き
た

労
働
者
︑
娼
婦
た
ち
に
光
を
当
て
る
と
と
も
に
︑
近
代
日
本
の
南
方
進
出
に
お
け
る
先

駆
と
し
て
の
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
大
き
な
成
果
を
残
し
て
い

る
︒
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
と
に
一
九
世
紀
末
の
英
領
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
商
業
的
発
展
の
栄
光
の
背
後
に
は
こ
う
し
た
﹁
人
身
売
買
﹂
の
影
の
部
分
が
あ
っ
た

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
︒

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
︑
東
南
ア
ジ
ア
で
も
最
大
規
模
の
日
本
人
墓
地
が
あ
る
︒
一
八
九

一
年
︑
正
式
の
日
本
人
共
有
墓
地
と
し
て
許
可
開
設
さ
れ
て
以
来
︑
墓
碑
の
数
九
一
〇

基
︑
一
〇
一
四
柱
の
御
霊
が
今
も
赤
道
下
の
南
国
の
土
に
眠
り
続
け
て
い
る
︒
こ
の
墓

地
の
歴
史
は
︑
そ
の
ま
ま
日
本
の
南
方
関
与
の
歴
史
と
重
な
る
も
の
と
な
っ
て
き
た
︒

な
か
で
も
も
っ
と
も
古
い
墓
は
明
治
二
二
年
に
現
地
で
亡
く
な
っ
た
長
崎
県
出
身
の
女

性
の
も
の
で
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
居
住
地
か
ら
︑
か
ら
ゆ
き
さ
ん
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
て
い
る
︒
有
名
な
も
の
で
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
帰
途
イ
ン
ド
洋
上
で
客
死
し
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
で
荼
毘
に
付
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の
碑
︑
ま
た
敗
戦
後
こ
の
地
で
病
没
し

た
南
方
総
軍
司
令
官
寺
内
寿
一
の
墓
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
明
治
期
三
〇
九

柱
︑
大
正
期
一
二
二
柱
︑
昭
和
期
︵
四
八
年
ま
で
︶
四
九
四
柱
と
い
う
︒
大
正
昭
和
を

通
じ
て
太
平
洋
戦
争
開
戦
ま
で
の
墓
の
多
く
は
か
ら
ゆ
き
さ
ん
や
あ
る
い
は
商
社
員
の

も
の
で
あ
る
が
︑
昭
和
一
六
年
以
降
は
軍
人
・
軍
属
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
︒

敗
戦
後
の
戦
犯
裁
判
で
刑
死
し
た
軍
人
・
軍
属
一
四
六
柱
の
慰
霊
碑
も
あ
る
︒
ま
さ
に

近
代
日
本
の
南
方
関
与
の
歴
史
が
こ
こ
に
あ
る
︒

明
治
以
降
︑
近
代
日
本
の
南
方
進
出
の
先
駆
と
な
っ
た
か
ら
ゆ
き
さ
ん
の
墓
標
の
多

く
は
戒
名
も
俗
名
も
な
く
︑
た
だ
﹁
精
霊
菩
提
﹂
と
の
み
記
さ
れ
た
小
さ
な
石
柱
で
あ

り
︑
こ
れ
ら
の
小
さ
な
墓
標
が
並
ぶ
さ
ま
は
改
め
て
彼
女
た
ち
の
過
酷
な
生
涯
を
想
起

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

特
に
明
治
期
の
墓
碑
三
〇
九
柱
の
う
ち
︑
俗
名
や
戒
名
の
確
認
で
き
る
も
の
の
多
く

は
熊
本
県
天
草
・
島
原
︑
長
崎
県
大
浦
な
ど
︑
多
く
の
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
出
身
地

と
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
︑
こ
れ
ら
の
御
霊
の
多
く
が
か
ら
ゆ
き
さ
ん
で
あ
っ
た

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
︑
一
四

の
佐
賀
出
身
者
の
墓
標
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
御
霊
は
い
ず
れ
も
立
派
な
墓
碑
が
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確
認
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
多
く
の
無
名
の
御
霊
と
は
段
違
い
に
恵
ま
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い

(

)
る
︒
と
も
あ
れ
こ
れ
ら
を
み
る
だ
け
で
も
︑
佐
賀
と
南
方
の
関
わ
り
の
深
さ

11

の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

佐
賀
県
佐
賀
市
木
ケ
江
町
の
男
性
︵
享
年
二
七
︶︑
明
治
四
一
年
没

佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
の
夫
婦
︵
享
年
六
一
︶︑
大
正
六
年
没

佐
賀
市
松
原
町
の
女
性
︵
享
年
二
三
︶︑
明
治
三
六
年
没

佐
賀
県
の
女
性
︵
享
年
三
三
︶︑
明
治
三
九
年
没

佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
の
女
性
︵
享
年
二
八
︶︑
明
治
四
一
年
没

佐
賀
県
佐
賀
市
米
屋
町
の
女
性
︵
享
年
二
九
︶︑
明
治
四
四
年
没

佐
賀
県
藤
津
郡
熊
村
の
女
性
︵
享
年
三
九
︶︑
一
九
〇
六
年
没

佐
賀
県
佐
賀
市
八
戸
町
の
男
性
︵
享
年
二
四
︶︑
明
治
三
八
年
没

佐
賀
県
杵
島
郡
橋
下
村
の
男
性
︵
享
年
五
一
︶︑
明
治
四
二
年
没

佐
賀
県
藤
津
郡
五
町
田
の
女
性
︵
享
年
不
明
︶︑
明
治
三
七
年
没

佐
賀
県
松
浦
郡
東
山
城
村
の
女
性
︵
享
年
二
二
︶︑
明
治
三
五
年
没

佐
賀
県
藤
津
郡
熊
村
の
女
性
︵
享
年
不
明
︶︑
明
治
三
六
年
没

佐
賀
県
小
城
郡
牛
津
町
の
女
性
︵
享
年
二
四
︶︑
明
治
三
六
年
没

佐
賀
県
杵
島
郡
武
雄
村
の
女
性
︵
享
年
二
三
︶︑
明
治
三
八
年
没

と
こ
ろ
で
明
治
三
十
年
代
当
時
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
在
留
邦
人
六
一
四
名
︑
う
ち
女
性

が
四
五
六
名
を
占
め
て
い
た
と
の
資
料
が
あ
る
︒
ま
た
︑
海
外
の
日
本
領
事
館
に
よ
る

﹁
領
事
報
告
﹂
を
調
査
し
た
清
水
元
に
よ
れ
ば
明
治
三
五
年
現
在
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

け
る
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
出
身
県
は
︑
長
崎
県
の
一
八
七
人
を
筆
頭
に
熊
本
県
九
六

人
︑
山
口
県
二
九
人
︑
福
岡
県
二
二
人
︑
佐
賀
県
が
一
九
人
と
し
て
い

(

)
る
︒

12

多
く
の
日
本
女
性
た
ち
が
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
と
し
て
赤
道
下
の
日
々
を
送
る
中
︑

南
進
論
者
・
事
業
家
と
し
て
著
名
な
佐
賀
出
身
の
副
島
八
十
六
は
︑﹁
ジ
ョ
ホ
ー
ル
及
び

マ
ラ
ッ
カ
を
﹃
探
検
﹄﹂
し
て
い
る
︒

頭
に
戴
け
る
大
形
の
白
帽
は
︑
以
て
赤
道
直
下
の
日
射
を
防
ぐ
に
足
り
︑
足
に

穿
て
る
日
本
製
の
軍
用
靴
は
︑
以
て
焦
土
爍
地
を
踏
破
す
る
に
足
る
︒
若
し
夫
れ

腰
間
三
尺
の
秋
水
は
︑
日
本
男
児
の
精
気
の
漲
る
所
︑
一
度
こ
れ
を
抜
き
放
て
ば
︑

猛
獣
毒
蛇
形
を
潜
め
︑
魑
魅
魍
魎
影
を
没
せ
ん
こ
と
必
せ
り
⁝
且
つ
歩
み
︑
且
つ

憩
ひ
︑
椰
子
の
甘
漿
に
渇
を
醫
し
︑
蕉
實
の
美
味
に
舌
を
鼓
し
︑
路
々
高
聲
に
軍

歌
を
唱
へ
︑
詩
を
吟
じ
︑
行
き
づ
り
の
支
那
人
や
土
人
を
驚
か
し

(

)
⁝13

明
治
期
以
降
日
清
︑
日
露
戦
争
を
経
て
﹁
一
等
国
﹂
と
し
て
欧
州
列
強
の
仲
間
入
り

を
目
指
し
て
い
た
帝
国
日
本
男
児
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
︒﹁
猛
獣
毒
蛇
﹂

や
﹁
魑
魅
魍
魎
﹂
の
闊
歩
す
る
﹁
南
冥
﹂
の
地
に
お
け
る
こ
れ
も
ま
た
近
代
日
本
人
の

た
く
ま
し
い
姿
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
だ
が
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
副
島
の
﹁
探
検
﹂

し
た
ジ
ョ
ホ
ー
ル
や
マ
ラ
ッ
カ
各
地
に
は
︑
す
で
に
そ
の
は
る
か
以
前
か
ら
多
く
の

﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
た
ち
が
生
き
て
い
た
こ
と
を
敢
え
て
記
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒

日
露
戦
争
後
︑
第
一
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
︑
日
本
の
国
際
的
地
位
の
上
昇
に
伴
い
︑

一
等
国
民
︑﹁
帝
国
男
児
﹂
の
気
勢
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
一
方
で
︑﹁
賤
業
﹂
に
従
事
す

る
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
の
存
在
は
や
が
て
邪
魔
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
︒
当
初
は
日
本

の
外
貨
獲
得
の
尖
兵
と
し
て
﹁
娘
子
軍
﹂
と
し
て
も
て
は
や
し
た
日
本
の
世
論
も
︑
清

国
を
打
倒
し
大
国
ロ
シ
ア
を
降
し
た
自
信
か
ら
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
を
﹁
国
の
恥
﹂
と

し
て
排
斥
︑
日
陰
の
存
在
と
し
て
社
会
の
表
面
か
ら
は
一
掃
さ
れ
て
い
く
︒
だ
が
実
際

は
貧
し
い
農
村
出
身
の
日
本
女
性
の
多
く
が
身
売
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
東
南
ア
ジ
ア

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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各
地
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い

状
況
が
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る
ま
で

続
く
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
植
民

地
獲
得
後
の
日
本
が
朝
鮮
︑
台
湾
出

身
女
性
を
︑
さ
ら
に
太
平
洋
戦
争
下

に
は
占
領
下
の
女
性
を
も
こ
う
し
た

日
本
の
ア
ジ
ア
関
与
の
仕
組
み
の
中

に
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
事
実
は
明
ら

か
で
あ
る
︒﹁
狭
義
﹂︑﹁
広
義
﹂
と

い
っ
た
国
家
関
与
を
め
ぐ
る
今
日
の

議
論
に
か
か
わ
ら
ず
︑
ま
た
﹁
強
制
﹂

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
い
わ
ゆ
る
﹁
慰
安
婦
﹂
を
め
ぐ
る

問
題
は
︑
有
馬
頼
寧
の
原
作
を
も
と
に
し
た
﹃
兵
隊
や
く
ざ
﹄
な
ど
多
く
の
文
学
︑
映

画
な
ど
で
戦
後
す
で
に
一
般
の
間
で
の
﹁
常
識
﹂
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ

(

)
う
︒

14

﹁
南
洋
雄
飛
﹂
か
ら
﹁
国
策
﹂
へ
の
時
代
転
換

日
露
戦
争
後
に
始
ま
る
投
機
的
な
南
洋
投
資
ブ
ー
ム
は
︑
多
く
の
南
洋
の
﹁
農
園
王
﹂

を
生
み
出
し
た
︒
戦
後
の
恐
慌
は
︑
投
機
的
企
業
の
淘
汰
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
︑
財

閥
系
に
伍
し
て
現
地
化
に
成
功
し
た
多
く
の
中
小
企
業
が
︑
事
業
規
模
︑
業
種
に
よ
る

棲
み
分
け
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
日
本
人
ゴ
ム
園
と
し
て
は
︑
明
治
三
八

年
︑
英
領
マ
ラ
ヤ
の
ス
レ
ン
バ
ン
に
笠
田
直
次
郎
が
コ
ー
ヒ
ー
に
続
き
二
〇
〇
エ
ー

カ
ー
の
ゴ
ム
園
開
拓
に
着
手
し
た
の
が
嚆
矢
と
な
っ
て
い
る
︒
続
く
明
治
四
三
年
折
し

も
ゴ
ム
価
格
の
世
界
的
高
騰
を
受
け
て
︑
ジ
ョ
ホ
ー
ル
に
南
洋
板
楮
護
謨
園
︑
大
正
五

年
に
タ
ン
ジ
ョ
ン
護
謨
園
な
ど
が
開
業
︑
昭
和
の
は
じ
め
ま
で
に
は
昭
和
護
謨
︑
南
洋

護
謨
︑
千
田
護
謨
園
︑
ま
た
東
洋
拓
殖
な
ど
戦
前
期
の
著
名
な
日
系
護
謨
園
が
マ
レ
ー

半
島
各
地
に
そ
の
事
業
を
拡
大
す
る
に
い
た
っ

(

)
た
︒
一
方
ボ
ル
ネ
オ
で
は
︑
明
治
三
六

15

年
︑
タ
ワ
オ
対
岸
の
セ
バ
チ
ッ
ク
島
に
増
田
幸
一
郎
が
伐
木
事
業
を
試
み
た
の
を
先
駆

と
し
︑
大
正
三
年
の
安
谷
椰
子
園
︑
大
正
四
年
の
久
原
農
園
︑
大
正
五
年
の
窪
田
椰
子

園
な
ど
が
そ
れ
に
続
い
た
︒
久
原
農
園
は
の
ち
の
久
原
鉱
業
︑
日
産
農
林
の
前
身
で
あ

り
︑
大
正
四
年
の
ゴ
ム
園
四
二
七
エ
ー
カ
ー
の
買
収
に
は
じ
ま
り
︑
久
原
鉱
業
と
し
て

さ
ら
に
原
始
林
一
万
数
千
エ
ー
カ
ー
を
租
借
︑
ゴ
ム
園
開
墾
に
着
手
し
た
︒
大
正
五
年

に
は
窪
田
阡
米
が
タ
ワ
オ
に
土
地
を
租
借
︑
の
ち
の
タ
ワ
オ
産
業
の
前
身
で
あ
る

K
ubota
E
state
を
英
国
会
社
法
に
基
づ
き
設
立
︑
椰
子
栽
培
を
開
始
し
た
︒
さ
ら
に

窪
田
は
大
正
九
︑
一
〇
年
に
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
︑
サ
ン
ダ
カ
ン
の
椰
子
園
を
買
収
︑
昭
和

三
年
に
は
バ
ロ
ン
河
流
域
で
マ
ニ
ラ
麻
の
栽
培
へ
と
事
業
を
拡
大
し
た
︒
大
正
九
年
の

恐
慌
以
後
︑
多
く
の
日
系
農
園
は
窪
田
農
園
︵
の
ち
の
タ
ワ
オ
産
業
︶︑
久
原
農
園
︵
の

ち
の
日
産
農
林
︶
へ
と
淘
汰
統
合
さ
れ
る
︒
窪
田
の
没
後
︑
昭
和
九
年
に
は
同
社
は
三

菱
合
資
の
出
資
に
よ
り
T
aw
au
E
state
L
td.と
し
て
改
組
︑
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る

ま
で
タ
ワ
オ
を
代
表
す
る
日
系
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
営
々
と
そ
の
事
業
を
拡
大

し
て
い
っ
た
の
で
あ

(

)
る
︒

16

こ
の
よ
う
な
創
業
者
の
個
人
的
営
為
︑
資
質
に
よ
っ
て
発
展
し
た
初
期
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
事
業
は
︑
明
治
大
正
期
の
幾
多
の
﹁
農
園
王
﹂︑﹁
南
洋
王
﹂
を
生
み
出
し
た
こ

と
も
た
し
か
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
期
の
日
本
青
年
が
﹁
南
洋
ブ
ー
ム
﹂
の

熱
気
の
な
か
で
﹁
東
洋
の
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
﹂
を
目
指
し
︑
南
方
雄
飛
を
夢
見
た
の
と

は
う
ら
は
ら
に
︑
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
自
体
も
﹁
個
人
﹂
か
ら
巨
大
な
資
本
︑
人

材
︑
技
術
力
を
備
え
た
﹁
組
織
﹂
の
時
代
へ
と
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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第
一
次
大
戦
を
契
機
に
古
典
的
な
﹁
帝
国
主
義
的
膨
張
﹂
の
時
代
は
す
で
に
終
わ
り

つ
つ
あ
っ
た
︒
旧
来
の
列
強
に
よ
る
植
民
地
争
奪
戦
は
︑
戦
後
ベ
ル
サ
イ
ユ
・
ワ
シ
ン

ト
ン
体
制
の
成
立
に
よ
っ
て
現
行
植
民
地
秩
序
を
強
化
維
持
し
つ
つ
も
︑
勃
興
す
る
民

族
自
決
の
気
運
を
前
に
︑
将
来
の
﹁
脱
植
民
地
﹂
を
模
索
す
る
時
代
へ
と
変
わ
っ
た
の

で
あ
る
︒
日
本
海
軍
を
中
心
と
し
た
﹁
南
進
﹂
論
の
高
揚
は
︑
個
人
の
南
方
雄
飛
の
夢

の
時
代
か
ら
︑
財
閥
系
や
特
殊
会
社
に
よ
る
﹁
国
策
﹂
推
進
の
時
代
へ
の
転
換
を
如
実

に
反
映
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
重
油
を
燃
料
と
し
た
海
軍
船
舶
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
化
に
伴
う

軍
事
的
要
請
に
由
来
し
︑
世
界
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
転
換
を
敏
感
に
反
映
し
た
も

の
で
あ
っ
た
︒
第
一
次
大
戦
下
の
一
九
一
七
年
に
は
︑
蘭
領
ボ
ル
ネ
オ
の
タ
ラ
カ
ン
産

出
原
油
輸
入
が
海
軍
に
よ
り
開
始
さ
れ

(

)
る
︒
ま
た
同
年
︑
久
原
鉱
業
が
油
業
部
を
設

17

け
︑
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
に
お
け
る
石
油
な
ら
び
に
そ
の
他
の
鉱
物
資
源
の
調
査
に
着
手

し
た
こ
と
は
︑﹁
個
人
﹂
か
ら
﹁
財
閥
﹂
な
ど
に
よ
る
﹁
国
策
﹂
追
求
の
時
代
の
転
換
を

象
徴
的
に
示
し
て
い
よ

(

)
う
︒
そ
の
後
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
ジ
ョ
ホ
ー

18

ル
の
日
産
農
林
︑
東
洋
拓
殖
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
タ
ワ
オ
産
業
︑
蘭
領
ボ
ル
ネ
オ
で
ゴ
ム

栽
培
に
あ
た
っ
た
野
村
東
印
度
殖
産
な
ど
が
主
要
な
企
業
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
の

い
ず
れ
も
が
財
閥
系
︑
も
し
く
は
財
閥
系
の
出
資
を
受
け
た
企
業
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
商
社
・
財
閥
系
企
業
の
駐
在
員
を
中
心
に
︑
領
事
館
を
頂
点
と
し
た
﹁
グ

ダ
ン
族
﹂︵
グ
ダ
ン
は
マ
レ
ー
語
で
倉
庫
の
意
︑
商
社
な
ど
の
多
く
が
大
き
な
倉
庫
を
所

有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
︶
と
呼
ば
れ
る
邦
人
社
会
の
﹁
特
権
階
層
﹂
が
形
成
さ
れ
て

い
た
︒
か
ら
ゆ
き
さ
ん
は
こ
の
﹁
グ
ダ
ン
族
﹂
の
下
の
﹁
下
町
族
﹂
の
さ
ら
に
底
辺
に

位
置
し
た
﹁
厄
介
者
﹂
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

(

)
る
︒﹁
一
等
国
民
﹂
と
称
し
て
真
っ
白
な

19

麻
の
ス
ー
ツ
に
パ
ナ
マ
帽
と
い
う
帝
国
日
本
の
エ
リ
ー
ト
達
の
対
極
に
あ
り
︑
貧
し
さ

ゆ
え
に
南
方
へ
と
﹁
流
れ
て
行
っ
た
﹂
庶
民
や
か
ら
ゆ
き
さ
ん
た
ち
の
姿
は
︑
大
正
期

の
都
市
の
繁
栄
の
陰
で
貧
困
に
あ
え
ぐ
地
方
農
村
に
み
ら
れ
る
日
本
国
内
の
格
差
の
拡

大
と
合
わ
せ
鏡
の
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な

(

)
い
︒
大
正
期
に

20

流
行
し
た
﹁
流
浪
の
歌
﹂
は
︑
日
清
・

日
露
戦
争
︑
シ
ベ
リ
ア
出
兵
以
降
の

日
本
の
﹁
北
進
﹂
と
﹁
南
洋
群
島
﹂

獲
得
に
象
徴
さ
れ
る
﹁
南
進
﹂
に
よ

り
拡
が
っ
た
当
時
日
本
の
民
衆
の
現

実
の
行
動
範
囲
を
反
映
︑
国
内
外
を

問
わ
ず
市
井
の
庶
民
の
心
情
に
密
着

し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
と
指

摘
さ
れ
て
い

(

)
る
︒

21

流
れ
流
れ
て

落
ち
行
く
先
は

北
は
シ
ベ
リ
ヤ

南
は
ジ
ャ
バ
よ

い
ず
こ
の
土
地
を

墓
所
と
定
め

い
ず
こ
の
土
地
の

土
と
終
ら
ん

思
え
ば
あ
わ
れ

二
八
の
春
に

親
の
み
胸
を

離
れ
来
て
よ
り

過
ぎ
来
し
方
を
枕
に
う
か
べ

と
お
き
故
郷
の

み
空
ぞ
恋
し

︵﹁
流
浪
の
歌
﹂
宮
島
郁
芳
・
後
藤
紫
雲
共
作
︑
大
正
一
一
年
︶

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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南
洋
群
島
獲
得
と
大
正
期
﹁
南
洋
ブ
ー
ム
﹂

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
に
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島

を
南
洋
委
任
統
治
領
と
し
て
獲
得
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
南
洋
ブ
ー
ム
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
な
る
︒

明
治
期
の
﹁
国
権
論
﹂︑
国
粋
主
義
の
盛
り
上
が
り
の
な
か
で
起
こ
る
漠
然
と
し
た

﹁
南
洋
﹂
イ
メ
ー
ジ
の
高
揚
と
は
異
な
り
︑
こ
の
﹁
ブ
ー
ム
﹂
は
︑﹁
帝
国
主
義
国
﹂
の

仲
間
入
り
を
果
た
す
な
か
で
の
も
の
で
あ
り
︑
鎖
国
以
前
に
活
躍
し
た
先
達
︑
山
田
長

政
が
小
説
や
教
科
書
に
﹁
復
活
﹂
す
る
の
も
ま
た
こ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
だ
が
こ
う
し

た
﹁
ブ
ー
ム
﹂
を
受
け
た
﹁
海
外
雄
飛
﹂
の
実
態
は
︑
国
内
で
過
剰
と
な
っ
た
農
民
人

口
を
い
わ
ば
﹁
棄
民
﹂
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
や
南
北
ア
メ
リ
カ
に
﹁
輸
出
﹂
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒
移
民
の
な
か
の
成
功
者
た
ち
が
築
き
上
げ
た
個
人
農
園
の
多
く

は
︑
や
は
り
後
続
す
る
財
閥
系
企
業
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

第
一
次
大
戦
勃
発
を
受
け
て
対
独
宣
戦
︑
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島
に
海
軍
を
派
遣
し
て

軍
事
占
領
し
た
日
本
軍
は
臨
時
南
洋
防
備
隊
条
例
を
施
行
︑
各
島
に
守
備
隊
を
配
置
し

て
軍
政
下
に
置
い
た
︒
一
九
一
五
年
に
は
南
洋
群
島
占
領
諸
島
施
政
方
針
が
定
め
ら

れ
︑
実
質
的
な
日
本
の
植
民
地
支
配
が
軍
事
占
領
を
通
じ
て
着
々
と
す
す
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
︒
一
九
一
九
年
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
会
議
に
お
い
て
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群

島
は
国
際
連
盟
の
﹁
委
任
﹂
に
よ
る
日
本
の
委
任
統
治
領
と
な
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
︒

委
任
統
治
領
と
は
国
際
連
盟
の
監
督
下
に
お
か
れ
る
も
の
と
は
い
え
︑
実
質
的
な
植
民

地
と
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
米
西
戦
争
に
よ
り
グ
ア
ム
島
を
領
有
す
る

米
国
は
︑
日
本
が
グ
ア
ム
島
に
隣
接
す
る
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島
を
委
任
統
治
す
る
こ

と
に
難
色
を
示
し
た
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
米
国
に
お
け
る
ア
ジ
ア
系
移
民
排
斥
と
う
ら

は
ら
の
対
日
警
戒
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
︒
そ
こ
で
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
講
和
条
約
を
批
准
し
な
か
っ
た
米
国
と
の
間
に
﹁
ヤ
ッ
プ
﹂
島
及
他
ノ
赤
道
以
北
ノ

太
平
洋
委
任
統
治
諸
島
二
関
ス
ル
日
米
条
約
を
一
九
二
一
年
締
結
︑
ヤ
ッ
プ
を
は
じ
め

と
す
る
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島
に
お
け
る
米
国
の
既
得
権
益
を
認
め
る
こ
と
で
︑
日
本

の
委
任
統
治
を
認
め
る
日
米
合
意
が
な
っ

(

)
た
︒
こ
の
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
群
島
の
現
地
行

22

政
を
実
施
す
る
日
本
の
官
庁
と
し
て
︑
南
洋
庁
が
設
置
さ
れ
る
︒
日
米
合
意
を
踏
ま

え
︑
軍
事
占
領
の
な
ご
り
で
あ
る
臨
時
南
洋
防
備
隊
条
例
が
一
九
二
一
年
廃
止
さ
れ
︑

南
洋
庁
は
勅
令
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

南
洋
庁
の
長
た
る
長
官
は
内
閣
総
理
大
臣
︑
逓
信
︑
大
蔵
︑
農
商
務
大
臣
の
監
督
下

に
あ
る
も
の
の
南
洋
群
島
に
お
け
る
庁
令
公
布
権
限
を
は
じ
め
︑
治
安
維
持
を
含
む
強

大
な
行
政
権
限
を
付
与
さ
れ

(

)
た
︒
こ
の
南
洋
庁
の
統
括
下
︑
群
島
を
六
区
画
に
分
け
︑

23

各
区
画
ご
と
に
六
つ
の
支
庁
を
設
置
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
サ
イ
パ
ン
︑
ヤ
ッ
プ
︑
パ
ラ

オ
︑
ト
ラ
ッ
ク
︑
ポ
ナ
ペ
︑
ヤ
ル
ー
ト
の
六
支
庁
で
あ
る
︒
南
洋
群
島
占
領
当
初
わ
ず

か
数
十
名
の
邦
人
も
︑
一
九
二
〇
年
に
は
三
六
〇
〇
を
超
え
︑
一
九
四
三
年
に
は
九
万

六
六
七
〇
人
を
記
録
し
て
い
る
︒
一
方
︑
現
地
の
島
民
数
は
一
九
二
〇
年
の
四
万
八
〇

〇
〇
人
余
り
か
ら
一
九
四
三
年
に
は
五
万
二
〇
〇
〇
人
余
に
ま
で
増
加
し
た
に
過
ぎ
な

(

)
い
︒

24

﹁
植
民
地
経
営
テ
キ
ス
ト
﹂
と
し
て
の
冒
険
ダ
ン
吉
と

﹁
南
洋
﹂
イ
メ
ー
ジ
の
形
成

日
本
に
と
っ
て
こ
の
南
洋
群
島
領
有
は
︑
南
進
論
を
勢
い
づ
か
せ
る
の
に
充
分
な
も

の
で
あ
っ
た
︒
明
治
以
来
日
清
︑
日
露
戦
争
を
経
て
着
々
と
中
国
大
陸
に
お
け
る
帝
国

主
義
的
権
益
の
拡
大
を
後
押
し
し
て
き
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
陸
軍
で
あ
っ
た
が
︑

こ
の
南
洋
群
島
領
有
を
き
っ
か
け
に
南
進
を
唱
導
す
る
海
軍
の
勢
い
は
お
の
ず
と
増
す

山 﨑 功
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こ
と
に
な
る
︒
特
に
第
一
次
大
戦
後
の
厭
戦
気
分
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
高
揚
は
陸

海
軍
を
問
わ
ず
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
に
よ
る
大
リ
ス
ト
ラ
の
時
代
を
迎
え
︑
特
に
海
軍
は

多
く
の
将
官
が
予
備
役
の
憂
き
目
に
遭
う
こ
と
に
な
る
︒
第
一
次
大
戦
後
の
南
進
論
者

の
多
く
が
予
備
役
の
海
軍
将
校
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
︒

陸
海
軍
が
軍
縮
の
あ
お
り
を
受
け
る
一
方
で
そ
の
社
会
的
影
響
力
を
取
り
戻
す
べ
く

そ
れ
ぞ
れ
北
進
論
︑
南
進
論
を
強
力
に
唱
導
︑
後
援
し
た
こ
と
は
当
時
の
新
聞
︑
週
刊

誌
︑
映
画
な
ど
に
明
ら
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
世
界
恐
慌
以
降
︑
満
州
事

変
︑
日
中
戦
争
の
継
続
化
と
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
社
会
的
・
政
治
的
発
言
権
を
強

め
た
陸
軍
は
満
蒙
を
日
本
の
生
命
線
と
す
る
北
進
論
を
強
力
に
唱
導
︑
後
援
す
る
︒
一

方
で
海
軍
も
南
洋
群
島
を
足
が
か
り
と
し
た
い
わ
ゆ
る
﹁
豪
亜
地
中
海
﹂︵
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
に
は
さ
ま
れ
た
広
大
な
海
域
︶
方
面
に
対
す
る
日
本
の
進
出
を
強

力
に
唱
導
す
る
の
で
あ

(

)
る
︒
こ
の
当
時
の
南
進
論
︑
北
進
論
を
大
衆
レ
ベ
ル
︑
と
り
わ

25

け
少
年
た
ち
に
広
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
﹃
冒
険
ダ
ン
吉
﹄
と
﹃
の

ら
く
ろ
﹄
ふ
た
つ
の
漫
画
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
︒
一
九
三

〇
年
台
︑﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
誌
上
で
当
時
の
子
ど
も
た
ち
の
人
気
を
二
分
し
た
漫
画
が
こ

れ
ら
ふ
た
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
面
を
明
ら
か
に
示
し
て
い

(

)
る
︒
特
に
冒
険
ダ
ン

26

吉
は
戦
前
の
日
本
人
の
南
洋
イ
メ
ー
ジ
の
い
わ
ば
﹁
原
型
﹂
を
形
作
っ
た
と
い
え
る
非

常
に
重
要
な
漫
画
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
当
時
の
南
洋
イ
メ
ー
ジ
は
魑
魅
魍

魎
︑
毒
蛇
や
野
獣
の
棲
む
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
未
開
野
蛮
な
人
食
い
人
種
の
原
住
民
の
住
む

南
の
島
で
あ
っ
た
︒
文
明
の
申
し
子
で
あ
る
ダ
ン
吉
は
知
恵
と
勇
気
で
人
食
い
人
種
を

打
ち
負
か
し
︑
素
朴
な
彼
ら
を
恭
順
さ
せ
て
そ
の
王
と
な
り
野
蛮
な
原
住
民
を
文
明
へ

と
導
く
の
で
あ
る
︒
特
に
長
谷
川
潮
は
︑﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
け
る
ダ

ン
吉
の
島
征
服
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
︑
未
開
野
蛮
な
人
食
い
人
種
の
征
服
・
訓
育
に
始

ま
り
︑
消
防
隊
結
成
︑
小
学
校
︑
病
院
︑
郵
便
局
開
設
︑
鉄
道
敷
設
に
続
い
て
徴
兵
検

査
開
始
︑
農
業
・
商
業
振
興
へ
と
展
開
す
る
こ
と
を
指
摘
︑
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
﹁
植

民
地
経
営
の
テ
キ
ス
ト
﹂
と
し
て
十
分
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い

(

)
る
︒
当
時
日
本
は
ま
さ
に
南
洋
群
島
に
お
い
て
そ
の
実
践
を
行
っ

27

て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒﹁
南
洋
群
島
﹂
の
統
治
経
験
と
﹁
ダ
ン
吉
﹂
の
冒
険

譚
を
通
じ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
﹁
未
開
野
蛮
﹂
だ
が
﹁
素
朴
で
従
順
﹂
な
南
洋
原
住

民
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
当
時
の
流
行
歌
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
︒

わ
た
し
の
ラ
バ
さ
ん

酋
長
の
娘

色
は
黒
い
が

南
洋
じ
ゃ
美
人

赤
道
直
下

マ
ー
シ
ャ
ル
群
島

ヤ
シ
の
木
陰
で

テ
ク
テ
ク
踊
る

踊
れ
踊
れ

濁
酒
呑
ん
で

明
日
は
嬉
し
い

首
の
祭
り

踊
れ
踊
れ

踊
ら
ぬ
も
の
に

誰
が
お
嫁
に

な
る
も
の
か

昨
日
浜
で
見
た

酋
長
の
娘

今
日
は
バ
ナ
ナ
の

木
陰
で
眠
る

︵
石
田
一
松
作
詞
・
作

(

)
曲
︶

28

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
日
本
人
の
南
洋
イ
メ
ー
ジ
は
︑
い
ち
は
や
く
近
代
化
を
達
成
し

た
﹁
文
明
国
﹂
日
本
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
顕
現
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
一
方
︑
の
ら
く
ろ
も
ま
た
︑
泥
沼
化
す
る
日
中
戦
争
を
正
当
化
し
無
敵
の
皇

軍
イ
メ
ー
ジ
を
少
年
に
宣
撫
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
と
の
批
判

が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
︒
暴
戻
狡
猾
な
や
ま
ざ
る
軍
に
象
徴
さ
れ
る
八
路
軍
︑
勇
猛

果
敢
な
猛
犬
連
隊
に
象
徴
さ
れ
る
﹁
無
敵
﹂
の
﹁
皇
軍
﹂
の
構
図
は
︑﹁
漫
画
は
軟
弱
で

時
局
に
そ
ぐ
わ
な
い
﹂
と
の
圧
力
も
あ
る
な
か
︑
作
者
の
意
図
を
超
え
て
陸
軍
好
み
の

作
品
と
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒

日
本
は
南
洋
庁
設
置
に
よ
る
﹁
植
民
地
化
﹂
の
制
度
化
を
果
た
す
と
︑
南
洋
群
島
の

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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開
発
を
大
規
模
に
す
す
め
る
た
め
︑
青
少
年
の
﹁
南
進
熱
﹂
を
煽
り
立
て
る
こ
と
に
な

る
︒
同
地
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
生
産
︑
南
洋
漁
業
開
発
な
ど
の
た
め
︑
沖
縄
県
な
ど

か
ら
多
数
の
移
民
を
送
り
込
ん
だ
︒
特
に
昭
和
恐
慌
後
の
不
況
下
で
疲
弊
し
た
農
民
た

ち
を
大
量
に
南
洋
に
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
北
進
﹂
の
立
場
か
ら
は
満

蒙
開
拓
移
民
が
陸
軍
を
後
援
者
と
し
て
大
規
模
に
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
︒﹁
南
洋
雄
飛
﹂︑﹁
大
陸
雄
飛
﹂
熱
を
﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂
や
﹁
の
ら
く
ろ
﹂
な
ど

を
通
じ
て
結
果
的
に
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
﹃
キ
ン
グ
﹄
や
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
な
ど
の
影

響
は
︑
改
め
て
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
南
洋
群
島
に
は
﹁
官
尊
民
卑
﹂
と
い
わ
れ
た
当
時
に
お
い
て
官
僚
で
あ
る

南
洋
庁
長
官
以
上
の
政
治
的
・
経
済
的
実
力
を
持
つ
民
間
人
が
登
場
す
る
︒
サ
ト
ウ
キ

ビ
農
園
︑
砂
糖
精
製
を
は
じ
め
さ
ら
に
蘭
領
東
イ
ン
ド
東
部
に
広
が
る
一
連
の
産
業
・

貿
易
を
独
占
的
に
経
営
︑
政
治
と
密
接
に
む
す
び
つ
き
日
本
の
南
進
政
策
を
お
し
す
す

め
た
の
が
国
策
会
社
と
し
て
知
ら
れ
る
南
洋
興
発
の
社
長
松
江
春
次
で
あ
る
︒
現
地
住

民
や
在
留
邦
人
は
彼
を
﹁
砂
糖
王
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
大
統
領
﹂
な
ど
と
呼
び
︑
南
洋
庁
長

官
以
上
の
実
力
者
と
み
て
い
た
の
で
あ

(

)
る
︒
南
洋
群
島
に
お
け
る
実
質
的
植
民
地
支
配

29

の
深
化
と
と
も
に
サ
イ
パ
ン
公
学
校
に
通
う
現
地
住
民
子
弟
は
彩
帆
神
社
に
毎
朝
参
拝

を
義
務
づ
け
ら
れ
る
な
ど
現
地
住
民
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
皇
民
化
が
す
す
め
ら
れ
た
︒

南
洋
興
発
の
同
地
域
に
お
け
る
影
響
力
の
大
き
さ
は
︑
こ
の
彩
帆
神
社
境
内
に
松
江
春

次
の
銅
像
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
︒
一
九
四
〇
年
代
に
南
洋
群

島
を
訪
れ
た
文
学
者
の
中
島
敦
や
石
川
達
三
ら
は
同
地
の
実
質
的
植
民
地
支
配
の
実
態

と
松
江
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
冷
や
や
か
に
見
つ
め
た
手
紙
や
文
学
作
品
を
残
し
て
い

(

)
る
︒

30

﹁
山
田
長
政
﹂
﹁
マ
レ
ー
の
虎

ハ
リ
マ
オ
﹂
の
﹁
神
話
﹂
化

と
こ
ろ
で
︑
日
中
戦
争
が
泥
沼
化
す
る
に
つ
れ
中
国
大
陸
に
お
け
る
日
貨
排
斥
運
動

が
高
揚
す
る
と
日
本
の
財
界
は
そ
の
市
場
を
中
国
大
陸
か
ら
南
方
へ
と
移
す
動
き
を
み

せ
る
︒
当
時
の
日
本
の
主
力
輸
出
品
で
あ
る
綿
布
は
︑
一
九
三
〇
年
代
︑
特
に
蘭
印
に

お
い
て
宗
主
国
オ
ラ
ン
ダ
を
し
の
ぎ
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
︒
ま

た
︑
蘭
印
の
総
輸
入
に
占
め
る
日
本
︑
オ
ラ
ン
ダ
の
比
率
も
一
九
三
三
年
に
は
日
本
が

三
一
パ
ー
セ
ン
ト
︑
オ
ラ
ン
ダ
が
一
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
︑
宗
主
国
オ
ラ
ン
ダ

を
差
し
置
い
て
日
本
が
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
を
占
め
る
に
至
っ
て
い

(

)
る
︒
軍
も
こ
う
し
た

31

動
き
に
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
南
進
論
を
後
援
す
る
︒
注
目
す
べ
き
は
︑﹁
南
進
﹂
の
大
先

達
・
山
田
長
政
の
復
活
で
あ
る
︒
映
画
︑
小
説
︑
教
科
書
に
次
々
と
山
田
長
政
が
登
場

す
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
山
田
長
政
神
社
建
立
の
計
画
が
在
タ
イ
の
日
本
企
業
︑
陸

海
軍
に
よ
り
推
進
さ
れ
る
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
︒
現
地
感
情
を
考
慮
懸
念
す
る
声
も

あ
る
な
か
︑
現
地
邦
人
社
会
の
強
い
後
押
し
も
あ
り
︑
こ
の
計
画
は
実
現
す
る
に
い

た
っ
た
の
で
あ

(

)
る
︒

32

一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
は
︑
日
本
海
軍
に
よ
る
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
奇
襲
に
は
じ
ま
る

太
平
洋
戦
争
開
戦
の
日
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
同
日
︑
陸
軍
の
マ
レ
ー
半
島
上

陸
作
戦
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
現
代
の
若
者
た
ち
に
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
︒

な
か
で
も
︑
福
岡
県
筑
紫
郡
︵
現
在
の
福
岡
市
南
区
︶
出
身
で
マ
レ
ー
半
島
に
移
住

し
た
谷
豊
の
生
涯
は
︑
日
本
の
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る
﹁
南
進
﹂
を
ま
さ
に
﹁
庶
民
﹂

の
立
場
で
体
現
し
た
も
の
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ

(

)
る
︒
一
九
一
一
年
福
岡
県
筑

33

紫
郡
に
生
ま
れ
た
谷
豊
は
マ
レ
ー
植
民
地
の
ク
ア
ラ
・
ト
レ
ン
ガ
ヌ
に
移
住
︑
家
族
で
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理
髪
店
を
開
業
︑
豊
自
身
は
就
学
や
徴
兵
検
査
な
ど
で
福
岡
と
マ
レ
ー
の
間
を
行
き
来

す
る
が
︑
満
州
事
変
・
日
中
戦
争
の
さ
な
か
マ
レ
ー
半
島
に
波
及
し
た
反
日
暴
動
に
家

族
が
巻
き
込
ま
れ
︑
実
妹
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
︒
一
家
が
帰
国

後
︑
豊
は
単
身
マ
レ
ー
に
戻
り
︑
持
ち
前
の
侠
気
で
マ
レ
ー
人
の
子
分
を
持
つ
よ
う
に

な
り
︑
反
英
的
な
﹁
義
賊
﹂
と
し
て
現
地
で
一
目
置
か
れ
る
存
在
と
な
る
︒
一
九
四
一

年
の
開
戦
前
夜
︑
南
方
攻
略
を
計
画
す
る
陸
軍
の
特
務
機
関
﹁
Ｆ
機
関
﹂
の
接
触
を
受

け
た
谷
は
︑
陸
軍
マ
レ
ー
半
島
攻
略
の
た
め
の
様
々
な
謀
略
活
動
に
従
事
し
た
と
い
わ

れ
る
︒
一
九
四
二
年
二
月
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
後
間
も
な
く
谷
は
病
死
す
る
が
︑
陸

軍
は
在
留
民
間
人
谷
豊
の
﹁
ハ
リ
マ
オ
﹂
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
眼
を
つ
け
︑﹁
ハ
リ
マ

オ
死
去
﹂
を
大
々
的
に
報
道
︑
映
画
︑
新
聞
雑
誌
な
ど
で
﹁
ア
ジ
ア
解
放
﹂
の
た
め
日

本
軍
に
協
力
し
た
市
井
の
英
雄
と
し
て
顕
彰
す
る
の
で
あ
る
︒
昭
和
一
八
年
公
開
さ
れ

た
﹁
マ
ラ
イ
の
虎
﹂
に
は
︑
当
時
の
日
本
軍
当
局
の
南
方
・﹁
マ
ラ
ヤ
﹂
イ
メ
ー
ジ
が
余

す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
映
画
冒
頭
に
は
︑
次
の
よ
う
な
当
時
の
日
本
の

﹁
公
式
見
解
﹂
を
示
し
︑﹁
悪
辣
な
共
産
分
子
﹂
に
恫
喝
さ
れ
る
善
良
な
華
僑
商
人
の
姿

が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

満
州
事
変
に
刺
激
さ
れ
た
華
僑
共
産
分
子
は
︑
英
国
海
峡
植
民
地
政
府
の
攻
略
に

躍
ら
せ
ら
れ
︑
善
良
な
華
僑
に
日
本
品
の
不
買
を
強
要
し
︑
各
所
に
暴
動
を
起
こ

し
つ
つ
あ
っ
た
︒

谷
豊
の
妹
は
こ
う
し
た
﹁
謀
略
﹂
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
対
華
二
十

一
カ
条
要
求
以
来
の
日
本
の
中
国
に
対
す
る
ふ
る
ま
い
が
﹁
共
産
分
子
﹂
の
活
動
を
容

易
に
し
︑
中
国
民
族
主
義
の
火
に
油
を
注
い
で
き
た
こ
と
は
避
け
よ
う
の
な
い
事
実
で

あ
ろ
う
︒
以
下
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
後
重
い
病
に
倒
れ
る
谷
を
看
取
る
場
面
で
あ

る
︒
太
平
洋
戦
争
を
正
当
化
す
る
典
型
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒

立
派
な
戦
死
だ
︒
谷
は
今
安
ら
か
に
死
ん
だ
︒
お
前
た
ち
の
仲
間
も
ま
た
立
派
に

戦
っ
て
死
ん
だ
︒
皆
は
こ
の
マ
ラ
イ
に
い
な
全
東
亜
の
す
み
ず
み
に
︑
明
る
い
幸

福
な
太
陽
の
輝
く
日
の
近
づ
い
た
こ
と
を
信
じ
︑
尊
い
命
を
捧
げ
︑
日
本
軍
に
協

力
し
て
喜
ん
で
死
ん
で
い
っ
た
の
だ
︒
谷
は
死
ぬ
時
に
お
前
た
ち
に
な
ん
と
言
っ

て
死
ん
だ
の
か
知
っ
て
い
る
か
︒
皆
自
分
た
ち
の
し
か
ば
ね
を
乗
り
越
え
て
前
進

し
ろ
︒
日
本
軍
に
協
力
し
て
米
英
を
倒
せ
︒
谷
は
こ
の
言
葉
を
残
し
て
死
ん
だ
の

だ
︒
谷
の
肉
体
は
な
く
な
っ
た
が
︑
谷
の
魂
は
生
き
て
い
る
︒
お
前
た
ち
マ
ラ
イ

人
の
血
潮
の
中
に
︑
脈
々
と
し
て
生
き
て
い
る
は
ず
だ
︒
お
前
た
ち
は
谷
の
魂
の

権
化
と
な
っ
て
︑
東
亜
の
兄
︑
日
本
に
ど
こ
ま
で
も
協
力
し
て
︑
今
こ
そ
こ
の
マ

ラ
イ
を
悪
鬼
イ
ギ
リ
ス
の
手
か
ら
解
放
す
る
の
だ
︒
日
本
が
勝
つ
こ
と
は
お
前
た

ち
自
身
の
幸
福
の
た
め
だ
ぞ
︒
わ
か
っ
た
か
︒

︵
マ
ラ
イ
人
一
同
︶
は
い
︒

我
々
は
︑
い
ま
こ
そ
し
っ
か
り
手
を
握
り
合
っ
て
︑
米
英
を
全
東
亜
か
ら
追
い
払

わ
ね
ば
な
ら
ん
の
だ
︒

︵
マ
ラ
イ
人
一
同
︶
は

(

)
い
︒

34

﹁
マ
ラ
イ
の
虎
﹂
に
描
か
れ
た
日
本
と
マ
ラ
イ
の
協
力
関
係
は
︑
あ
く
ま
で
も
日
本
を

﹁
盟
主
﹂︑﹁
兄
貴
分
﹂
と
し
た
絶
対
的
な
﹁
父
権
主
義
﹂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
軍

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で
は
︑
谷
す
ら
も
死
を
前
に
し
て
や
っ
と
末
端
の
軍
属
の
身
分

を
与
え
ら
れ
る
﹁
栄
誉
﹂
に
浴
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
﹁
原
住
民
﹂
の
位
置
づ
け

は
︑
敢
え
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
い
わ
ば
こ
う
し
た
日
本
の
﹁
ホ
ン
ネ
﹂

は
︑
戦
中
の
様
々
な
日
本
語
メ
デ
ィ
ア
に
散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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こ
こ
に
重
要
な
こ
と
は
︑
民
族
の
統
治
指
導
に
関
し
て
︑
次
の
ご
と
き
方
針
を
明

確
に
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
原
住
民
に
対
し
て
は
︑
恩
威
併
用
し
︑
荀
く
も
小

乗
的
愛
撫
に
堕
さ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
︒
日
本
人
は
兄
で
あ
り
彼
ら
は
弟
で
あ
る

が
︑
親
し
い
仲
に
も
礼
儀
が
あ
る
べ
き
で
︑
日
本
人
は
指
導
者
で
あ
る
こ
と
を
充

分
認
識
し
︑
ま
た
彼
等
に
十
分
認
識
せ
し
め
厳
然
た
る
秩
序
を
保
ち
つ
つ
相
携
へ

て
新
東
亜
建
設
へ
邁
進
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒﹂︵
陸
軍
省
軍
務
課
員
加
藤
中
佐

(

)
談
︶

35

も
ち
ろ
ん
筆
者
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
過
酷
な
実
態
︑﹁
ア
ジ
ア
解
放
﹂
の
た
め

そ
の
命
を
捧
げ
た
市
来
竜
夫
の
よ
う
な
多
く
の
市
井
の
日
本
人
が
い
た
こ
と
を
忘
れ
た

わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
占
領
軍
・
日
本
の
﹁
統
治
指
導
﹂
の
実
態
に
つ
い
て

は
︑
今
日
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
中
に
﹁
bakero︵
バ
カ
ヤ
ロ
ー
の
意
︶﹂
と
い
う
単
語
が
残

り
続
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
も
充
分
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
に
見
出
せ
る
の
は
︑

﹁
素
朴
で
純
真
だ
が
愚
鈍
な
原
住
民
﹂
を
指
導
す
る
い
さ
さ
か
傲
慢
・
粗
暴
な
日
本
人
の

姿
で
あ
る
︒
南
洋
群
島
で
の
経
験
を
あ
る
日
本
人
は
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
︒

﹁
こ
い
つ
ら
︑
あ
い
つ
ら
﹂
と
︑
島
民
の
こ
と
を
︑
か
れ
ら
は
ハ
ッ
キ
リ
島
民
の
眼

の
前
で
い
ふ
︒
し
か
も
︑
そ
の
島
民
た
ち
は
︑
た
い
が
い
日
本
語
は
き
き
わ
け
ら

れ
る
の
で
あ

(

)
る
︒

36

﹁
南
進
﹂
の
帰
結

一
九
四
四
年
七
月
︑
第
一
次
大
戦
以
来
日
本
が
営
々
と
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
南
洋

の
﹁
植
民
地
王
国
﹂
は
︑
そ
の
最
後
の
と
き
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
︒
米
軍
の
猛
攻

を
受
け
て
大
量
の
戦
死
者
を
出
し
︑
武
器
も
食
料
も
失
っ
た
日
本
軍
将
兵
の
ほ
か
︑
在

郷
軍
人
︑
警
防
団
員
︑
青
年
団
員
な
ど
軍
属
と
し
て
動
員
さ
れ
た
一
般
在
留
邦
人
ら
約

三
〇
〇
〇
名
が
サ
イ
パ
ン
島
マ
タ
ン
サ
の
海
岸
線
付
近
に
集
結
す
る
︒
戦
闘
を
指
揮
す

べ
き
最
高
指
揮
官
た
ち
は
次
々
と
自
殺
し
︑
す
で
に
軍
隊
組
織
と
し
て
の
体
を
失
い
な

が
ら
約
三
〇
〇
〇
名
は
そ
れ
ぞ
れ
武
器
も
満
足
に
持
た
ず
︑
米
軍
陣
地
に
た
だ
突
進

し
︑
米
軍
の
銃
砲
火
の
前
に
死
体
の
山
を
築
い
た
︒
動
け
な
い
傷
病
者
は
自
決
す
る
︒

最
も
悲
惨
な
の
は
サ
イ
パ
ン
に
残
さ
れ
た
女
性
や
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
︒
軍
に
は

民
間
人
を
保
護
す
る
余
裕
な
ど
も
は
や
な
く
︑
ひ
ど
い
場
合
に
は
米
軍
に
発
見
さ
れ
る

か
ら
と
自
ら
の
手
で
泣
き
止
ま
ぬ
わ
が
子
を
殺
さ
せ
ら
れ
た
女
性
が
い
た
と
い
わ
れ

る
︒
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
︑
あ
る
い
は
飢
餓
や
病
気
の
た
め
に
多
数
が
死
亡
し
た
︒
さ

ら
に
海
岸
線
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
女
性
の
な
か
に
は
投
降
を
呼
び
か
け
る
米
軍
の
呼
び

か
け
の
な
か
身
づ
く
ろ
い
を
た
だ
し
︑
子
ど
も
を
抱
い
て
マ
ッ
ピ
岬
の
断
崖
か
ら
次
々

と
飛
び
降
り
る
悲
惨
な
光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
沖
縄

戦
で
も
再
び
同
様
の
状
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
こ
と
を
当
時
の
日

本
軍
は
﹁
玉
砕
﹂
と
呼
ぶ
︒
だ
が
無
謀
で
悲
惨
な
作
戦
指
導
の
失
敗
を
糊
塗
す
る
た
め

に
こ
の
言
葉
を
用
い
な
か
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
サ
イ
パ
ン
島
で

は
軍
人
約
四
万
二
〇
〇
〇
︑
在
留
邦
人
約
一
万
人
が
戦
没
し
た
と
い
わ
れ
る
︒
こ
の
数

字
に
は
現
地
住
民
の
数
は
含
ま
れ
て
い
な

(

)
い
︒

37

一
九
四
四
年
六
月
の
米
軍
進
攻
時
に
は
約
二
万
の
一
般
在
留
の
朝
鮮
人
・
邦
人
が
サ

イ
パ
ン
島
に
残
っ
て
い
た
︒
特
に
沖
縄
県
か
ら
は
一
九
一
四
年
日
本
軍
が
ド
イ
ツ
領
南

洋
群
島
を
占
領
以
来
︑
漁
業
従
事
者
の
他
︑
南
洋
興
発
に
よ
る
農
業
開
発
・
砂
糖
精
製

の
進
展
に
伴
い
多
く
の
沖
縄
県
民
が
農
業
従
事
の
た
め
移
民
と
し
て
送
り
込
ま
れ
て
い

る
︒
一
九
三
七
年
に
は
サ
イ
パ
ン
の
邦
人
人
口
四
万
二
五
二
七
の
う
ち
約
六
割
が
沖
縄

県
出
身
者
で
あ
っ

(

)
た
︒
沖
縄
県
民
は
こ
の
の
ち
沖
縄
戦
に
お
い
て
も
再
び
同
じ
惨
禍
に

38

巻
き
込
ま
れ
る
︒
ま
た
朝
鮮
・
台
湾
出
身
者
も
多
数
お
り
︑
戦
闘
終
結
後
米
軍
に
収
容
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さ
れ
た
も
の
は
朝
鮮
出
身
者
だ
け
で

一
三
〇
〇
に
及
ん

(

)
だ
︒
ま
た
忘
れ
て

39

は
な
ら
な
い
の
は
日
本
の
支
配
下
︑

招
か
れ
ざ
る
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た

現
地
住
民
で
あ
る
︒
当
時
サ
イ
パ
ン

島
に
は
四
〇
〇
〇
を
超
え
る
現
地
住

民
が
居
住
し
て
い
た
が
︑
そ
の
多
く

は
戦
闘
激
化
と
と
も
に
日
本
軍
の
労

務
者
と
し
て
動
員
さ
れ
︑
悪
疫
は
び

こ
る
奥
地
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
の
で

あ
る
︒
沖
縄
︑
朝
鮮
︑
台
湾
︑
そ
し

て
南
洋
現
地
住
民
の
多
大
な
犠
牲
︑
こ
れ
が
日
本
の
南
進
政
策
の
縮
図
で
あ
り
︑
結
末

で
あ
っ
た
︒

戦
後
日
本
に
お
け
る
﹁
山
田
長
政
﹂
と

﹁
ハ
リ
マ
オ
﹂
復
活
の
意
味

日
清
戦
争
以
来
幾
多
の
戦
争
を
経
て
︑
営
々
と
築
き
上
げ
た
帝
国
主
義
の
遺
産
を
す

べ
て
失
っ
た
日
本
は
冷
戦
下
︑﹁
極
東
に
お
け
る
反
共
の
防
波
堤
﹂
と
し
て
米
国
の
﹁
庇

護
﹂
の
も
と
再
び
経
済
復
興
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
以

降
︑
着
々
と
東
南
ア
ジ
ア
再
進
出
の
足
が
か
り
を
﹁
戦
後
賠
償
﹂
を
通
じ
て
築
き
上
げ

た
日
本
で
は
︑
な
ぜ
か
一
九
五
九
年
︑
再
々
に
わ
た
り
﹁
山
田
長
政
﹂
が
長
谷
川
和
夫

主
演
で
映
画
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
呂
宋
助
佐
衛
門
を
主
人
公
に
し
た
﹁
大
盗

賊
﹂
が
映
画
化
さ
れ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
大
衆
の
関
心
を
再
び
﹁
南
﹂

に
向
か
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
じ
こ
ろ
︑
太
平
洋
戦
争
中
の
﹁
ア

ジ
ア
解
放
の
英
雄
﹂
で
あ
る
﹁
マ
レ
ー
の
虎

ハ
リ
マ
オ
﹂
が
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
︑

少
年
た
ち
の
熱
狂
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ

こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
︑
戦
後
よ
み
が
え
っ
た
ハ
リ
マ
オ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
︑

戦
中
の
﹁
ハ
リ
マ
オ
﹂
イ
メ
ー
ジ
︑
さ
ら
に
は
華
僑
商
人
の
﹁
悪
徳
商
人
﹂
イ
メ
ー
ジ

を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
︒
そ
こ
に
再
び
描
か
れ
る
の
は
︑
東

南
ア
ジ
ア
民
衆
を
苦
し
め
︑
全
ア
ジ
ア
征
服
を
企
て
る
植
民
地
白
人
支
配
者
﹁
コ
バ
ー

ル
長
官
﹂︑
結
託
し
て
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
﹁
悪
徳
商
人
・
陳
秀
明
﹂︑
南
方
原
住
民
の
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
の
ハ
リ
マ
オ
を
慕
う
﹁
原
住
民
﹂・﹁
タ
ド
ン
小
僧
﹂
の
姿
︑
そ

し
て
民
衆
解
放
の
た
め
に
神
出
鬼
没
の
活
躍
を
す
る
﹁
怪
傑
ハ
リ
マ
オ
﹂
の
姿
で
あ
る
︒

以
後
︑
一
九
七
〇
年
代
に
向
け
て
い
っ
き
に
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
進
出
は
本
格
化
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
で
日
本
が
バ
ブ
ル
経
済
を
謳
歌
し
︑
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
企
業
が
圧

倒
的
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
誇
示
し
た
一
九
八
〇
年
代
︑
な
ぜ
か
再
び
﹁
山
田
長
政
﹂
が
復

活
し
て
く
る
︒
一
九
八
七
年
﹁
日
タ
イ
修
好
宣
言
調
印
百
周
年
﹂
を
記
念
し
た
︑
日
本

の
無
償
援
助
で
の
﹁
山
田
長
政
記
念
館
﹂
建
設
計
画
で
あ
る
︒﹁
な
ぜ
タ
イ
に
日
本
人
の

記
念
館
？
﹂︑
一
九
三
〇
年
代
の
﹁
山
田
長
政
神
社
﹂
と
そ
の
後
の
太
平
洋
戦
争
を
い
や

が
う
え
に
も
想
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
計
画
は
タ
イ
側
の
反
発
を
買
い
︑
計
画
は
大

幅
に
縮
小
さ
れ
︑
記
念
館
が
完
成
し
て
い

(

)
る
︒
現
在
こ
の
記
念
館
を
訪
れ
る
の
は
も
っ

40

ぱ
ら
日
本
人
観
光
客
の
み
だ
と
い
う
︒
こ
の
一
九
八
〇
年
代
に
は
︑
奇
し
く
も
ハ
リ
マ

オ
が
陣
内
孝
則
主
演
で
再
︵
々
︶
映
画
化
︵
一
九
八
九
年
︶
さ
れ
た
こ
と
も
興
味
深
い

点
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
二
〇
〇
一
年
に
は
︑
山
田
長
政
の
﹁
故
地
﹂
と
さ
れ
る
タ
イ
の

ナ
コ
ー
ン
シ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
市
に
︑
山
田
長
政
の
石
碑
が
建
立
さ
れ
る
に
い
た
り
︑
タ

イ
の
反
日
感
情
を
引
き
起
こ
す
引
き
金
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
︑
日
タ
イ
双
方
に
波

紋
を
起
こ
し
て
い
る
︒

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える
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そ
れ
で
は
今
後
﹁
山
田
長
政
﹂
と
﹁
ハ
リ
マ
オ
﹂
が
復
活
す
る
の
は
い
つ
で
あ
ろ
う

か
︒
歴
史
的
に
︑
日
本
は
中
国
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
た
び
に
南
洋
︵
東
南
ア
ジ
ア
︶

へ
と
そ
の
関
心
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
代
︑

日
貨
排
斥
が
高
ま
る
と
主
力
市
場
を
南
方
︵
蘭
印
︶
に
移
し
︑
ま
た
太
平
洋
戦
争
開
戦

前
夜
︑
中
国
大
陸
か
ら
の
撤
兵
を
迫
ら
れ
︑
鉄
鋼
石
油
禁
輸
に
直
面
す
る
や
南
方
資
源

を
求
め
て
マ
レ
ー
半
島
︑
蘭
印
に
侵
攻
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
戦
後
︑
社
会
主
義
中
国

建
国
に
よ
り
冷
戦
下
そ
の
国
交
が
断
た
れ
る
や
︑
賠
償
を
通
じ
た
東
南
ア
ジ
ア
進
出
が

強
力
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
現
在
に
お
い
て
も
東
ア
ジ
ア
外
交
が
行
き
詰
る

や
︑﹁
伝
統
的
な
友
好
関
係
﹂
を
維
持
し
て
き
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
日
本
と
近
隣
諸
国

と
の
﹁
仲
介
役
﹂
と
し
て
そ
の
注
目
度
が
増
す
の
で
あ
る
︒

今
度
﹁
山
田
長
政
﹂
と
ハ
リ
マ
オ
が
復
活
す
る
の
も
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
の
際
に
我
々
が
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
か
ら

ゆ
き
さ
ん
﹂
や
実
在
の
谷
豊
︑
市
来
竜
夫
や
原
口
竹
次
郎
ら
︑
近
代
日
本
の
﹁
南
方
関

与
﹂
の
先
駆
者
ら
の
本
当
の
生
き
様
を
︑
彼
ら
を
送
り
出
し
た
こ
こ
﹁
九
州
・
佐
賀
﹂

と
東
南
ア
ジ
ア
現
地
の
﹁
地
べ
た
﹂
に
立
っ
て
︑
改
め
て
再
確
認
す
る
作
業
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
増
田
与
﹃
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
学
と
そ
の
歴
史
︱
こ
れ
も
﹁
三
十
三
年
の
夢
﹂﹄
北
樹
出
版

一
九
八

九
年

︵
２
︶
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
﹃
講
座
東
南
ア
ジ
ア
学
﹄︵
弘
文
堂
︶︑
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
お
け

る
﹃
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
﹄︵
岩
波
書
店
︶
な
ど
の
一
連
の
叢
書
刊
行
は
︑﹁
野
史
﹂︑﹁
辺
境
﹂

の
学
問
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア
学
︑
東
南
ア
ジ
ア
史
の
﹁
独
立
﹂
と
﹁
自
律
﹂
に
向
け
た
画
期

と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

︵
３
︶
村
井
紀
﹃
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生
︱
柳
田
国
男
と
植
民
地
主
義
︱
﹄
岩
波
書
店

二
〇
〇

四
年

︵
４
︶﹃
東
北
学
﹄
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

一
九
九
九
年

西
成
彦
﹁
東
北

︱
あ
と
く
さ
れ
の
土
地
と
し
て
﹂
姜
尚
中
編
﹃
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
﹄
作
品
社

二
〇
〇

一
年

一
二
七
頁

︵
５
︶
屋
嘉
比
収
ほ
か
編
﹃
沖
縄
・
問
い
を
立
て
る
﹄
全
六
巻

社
会
評
論
社

二
〇
〇
八
年

︵
６
︶
中
島
楽
章
﹁
十
六
世
紀
末
の
九
州
︱
東
南
ア
ジ
ア
貿
易
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
一
一
八
編

第
八
号

二
〇
〇
九
年

︵
７
︶
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
日
本
各
地
の
高
名
な
伝
統
的
陶
磁
器
生
産
の
多
く
が
︑
秀
吉
の
朝
鮮
侵

略
を
機
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
朝
鮮
の
陶
工
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
︒

︵
８
︶
Ａ
・
Ｇ
・
フ
ラ
ン
ク
﹃
リ
オ
リ
エ
ン
ト
︱
ア
ジ
ア
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
︱
﹄
藤
原

書
店

二
〇
〇
〇
年

二
〇
四
︱
七
頁

︵
９
︶﹁
明
治
元
年
︑
佐
賀
藩
と
英
国
ガ
ラ
バ
ル
商
会
︵
ゴ
ロ
ウ
ル
と
も
い
ひ
︑
實
は
G
lover
で
あ
る
︶

と
の
共
同
で
︑
高
島
炭
鉱
の
経
営
が
始
ま
り
︑
そ
の
石
炭
が
多
く
上
海
に
向
け
ら
れ
た
﹂
こ
と

も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
︒
入
江
寅
次
﹃
明
治
南
進
史
稿
﹄
井
田
書
店

一
九
四

三
年

一
七
三
頁

︵

︶
J.F
.W
arren,
A
h
K
u
and
K
arayuki-san
:
P
rostitution
in
Singapore
1870-1940,

10

Singapore
:Singapore
U
niv.P
r.,2003,p.67,pp.378-9.
ア
ー
ク
の
中
国
語
表
記
に
つ
い
て

は
土
屋
育
子
佐
賀
大
学
准
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
︒

︵

︶
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
人
会

﹃
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
人
墓
地
﹄
改
訂
版

一
九
九
三
年

シ
ン

11

ガ
ポ
ー
ル
日
本
人
会

多
大
な
労
力
と
時
間
を
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
︑
広
大
な
日
本
人

墓
地
内
の
墓
碑
や
来
歴
を
確
認
す
る
際
の
大
き
な
手
掛
か
り
と
し
て
訪
問
参
拝
者
の
必
須
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
調
査
・
執
筆
編
集
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
日
本
人
会
に
謝
意
を
表
し
た
い
︒

︵

︶
清
水
元
﹃
ア
ジ
ア
海
人
の
思
想
と
行
動
﹄
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

一
九
九
七
年

九
六
頁

12
︵

︶
入
江
寅
次
﹃
明
治
南
進
史
稿
﹄
井
田
書
店

一
九
四
三
年

一
六
八
︱
九
頁

13
︵

︶
有
馬
頼
寧
﹃
兵
隊
や
く
ざ
︱
貴
三
郎
一
代
﹄︵
原
題
・﹃
貴
三
郎
一
代
﹄︶
光
人
社

一
九
九
七
年

14
︵

︶
小
田
脩
﹃
南
洋
農
業
読
本
﹄
中
興
館

一
九
四
一
年

七
三
頁

拓
務
省
拓
南
局
﹃
南
洋
邦
人

15

農
企
業
現
況
一
覧
﹄
一
九
四
一
年

国
立
公
文
書
館

︵
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

レ

フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
06033505700︶
柴
田
に
よ
れ
ば
︑
笠
田
よ
り
三
カ
月
早
く
大
隈
某
が
ゴ
ム

植
え
付
け
を
試
み
て
い
る
と
の
説
を
紹
介
︑
諸
説
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒︵
柴
田
善
雅

﹃
南
洋
日
系
栽
培
会
社
の
時
代
﹄

日
本
経
済
評
論
社

二
〇
〇
五
年

三
五
頁
︶
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︵

︶
灘
集
団
︑﹃
北
ボ
ル
ネ
オ
軍
政
概
要
﹄
昭
和
一
八
年
度
︵
早
稲
田
大
学
所
蔵
西
嶋
コ
レ
ク
シ
ョ

16

ン
︶︵
復
刻
版

龍
渓
書
舎

一
九
九
七
年
︶
三
三
四
頁
︒﹃
タ
ワ
オ
産
業
に
関
す
る
ご
報
告
の

件
﹄

昭
和
一
六
年
八
月
三
〇
日
付
岩
田
喜
男
宛
書
簡
︑
P
etitionby
Sankuro
O
gasaw
ara,

president
of
N
am
po
N
orin
K
yokai
or
the
South-Seas
A
gricultural
and
F
orestry

A
ssociation",n.p.,n.d.︵
ア
ジ
ア
会
館
︑
ア
ジ
ア
太
平
洋
資
料
室
所
蔵
岩
田
喜
雄
関
係
文
書
︶

こ
の
部
分
は
拙
稿
﹁
ス
マ
ト
ラ
・
ボ
ル
ネ
オ
石
油
と
日
本
軍
政
﹂
明
石
陽
至
編
﹃
日
本
占
領
下

の
英
領
マ
ラ
ヤ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
﹄︵
岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年
︶
に
一
部
依
拠
し
て
い
る
︒

︵

︶
後
藤
乾
一
﹃
昭
和
期
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
﹄
東
京

勁
草
書
房

一
九
八
六
年

二
二
頁

17
︵

︶
灘
集
団
﹃
北
ボ
ル
ネ
オ
軍
政
概
要
﹄
昭
和
一
八
年
度
︵
早
稲
田
大
学
所
蔵
西
嶋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶

18

︵
復
刻
版

龍
渓
書
舎

一
九
九
七
年
︶
三
三
四
頁

︵

︶
矢
野
暢
﹃
南
進
の
系
譜
﹄
中
央
公
論
社

一
九
七
五
年

後
藤
乾
一
﹃
火
の
海
の
墓
標
︱
あ
る

19

ア
ジ
ア
主
義
者
の
流
転
と
帰
結
﹄
時
事
通
信
社

一
九
七
七
年

(オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
二
〇
〇

七
年
)
三
八
︱
九
頁

︵

︶
後
藤
乾
一
は
︑
熊
本
県
出
身
の
没
落
士
族
で
︑
写
真
技
師
と
し
て
ジ
ャ
ワ
に
渡
航
︑
現
地
の
庶

20

民
生
活
に
魅
入
ら
れ
︑﹁
原
住
民
﹂
と
は
一
線
を
画
し
た
﹁
一
等
国
民
﹂
現
地
邦
人
社
会
か
ら
は

疎
外
さ
れ
な
が
ら
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
運
動
に
挺
身
︑
戦
後
は
独
立
戦
争
の
な
か
﹁
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
人
﹂
と
し
て
独
立
の
た
め
命
を
散
ら
し
た
市
来
竜
夫
の
激
し
い
人
生
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
︒
ま
た
後
藤
は
日
本
の
帝
国
主
義
的
南
方
進
出
の
制
度
化
の
な
か
で
東
京
専
門
学
校
︑
米

国
留
学
を
経
て
︑
台
湾
総
督
府
調
査
課
勤
務
︑
さ
ら
に
は
セ
レ
ベ
ス
・
ペ
レ
ン
島
鉱
業
所
主
に

ま
で
﹁
栄
達
﹂
し
た
佐
賀
士
族
出
身
の
﹁
帝
国
主
義
﹂
エ
リ
ー
ト
︑
原
口
竹
次
郎
の
複
雑
な
生

涯
に
も
光
を
当
て
て
い
る
︒
同
じ
九
州
人
で
あ
り
な
が
ら
帝
国
主
義
の
時
代
に
両
極
端
の
道
を

歩
ん
だ
ふ
た
り
の
生
涯
は
︑
近
代
日
本
の
南
方
関
与
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
︒
後
藤
乾
一
﹃
火
の
海
の
墓
標
﹄
時
事
通
信
社

一
九
七
七
年

(オ
ン
デ
マ
ン
ド

版

二
〇
〇
七
年
)

後
藤
乾
一
﹃
原
口
竹
次
郎
の
生
涯
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
八
七
年

︵

︶
見
田
宗
介
﹃
近
代
日
本
の
心
情
の
歴
史
﹄
講
談
社

一
九
七
八
年

一
八
二
︱
三
頁

21
︵

︶
南
洋
庁
﹃
南
洋
庁
施
政
十
年
史
﹄
南
洋
庁
長
官
官
房

一
九
三
二
年

七
〇
︱
七
三
頁

22
︵

︶
大
正
一
一
年
勅
令
第
一
〇
七
号
﹁
南
洋
庁
官
制
ヲ
定
ム
﹂﹃
公
文
類
聚
﹄
第
四
六
編
・
大
正
一
一

23

年
・
第
八
巻
・
官
職
七
・
官
制
七
︵
樺
太
庁
・
南
洋
庁
・
会
計
検
査
院
・
庁
府
県
︶
国
立
公
文

書
館

︵
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
A
01200215900︶

︵

︶
南
洋
庁
﹃
南
洋
庁
施
政
十
年
史
﹄
南
洋
庁
長
官
官
房

一
九
三
二
年

一
一
︱
一
二
頁

沖
縄

24

県
教
育
委
員
会
編

﹃
沖
縄
県
史

第
七
巻

移
民
﹄
一
九
七
四
年

三
八
八
︱
九
頁

︵

︶
後
藤
乾
一
﹃︿
東
﹀
テ
ィ
モ
ー
ル
国
際
関
係
史
﹄
み
す
ず
書
房

一
九
九
九
年

25
︵

︶
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
作
品
を
単
な
る
軍
国
主
義
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
斬
り

26

捨
て
る
も
の
で
は
な
く
︑
作
品
自
体
の
有
す
る
魅
力
や
面
白
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

︵

︶
長
谷
川
潮
﹃
子
ど
も
の
本
に
描
か
れ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
﹄
梨
の
木
舎

二
〇
〇
七
年

一
〇

27

五
︱
六
頁

︵

︶
長
谷
川
潮

前
掲
書

九
九
頁

28
︵

︶
高
木
茂
樹
﹁
南
洋
興
発
の
財
政
状
況
と
松
江
春
次
の
南
進
論
﹂﹃
ア
ジ
ア
経
済
﹄
第
四
九
巻
第
一

29

一
号

二
〇
〇
八
年

︵

︶
中
島
敦
﹃
中
島
敦

父
か
ら
子
へ
の
南
洋
だ
よ
り
﹄
集
英
社

二
〇
〇
二
年

30
︵

︶
大
蔵
省
管
理
局
﹃
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
﹄
第
三
三
冊
︵
南
方
編

第
四

31

分
冊
︶
一
九
四
九
年

後
藤
乾
一
﹃
近
代
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
︱
﹁
交
流
﹂
百
年
史
︱
﹄
北

樹
出
版

一
九
八
九
年

三
二
頁

︵

︶
外
務
省
﹁
各
国
記
念
建
設
物
関
係
雑
件
﹂
第
一
巻

三
九

﹁
山
田
長
政
記
念
事
業
ニ
関
ス
ル
件
﹂

32

昭
和
一
〇
年
九
月
二
六
日

外
務
省
外
交
史
料
館
︵
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

レ
フ
ァ
レ

ン
ス
コ
ー
ド
B
04012310400︶

︵

︶
ハ
リ
マ
オ
の
実
態
︑
谷
豊
の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
中
野
不
二
男
﹃
マ
レ
ー
の
虎
︱
ハ
リ
マ
オ
伝

33

説
﹄
新
潮
社

一
九
八
八
年

山
本
節

﹃
ハ
リ
マ
オ
︱
マ
レ
ー
の
虎
︑
六
十
年
後
の
真
実
﹄
大

修
館
書
店

二
〇
〇
二
年

の
ほ
か
︑
数
多
く
あ
る
︒

︵

︶
古
賀
聖
人
監
督
﹃
マ
ラ
イ
の
虎
﹄
一
九
四
三
年
︵
C
osm
o
C
ontents
日
本
名
作
映
画
集

五

34

四
︶

︵

︶
平
野
義
太
郎
﹁
南
方
圏
の
民
族
指
導
﹂﹃
太
平
洋
﹄
太
平
洋
協
会

昭
和
一
七
年
五
月
号

35
︵

︶
丸
山
義
二
﹃
南
洋
紀
行
﹄

興
亜
日
本
社

一
九
四
〇
年

七
〇
︱
七
一
頁
︵
リ
バ
イ
バ
ル
︿
外

36

地
﹀
文
学
選
集

第
一
八
巻

大
空
社

二
〇
〇
二
年
︶

︵

︶
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
編
﹃
戦
史
叢
書

中
部
太
平
洋
陸
軍
作
戦

一

マ
リ
ア
ナ
玉
砕

37

ま
で
﹄
朝
雲
新
聞
社

一
九
六
七
年

五
〇
八
頁

︵

︶
沖
縄
県
教
育
委
員
会
編
﹃
沖
縄
県
史

第
七
巻

移
民
﹄
一
九
七
四
年

三
九
二
︱
三
九
六
頁

38
︵

︶
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室

前
掲
書

五
〇
七
頁

39
︵

︶﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
八
九
年
七
月
二
〇
日
付

土
屋
了
子
﹁
山
田
長
政
の
イ
メ
ー
ジ
と
日
タ
イ
関

40

係
﹂﹃
ア
ジ
ア
太
平
洋
討
究
﹄
第
五
号

二
〇
〇
三
年︵

佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
准
教
授
︶

「地方」から日本＝東南アジア関係史を考える

山 﨑 功

45




