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批
評
・
紹
介

ア

ア

史

研

究

第

、ーν 

宮

市

定

崎

昭
和
三
四
年
八
月
東
洋
史
研
究
禽
登
行

本
文
五
七
八
頁
は
し
が
き
五
頁

目
次
回
頁
索
引
五
三
頁

こ
れ
は
歴
史
の
叙
述
で
あ
る
と
同
時
に
私
の
歴
史
哲
撃
で
で
も
あ
る
。
私
は

歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
た
だ
理
論
だ
け
を
述
べ
る
方
法
を
知

ら
な
い
人
間
で
あ
る
。
(
昭
和
一
一
一
一
一
一
年
、
日
本
文
化
研
究
一

、
所
枚
「
東
洋

史
の
上
の
日
本
」
、
内
扉
裂
の
題
言
。)

私
(
山
田
)
は
商
業
翠
校
の
出
身
で
、
正
式
の
歴
史
教
育
を
受
け
た
も
の
で

は
な
い
。
今
か
ら
六
年
前
ま
で
、
二
二
年
間
ほ
ど
、
香
料
曾
祉
の
祉
員
と
し
て

業
務
に
追
わ
れ
、
僅
か
に
香
料
の
歴
史
を
追
求
し
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
宮
崎

先
生
の
著
書
を
批
評
す
る
な
ど
と
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
私
が
先
生
を

知
っ
た
の
は
、
恩
師
長
崎
高
商
名
血
管
教
授
故
武
藤
長
磁
博
士
と
新
村
出
博
士
の

親
交
に
よ
っ
て
、
一
九
四

O
年
に
新
村
先
生
よ
り
御
紹
介
を
受
け
た
時
で
あ
っ

た
と
思
う
。
以
来
今
日
ま
で
数
示
を
う
け
、
先
生
は
著
書
を
出
さ
れ
る
ど
と
に

一
本
を
私
に
恵
ま
れ
る
。
お
か
げ
で
私
は
い
つ
と
は
な
し
に
。
宮
崎
フ
ァ
ン
。

の
一
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
の
東
洋
史
撃
の
門
外
漢
で
あ
る
が
、
宮
崎

史
撃
の
熱
心
な
調
者
の
一
人
と
し
て
、
本
誌
の
編
者
か
ら
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
、 著

私
は
私
な
り
の
感
想
を
記
し
て
見
た
い
。

「
ア
ジ
ア
史
研
究
、
第
一
亡
は
一
九
四

O
年
よ
り
四
五
年
に
か
け
て
の
論
文

を
収
録
し
た
、
先
生
四

O
l
四
五
歳
代
の
作
で
あ
る
。
次
に
先
生
の
著
書
年
表

を
あ
げ
、
今
回
の
新
著
に
い
た
る
ま
で
の
宮
崎
史
撃
の
経
過
を
語
ら
せ
よ
う
。
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今

一

一

一

9
句

i

一
…

一

す
な
わ
ち
一
九
四

O
l
四
五
年
代
の
研
究
は
「
菩
薩
鐙
記
」
そ
の
他
の
四
者

と
な
っ
て
、
す
で
に
。
ア
ジ
ア
史
的
考
察
。
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ア
ヲ
ア

史
研
究
、
二
」
は
、
そ
の
よ
る
と
こ
ろ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の

五
年
間
に
護
表
さ
れ
た
論
文
の
多
く
は
、
一
九
三
六
l
三
八
年
間
の
海
外
留
事

中
に
意
図
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
サ
パ
リ
l
、
世
界
商
業
大
僻
典

(
一
七
四
一
年
版
)
、
伊
梁
赫
徳
、
高
物
解
(
一
八
四
八
年
ご
に
よ
る
資
料
の

提
出
は
、
留
摩
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
番
を
入
手
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
(
?
)
。

西
南
ア
ツ
ア
史
の
濁
立
は
先
師
桑
原
防
磁
博
士
に
由
来
し
て
も
、
そ
れ
が
た
し

か
め
ら
れ
た
の
は
近
東
地
方
の
披
行
と
在
併
中
の
イ
ス

ラ
ム
研
究
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
れ
か
ら
中
闘
史
の
時
代
国
分
は
先
師
内
藤
湖
南
憾
士
に
求
め
ら
れ
る

一郎ー
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が
、
先
生
濁
自
の
中
関
古
代
都
市
圏
家
論
は
、
や
は
り
留
肇
時
代
に
つ
ち
か
わ

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
(
こ
の
よ
う
な
私
の
推
定
が
あ
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。

先
生
が
留
由
宇
中
に
集
め
ら
れ
た
書
籍
資
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
を
た
し
か
め

る
と
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
現
在
の
私
は
先
生
の
研
究
室
に
伺
っ
て
、
そ
れ

を
調
査
す
る
時
間
を
持
た
な
い
。
)
以
上
に
よ
り
、
内
藤
・
桑
原
雨
先
師
に
み

ち
び
か
れ
た
先
生
は
、
三
六
l
八
歳
代
の
留
夢
中
に
今
日
の
宮
崎
史
撃
に
い
た

る
構
想
と
準
備
を
つ
ま
れ
、
四

O
l
五
歳
代
の
精
神
的
に
も
肉
種
的
に
も
充
質

し
た
時
に
、
ア
ジ
ア
史
的
考
察
を
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
も
ち

ろ
ん
こ
の
時
期
は
組
閣
日
本
が
か
つ
て
僅
験
し
な
か
っ
た
襲
縛
の
時
代
で
、
深

刻
な
日
常
生
活
の
困
難
が
研
究
者
の
上
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
京
大
教
授
と
し
て
の
先
生
に
、
明
治
・
大
正
・
昭

和
初
期
の
大
事
教
授
に
求
め
る
と
と
の
で
き
な
い
、
一
つ
の
境
域
を
開
拓
さ
せ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宮
崎
史
撃
が
シ
ナ
中
心
の
東
洋
史
か
ら
、
世
界
史
と

し
て
の
ア
ジ
ア
史
へ
設
展
し
た
の
は
、
先
生
の
叡
知
と
時
代
の
苦
悶
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
解
醐
押
し
た
い
。

本
書
は
二

一
の
論
文
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
雑
録
を
附
篇
と
す
れ

ば
、
大
胆
担
四
部
門
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

付
世
界
史
と
し
て
の
ア
ジ
ア
史
。

「
世
界
史
序
説
。
歴
史
的
地
域
と
文
字
の
排
列
法
。
中
園
文
化
の
本
質
」
の

三
つ
で
あ
る
。
現
在
、
歴
史
研
究
の
封
象
と
し
て
と
り
あ
げ
や
す
い

ユ
l
ラ
シ

ヤ
大
陸
を
、
東
ア
ッ
ァ

・
西
ア
ヅ
ア

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
廃
史
地
域
に
わ
け
、

各
々
の
時
代
匿
分
の
相
還
を
あ
げ
て
西
ア
ツ
ア
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も

に
、
三
地
域
が
た
ど
っ
た
歴
史
の
姿
を
笛
然
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
(
ア
フ
リ
カ
・
太
卒
洋
諸
島
・
南
北
ア
メ
リ
カ
が
と
り
あ
げ

ら
れ
な
い
の
は
、
近
世
以
前
の
歴
史
研
究
の
封
象
と
し
て
ま
だ
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
こ
と
と
、
先
生
の
研
究
が
シ
ナ
を
中
心
と
す
る
古
代

・
中
世

・
近
世
の

ユ
l
ラ
シ
ヤ
大
陸
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。)
と
の
慶
史
的
事
賓
と
、

西
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
東
西
交
渉
史
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
史
像
を
描

き
出
す
の
で
あ
る
。
と
の
場
合
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ヅ
ア
の
存
在
が
気
に
な
る

が
、
先
生
は

印
度
は
大
き
な
枇
曾
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
過
去
に
於
い
て
世
界
交
通
の

大
道
か
ら
外
れ
て
い
た
震
に
、
そ
の
世
界
史
的
役
割
は
左
程
大
き
く
な
い
か

ら
、
ム
「
は
之
を
西
亜
史
に
附
属
さ
せ
て
別
に
一
項
目
を
立
て
ぬ
を
便
と
す
る

(
七
頁
)
。

と
言
う
。
イ
ン
ド
の
第
三
帝
園
的
存
在
は
古
代
・中
世
の
東
西
交
通
か
ら
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
洋
に
つ
き
出
た
イ
ン
ド
本
土
を
中
心
に
、
西

は
西
南
ア
ジ
ア
と
東
ア
フ
り
ヵ
、
東
は
東
南
ア
ジ
ア
と
の
閥
連
に
お
い
て
、
い

ま
一
つ
の
歴
史
地
域
が
存
在
し
た
、の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
い
。
た
と
え
ば
イ
ス

ラ
ム
侵
入
後
の
イ
ン
ド
を
も
っ
て
、
イ
ン
ド
本
来
の
も
の
が
失
わ
れ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
私
の
推
定
で
あ
る
が
、
二
ハ
世
紀
の
欧
人
渡
来
前
の

数
世
紀
問
、
イ
ン
ド
の
綿
糸
布
を
中
心
と
す
る
西
南
ア
ジ
ア

・
東
ア
フ
リ
カ

・

東
南
ア
ヅ
ア
を
結
ぶ
商
業
経
済
閣
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
取
引
は
主
と
し
て

イ
ス
ラ
ム
系
商
人
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
イ
ン
ド
本
土
の
綿
花
と
綿

糸
布
手
工
業
の
生
産
が
根
本
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
本
来
の
生
産
構
造
と
イ
ン
ド

祉
曾
の
個
性
が
巌
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
一
四

・
五
世
紀

の
イ
ス
ラ
ム
侵
入
以
前
の
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
ド
的
存
在
の
波
及

と
東
南
亜
個
有
の
枇
曾
構
造
の
後
展
出
現
化
を
綜
合
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
等
本
来
の
歴
史
を
求
め
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
ア
ツ
ア

|
↓
イ
ン

ド
|
↓
東
南
ア
ジ
ア
を
つ
な
い
で
、
一
つ
の
歴
史
的
系
列
に
お
く
こ
と
に
、
私

は
大
き
な
疑
問
と
不
満
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

-89-
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先
生
は
東
西
の
古
代
史
的
援
展
の
行
詰
り
は
、
金
銀
の
商
ア
ジ
ア
地
域
へ
の

流
出
に
よ
る
正
貨
の
減
少
が
、
慢
性
的
な
不
景
気
を
惹
起
し
た
た
め
だ
と
言
わ

れ
る
。
た
し
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
(
こ
れ
は
中
世

・
近
世
史
的
愛
媛
の
と
き

に
も
、
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
私
は
解
し
て
い
る
。
)

し
か
し
砂
慢

性
的
不
景
気
e

と
い
う
語
が
、

あ
ま
り
に
も
鼠
純
に
素
朴
に
使
用
さ
れ
て

い

る。

今
日
の
我
々
の
い
う
資
本
主
義
以
前
の
時
代
の
経
済
生
活
の
鎚
化
を
、
簡

単
に
景
気
製
動
の
波
長
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
解
決
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
先
生
研
究
の
一
つ
の
中
心
で
あ
る
宋
代
の
史
的
考
'祭
に
も
あ
て
は
ま
る
よ

う
に
私
は
思
う
。
と
は
言
っ
て
も
。
文
字
の
排
列
法
と
中
園
文
化
の
特
質
。
に

示
さ
れ
た
文
化
史
的
事
貨
が
研
究
の
根
幹
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
の
と
り
あ
げ
た

。
言
葉
e

の
問
題
は
、

あ
る
い
は
枝
楽
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
先
生
の

三
地
域
底
分
に
イ
ン
ド
を
加
え
て
四
つ
と
し
、
各
時
代
匿
分
を
各
々
の
歴
史
事

賞
に
求
め
た
い
。
そ
し
て
こ
の
四
つ
の
相
互
の
闘
速
を
(
東
西
交
渉
史
と
し

て
)
、各
地
域
の
時
代
的
援
農
の
差
異
に
よ
っ

て
理
解
す
る
こ
と
が
、
よ
り
よ
く

そ
れ
ら
の
世
界
史
像
を
描
き
出
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
い
。

近
世
ま
で
の
困
難

な
東
西
交
通
を
敢
行
さ
せ
絞
展
さ
せ
た
も
の
は
、
各
地
域
の
生
産
構
造
の
差
異

に
も
と
づ
く
枇
命
生
活
上
の
根
本
的
な
欲
求
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(と
言
つ
て
は
見
た
も
の
の
、
私
に
で
き
そ
う
な
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
)

口

東
西
交
渉
史
に
側
す
る
も
の
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
最
初
の
三
論
文
か
ら
途
中
を
と
ば
し
て
、
木

容
で
多
く
取
扱
わ
れ
て
い
る
東
西
交
渉
史
閥
係
の
八
つ
の
論
文
に
言
及
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
「
英
仰
一巡
ム
口
寧
の
北
京
侵
入
事
件
」
は
、
質
に
あ
ざ
や
か
に
シ
ナ

史
料
を
中
心
と
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
た
興
味
を
も
た
せ
る
も
の
が
あ
る
。

結
論
は
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
的
鰻
制
が
中
園
的
鰻
制
に
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
シ
ナ
中
心
の
歴
史
事
買
で
あ
っ
'て
も
、
東
西
交
渉
史
の

一
っ
と

見
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
阿
片
鍛
字
の
場
合
は
欧
州
の
資
本
主
畿
と
武
力
の
二
つ

が
主
動
的
地
位
を
占
め
た
が
、
北
京
事
件
の
と
き
は
む
し
ろ
欧
州
的
穆
制
が
主

動
者
に
な
っ
て
い
る
と
論
断
さ
れ
る
。
悶
々
の
現
象
に
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
に

分
析
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

ヨ
ー
ロッ

パ

側
の
要
求
し
た
諸
傑
約
の
項
目
よ
り
見
て
、
軍
に
政
治
的
だ
け
と
割
切
れ
る
だ

ろ
う
か
。

徐
り
に
も
明
快
に
筆
を
進
め
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

一
沫
の
不
安
の
念
を
投
じ
た
い
。

「
毘
沙
門
天
信
仰
の
東
漸
に
就
て
。
東
洋
の
ル
ネ
y

サ
ン
ス
と
西
洋
の
ル

ネ
フ
サ
ン
ス
」
は
、
先
生
の
歴
史
ロ
マ
ン
ス
と
し
て
私
を
う
っ
と
り
さ
せ
る
。

(こ
れ
に
該
賞
す
る
も
の
は
本
書
の
中
で
他
に
も
あ
る
。)

先
生
は
た
し
か
に

名
文
家
で
あ
る
。
思
な
る
修
僻
上
の
貼
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
忠
質
に
ま
た

精
確
に
史
料
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
情
操
ゆ
た
か
な
ロ
マ
ン
を
展
開
す
る
。
そ
し

て
わ
か
り
や
す
い
文
章
で
、
讃
者
を
う
っ
と
り
さ
せ
る
よ
う
な
賂
力
を
も
っ
て

い
る
。
し
か
も
撃
者
と
し
て
の
態
度
と
木
分
を
決
し
て
逸
脱
し
な
い
。
論
文
と

言
え
ば
無
味
乾
燥
な
、
専
門
の
人
々
の
み
が
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
も
の
と
見
な

す
態
度
が
た
し
か
に
あ
る
。

(ま
た
論
文
と
は
そ
ん
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
き
め
て
い
る
人
も
あ
る
。
)
こ
の
鮎
に
お
い
て
先
生
は
底
く
封
象
を
一

般
に
求
め
る
資
格
を
具
え
、
質
現
し
て
お
ら
れ
旬
。
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
東

洋
史
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
史
に
素
人
で
あ
る
私
を
、
宮
崎
フ
ァ
ン
と
す
る
わ
け
で

あ
ろ
う
。

(閑
話
休
題
1

ソ
レ
ハ
サ
テ
オ
イ
テ
)
こ
の
二
つ
は
西
ア
ツ
ア
を
中

心
に
東
西
の
関
連
の
深
さ
を
賀
謹
し
、
併
せ
て
付
の
。
世
界
史
と
し
て
の
ア
ヲ

ア
史
4

に
結
び
つ
く
。
次
の
「
宋
元
時
代
の
西
域
」
は
一
見
簡
素
で
無
味
無
臭

の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
の
二
つ
ーの
ロ
7

ン
の
背
景
を
な
す
概
設
と
し
て
讃
む
と

き
、
幾
多
の
問
題
の
理
解
を
讃
者
に
輿
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
清
代
謝
外
貿
易
の
ニ
資
料
」
以
下
の
四

つ
は
、
シ
ナ
を
中
心
と
し
て
見
た
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東
(
南
)
ア
ヅ
ア
史
の
研
究
で
あ
る
。
清
初
の
庭
東
貿
易
と
南
京
係
約
直
後
Q

中
園
封
外
貿
易
統
計
の
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
私
は
先
生
の
研
究
意
闘
が

こ
の
よ
う
な
部
分
に
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
の
幅
の
慶
さ
に
敬
意
を
表
す

る
。
「
回
度
支
那
及
び
南
洋
史
略
説
。
中
関
南
洋
関
係
史
概
論
」
は
、
中
園
よ

り
見
た
東
南
亙
史
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
好
讃
物
で
あ
る
。
華
僑
の
進
出
に

つ
い
て
安
南

・
泰

・
馬
来

・
ス
マ
ト
ラ

・ク
ヤ
パ
と
随
所
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

中
園
僑
民
の
愛
生
原
因
と
と
も
に
、
ぞ
れ
を
受
容
れ
た
東
南
毘
諸
国
の
祉
曾

纏
制
の
出
現
化
を
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

一
四
・
五
世
紀
の

ツ
ヤ
パ
貿
易
都
市
の
隆
回
国
は
、
イ
ン
ド

・
イ
ス
ラ
ム

・
シ
ナ
商
人
が
農
林
天
産

物
の
流
通
渦
程
よ
り
生
産
渦
程
に
介
入
す
る
徐
地
を
輿
え
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
(
馬
来
牢
島
の
錫
鎖
山
の
関
畿
の
よ
う
に
。)
そ
こ
に
中
園
僑
民
の
努
働

力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
東
南
毘
祉
舎
構
造
の
愛
化
と
中
関
僑
民
の
特

殊
性
が
華
僑
の
成
立
を
促
進
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
イ
ス
ラ
ム
あ

る
い
は
イ
ン
ド
系
商
人
に
も
あ
て
は
ま
り
、
事
者
に
よ
っ
て
東
南
琵
が
複
合
吐

曾
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ら
う
か
。

一
六
世
紀
の
荷
西
、
一
七
世
紀
の
英
蘭
(
爾
東
イ
ン
ド
曾
祉
)
の
進
出
を
考

え
る
と
き
、
車
に
彼
等
の
海
上
権
力
と
相
互
の
差
異
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、

彼
等
の
香
料
貿
易
(
胡
椴
・
丁
香

・
肉
萱
楚
)
が
、
東
南
直
を
中
心
と
し
て
シ

ナ
と
イ
ン
ド
を
結
ぶ
園
際
貿
易
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
奥
え
た
か
、
ま
た
二
ハ

・
七
世
紀
の
欧
州
諸
園
の
聞
に
差
異
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
を
観
察
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
だ
ろ
う
。

一
六
世
紀
末
の
り
ン
ス
ホ
l
テ
ン
は
、
若
干
の
銀
さ
え
あ
れ
ば

イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
い
た
る
各
地
で
、
帥
時
々
と
交
換
取
引
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と

に
よ
っ
て
莫
大
な
利
潤
が
獲
得
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を

作
り
出
す
の
に
(
イ
ン
ド
は
し
ば
ら
く
と
し
て
)
、
宋
元
明
初
の
シ
ナ
の
影
響

力
如
何
。
そ
し
て
こ
の

J
E
2
5
2
g円
円
円
主
化
・
に
よ
る
利
潤
が
、

一
八
世

紀
以
後
の
欧
米
諸
国
の
進
出
に
よ
り
減
少
し
て
く
る
。
そ
れ
は
英
・
蘭
東
イ
ン

ド
曾
祉
の
嬰
貌
、
す
な
わ
ち
植
民
地
主
義
的
毅
展
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
墜
迫
に
封
し
ア
ジ
ア
の
僑
民
は
、
東
南
盟
各
地
の
流
通
生
産
過
程
の
下
部
構

造
に
穆
透
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
特
異
な
後
進
諸
園
が
形

成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
申
園
よ
り
見
た
東
南
亙
史
は
大
き
な
問
題
を
今
後
に
残

し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
、
「
南
洋
を
東
西
洋
に
分
つ
根
嬢
に
就
い
て
」
に
一
言

心
た
い
。
嶺
外
代
答

・
諸
蕃
志

・
島
夷
志
略
・
滅
涯
勝
覧

・
星
経
勝
覧
な
ど
に

明
白
な
よ
う
に
、
二
一
|
五
世
紀
の
閥
、
ヲ
ヤ
パ
は
東
(
南
)
洋
に
属
し
、
東

西
洋
の
匿
別
は
周
去
非
以
来
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
七
世
紀

初
め
の
東
西
洋
考
に
い
た
っ
て
東
西
爾
洋
が
釧
然
と
直
別
さ
れ
、
ヲ
ヤ
パ
は
西

洋
に
入
っ
て
い
る
。
以
上
を
分
つ
根
擦
は
、
一
隅
建
あ
る
い
は
慶
東
を
起
貼
と
す

る
南
北
子
午
線
に
よ
っ
て
庖
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
先
生
は
論
じ
、
シ
ナ
船
の

航
海
針
路
に
よ
る
と
い
う
従
来
の
考
え
方
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
私
に
は
い

ず
れ
が
ど
う
で
あ
る
と
言
う
資
格
は
な
い
が
、
二
一
・
三
世
紀
以
後
の
シ
ナ
船

南
方
渡
海
航
路
と
貿
易
形
慢
の
努
貌
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
宋
元
明
初
代
に
本
園
と
東
南
亜
(
あ
る
い
は
イ
ン
ド
)
各
地
の
主
要
港

と
直
結
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
、
二
ハ
世
紀
後
牢
以
後
東
南
亜
各
地
と
中

園
を
結
、
ふ
と
い
三
2
5
2一日
常
包
0
.. 

に
獲
化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
一

五
一
一
年
、
菊
人
の
マ
ラ
ジ
カ
占
領
に
よ
り
、

7

ラ
ジ
カ
と
ジ
ャ
パ
の
イ
ス
ラ

ム
系
商
人
が
、
ボ
ル
ネ
オ

・
セ
レ
ペ
ス

・
モ
ル
ッ
カ
に
強
力
な
嬢
黙
を
も
つ
よ

う
に
な
り
、
東
南
直
島
崎
明
聞
の
貿
易
が
鎖
大
し
た
。
そ
し
て
シ
ナ
船
(
宋
元
明

初
よ
り
小
型
)
は
、
東
西
洋
考
に
示
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
針
路
の
島
興
関
貿
易

に
従
事
し
、
と
く
に
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¥パ

ナ
イ
l
E
ン
タ
ナ
オ
|
ス
ル

l
ソ
ン
キ
ル

7

ニ
ラ
l

E
ン
ド
ロ

ハ

¥
ボ
ル
ネ
オ
東
岸

/
パ
ラ
ワ
ン
ハ

ノ
ブ
ル
ネ
イ

の
閲
で
は
シ
ナ
船
が
優
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
ジ

ャ
パ

l
ス
ン
ダ
|
チ
モ

ル
の
ラ

イ
ン
に
活
動
す
る
も
の
が
す
く
な
く
な
っ
て
、
西
洋
針
路
の
一
支
線
と
し
か
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
東
西
洋
の
底
別
は
現
質
的
な
航
海
と
貿

易
形
慢
の
震
度
後
化
に
よ
る
も
の
で
、
中
関
資
料
に
封
悠
し
て
東
南
蛮
各
島
崎
明

間
貿
易
の
推
移
に

つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

日
中
園
古
代
史
の
研
究
(
枇
曾
綬
済
史
撃
の
護
達
|
中
国
古
代
。
賓
の
起

原
に
就
い
て
。
漢
末
風
俗
。)

伺
宋
代
史
の
研
究
(
五
代
宋
初
の
通
貨
問
題
梗
航
。
王
安
石
の
黄
河
治
水

策
。
南
宋
政
治
史
概
説
。
南
宋
末
の
宰
相
買
似
道
。
書
禁
と
禁
書
。
歴
史
と

開
。)こ

の
二
部
門
に
つ
い
て
私
は
た
だ
誠
む
だ
け
で
、
感
想
を
記
し
得
な
い
ほ
ど

無
知
で
あ
る
。

た
だ
先
生
が
ノ
ー
マ
ル
な
生
活
で
は
問
題
と
し
な
い
耐
胞
を
と
り

あ
げ
て
、
商
(
寅
)
の
起
原
を
論
じ
、
中
闘
の
歴
史
を
駿
を
中
心
に
展
開
さ
れ

て
い
る
の
に
興
味
を
禁
じ
得
な
い
。
物
資
不
足
の
困
窮
生
活
が
先
生
に
そ
う
さ

せ
た
の
で
あ
る
と
簡
単
に
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
先
生
は
商
品
の
歴
史
に
多

大
の
捌
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
質
例
を
本
書
以
外

の
論
考
、
あ
る
い
は
先
生
の
指
導
も
し
く
は
教
示
に
渡
す
る
研
究
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

(先
生
と
私
の
つ
な
が
り
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
)

先
生
は
京
都
大
墜
の
東
洋
史
講
座
の
教
授
と
し
て
幾
多
の
雄
材
を
育
成
さ
れ

指
導
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
に
先
生
の
事
聞
の
幅
は
貨
に
臆
い
。
し
か
し
こ

の出
帆
さ
は
、
本
稿
の
首
め
に
引
用
し
た
先
生
の
言
葉
に
も
と
唄
つ
い
て
い
る
。
そ

し
て
漢
文
資
料
を
精
確
に
素
直
に
解
稗
す
る
停
統
を
設
展
扱
大
さ
せ
て
お
ら
れ

る
。
本
書
は
宮
崎
史
撃
の
一
部
門
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
全
貌
を
示
す
も
の

で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
か
は
し
が
き
4

の
宋
に
、

私
が
そ
の
後
、
東
西
交
渉
史
の
研
究
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
た
の
は
、
む
し

ろ
私
の
鰻
力
、
脳
力
の
限
界
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
い
ま
私
と
同
じ

燥
な
状
態
の
下
に
あ
る
既
成
の
諸
家
に
は
別
に
多
く
を
期
待
し
な
い
。
反
っ

て
私
は
後
生
、
新
進
の
諸
君
が
充
貸
し
た
活
力
で
、
私
が
や
り
残
し
た
研
究

を
進
め
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。

と
記
さ
れ
、
「
丁
度
、
泥
沼
に
足
を
つ
っ
こ
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
、
も
が
け
ば

も
が
く
ほ
ど
抜
き
さ
し
な
ら
な
く
な
り
、
そ
ん
な
苦
し
い
演
技
に
は
、
誰
も
真

似
す
る
こ
と
は
勿
論
、
拍
手
を
迭
っ

て
く
れ
る
こ
と
も
し
な
い
。
」
と
言
わ
れ

て
い
る
。

こ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
研
究
生
活
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
に
じ
み
出
た

本
書
は
、
後
生
の
俊
秀
を
は
ぐ
ぐ
む

砂ほ
ん
と
う
の
意
味
の
書
e

で
あ
る
と
私

は
信
じ
て
い
る
。
私
の
感
想
は
誤
っ
て
い
て
も
、
本
書
の
良
債
は
鍛
と
し
て
各

々
の
分
野
の
讃
者
に
訴
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
。

(山
田
憲
太
郎
)

(
追
記
)
羽
田
博
士
領
務
記
念
東
洋
史
愉
叢

(
一
九
五
O
年
)
所
牧
の
。
狼

牙
俗
図
と
狼
牙
須
図
e

は
刊
行
年
次
の
た
め
か
本
書
に
は
な
い
。
し
か
し
羽

田
博
士
還
暦
の
一
丸
四
二
年
に
は
既
に
草
さ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

(同

論
議
序
参
照
)

本
書
胃
頭
の
「
世
界
史
序
説
」
と
次
の
二
つ
は
新
し
く
起
稿
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
「
菩
薩
轡
記
」
以
来
す
で
に

一び
さ
れ
て
い
る
。

先
生
の
考
察
を
ま
と
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
新
稿
の
意
義
が

あ
る
。
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