
東
南
ア
ジ
ア
は
古
よ
り
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
明

を
吸
収
す
る
こ
と
で
小
世
界
を
築
い
て
き
た
。
文

明
の
多
極
化
が
進
む
い
ま
、
世
界
の
縮
図
で
あ
る

東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ど
の
よ
う
な
新
し
い
価
値
が
発

信
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

第
Ⅱ
部

東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
地
域
研
究
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は
じ
め
に

本
稿
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研

究
が
、
ど
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
を

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
Ⅰ
節
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
、「
比
較
」、「
平
行
」、「
接

続
」
を
取
り
上
げ
、
先
行
研
究
の
議
論
と
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
と
の

関
連
を
検
討
す
る
。「
比
較
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は
、
ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
対
す
る
批
判
を
検
討
す
る
。

「
平
行
」
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
普
及
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
が
、

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
近
年
の
研
究
を
取
り
上
げ
、
そ
の

有
効
性
と
問
題
点
を
検
討
す
る
。「
接
続
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、

今
ま
で
の
研
究
が
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
視
（
ま
た
は
過

大
視
）
し
て
き
た
傾
向
を
指
摘
す
る
。

第
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
節
で
は
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
相
対
化
を

目
指
す
近
年
の
研
究
を
検
討
す
る
。
第
Ⅱ
節
で
は
日
本
や
ア
ジ
ア
の

経
済
史
に
お
け
る
近
年
の
研
究
を
検
討
し
、
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
に

も
取
り
込
み
得
る
有
効
な
視
点
を
探
る
。
第
Ⅲ
節
で
は
主
に
リ
ー
ド

の
提
唱
す
る
「
最
後
の
抵
抗
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
検
討
し
、
そ

の
問
題
点
を
探
る
。
第
Ⅳ
節
で
は
、
筆
者
自
身
が
別
稿
（
太
田 

二

〇
一
三
ｂ
）
で
検
討
し
た
、
一
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
蘭
領
東
イ
ン

ド
の
貿
易
を
取
り
上
げ
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
多
様
性
に

つ
い
て
議
論
す
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
本
稿
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
が
ど
の
よ
う

に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
、
そ
し

て
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
が
ど
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

第
Ⅱ
部 

東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
地
域
研
究

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
東
南
ア
ジ
ア
史

太
田　

淳
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の
研
究
に
貢
献
で
き
る
か
を
考
察
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
主
に

経
済
的
側
面
に
着
目
す
る
が
、
他
に
も
環
境
、
疫
病
、
技
術
、
生
活

文
化
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
検
討
す
べ
き
重
要
な
側
面
が
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

Ⅰ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
中
の

東
南
ア
ジ
ア

１
世
界
シ
ス
テ
ム
論
の
批
判

イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
『
近
代
世
界
シ
ス
テ

ム
』（
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン 

一
九
八
一
―
一
九
九
七
［
一
九
七
四
―

一
九
八
九
］）
は
、
近
年
の
世
界
経
済
史
研
究
に
お
い
て
最
も
イ
ン

パ
ク
ト
の
あ
っ
た
著
作
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
世
界
シ
ス
テ
ム

論
は
、
ご
く
簡
略
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
一
五
世
紀
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
に
発
達
し
た
世
界
経
済
が
、
時
代
と
と
も
に
地
球
上
に
拡

大
し
、
世
界
各
地
を
辺
境
、
半
辺
境
と
し
て
従
属
化
さ
せ
て
い
く
と

い
う
考
え
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
世
界

シ
ス
テ
ム
は
そ
の
開
始
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
た
だ
一
つ
の
中
心
と

し
、
そ
こ
か
ら
世
界
に
拡
大
し
続
け
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ

の
点
を
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
」
と
指

摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

実
際
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
対
し
て
は
、

多
く
の
批
判
が
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
対
し
て
向
け
ら
れ

た
。『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
以
前　

も
う
ひ
と
つ
の
世
界
シ
ス
テ
ム
』

の
著
者
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
Ｌ
・
ア
ブ=

ル
ゴ
ド
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が

台
頭
す
る
以
前
の
一
三
〜
一
四
世
紀
に
は
、
世
界
の
経
済
的
・
文
化

的
中
心
は
中
東
、
中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
洋
沿
岸
、
中
国
な
ど
の
地

域
に
あ
っ
た
と
論
じ
た
（
ア
ブ=

ル
ゴ
ド 

二
〇
〇
一
［
一
九
八

九
］）。
同
様
に
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
し
た
研
究
に
お
い
て

は
、
ア
ン
ド
レ
・
グ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
と
ケ
ネ
ス
・
ポ
メ
ラ
ン
ツ

が
出
色
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
だ
け
で
な
く

マ
ル
ク
ス
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
多
く
の
有
力
な
著
作
に
み
ら
れ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
を
批
判
し
、
ア
ジ
ア
の
経
済
的
優
位
性
を
実

証
的
に
証
明
し
よ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
の
代
表
作
『
リ
オ
リ
エ
ン

ト
』
の
中
で
、
貨
幣
シ
ス
テ
ム
、
人
口
、
生
産
、
消
費
な
ど
を
分
析

し
て
、
一
八
世
紀
ま
で
ア
ジ
ア
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
勝
る
経
済
発
展
を

遂
げ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ア
ジ
ア
経
済
の
収
縮

期
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
貴
金
属
の
供
給
に
よ
っ
て

経
済
活
動
を
拡
大
さ
せ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
結
果
、
世
界
経
済
に
お

け
る
主
導
的
地
位
が
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
行
す
る
の
は
、

一
七
五
〇
〜
一
八
五
〇
年
頃
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
フ
ラ
ン
ク 

二
〇
〇

〇
［
一
九
九
八
］）。
ポ
メ
ラ
ン
ツ
は
、
一
八
世
紀
後
半
ま
で
の
世
界

経
済
に
お
け
る
中
国
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
一
八

世
紀
後
半
ま
で
は
平
均
寿
命
、
一
人
あ
た
り
綿
布
使
用
量
な
ど
に
お
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い
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
（
中
国
の
揚
子
江
流
域
と
日
本
の

畿
内
・
関
東
）
に
お
け
る
発
達
の
程
度
は
同
程
度
で
あ
っ
た
。
一
八

世
紀
に
「
大
分
岐 great divergence

」
が
起
き
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
中
国
の
経
済
力
に
大
き
な
隔
た
り
が
生
じ
る
の
は
、
前
者
が
新

大
陸
の
第
一
次
産
品
と
近
隣
の
石
炭
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
あ
っ
た
（Pom

eranz 2000

）。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究

は
ア
ジ
ア
各
地
の
経
済
を
詳
細
に
検
討
し
て
そ
の
発
展
程
度
を
証
明

し
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
を
批
判
し

た
。こ

れ
ら
の
研
究
は
、
一
定
時
期
の
ア
ジ
ア
の
経
済
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
比
較
し
て
、
両
者
の
同
等
の
発
展
や
前
者
の
相
対
的
優
位
を
示
そ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー

ス
テ
イ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
を
批
判
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済

史
に
関
す
る
人
々
の
認
識
を
転
換
さ
せ
る
上
で
は
非
常
に
有
効
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
後
も
さ
ら
に
あ
る
時
代
の
世
界
経
済
の
中
心

を
探
し
求
め
る
こ
と
が
、
世
界
の
経
済
構
造
の
理
解
を
深
め
る
と
は

限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
抗
し
得
る
経
済
的
中
心
を

歴
史
上
に
求
め
る
こ
と
に
関
心
が
集
中
す
る
と
、
歴
史
上
一
度
も
そ

の
よ
う
な
地
位
に
位
置
し
た
こ
と
の
な
い
東
南
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
地

域
は
、
正
当
な
関
心
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
世
界
経
済
を
ヘ
ゲ
モ

ニ
ッ
ク
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
み
捉
え
、
諸
地
域
を
対
抗
的
に
比
較

す
る
こ
と
よ
り
も
、
世
界
の
諸
地
域
が
さ
ま
ざ
ま
な
補
完
的
関
係
を

結
び
世
界
経
済
を
構
造
化
し
て
い
た
こ
と
を
検
討
す
る
方
が
、
歴
史

の
理
解
の
た
め
に
は
は
る
か
に
生
産
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業

は
ま
た
、
世
界
の
多
く
の
地
域
の
歴
史
発
表
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
位
置

づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
歴
史
を
世
界
の
経
済
的

中
心
と
の
対
抗
的
な
比
較
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
は
決
し

て
主
流
で
は
な
い
が
、
一
般
的
な
書
物
に
お
い
て
は
皆
無
で
は
な

い
。
た
と
え
ば
一
部
の
著
作
は
、
一
六
〜
一
七
世
紀
に
東
南
ア
ジ
ア

の
港
市
を
訪
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
人
が
、
そ
の
市
場
や
取
引
の
規

模
の
大
き
さ
に
驚
嘆
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
二
〇
〇
二
年
に
オ
ラ

ン
ダ
各
地
の
博
物
館
等
で
開
催
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
四

〇
〇
周
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
で
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

諸
島
が
豊
か
な
物
質
文
化
を
誇
り
、
香
料
な
ど
の
貿
易
を
通
じ
オ
ラ

ン
ダ
の
生
活
文
化
を
豊
か
に
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
（
太
田 

二

〇
〇
三
）。
東
南
ア
ジ
ア
の
あ
る
地
点
に
お
け
る
市
場
取
引
の
規
模

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
地
点
と
正
確
に
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
は
経
済

史
研
究
上
の
意
義
が
あ
る
が
、
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
抗
的
に
比
較

す
る
た
め
に
ア
ジ
ア
の
優
位
要
素
を
恣
意
的
に
選
択
し
て
強
調
す
る

こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
の
裏
返
っ
た
表
現
に
す
ぎ
な
い
。

展
覧
会
の
例
で
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
物
質
的
豊
か
さ
の
強
調
は
、

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
過
度
に
礼
賛
す
る
展
示
の
正
当

化
と
し
て
も
作
用
し
て
い
た
。「
比
較com

parison

」
が
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
有
効
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
が
、
比
較
の
手
法
を
用
い
て
東
南
ア
ジ
ア
史
を
グ
ロ
ー
バ
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ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
位
置
づ
け
る
場
合
に
は
、
比
較
の
指
標
が
恣
意

的
に
選
択
さ
れ
て
対
抗
的
な
比
較
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
、
注
意
を

払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
『
ス
ト
レ
ン
ジ
・
パ
ラ
レ
ル
ズ
』

ビ
ル
マ
史
を
専
門
と
す
る
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
『
ス

ト
レ
ン
ジ
・
パ
ラ
レ
ル
ズ
（Strange Parallels

奇
妙
な
平
行
）』

は
、
他
の
多
く
の
論
考
と
異
な
り
、
東
南
ア
ジ
ア
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
け
る
重
要
な
考
察
対
象
と
し
て
い
る
点
で
注
目
に

値
す
る
。
リ
ー
バ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
ま
た
は
中
央
ア
ジ
ア
遊
牧
民
に
よ
る
侵
攻
か
ら
「
保
護
さ
れ

た
地
域 protected zone

」
と
そ
れ
に
「
さ
ら
さ
れ
た
地
域 

exposed zone

」
に
大
き
く
二
分
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

存
在
し
た
国
家
に
は
、
発
展
の
リ
ズ
ム
に
お
い
て
強
い
平
行
性
が
確

認
で
き
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
世
パ
ガ
ン
や
ア
ン
コ
ー
ル
は
、
他
国

に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
文
化
的
発
展
の
要
因
を
他
国

と
の
商
業
的
、
外
交
的
、
軍
事
的
接
触
か
ら
得
た
と
い
う
点
で
、
キ

エ
フ
や
日
本
と
の
発
展
と
平
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
近
世
島

嶼
部
東
南
ア
ジ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
ま
た
は
中
央
ア
ジ
ア
遊
牧

民
か
ら
侵
攻
を
受
け
た
と
い
う
点
で
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
中
東
と
の

平
行
性
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
近
世
大
陸
部
東
南
ア
ジ
ア
の
国
家

お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
私
商
人
の
商
業
的
拡
大
と
国

家
間
の
戦
争
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
間

に
平
行
性
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
（Lieberm

an 2009

）。

リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
議
論
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼

が
あ
る
時
代
の
発
展
や
衰
退
を
議
論
す
る
時
、
そ
の
対
象
は
常
に
国

家
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
リ
ー
バ
ー
マ
ン
は
一
八
世
紀
の

島
嶼
部
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
華
人
商
人
、
イ
ギ
リ
ス
の
私
商

人
、
さ
ら
に
ブ
ギ
ス
人
な
ど
多
く
の
集
団
が
参
入
し
て
貿
易
が
活
発

化
し
た
こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
こ
の
状
況
を
国
家
の
危
機
と
捉
え
て

い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
い
く
つ
か
の
国
家
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
（
半
国
家
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
）
が
衰
退
し
た
現
象
を
彼
は
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
一
八
世
紀
の
崩
壊 18th-century 

collapse

」
と
呼
び
、
そ
れ
が
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
政
治
的

秩
序
の
劇
的
な
回
復
の
前
提
条
件
と
な
っ
た
と
論
じ
た

（Lieberm
an 2009: 858-874

）。
つ
ま
り
、
民
間
商
人
に
よ
る
貿
易

の
活
発
化
は
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
発
展
的
要
素
と

捉
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
国
家
に
よ
る
住
民
の
把
握
が
も
と
も
と
弱

い
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
国
家
の
支
配
が
弱
く
て
も
（
あ
る
い
は
弱
い

か
ら
こ
そ
）
地
域
社
会
や
一
般
住
民
、
商
人
な
ど
が
自
由
な
行
動
を

取
り
発
展
を
示
す
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う

一
つ
の
問
題
は
、「
一
八
世
紀
の
崩
壊
」
と
い
う
議
論
は
、
東
南
ア

ジ
ア
国
家
の
な
か
で
も
そ
の
一
部
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
一
八
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
で
は
、
民
間
商
人
の
活
動

活
発
化
が
国
家
の
発
展
を
刺
激
し
た
ス
ー
ル
ー
や
リ
ア
ウ
（
ジ
ョ
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ホ
ー
ル
王
国
）
の
ケ
ー
ス
が
存
在
し
た
が
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
は
こ
れ

ら
を
議
論
し
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
が
試
み
た
「
平
行 parallel

」

と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
今
後
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究

を
進
め
る
上
で
大
き
な
可
能
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
遊
牧
民
の
侵
入
と
い
っ
た
あ
る
要
素
が
各
地
に
及
ぼ

し
た
影
響
を
比
較
考
察
す
る
。
通
常
の
「
比
較
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

異
な
る
点
は
、
こ
の
場
合
で
い
う
な
ら
ば
遊
牧
民
の
侵
入
と
い
う
共

通
す
る
要
素
を
指
標
と
し
て
比
較
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
疫
病
な
ど
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
手
法
が
有
効
と
さ

れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
局
地
的
な
発
生
源
か
ら
多
く
の
地
域
に
伝

わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
離
れ
た
地
域
間
で
「
平
行
」
す
る
（
も
し

く
は
「
平
行
」
し
な
い
）
歴
史
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
農
業
技
術
に
お
い
て
も
、
よ
く
似
た
環
境
の
地
域
を
比
較
し

て
そ
の
平
行
性
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
「
平
行
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
史
を
他
の
地
域
と

比
較
す
る
際
の
一
つ
の
有
効
な
方
法
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
と
言
え

よ
う
。３

「
接
続
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
他

に
「
接
続 connection

」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
い
う
概
念
が
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
情
報
、
環
境
的
諸
要
素
な
ど
の

動
き
が
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
を
接
続
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に
お
け
る
「
接

続
」
の
側
面
へ
の
着
目
は
、
言
わ
ば
当
然
と
言
え
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
歴
史
上
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
で
も
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
回
答

が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
人
類
の
地
球
上
の
移
動
を
考
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
大
半
の
地
域
で
約
一
〇
〇
万
年
前
か
ら
約
一
万
年
前
と
い
う

こ
と
に
な
り
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド 

二
〇
一
二
：
上
巻
、
六
三
―
八
九
）、

人
類
や
そ
の
他
の
生
物
が
生
息
で
き
る
環
境
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
に

着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
は
る
か
に
遡
る
地
質
学
的
時
代
に
な
ろ

う
。
経
済
的
側
面
を
検
討
す
る
研
究
者
の
間
で
は
、
一
六
世
紀
末
に

中
南
米
の
銀
が
中
国
ま
で
届
け
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
時

に
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
始
ま
っ
た
と
す
る
、
デ
ニ
ス
・
フ
リ
ン

等
の
主
張
す
る
説
が
近
年
は
有
力
で
あ
る
（Flynn et al. 2003

）。

も
ち
ろ
ん
移
民
や
国
際
貿
易
に
伴
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
の
つ
な
が

り
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
そ
れ
が
非
常

に
大
規
模
化
、
加
速
化
、
シ
ス
テ
ム
化
し
た
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

デ
ニ
ス
等
が
検
討
し
た
銀
の
流
通
に
加
え
、
非
常
に
多
様
な
モ
ノ

の
動
き
が
検
討
さ
れ
た
の
が
、「
接
続
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
で

あ
る
。
主
な
も
の
だ
け
で
も
、
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
、
香
辛
料
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
タ
バ
コ
、
ア
ヘ
ン
、
綿
布
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

（
角
山 

一
九
八
〇 ; 
臼
井 

一
九
九
二 ; 

ミ
ン
ツ 

一
九
八
八 ; 

川
北 

一
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九
九
六 ; 

ド
ル
ビ
ー 

二
〇
〇
四 ; 

武
田 

二
〇
一
〇 ; 

グ
ッ
ド
マ
ン 

一

九
九
六 ; T

rocki 1999 ; Riello and Parthasarathi 2011

）。
こ
う

し
た
研
究
は
、
単
に
貿
易
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
産
、
流
通
、
消
費
と

い
っ
た
面
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ノ
の
世
界
的
な
流
通

が
、
生
産
地
や
消
費
地
に
お
け
る
社
会
変
容
や
新
た
な
文
化
の
創
造

と
そ
の
広
が
り
な
ど
と
も
強
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
が
経
済
的
側
面

の
検
討
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
一
部
に
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う
な
研
究
は
、
社
会
的
・
文
化
的
側
面
の

探
求
に
お
い
て
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る
こ
と

を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
「
モ
ノ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」

に
は
、
一
つ
の
興
味
深
い
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
著
作

は
、
植
民
地
期
以
前
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
モ

ノ
の
動
き
や
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
文
化
の
創
成
を
積
極
的
に
称
揚
す
る

傾
向
が
あ
る
。
一
方
植
民
地
体
制
下
の
生
産
は
、
伝
統
的
生
活
文
化

の
喪
失
を
伴
う
抑
圧
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ

も
そ
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
、
植
民
地
期
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
時
代
へ

の
言
及
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
近
世
ま
で
の
グ

ロ
ー
バ
ル
で
対
等
な
世
界
各
地
の
関
係
が
、
近
代
に
お
け
る
西
洋
の

台
頭
と
と
も
に
、
非
対
等
で
抑
圧
的
な
も
の
に
変
容
す
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
実
際
の
と
こ
ろ
、

「
モ
ノ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
に
限
ら
ず
本
稿
の
取
り
上

げ
た
多
く
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
が
一
八
世
紀
末
か
ら

一
九
世
紀
半
ば
ま
で
で
検
討
を
終
え
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な

い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
、
と
く
に
経
済
的
側
面
を

検
討
す
る
著
作
の
多
く
が
植
民
地
期
以
前
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
正
の
側
面
を
強
調
す
る
一
方
、
植
民
地
期
以
降
を
取

り
上
げ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
台
頭
す
る
西
洋
が
そ
の
他
の
地
域
に

も
た
ら
し
た
衝
撃
―
―
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
―
―
を
不
可
避

か
つ
抵
抗
し
得
な
い
ほ
ど
強
力
で
破
壊
的
で
あ
っ
た
と
暗
示
し
て
し

ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
そ
う
し
た
著
作
と
異
な
り
、
植
民
地
化
が
進
展
す
る
時
期

に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
・
文
化
的
側
面
を
主
題

と
し
た
の
が
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ベ
イ
リ
ー
の
『
近
代
世
界
の
誕

生
、
一
七
八
四
―
一
九
一
四
』
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ベ
イ
リ
ー
は
、

衣
服
、
時
間
的
規
律
、
食
事
と
い
っ
た
生
活
習
慣
や
身
体
行
為 

bodily practice

が
世
界
中
の
多
く
の
地
域
で
同
質
化
し
た
こ
と
、

ま
た
同
時
に
同
質
化
へ
の
抵
抗
の
結
果
と
し
て
伝
統
の
復
活
・
創
造

や
新
た
な
文
化
の
創
出
が
世
界
中
で
見
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
た

（Bayly 2004

）。
ベ
イ
リ
ー
が
論
じ
た
よ
う
な
生
活
習
慣
や
身
体
行

為
の
同
質
化
は
ま
さ
に
近
代
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
近
代
世
界
の

誕
生
を
そ
の
よ
う
な
面
か
ら
論
じ
る
ベ
イ
リ
ー
の
視
点
は
斬
新
で
あ

る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
政
治
・
経
済
的
に
強
力
で
あ
っ
た
時
代
・
地

域
に
関
心
が
集
中
し
、
植
民
地
化
さ
れ
た
地
域
な
ど
自
立
性
が
弱

ま
っ
た
社
会
を
対
象
か
ら
外
す
傾
向
の
あ
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
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ト
リ
ー
研
究
の
層
の
薄
い
部
分
を
補
う
重
要
な
研
究
と
も
な
っ
た
。

一
方
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
同
質
化
を
迫
ら
れ
る
ほ
ど

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
か
っ
た
社
会
で
あ
り
、
当
該
社

会
は
そ
の
受
容
か
何
ら
か
の
抵
抗
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
同
質
化
を
強
く
迫
る
ほ
ど
「
西
洋
」
が
強

力
な
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
持
っ
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
、
当
時
の
世
界

に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は

残
る
。「
西
洋
」
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
強
い
社
会
に
は
多
く
の
記
録
と

資
料
が
残
る
が
、
そ
う
で
な
い
社
会
に
は
あ
ま
り
残
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
に
情
報
が
不
均
衡
に
存
在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
、

我
々
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
理
解
は
誇
張
さ
れ
た
も
の
に

な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
「
西
洋
」
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
弱
け
れ
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
要
素
を
選
択
す
る
現
地
社
会
の
自
主
性
も
、
そ

れ
だ
け
高
く
な
る
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
論
を
越
え
て

１
輸
入
代
替
工
業
化
論

こ
の
よ
う
に
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
過
度
に
強
調
さ
れ
る

こ
と
を
問
題
視
し
、
そ
の
相
対
化
を
試
み
た
例
と
し
て
、
浜
下
武
志

や
川
勝
平
太
な
ど
が
論
じ
た
輸
入
代
替
工
業
化
論
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
幕
末
・
明
治
初
期
の
開
国
に

よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
圧
力
に
よ
っ
て
工
業
化
を
迫
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
「
鎖
国
」
と
呼
ば
れ
る
管
理
貿
易
体
制
の

中
で
、
綿
布
、
絹
織
物
、
砂
糖
と
い
っ
た
主
要
な
工
業
品
の
国
産
化

（
輸
入
代
替
化
）
を
す
で
に
済
ま
せ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
日
本
の

経
済
を
自
立
化
さ
せ
、
開
国
以
後
の
急
速
な
近
代
化
と
国
際
競
争
に

対
抗
で
き
る
基
盤
を
築
い
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
浜
下
・
川
勝 

一
九
九
一
）。

東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
こ
の
よ
う
な
近
世
に
お
け
る
輸
入
代
替
工
業

化
論
は
ま
だ
活
発
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
各

地
の
染
織
品
生
産
は
、
輸
入
代
替
工
業
化
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ワ
の
バ
テ
ィ
ッ
ク
生
産
は
、
一
七
世
紀
末
に
イ

ン
ド
か
ら
の
輸
入
が
停
滞
し
た
時
期
に
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
で
は
主
に
現
地
産
の

布
が
地
域
消
費
用
に
用
い
ら
れ
、
宮
廷
や
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
高
級

品
に
は
イ
ン
ド
か
ら
の
輸
入
布
が
使
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
七

世
紀
末
に
イ
ン
ド
・
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
地
方
の
内
乱
な
ど
に
よ
っ
て
輸

入
が
滞
る
と
、
ジ
ャ
ワ
で
バ
テ
ィ
ッ
ク
（
主
と
し
て
蠟
防
染
技
術
を

用
い
た
模
様
染
め
）
の
技
術
が
発
達
し
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
産
の
更
紗

（
媒
染
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
用
い
た
模
様
染
め
）
に
一
部
代
わ
る

高
級
布
と
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
各
地
に
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（A

ndaya 1989

）。
バ
テ
ィ
ッ
ク
は
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
更

紗
の
み
な
ら
ず
、
別
の
高
級
輸
入
布
で
あ
る
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
の
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パ
ト
ラ
（
経た
て

緯よ
こ

絣
の
技
術
を
用
い
た
模
様
織
り
）
な
ど
の
意
匠
も
模

倣
し
な
が
ら
、
ジ
ャ
ワ
独
自
の
発
展
を
示
し
た
（
吉
本 

一
九
九

六
）。
一
八
四
〇
年
頃
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
綿
布
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸

島
に
も
大
量
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
バ
テ
ィ
ッ
ク
生
産
は

そ
れ
に
よ
っ
て
衰
微
す
る
ど
こ
ろ
か
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
島
嶼
部

に
お
け
る
需
要
を
部
分
的
に
支
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
を
輸

入
代
替
工
業
化
論
で
捉
え
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ワ
の
工
業
化
に
お
け
る

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

２
ア
ジ
ア
間
貿
易

浜
下
武
志
と
川
勝
平
太
は
、
先
の
輸
入
代
替
工
業
化
論
を
「
ア
ジ

ア
域
内
交
易
」
と
い
う
概
念
と
セ
ッ
ト
と
し
て
検
討
し
た
。
つ
ま

り
、
一
六
〜
一
八
世
紀
に
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
活
発
な
域

内
貿
易
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
競
争
に
対
抗
す
る
た
め
に
近
世
日

本
の
輸
入
代
替
工
業
化
が
進
ん
だ
と
彼
ら
は
論
じ
た
（
浜
下
・
川
勝 

一
九
九
一
）。
彼
ら
の
著
作
に
近
世
東
南
ア
ジ
ア
を
論
じ
た
論
考
は

含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
一
七
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
生
糸
と
磁

器
の
生
産
・
輸
出
も
ま
た
、
日
本
と
同
様
に
貿
易
競
争
の
中
か
ら
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
（H

oang 2007 ; 

太
田 

二
〇
一
三
ａ
）。

杉
原
薫
は
、「
ア
ジ
ア
間
貿
易
」
と
い
う
、
浜
下
や
川
勝
が
論
じ

た
「
ア
ジ
ア
域
内
交
易
」
と
は
微
妙
に
異
な
る
力
点
を
持
つ
概
念
を

提
唱
し
て
い
る＊

１

。
浜
下
や
川
勝
が
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
ア

ジ
ア
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
強
ま
る
以
前
の
一
六
〜
一
八
世
紀
の
近
世
ア
ジ

ア
貿
易
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
杉
原
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

〇
世
紀
初
め
の
、
近
代
国
際
貿
易
構
造
が
確
立
し
た
後
の
ア
ジ
ア
諸

地
域
間
の
貿
易
を
議
論
す
る
。
杉
原
に
よ
れ
ば
、
当
該
時
期
に
お
け

る
日
本
、
中
国
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
、
海
峡
植
民
地
、
香
港
、
イ
ン
ド

と
い
っ
た
ア
ジ
ア
諸
地
域
間
の
貿
易
は
、
ア
ジ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
間

の
貿
易
を
上
回
る
成
長
率
で
増
加
し
た
。
西
洋
諸
国
に
よ
る
ア
ジ
ア

と
の
貿
易
は
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
間
の
貿
易
も
刺
激
し
成
長
さ
せ
た
の

で
あ
る
（
杉
原 

一
九
九
六
）。

も
っ
と
も
杉
原
の
こ
の
議
論
は
蘭
領
東
イ
ン
ド
や
海
峡
植
民
地
な

ど
東
南
ア
ジ
ア
を
対
象
に
含
む
と
は
い
え
、
東
南
ア
ジ
ア
自
体
の
貿

易
が
十
分
に
検
討
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
に

お
け
る
貿
易
は
、
そ
れ
ら
と
欧
米
、
イ
ン
ド
、
中
国
な
ど
東
南
ア
ジ

ア
外
の
地
域
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
検
討
さ
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
諸

地
域
間
の
貿
易
は
十
分
考
察
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
杉
原
の
議
論
で
は
十
分
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
東

南
ア
ジ
ア
域
内
の
貿
易
を
検
討
し
て
い
る
の
が
、
小
林
篤
史
で
あ

る
。
小
林
は
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
貿
易
は
、
欧
米
や
ア
ジ
ア
他
地
域
を
相
手
と
す
る
も

の
よ
り
も
、
東
南
ア
ジ
ア
域
内
各
地
を
貿
易
相
手
と
す
る
部
分
の
方

が
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
（
小
林 

二
〇
一
二
）。
も

ち
ろ
ん
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
欧
米
と
の
貿
易
は
当
該
期
間
に
大
き
く
伸

び
て
い
る
の
だ
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
間
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の
貿
易
は
そ
れ
以
上
に
大
き
く
発
展
し
た
。
し
か
も
そ
う
し
た
東
南

ア
ジ
ア
域
内
貿
易
の
担
い
手
は
主
に
華
人
や
ブ
ギ
ス
人
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
一
九
世
紀
東
南
ア
ジ
ア
域
内
貿
易
の
伸
張
は
、
ウ
ェ

ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
直
接
的
な
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
ウ
ェ
ス

タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
契
機
と
し
て
域
内
の
自
律
的
発
展
が
進
ん
だ

こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。

Ⅲ
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
世
か
ら
近
代
へ

１
「
最
後
の
抵
抗
」

前
節
で
は
日
本
や
ア
ジ
ア
の
経
済
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ

る
、
ア
ジ
ア
貿
易
に
お
け
る
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
再
考
を

検
討
し
た
。
本
節
で
は
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
問
題
を
東
南

ア
ジ
ア
研
究
者
が
ど
の
よ
う
に
議
論
し
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

問
題
を
抱
え
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

近
世
東
南
ア
ジ
ア
の
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
最
も
繁
栄
し
た
時

期
は
「
商
業
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
一
四
五
〇
〜
一
六
八
〇
年
頃
で

あ
っ
た
と
い
う
理
解
が
、
最
近
ま
で
有
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
野
で

現
在
世
界
で
最
も
影
響
力
を
持
つ
と
言
え
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
リ
ー
ド

は
、
一
九
八
八
〜
九
三
年
に
出
版
し
た
著
作
『
商
業
の
時
代
の
東
南

ア
ジ
ア
、
一
四
五
〇
―
一
六
八
〇
』
に
お
い
て
、
そ
の
時
代
の
東
南

ア
ジ
ア
に
は
、
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
船
や
西
ア
ジ
ア
・
イ
ン
ド
か
ら
来

る
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
イ
ン
ド
会
社
な
ど

の
活
動
に
刺
激
さ
れ
、
長
距
離
貿
易
に
よ
っ
て
繁
栄
す
る
港
市
国
家

が
数
多
く
台
頭
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か
し
一
七
世
紀
末
に
な
る

と
、
そ
う
し
た
有
力
国
家
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
制

圧
さ
れ
た
の
を
機
に
、
商
業
の
時
代
が
終
焉
を
迎
え
た
と
述
べ
た

（Reid 1988-1993

）。

と
こ
ろ
が
リ
ー
ド
が
こ
の
著
書
を
そ
の
よ
う
に
終
え
た
た
め
に
、

東
南
ア
ジ
ア
は
そ
れ
以
降
長
期
に
わ
た
る
衰
退
期
に
入
っ
た
と
の
印

象
を
与
え
た
。
こ
の
こ
と
を
リ
ー
ド
自
身
が
認
め
、
そ
の
修
正
を

図
っ
て
彼
が
新
た
に
提
起
し
た
の
が
、
一
七
五
〇
〜
一
九
〇
〇
年
頃

に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
の
「
最
後
の
抵
抗 Last stand

」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
う
ち
、
ま
ず
一
七

五
〇
〜
一
七
八
〇
年
と
い
う
時
期
は
一
種
の
危
機
の
時
代
で
、
そ
こ

か
ら
新
し
い
近
代
的
秩
序
が
生
ま
れ
る
分
水
嶺
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ

れ
ば
と
く
に
商
業
化
、
行
政
の
集
権
化
、
知
の
革
新
、
そ
し
て
文
化

の
大
衆
化
と
い
っ
た
面
の
発
展
が
「
最
後
の
抵
抗
」
の
時
期
に
顕
著

と
な
り
、
そ
の
後
の
時
代
に
さ
ら
に
展
開
し
て
い
っ
た
（Reid 

1997a: 10-21; 1997b: 61-62, 70-71

）。

つ
ま
り
「
最
後
の
抵
抗
」
が
意
味
す
る
も
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

繁
栄
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
が
次
第
に
拡
大
す

る
一
九
世
紀
ま
で
続
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
主
に
経
済
的

側
面
を
中
心
に
論
じ
、
商
品
作
物
の
生
産
や
そ
の
貿
易
を
活
発
に
進
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め
た
の
は
華
人
と
東
南
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
リ
ー
ド
は
、
東
南
ア
ジ
ア
が
一
九
世
紀
も
、
ウ
ェ
ス
タ

ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
商
人
の
活
動
が
代
表
す
る
現

地
社
会
や
国
家
の
自
律
性
に
よ
っ
て
、
発
展
し
て
い
た
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
と
言
え
る
（Reid 1997a ; 1997b

）。

も
っ
と
も
、
こ
の
「
最
後
の
抵
抗
」
と
い
う
概
念
の
名
称
が
示
唆

す
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
・
文
化
的
発
展
を
示
し
た
近
世

国
家
も
、
強
大
な
西
洋
国
家
の
進
出
に
あ
っ
て
最
後
の
抵
抗
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
つ
い
に
征
服
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
ド
は

こ
の
時
代
の
終
わ
り
を
明
確
に
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
彼
の
序
文
を

読
む
限
り
、「
最
後
の
抵
抗
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
現
地

国
家
の
武
力
制
圧
ま
た
は
植
民
地
国
家
の
支
配
が
ピ
ー
ク
に
達
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
終
わ
り
を
告
げ
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ

明
ら
か
で
あ
る
（Reid 1997b

）。

し
か
し
リ
ー
ド
の
議
論
は
大
き
な
疑
問
を
残
し
て
い
る
。
彼
は

「
最
後
の
抵
抗
」
―
―
ま
た
は
「
近
世
最
後
の
繁
栄
」
―
―
が
一
八

世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、

そ
の
繁
栄
期
の
終
わ
り
を
明
確
に
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
政
治
的
側

面
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
強
調
す
る
一
八
世
紀

ま
で
続
く
経
済
繁
栄
が
、
植
民
地
期
に
ど
う
終
焉
を
迎
え
る
の
か
、

あ
る
い
は
新
た
に
出
現
し
た
植
民
地
経
済
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構

築
す
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
、
次
の
セ
ク

シ
ョ
ン
で
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。

２
華
人
の
世
紀
と
一
九
世
紀
後
半
の

東
南
ア
ジ
ア
貿
易

リ
ー
ド
は
「
最
後
の
抵
抗
」
の
時
代
の
う
ち
、
と
く
に
東
南
ア
ジ

ア
で
ア
ジ
ア
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
貿
易
が
発
展
し
た
一

七
五
〇
〜
一
八
五
〇
年
頃
を
、「
華
人
の
世
紀
」
と
名
付
け
た
。
リ
ー

ド
も
、
ま
た
彼
と
と
も
に
こ
の
概
念
を
相
次
い
で
用
い
始
め
た
レ
オ

ナ
ル
ド
・
ブ
リ
ュ
ッ
セ
も
、
華
人
移
民
労
働
者
に
よ
る
輸
出
産
品
生

産
と
華
人
商
人
に
よ
る
ジ
ャ
ン
ク
貿
易
の
活
発
化
が
、
こ
の
時
代
の

経
済
発
展
の
要
因
で
あ
っ
た
と
論
じ
た＊

２（Reid 1997b ; Blussé 1999

）。

中
国
は
一
八
世
紀
に
人
口
が
急
増
し
た
こ
と
か
ら
食
糧
の
輸
入
が
緊

急
の
課
題
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
海
禁
政
策
が
緩
和
さ
れ
て
ジ
ャ
ン

ク
船
に
よ
る
外
洋
貿
易
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
ま
ず
ア
ユ
タ
ヤ
（
後
に
バ
ン
コ
ッ
ク
）
や
サ
イ
ゴ
ン
な
ど
、

豊
か
な
米
作
地
帯
を
近
隣
に
有
す
る
地
域
か
ら
、
中
国
へ
米
が
運
ば

れ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
揚
子
江
中
下
流
域
な
ど
の
経
済

先
進
地
域
で
消
費
社
会
が
発
達
す
る
に
つ
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
の
エ
キ

ゾ
チ
ッ
ク
な
熱
帯
産
品
に
対
す
る
需
要
が
拡
大
し
た
。
そ
の
よ
う
な

産
品
の
う
ち
錫
、
胡
椒
、
ガ
ン
ビ
ル
な
ど
は
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に

移
民
し
た
華
人
労
働
者
に
よ
っ
て
採
掘
・
生
産
が
大
規
模
に
行
わ
れ

て
中
国
に
お
け
る
需
要
を
満
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
同
様
に
中
国
で

需
要
の
高
い
海
産
物
（
ナ
マ
コ
、
フ
カ
ヒ
レ
、
真
珠
な
ど
）
や
森
林
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産
物
（
籐
、
樟
脳
な
ど
）、
燕
の
巣
な
ど
は
、
現
地
商
人
に
よ
っ
て

東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
港
に
集
め
ら
れ
た
も
の
が
、
華
人
商
人
に
よ
っ

て
中
国
南
岸
に
運
ば
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
貿
易
を
、
中
国

市
場
志
向
型
貿
易
と
い
う
語
で
表
す
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
近
代
産
業
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
が
な
く
、
華
人
だ
け
で
な
く
東

南
ア
ジ
ア
人
に
よ
っ
て
も
栽
培
・
採
集
さ
れ
、
最
終
的
に
中
国
で
消

費
さ
れ
た
多
様
な
熱
帯
産
品
の
貿
易
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
用
語
を

使
っ
て
筆
者
は
、
華
人
だ
け
で
な
く
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
に
よ
っ
て

も
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
貿
易
の
発
展
と
経
済
の
再
編
成
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
（
太
田 
二
〇
一
三
ｂ
）。

華
人
の
世
紀
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ド
も
ブ
リ
ュ
ッ
セ
も

一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
か
け
て
清
朝
の
海
禁
政
策
が
緩

和
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
終
わ
り
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
明
確
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
リ
ー
ド
は
こ
の
時
代

の
終
わ
り
に
つ
い
て
あ
ま
り
論
じ
て
お
ら
ず
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
は
一
八

一
九
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
設
立
以
降
、
華
人
貿
易
は
欧
米
帝
国
主
義

と
相
互
作
用
を
始
め
た
と
述
べ
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
の
こ
の
説
は
興
味

深
い
が
、
華
人
貿
易
と
欧
米
帝
国
主
義
が
実
際
ど
の
よ
う
に
相
互
作

用
し
た
の
か
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
貿
易
構
造
が
現
れ
た
の
か
は

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
華
人
の
世
紀
に
華
人
と
東
南
ア
ジ
ア
人
が

主
体
的
に
構
築
し
た
中
国
市
場
志
向
型
貿
易
構
造
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
設
立
以
降
欧
米
帝
国
主
義
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
た
の
か

は
、
ま
さ
に
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を

考
察
す
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て

は
い
ま
だ
研
究
者
に
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
に
「
華
人
の
世
紀
」
の
終
わ
り
に
関
し
て

見
解
が
一
致
し
な
い
こ
と
と
関
連
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
の
東
南
ア
ジ

ア
貿
易
の
性
質
と
構
造
に
つ
い
て
も
、
研
究
者
の
意
見
は
大
き
く
隔

た
っ
て
い
る
。
近
年
は
多
く
の
研
究
者
が
、
中
国
市
場
志
向
型
貿
易

が
そ
の
時
代
に
も
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る

（T
agliacozzo 2004 ; T

agliacozzo and Chang 2011

）。
他
方
、
別

の
研
究
者
た
ち
は
、
植
民
地
期
に
入
る
と
貿
易
構
造
が
根
本
的
に
変

容
し
、
そ
の
中
で
中
国
市
場
志
向
型
貿
易
は
量
的
に
非
常
に
小
さ
く

な
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
は
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
設
立
（
一
八
一
九
年
）
と
蘭
領
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
強
制
栽
培
制

度
の
開
始
（
一
八
三
〇
年
）
が
、
欧
米
市
場
向
け
産
品
の
貿
易
を
急
拡

大
さ
せ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
（Elson 1999

［1992

］: 133

）。
た
と

え
ば
Ｊ
・
ト
ー
マ
ス
・
リ
ン
ド
ブ
ラ
ッ
ド
は
、
ス
マ
ト
ラ
、
カ
リ
マ
ン

タ
ン
な
ど
の
島
々
か
ら
の
天
然
産
品
の
輸
出
は
、
一
九
世
紀
に
は
「
マ

イ
ナ
ー
な
」
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
述
べ
た
（Lindblad 2002: 101

）。

つ
ま
り
、
ま
だ
東
南
ア
ジ
ア
史
、
と
く
に
経
済
史
に
お
い
て
は

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
捉
え
方
に
関
し
て
大
き
な
意
見
の
相

違
が
存
在
し
て
い
る
。
一
部
の
研
究
者
た
ち
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
設
立

や
ジ
ャ
ワ
の
強
制
栽
培
制
度
の
開
始
と
い
う
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ

ク
ト
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
の
貿
易
構
造
は
大
き
く
変
容
し
た
と
考

え
る
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
者
の
見
解
に
近
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い
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
別
の
グ
ル
ー
プ
の
研
究
者
た
ち

は
、
華
人
の
世
紀
に
行
わ
れ
て
い
た
華
人
と
東
南
ア
ジ
ア
人
に
よ
る

自
律
的
貿
易
が
一
九
世
紀
ま
で
継
続
し
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
議
論
の
問
題
点
は
、
ど
ち
ら
の
グ
ル
ー
プ
も
ほ
と
ん
ど
十

分
な
統
計
資
料
を
提
示
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
タ
ン
・

イ
ン
パ
ク
ト
を
強
調
す
る
研
究
者
た
ち
が
用
い
る
欧
米
向
け
産
品

―
―
植
民
地
産
品
―
―
に
関
す
る
統
計
は
、
中
国
市
場
志
向
型
貿
易

で
扱
わ
れ
る
海
産
物
や
森
林
産
物
の
情
報
を
含
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
一
九
世
紀
に
も
自
律
的
貿
易
が
継
続
し
た
こ
と
を
主
張
す
る

研
究
者
た
ち
は
、
各
地
の
地
域
社
会
に
お
け
る
記
述
的
資
料
を
多
く

利
用
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
資
料
は
中
国
ま
た
は
東
南
ア
ジ
ア
向
け

産
品
―
―
非
植
民
地
産
品
―
―
の
輸
出
に
関
す
る
数
量
的
情
報
を
あ

ま
り
含
ま
な
い
。
こ
う
し
て
見
解
を
異
に
す
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
違
う
資
料
に
依
拠
し
て
互
い
に
噛
み
合
わ
な

い
議
論
を
続
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

Ⅳ
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
の
貿
易

１
貿
易
統
計

こ
の
よ
う
な
意
見
の
相
違
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
一

八
四
六
〜
六
九
年
の
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
に
お
け
る
貿
易
資
料
に
基
づ

く
考
察
を
試
み
た
い＊

３

。
こ
の
資
料
が
有
意
義
な
の
は
、
植
民
地
産
品

と
非
植
民
地
産
品
に
関
す
る
情
報
を
と
も
に
含
む
点
に
あ
る
。
外
島

オ
ラ
ン
ダ
港
と
は
、
後
に
蘭
領
東
イ
ン
ド
の
外
島
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
地
域
（
ス
マ
ト
ラ
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
、
小
ス

ン
ダ
列
島
、
マ
ル
ク
諸
島
、
西
パ
プ
ア
と
そ
の
周
辺
の
島
嶼
）
に
お

い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
当
局
が
関
税
を
課
し
、
貿
易
を
管
理
・
記

録
し
た
港
を
指
す
も
の
と
す
る
（
図
１
）。
外
島
と
は
一
般
に
、
東

イ
ン
ド
諸
島
の
う
ち
ジ
ャ
ワ
と
マ
ド
ゥ
ラ
以
外
で
オ
ラ
ン
ダ
支
配
が

及
ん
だ
地
域
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
形
成
・
拡

大
途
上
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
従
っ
て
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
は
当
該
期
間

に
も
増
加
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
図
１
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
時
期
は
ま
だ
ア
チ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
北
ス
マ
ト
ラ
、
バ
リ
、

ロ
ン
ボ
ッ
ク
の
活
発
な
独
立
貿
易
港
を
含
ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
本

稿
で
用
い
る
統
計
の
数
値
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
貿

易
の
増
加
だ
け
で
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
支
配
が
拡
大
し
、
貿
易
の
中
で

植
民
地
当
局
が
捕
捉
で
き
る
部
分
が
増
え
た
こ
と
も
意
味
し
て
い

る
。
し
か
し
本
統
計
は
、
港
ご
と
に
税
関
を
通
過
す
る
輸
出
品
お
よ

び
輸
入
品
を
原
則
と
し
て
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
輸
出

入
品
目
や
輸
出
先
の
内
訳
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
極
め

て
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
資
料
か
ら
、
植
民
地

産
品
と
非
植
民
地
産
品
―
―
滅
多
に
統
計
に
含
ま
れ
な
い
中
国
向
け

海
産
物
、
森
林
産
物
を
含
む
―
―
か
ら
成
る
貿
易
全
体
の
構
造
を
知

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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２
輸
出

表
１
は
、
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
か
ら
の
全
輸
出
額
を
品
目
に
よ
っ
て

分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
輸
出
品
を
ま
ず
輸
出
先
に
よ
っ

て
欧
米
向
け
と
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
向
け
産
品
と
に
大
別
し
、
さ
ら

に
後
者
を
生
産
者
に
よ
っ
て
、
華
人
産
品
と
現
地
産
品
に
分
け
て
い

る
。
欧
米
向
け
産
品
は
西
ス
マ
ト
ラ
に
お
け
る
コ
ー
ヒ
ー
の
よ
う

に
、
原
則
と
し
て
植
民
地
政
府
も
し
く
は
欧
米
（
主
に
オ
ラ
ン
ダ
）

企
業
の
資
本
投
入
を
受
け
て
大
規
模
に
生
産
さ
れ
た
。
華
人
産
品

は
、
リ
ア
ウ
・
ビ
ン
タ
ン
島
に
お
け
る
胡
椒
農
園
や
バ
ン
カ
島
の
錫

鉱
山
な
ど
の
よ
う
に
、
華
人
移
民
労
働
者
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
。

現
地
産
品
と
は
、
資
本
投
下
や
大
規
模
な
労
働
投
入
を
伴
う
こ
と
な

く
、
現
地
の
人
々
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
産
品
を
指

す
。
大
半
は
海
産
物
も
し
く
は
森
林
産
物
で
、
大
部
分
が
中
国
へ
、

一
部
が
東
南
ア
ジ
ア
の
他
地
域
へ
輸
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
と
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
外
島

オ
ラ
ン
ダ
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
生
産
と
輸
出
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
ケ
ー
ス
は
比
較
的
少
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
コ
ー
ヒ
ー

栽
培
は
、
最
大
の
産
地
で
あ
る
西
ス
マ
ト
ラ
で
は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地

政
府
の
主
導
で
進
め
ら
れ
た
が
（D

obbin 1983: 235-236

）、
第
二

の
輸
出
地
で
あ
る
マ
カ
ッ
サ
ル
で
は
、
ト
ラ
ジ
ャ
地
方
の
高
地
で
現

地
の
人
々
が
自
発
的
に
栽
培
を
始
め
た
も
の
が
、
一
八
五
〇
年
代
以

図1　19世紀半ばの島嶼部東南アジアの主要港と外島オランダ港

ベンクーレンベンクーレン

テロック・ブトン
（ランプン）

パレンバンパレンバン

ジャンビジャンビ
ムントック
（バンカ）

タンジュン・パンダン
（ブリトゥン）

サンバスサンバス

ポンティアナック

バンジャルマシン
マカッサル

メナド

ティモール・クパン

アンボイナ
バンダ

テルナテ
プリアマンプリアマンアイルバンギスアイルバンギス

シンケル
バロスバロス
シボルガシボルガ
ナタルナタル リアウリアウ

ゴロンタロ

アチェ

スマトラ

ジャワ バリ

ロンボック

カリマンタン（ボルネオ）

スラウェシ
マルク諸島

小 ス ン ダ列 島

バタヴィア

シンガポール

外島オランダ港
主要港

西パプア

アユタヤ
バンコク

サイゴン

マニラ

ブルネイ
ペナン スールー

ミナハサ

トラジャ
パダン

列
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降
ブ
ギ
ス
人
に
よ
っ
て
港
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
山
下 

一

九
八
八
：
五
四
―
五
五
）。
し
た
が
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
は
表
１
で
は
西

洋
向
け
産
品
に
分
類
さ
れ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
地
域
で

強
い
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
生
産
が
開
始
さ
れ
た
訳

で
は
な
い
。
ガ
ン
ビ
ル
は
も
と
も
と
中
国
南
部
と
東
南
ア
ジ
ア
で
ビ

ン
ロ
ウ
（betel quid

）
の
原
料
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
た
が
、
一

八
三
〇
年
代
か
ら
リ
ア
ウ
産
の
も
の
は
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
向
け

に
染
色
と
革
な
め
し
の
原
料
と
し
て
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（Elson 1999

［1992

］: 135 ; T
urnbull 2009: 63

）。
し
か
し
一
八
三

〇
年
代
以
降
も
ガ
ン
ビ
ル
は
華
人
が
出
資
し
て
華
人
労
働
者
に
よ
っ

て
生
産
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
ま
っ

た
く
新
た
に
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
産
品
で
は
な
い
。
錫
も
初

め
は
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
を
輸
出
先
と
し
て
い
た
が
、
ブ
リ
ト
ゥ
ン

産
の
も
の
は
一
八
六
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ
資
本
の
ビ
リ
ト
ン
・
カ
ン
パ

ニ
ー
が
採
掘
を
開
始
し
て
以
降
欧
米
向
け
輸
出
が
拡
大
し
た

（Lindblad 2002: 95

）。

し
た
が
っ
て
表
１
に
よ
れ
ば
欧
米
向
け
植
民
地
産
品
が
一
八
四
六

年
で
は
全
輸
出
の
三
割
弱
か
ら
一
八
六
九
年
に
は
半
分
強
ま
で
増
え

て
い
る
が
、
マ
カ
ッ
サ
ル
の
輸
出
す
る
コ
ー
ヒ
ー
や
リ
ア
ウ
産
ガ
ン

ビ
ル
の
輸
出
増
は
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
の
み
も
た

ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、

華
人
や
東
南
ア
ジ
ア
人
が
生
産
・
採
集
し
た
非
植
民
地
産
品
は
、
一

八
四
六
年
は
全
輸
出
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
、
一
八
六
九
年
で
も

カテゴリー 輸出品目 1846 1850 1859 1869

（1）
欧米向け産品

コーヒー 1,207,903 19.5% 2,524,348 31.7% 5,378,650 41.7% 8,820,295 37.9%
カカオ 45,940 0.7% 48,060 0.6% 148,328 1.1% 200,823 0.9%
煙草 158,574 2.6% 179,452 2.3% 113,164 0.9% 201,389 0.9%
錫

（ブリトゥン産） 1,912,148 8.2%

ガンビル
（リアウ産） 346,035 5.6% 370,303 4.7% 792,031 6.1% 1,796,110 7.7%

小計 1,758,452 28.4% 3,122,163 39.2% 6,432,173 49.9% 12,930,765 55.5%

（2a）
中国・東南アジ
ア向け華人産品 

胡椒 221,529 3.6% 261,932 3.3% 564,294 4.4% 731,553 3.1%
ガンビル

（リアウ産を除く） 83,852 1.4% 58,179 0.7% 113,465 0.9% 107,287 0.5%

金 830,368 13.4% 608,857 7.6% 181,182 1.4% 54,707 0.2%
錫（ブリトゥン産
を除く） 28,089 0.5% 21,895 0.3% 200 0.0% 3 0.0%

小計 1,163,838 18.8% 950,863 11.9% 859,141 6.7% 893,550 3.8%

（2b）
中国・東南アジ
ア向け現地産品

海産物 215,750 3.5% 733,728 9.2% 727,823 5.6% 922,396 4.0%
森林産物 1,270,813 20.6% 831,626 10.4% 2,084,006 16.2% 3,627,024 15.6%
その他 1,772,426 28.7% 2,320,539 29.2% 2,797,010 21.7% 4,929,177 21.2%
小計 3,258,989 52.7% 3,885,893 48.8% 5,608,839 43.5% 9,478,597 40.7%

計 6,181,279 100.0% 7,958,919 100.0% 12,900,153 100.0% 23,302,912 100.0%

表１　外島オランダ港からの輸出品（1846〜69年）

（出所）Batavia Departement van Financien 1851-1870
（注）単位：オランダギルダー
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半
分
近
く
に
及
ん
だ
（
表
１
）。
コ
ー
ヒ
ー
や
錫
と
い
っ
た
植
民
地

産
品
の
生
産
が
急
増
し
た
た
め
非
植
民
地
産
品
の
占
め
る
比
率
は
下

が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
輸
出
が
急
速
に
重
要
性
を
失
っ
た
と

は
言
え
な
い
。

外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
か
ら
の
輸
出
を
、
ほ
と
ん
ど
植
民
地
産
品
を
輸

出
し
て
い
た
ジ
ャ
ワ
と
比
べ
る
と
、
一
八
六
九
年
時
点
で
前
者
が
二

三
〇
〇
万
ギ
ル
ダ
ー
余
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
一
億
一
千

万
ギ
ル
ダ
ー
余
り
と
、
前
者
の
五
倍
近
い
額
の
産
品
を
輸
出
し
て
い

た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
統
計
の
ト
リ
ッ
ク
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
の
統
計
―
―
輸
出
元
の
港
に
お

け
る
記
録
―
―
か
ら
得
ら
れ
る
輸
出
額
は
、
多
く
の
船
が
当
局
の
管

理
を
す
り
抜
け
た
た
め
小
さ
く
示
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
ジ
ャ

ワ
の
港
で
作
ら
れ
た
統
計
で
は
、
外
島
各
地
か
ら
の
輸
入
額
が
、
オ

ラ
ン
ダ
外
島
港
で
記
録
さ
れ
た
ジ
ャ
ワ
向
け
輸
出
の
二
〜
三
倍
の
数

値
で
記
録
さ
れ
て
い
る
（
太
田 

二
〇
一
三
ｂ
）。
お
そ
ら
く
バ
タ

ヴ
ィ
ア
や
ス
マ
ラ
ン
と
い
っ
た
ジ
ャ
ワ
の
港
は
大
消
費
地
に
近
く
さ

ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
た
め
貿
易
商
人
は
関
税
を
支
払
っ
て

も
こ
れ
ら
の
港
を
利
用
し
た
が
、
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
に
は
そ
う
し
た

メ
リ
ッ
ト
が
な
か
っ
た
た
め
寄
港
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
非
植
民
地
産
品
が
多
く
を
占
め
る

外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
の
輸
出
は
、
ジ
ャ
ワ
か
ら
の
輸
出
と
比
べ
て
極
端

に
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
。

３
輸
入
品

一
方
、
輸
入
品
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
品
の
輸
入
は
一
八
世
紀
ま
で
は
東

南
ア
ジ
ア
で
は
無
視
し
得
る
ほ
ど
の
量
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
図
２

が
示
す
よ
う
に
、
一
九
世
紀
半
ば
に
は
最
重
要
輸
入
品
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港
の
す
べ
て
の
港
で
起
き
て
い
た
現
象
で
あ

る
。
小
林
篤
史
に
よ
れ
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
各
地

に
輸
出
さ
れ
た
最
大
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
品
は
イ
ギ
リ
ス
の
綿
製
品

で
、
そ
れ
は
一
八
四
〇
年
代
に
蘭
英
植
民
地
当
局
の
間
で
関
税
政
策

が
合
意
に
達
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
拡
大
し
た
（
小
林 

二
〇
一
二
）。

そ
れ
以
外
の
輸
入
品
で
は
、
イ
ン
ド
綿
製
品
の
比
率
が
下
が
り
続

け
、
代
わ
っ
て
イ
ン
ド
ア
ヘ
ン
が
よ
り
重
要
に
な
っ
た
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ベ
ン
ガ
ル
に
お
い
て
ア
ヘ
ン
の

生
産
を
独
占
・
促
進
し
た
結
果
で
あ
る
。
家
庭
用
品
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
、
磁
器
、
鉄
製
品
、
煙
草
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
日
用

品
か
ら
構
成
さ
れ
、
大
半
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
連
続
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
輸
出
品
目
と
異
な
り
、

輸
入
品
に
お
い
て
は
新
た
な
要
素
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末

ま
で
は
中
国
製
の
日
用
品
に
加
え
て
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で

生
産
さ
れ
た
染
織
品
が
東
南
ア
ジ
ア
の
重
要
な
輸
入
品
で
あ
っ
た
が

（M
ilburn 1999

［1813

］: II, 388-433

）、
一
九
世
紀
半
ば
に
な
る
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と
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
は
よ
り
多
く
の
安
価
な
イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
を

消
費
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
工
業
力

増
大
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
台
頭
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
植
民
地

経
済
の
影
響
力
の
浸
透
と
い
う
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
も

た
ら
し
た
変
化
と
言
え
よ
う
。

４
貿
易
商
人

他
方
、
貿
易
を
担
う
商
人
と
い
う
点
で
は
華
人
の
世
紀
か
ら
の
連

続
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
い
く
つ
か
の
近
代
的
要
素
も
重

要
で
あ
っ
た
。
ブ
ギ
ス
人
は
以
前
の
時
代
に
引
き
続
い
て
、
初
期
の

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
と
の
貿
易
に
お
い

て
、
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
の
発
展
に
伴
い
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
全
域
、
ス
ン
バ
ワ
、
バ

リ
、
ロ
ン
ボ
ッ
ク
、
フ
ロ
ー
レ
ス
、
テ
ィ
モ
ー
ル
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
へ
と
か
つ
て
な
い
広
範
囲
に
広
が
っ
た
（T

agliacozzo 
2004: 31

）。

一
八
三
〇
年
代
以
降
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
拠
点
を
置
く
華
人
商

人
が
こ
の
貿
易
に
参
加
し
た
。
な
か
で
も
西
洋
式
帆
船
を
入
手
し
た

商
人
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
各
地
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
結
ぶ
貿
易

の
最
も
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
っ
た
（W

ong 1960: 74-84 ; 
Reid 1993b: 28-29

）。
つ
ま
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
新
興
商
人
が
、

最
新
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
新
し
い
欧
米
の
技
術
を
入
手
し
て
、
こ

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

1846 1850 1859 1869

その他
家庭用品
その他のインド産品
インドアヘン
インド染織品
その他のヨーロッパ産品
ヨーロッパ染織品

（
千
オ
ラ
ン
ダ
ギ
ル
ダ
ー
）

年

図2　外島オランダ港への輸入品（1846〜69年）
（出所）Batavia Departement van Financien, 1851-1870
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の
海
域
の
貿
易
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
ブ
ギ
ス
人
も
、
と
く
に
ス
ラ
バ
ヤ
と
島
嶼
部
東
部
の
間

の
海
運
で
は
、
伝
統
的
帆
船
で
あ
る
ピ
ニ
シ
を
操
っ
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
。

こ
れ
ら
の
華
人
お
よ
び
ブ
ギ
ス
商
人
は
、
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
向

け
の
産
品
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
ジ
ャ
ワ
へ
運
び
、
引
き
替
え
に
さ
ま

ざ
ま
な
輸
入
品
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
綿
製
品
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島

の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
運
ん
だ
（
小
林 

二
〇
一
二
）。
オ
ラ
ン
ダ
植

民
地
政
府
は
、
一
八
二
四
年
以
降
に
設
立
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
海
運

会
社
を
積
極
的
に
支
援
し
た
が
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
は
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
諸
島
の
海
運
で
は
ブ
ギ
ス
人
や
そ
の
他
の
ア
ジ
ア
人
が
支
配

的
で
あ
り
、
彼
ら
は
後
の
時
代
に
も
オ
ラ
ン
ダ
海
運
会
社
と
競
争
し

続
け
た
。

５
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
に
お
け
る

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
で
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ

ク
ト
の
影
響
は
地
域
や
分
野
に
よ
っ
て
濃
淡
を
持
ち
な
が
ら
及
ん
で

い
た
。
一
八
七
〇
年
頃
ま
で
に
ジ
ャ
ワ
で
は
大
半
の
輸
出
を
コ
ー

ヒ
ー
や
砂
糖
な
ど
の
植
民
地
産
品
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

が
、
ジ
ャ
ワ
を
除
く
地
域
で
は
、
輸
出
の
約
半
分
は
中
国
ま
た
は
東

南
ア
ジ
ア
向
け
の
非
輸
出
産
品
で
あ
り
、
そ
の
量
も
ジ
ャ
ワ
の
植
民

地
産
品
輸
出
と
比
べ
て
甚
だ
し
く
見
劣
り
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
輸
入
品
の
多
く
は
中
国
や
イ
ン
ド
の
産
品
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産

品
に
置
き
換
わ
っ
た
が
、
そ
れ
を
各
地
の
港
に
運
ぶ
担
い
手
は
以
前

か
ら
引
き
続
い
て
華
人
ま
た
は
ブ
ギ
ス
人
が
主
体
で
あ
っ
た
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
が
イ
ギ
リ
ス
綿
布
と
い
う
強
力
な
商
品
と
、
さ
ら
に
近
代

的
な
港
湾
設
備
や
法
的
・
金
融
的
シ
ス
テ
ム
を
商
人
に
提
供
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
華
人
や
ブ
ギ
ス
人
は
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
広
げ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
全
体
に
お
け
る
貿
易
を
発
展

さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
も
た
ら
し
た
近
代

的
（
ま
た
は
帝
国
主
義
的
）
貿
易
は
、
既
存
の
中
国
市
場
志
向
型
貿

易
構
造
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
の
前
半
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
の
さ
ま
ざ

ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
紹
介
し
、
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
を
そ
の
中
に
位

置
づ
け
る
上
で
の
課
題
を
指
摘
し
た
。「
比
較
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

お
け
る
世
界
経
済
の
検
討
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
構
造
的
理

解
で
あ
る
。
中
心
が
ど
の
地
域
に
あ
っ
た
か
、
あ
る
地
域
が
他
よ
り

も
優
位
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
地
域
が
ど
の
よ
う
に
構
造
的
に
結
び
つ
い
て
世
界
経
済
を
構
成
し

て
い
た
か
を
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
。「
平
行
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で



177 グローバル・ヒストリーと東南アジア史

は
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
が
試
み
た
よ
う
に
国
家
の
発
展
の
リ
ズ
ム
を
検

討
す
る
だ
け
で
な
く
、
民
間
の
人
々
の
活
動
も
考
察
対
象
に
含
め
た

歴
史
の
検
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
同
じ
起
因
的
要
素

が
異
な
る
地
域
で
ど
の
よ
う
に
発
展
し
、
そ
の
地
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
か
を
検
討
す
る
「
平
行
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
環
境

要
因
や
農
業
技
術
な
ど
を
考
察
対
象
に
含
め
る
際
に
も
有
効
と
考
え

ら
れ
る
。「
接
続
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ

ク
ト
の
捉
え
方
が
多
く
の
研
究
に
お
い
て
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。
近
年
の
日
本
史
や
東
南
ア
ジ
ア
史
の
研
究
者
は

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
再
考
を
顕
著
に
進
め
て
い
る
が
、
東

南
ア
ジ
ア
史
に
お
い
て
は
近
世
か
ら
近
代
（
植
民
地
期
）
へ
の
移
行

に
お
け
る
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
重
要
性
に
関
し
て
ま
だ
見

解
の
一
致
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

本
稿
の
後
半
で
は
、
一
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
外
島
オ
ラ
ン
ダ
港

の
貿
易
を
取
り
上
げ
て
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
諸
島
に
一
様
に
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
訳
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
た
。
も
っ
と
も
ジ
ャ
ワ
に
お
い
て
は
一
八
七
〇
年
ま
で
に
生

産
様
式
も
地
域
社
会
の
構
造
も
強
制
栽
培
制
度
に
よ
っ
て
大
き
く
変

容
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
時
代
に
な
る
と
、
ス
マ
ト
ラ
東

海
岸
な
ど
に
お
い
て
も
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
済
の
浸
透
に
よ
っ
て

強
い
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
地
図
上
で
見
れ
ば
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト

が
人
々
の
生
活
の
あ
り
方
ま
で
徹
底
的
に
変
容
さ
せ
た
地
域
は
、
地

理
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

我
々
は
植
民
地
勢
力
の
浸
透
が
弱
か
っ
た
地
域
の
情
報
を
、
一
九

世
紀
に
は
ま
だ
十
分
に
持
ち
合
わ
せ
な
い
。
し
か
し
そ
の
浸
透
が
弱

か
っ
た
こ
と
は
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
し
な
い
こ
と
を
、
先
に
あ
げ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
諸
島
の
例
は

示
し
た
。
同
様
に
地
域
住
民
が
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
要
素

を
部
分
的
に
、
自
発
的
に
選
択
し
な
が
ら
取
り
入
れ
た
例
は
、
東
南

ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
に
も
多
く
起
き
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
植
民
地
経
済
体
制
が
確
立
し
た
後
も
中
国
や
東
南

ア
ジ
ア
向
け
の
産
品
生
産
・
輸
出
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
稿

で
検
討
し
た
外
島
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ワ
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る＊

４

。
こ
の
よ
う
に
し
て
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク

ト
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
既
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

や
生
活
様
式
の
強
靱
さ
や
柔
軟
さ
を
再
確
認
す
る
作
業
と
も
な
ろ

う
。
こ
の
作
業
は
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
経
路
に
お
け
る

独
自
性
を
追
究
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

地
域
的
に
異
な
る
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
影
響
を
検
討
す

る
上
で
、
リ
ー
バ
ー
マ
ン
の
提
唱
し
た
「
平
行
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

（
た
と
え
検
討
の
結
果
が
「
平
行
で
な
い
」
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
ろ

う
と
も
）
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
は

資
料
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
そ
の
広
範
な
研
究
蓄
積
か
ら
も
、
そ
う

し
た
検
討
を
行
う
上
で
有
利
性
を
持
っ
た
地
域
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
経
済
史
研
究
に
有
効
な
数
値
的
情
報
は
都
市
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部
に
集
中
す
る
と
は
い
え
、
民
族
誌
的
・
記
述
的
な
情
報
は
、
名
目

の
み
植
民
地
化
さ
れ
た
広
い
領
域
の
相
当
部
分
か
ら
得
る
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
浸
透
の
度
合
い

を
決
定
す
る
要
素
に
は
、
植
民
地
政
府
の
意
思
だ
け
で
は
な
く
、
現

地
社
会
の
環
境
や
生
産
様
式
、
さ
ら
に
政
治
的
中
心
と
の
交
通
条
件

な
ど
も
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
面
の
検
討
に
お
い
て
、
東
南

ア
ジ
ア
史
研
究
、
と
く
に
自
然
科
学
や
社
会
科
学
諸
分
野
と
密
接
な

関
係
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
き
た
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
は
、

ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
再
考
に
有
利
な
条
件
を
持
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
把
握
の

仕
方
に
い
ま
だ
困
難
を
抱
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
に

対
す
る
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
か
ら
の
貢
献
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

◉
注

＊ 

１ 

川
勝
と
浜
下
は
彼
ら
の
著
作
の
考
察
範
囲
を
一
五
〇
〇
年
か
ら
一

九
〇
〇
年
と
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
著
作
の
執
筆
者
の
一
人
に
杉
原

も
含
ま
れ
て
い
る
（
浜
下
・
川
勝 

一
九
九
一
）。
し
た
が
っ
て
少
な
く

と
も
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
川
勝
、
浜
下
、
杉
原
は
同
じ
貿
易
圏
を

扱
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
杉

原
の
議
論
は
全
二
者
と
は
議
論
に
お
け
る
力
点
が
異
な
る
。

＊ 

２ 

ブ
リ
ュ
ッ
セ
が
筆
者
に
個
人
的
に
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
華

人
の
世
紀
」
と
い
う
概
念
を
初
め
て
用
い
た
の
は
、
実
は
日
本
の
桜
井

由
躬
雄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
桜
井
自
身
が
リ
ー
ド
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
以
前

に
こ
の
概
念
を
論
考
の
中
で
用
い
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
桜
井
が

以
前
か
ら
一
八
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
経
済
に
お
け
る
華
人
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
の
言
う
通
り
で
あ
っ

た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
は
日
本
語
が
堪
能
で
、
桜
井

と
も
個
人
的
な
付
き
合
い
が
あ
っ
た
）。
本
稿
の
基
に
な
っ
た
の
は
、

本
特
集
の
序
文
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
東
南

ア
ジ
ア
学
会
研
究
大
会
の
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
桜

井
か
ら
得
た
質
問
や
コ
メ
ン
ト
は
、
本
稿
の
執
筆
に
大
い
に
役
立
っ

た
。
そ
の
わ
ず
か
数
週
間
後
の
桜
井
の
急
逝
は
た
い
へ
ん
惜
し
ま
れ
る
。

＊ 

３ 

詳
細
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
（
太
田 

二
〇
一
三
ｂ
）。

＊ 

４ 

植
村
泰
夫
に
よ
る
ジ
ャ
ワ
煙
草
生
産
の
研
究
（
植
村 

二
〇
〇
八
）、

お
よ
び
島
田
竜
登
に
よ
る
ジ
ャ
ワ
沿
岸
貿
易
の
検
討
（Shim

ada 
2013
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ど
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参
照
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い
。
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検
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い
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