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植

民

地

の

勢

働

政

策

」
.

山
.

本

美

越

乃

班
世
の
政
治
上
・
宗
漱
上
及
産
業
上
に
於
け

る

一
大
革
命
が
、
人
類

の
自
由
・
平
等
及
勢
働
の
碑
聖
等
に
關

す
る

葦
囲
な
る
信
念
を
困
民

の
脳
裏
に
印
せ
し
む

る
に
、至
る
迄
は
、
何
れ
の
國
に
於
て
も
階
級
的

の
観
念
は
肚
會

の
各

方
面
を
支
配
し
、
殊
に
封
建
制
度

の
飴
藁
だ
る
士
級
以
外

の
農
工
商

の
階
級
に
罵
ず
る
者
は
、
常
に

一
種
侮
蔑

の

目
標
穴
り
し
こ
ご
は
、
洋

の
東
西
に
論
な
ぐ
供
逼
普
遍

の
現
象
な
り
レ
な
り
、
從
て
彼
等

の
下
に
盟
に
勢
力
を
提

供
し
て
辛
ふ
じ
て
其

の
生
活
を
維
持
し
つ
つ
あ
り
し
所
樹
勢
働
階
級
に
麟
す
乃
者

の
如
き
は
、
殆
ん
ず
肚
會
上

の

存
在
を
認
め
ら
る
る
に
至
ら
ざ
り
き
、
故
に
斯
か
る
時
代

に
於

て
は
産
業
上
の
活
動
に
徒
事
せ
ん
ε
す
る
も
之
に

必
要
な
る
勢
力
を
得

る
ご
ε
頗

る
困
難
に
し
て
、
捕
虜
若
く
ば
奴
隷
を
使
役
せ
ざ
る
限
り
は
容
易
に
其

の
目
的
を

遷
す
る
こ
ご
能
は
ざ
航
し
が
ば
、
是
等

の
必
要

な
る
勢
力
を
得
ん
ご
す
る
こ
ご
遡
亦
中
世
以
後
に
於
け
る
植
民
地

獲
得

の

一
理
幽
た
り
し
は
之
を
否
む
忙
か
ら
壷
、

嘗
て
西
班
牙
・葡
萄
牙
等

の
海
外
各
地
に

植
晟
地
を
得

る
や
、
.'

或
に
土
民
を
強
制
し
て
努
働
に
從
事
せ
し
め
、
、
.
或
は
奴
隷
若
く
ば
家
僕

と
し
て
自
由

に
之
を
願
硬

し
、
筒
ほ
勢
力

の
不
足

を
告

ぐ
る
所
に
在
り
て
は
亜
弗
利
加
の
黒
奴
を
入
れ
て
之
を
補
充
せ
ん
こ
と
に
努

め
な
る
を
以
て
も
共

の

一
端
を
窺
ふ
こ
ご
を
得

べ
し
。

(1}孕lerivale・LecしuresonColonizat孟onandColonies・p.300f9.

Zimmermann,Kolollial⊥ 〕olitik,S.143f9.

」



蛍
塒

の
植
晟
國

の
道
義
上
の
観
念
に
關
す
畜
普
遍
あ
標
準
に
操

れ
ば
.
植
民
地

の
土
民
を
恰
も
貨
粉
叉
は
動
　刀

親

し
て
毫

も
彼
等

の
人
格
を
認

め
す
、
継
て
彼
等
を
虞
遇
酷
使
し
て
顧
る
所
な
か
り
し
か
ば
、
土
民

の
死
亡
率
は

歳

ご
共
に
益
々
増
加
し
終

に
は
植
民
地
人
口
の
激
減
を
來
す
に
至
れ
初
審

ご
、
此

の
如
き
墜
制
勢
働
政
策

の
誤
れ

る
こ
と
は
明

か
に
し
て
、殊

に
母
國
が
永
人
的
に
植
民
地
領
有
の
利
益
を
全
ふ
せ
ん
ビ
徹
せ
ば
、
軍
に

一
時
的

の
利

益
に
の
み
着
眼
し
て
土
民
を
酷
使
す
る
が
如

き
こ
と
な
く
.
寧

ろ
植
民
地

の
富
源

の
開
獲
に
訣
く
可
か
ら
ざ

る
協
…

力
者

こ
レ
て
、
將
父
母
國
の
盈
嵐
品

の
好
溝
費
者

と
し
て
彼
等

の
生
存
を
保
護
し
、
其

の
勢
働
能
力
を
持
続

せ
し

む
る
の
必
要
あ
る
よ
り
、
遂
に
各
國
は
従
来

の
政
策
を

一
攣

し
て
土
民
保
護

の
主
義
を
探

る
に
至
り
投
の
ヒ
蹉
こ

も
、
如
何
ぜ
ん
多
年
墜
制
主
義
を
蟹
行
し
な
る
結
果
は
、
一
方
に
於
て
は
土
民
の
離
散
叉
は
死
亡
蛮
・の
増
加
等
に
因

り
・
穿

に
於
て
昊

道
上
の
要
誉

者
劣

薯

な
る
奴
蕎

度
の
履
止
を
追
%

馨

家

畜
硯
・
て
垂

・

購
制
的
に
勢
働
に
徒
事
せ
レ
執
る
が
躯
き
弊
風
を

一
掃
し
な
る
こ
.と
に
四
り
、
.嘗

て
勢
力

の
供
給
に
關
し
て
は
乏

し
き
を
憂

へ
ざ
り
し
植
民
地
に
於
て
す
ら
、
近
時
に
其

の
蜜
源

の
開
獲

に
必
要
な
る
野
力
を
得

る
こ
ご
決
し
て
容

易
な
5
ざ
る
に
至
れ
り
、

而
し
て
此

の
傾
向
は

熱
帯
及
亜
熱
帯
地
方
σ
植
民
地

に
於
て
殊

に
甚
し
き
を
見

る
、

暴
れ
蓋
し

熱
帯
及
亜
熱
帯
地
方
は
.気
候
。風
土
等
の
自
然

の
環
境

の
母
国
民

の
移
住
を
紡
ぐ
る
も
の
あ

る
の
み
菰

ら
か
、
土
民
自
ら
も
自
然

の
恩
恵
に
俊
穎
せ
ぱ
偶
合
勢
働

に
従
事
す
る
こ
ε
な
き
も
備
ほ
彼
等

の
輩
純
な
る
口
腹

.

の
慾
は
之
を
満
だ
し
得

べ
き
が
故
に
、
、外
部
的

の
刺
戟
又
は
強
制
に
依

る
に
非
ざ
る
限
り
は
、
目
ら
進
ん
で
労
働

穂
民
塊
の
鼻
鋤
献
策

第
九
巻
・
粛

一
號
、δ

九
)

δ

九 (1)Kbbner,lean丘ihrungindieko!.(》nialpolitik,$.9'一.

(2)Caldecott,EnglishColonizationandEmpire,PP. 193-196一
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 countries was the m

ethod adopted ny the Spaniards
in, the N

ew
 W

orld. A
s their prim

e object was gold and silver, they Forced the people aw
ay from

 their agriculture

and such rudim
entary urban pursuits as w

ere follow
ed, into 'the m

ines; and ruthlessly driving them
 they

w
orked them

 to death. br the group of islands first discovered, 
the B

aham
as, we found only sixteen natives

leR
 alive by the Spaniards: ifi 

Jam
aica not-one. O

n the m
ainland-the popul-tions wcr-too, great to m

ake
destruction possible, but the natives w

ere subjected to-great 
oppression. (C

aldecott, p. rqr.)
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est Indian plantation the 
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and in death also they are not divided. (C
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ow

 dull w
as

 the
 sixteenth and

 seventeenth-century
 conscience
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 grestions

 of
 com

m
on

 hum
anity

,w
here black

 m
en

 w
ere

 concerned, is
 illustrated

 in
 a

 variety
 of w

ays.
 T

he
 first E

ng9ish slavz
 trader; ~ Sir

 Joh
n

s
H

aw
kins, 

w
as 

a 
m

an 
of genuine 

piety 
and 

goodness, 
and 

it 
caused 

little 
shack 

to 
any 

one 
that 

such 
an 

enterp 
ise

-~- 
-__ 

_

w
as cacar

_ried on in a ship w
hich bore the nam

e of Jesus. .................. 
A

t a later 
date, am

ong the 
shareholders

of the 
N

ew
 R

oyal 
A

frica 
C

om
pany, founded in x672 m

ainly w
ith the object of 

carrying on the slave trade,

w
e find tl:e nam

e of the 
philosopher Jnhn L

ocke. 
T

ire 
upright 

and religtoas N
ew

 E
nglanders 

thought 
it
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e to trse their ships for im

porting slaves intq-the 
southgrn colonies. (E

gerton, 
T

he O
rigin 

and 
G

royvIl7
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植
民
地
の
勢
働
政
策

,
第
九
巻

(第
一
號

「
=
じ

一
一
二

近
時
各
国
の
植
民
地
に
於
て
は
軍
に

農
工
業
上

の
脛
管

の
み
な
ら
す
、

鐵
道
・港
避
・土
木
・水
利
其

の
他
諸
種
.

の
事
業

の
爲
め
に
勢
力
を
要
す
る
こ
ぜ
頗

る
人
な
る
に
拘
ら
ヂ
、
之
を
得
る
の
途
甚
だ
狭
少
な
る
こ
ご
上
述

の
如

く
な
る
を
以
て
、
.藪
に
新
な
に
植
民
地

に
於
け
る
勢
働
政
策

の
必
要
を
生
じ
來
れ
り
。

植
民
地
に
於
て
は
勢
力

の
供
給
は
其
の
需
要
を
充
血
す
に
足
ら
ざ
る
状
態
に
在

る
に
拘
ら
す
、
文
明
諸
國
に
於

て
は
寧
ろ
人
口
湯
剥

の
傾
向
な
き
に
非
ざ
り
し
よ
り
、
前
世
紀

の
中
葉
以
後
檀
尻
的
獲
展

の
必
要
を
高
調
す
る
論
.

者
等
は
其

の
論
榛
を
主
ご
し
て
此

の
黙
に
置
き
、
即
ち
植
民
地
を
櫃
張
し
で
過
剰
な
る
母
国

の
入
口
の
移
植
を
計

る
こ
ε
は
實

に
.植
民
地
領
有
の

一
目
的
π
り
ε
論
ず
、
昔
日
は
植
民
地

の
勢
力
を
利
用
せ
ん
が
爲
め
に
之
が
獲
得

に
努
め
た
る
に
、
近
聴
臨
之
に
反
し
て
母
国

の
勢
力

の
利
用
を
計
ら
ん
が
爲
め
に
植
民
的

の
活
動
に
着
手
す
る
に

至
れ
る
が
如
き
は
、
強
意
す
べ
き
現
象

た
ら
す
ん
ば
非
ざ
る
な
り
、
撚
れ
ご
も
過
剰
な
る
母
国

の
跡
力
を
植
民
地

に
移
し
て
最
も
有
敏
に
之
を
.使
用
せ
ん
こ
す
る
政
策
は
、
理
論
上
に
於
て
は
非
難
す
べ
き
理
由
を
獲
見

す
る
こ
ご

能
は
す
ご
雌
こ
も
、
實
礫

土
に
於
て
は
頗

る
困
難
な

る
問
題
に
し
て
、
何
人
ご
錐
ざ
も
文
化
の
恩
恵
に
浴
し
吐

曾

上

の
諸
種

の
享
樂
に
與
か
ら
ん
と
欲
す
る
は
自
然

の
情
に
し
て
、
寂
寞
荒
寥
な
み
臥木
開
の
植
民
地
に
其

の
墳
墓

の

地
を
求
め
ん
こ
す
る
が
如
き
こ
ビ
は
、
他

に
極
め
て
有
力
な
る
誘
因
あ

る
か
或
は
内
部
的
叉
は
外
部
的

の
塵
泊
…の

存
せ
ざ
る
限
り
は
容
易
に
之
を
期
待
し
得

べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
彼

の
過
剰
人
口
の
移
植
を
以
て
植
民
的
活
動
の

一

旧
約
ε
嫁
し
れ
る
緻
洲
諸
国
民
ご
雌
こ
も
、
掛
倒
に
徒
事
す
る
目
的
を
以
て
目
測

の
植
民
地
に
移
住
せ
ん
`
し
れ

`



る
者
は
殆
ん
ご
無
き
を
以
で
も
之
を
謹
す
る
に
難
か
ら
巾
(註
一
)、
故
に
母
國

の
勢
力
を
叫
て
植
民
地
に
於
け
る
需

要
を
充

た
さ
し
め
ん
ご
徴

せ
ぱ
、
母
国
は
之

が
爲
め
に
特

別
の
保
護
奨
顧
方
法
を
講
中
る
の
必
要
あ
る
も
、
假
令

斯
か
る
保
護
奨
顧
を
加
ふ
る
も
樹
ほ
所
要
の
勢
力
を
植
民
地
に
招
致
し
得

べ
き
か
は
疑
問

に
驕
す
、
是
れ
從
來
各

國
が
植
晟
地

の
勢
力
問
題

の
解
決
に
往
々
国
家

の
強
制
力
を
使
用
せ
ん
こ
し
た
る
所
以
に
し
て
、
彼

の
罪
人
輸
送

制
度
、の
如
き
も
畢
竟
植
民
地
に
於
け
る
勢
力

の
缺
乏
に
封
ず
る

一
.種

の
補
充
策
ε
し
て
蟹
行
せ
ら
れ
允
る
も

の
ε

稠
す
る
を
得

べ
し
(註
一一ζ
黙
れ
こ
も
母
國

の
罪
囚
を
植
民
地
に
送
b
て
勢
働

に
従
事
せ
し
む
る
制
度
は
、
國
内
に

於
け
る
無
頼

の
徒
を
し
て
將
家
移
住
す

べ
き
良
民

の
矯
め
に
、
道
路
・橋
梁

。港
潜

の
修
築
等

の
準
備
的
事
業
を
完

成
せ
し
む
る
黙
に
於

て
は
便
益
砂
か
ら
争
ぜ
難
ご
も
、
植
民
地

の
善
頁
な
る
風
俗
を
棄
し
枇
會
上
及
道
義
上
に
悪

　

影
響
を
及
ぼ
す
照
に
於
て
は
頗

る
憂
ふ
べ
き
も
の
あ

る
の
み
な
ら
季
、
又
彼
等
自
ら
の
品
性
を
も
之
を
政
善
す
る

の
機
會
を
逸
せ
し
め
、
ダ
ル
ウ
ヰ
ソ
の
所
謂
刑
罰
の
方
法
こ
し
て
も
吐
會
改
頁
の
方
法
ε
し
て
も
此

の
制
度

は
全

①

く

失

敗

に

終

り

な

る

よ

り

、

現

今

は

各

國

共

に

之

を

顧

る

看

な

し

。
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一
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植
艮
地
の
勢
働
政
策

第
九
巻

(第

}
.號

一

「
四

V

一
「
四

ほ

(註
;

近
世
の
植
民
國
中
罪
囚
植
民
の
端
驚

き
た
る
者
も
亦
西
班
牙
及
葡
萄
牙
に
し
て
、
殊
に
伯
刺
西
爾
の
開
奮

如
違

葡
萄
牙
の
罪
囚
に

貢

ふ
所
少
か
ら
ず
、
其

の
後
輩
↑
佛
等
の
植
民
國
も
亦
之
に
徹
ひ
て
罪
囚
植
民

々
企
て
し
が
、最
初
に
主

ピ
し
て
政
治
上
の
罪
人
々
轍
遙
ぜ
t
も
後

に
は
普
通
の
罪
人
た
も

一
様

に
逡
付
し
た
り

、
植
民
地
輸
逡
は
死
刑
に
塞
ぐ
重
刑
ε
看
做

さ
れ
し
が
、
常
時

の
刑
法
も
亦
頗

る
駿
嚴
に
し
て
例

へ

ば
私
交
書
偏
造

の
如
き
ず
ら
終
身
懲
役
若

く
ば
之
に
代

ろ
。へ
暫
流
刑
に
撮
し
た
り
。
植
民
地

に
於
げ
る
労
働
政
策
上
の
見
地
よ
り
罪
囚
植
民
の
比

較
的
成
功
し
た
る
食
倒
に
濠
洲

に
於
て
之
旭
見
る
々
得

べ
し
、
濠
洲
に
於
て
に
罪
囚
植
民
に
自
由
植
民
の
先
腿
な
な
し
、
從
て
道
路
.橋
梁
.港
静

静
の
修
築
事
業
に
罪
囚
植
民

に
依
り
て
完
成
ゼ
ら
れ
た
ろ
為
以
て
、
自
由
植

民
は
斯

か
あ
事
業

の
貢
確

々
免
れ
た
る
の
み
な
ら
す
、
其

の
後
政
府

ば
罪
囚
為
自
由
民
間
r
醍
付
し
て
其
の
使
用
F
萎
れ

た
ろ
よ
り
、
自
由
民
等

は
僅
少
の
費
用
存
以
て
必
要
な
る
労
力
存
購
ふ
ニ
ー・
な
得
た
り
、
然

れ
こ
も
此
の
配
付
制
度

緯

ま
植

民
地
の
風
整

害

で
互

原
嬰

な
れ
り
、
蓋
し
該
制
度

の
下
に
番

地
に
分
配
ぜ
ら
れ
た
ろ
罪
囚
中
多
少
数
育

め
リ
オ
能

あ
ろ
者
に
、
自
由
民

の
順
使
に
甘
ん
ぜ
す

し
て
或

に
教
師
ε
な
叫
技
術
者

、q
な
り
新

聞
記
者
等
ピ
な
吋
て
各
方
面

に
勢
力

々
扶
植
し

、

女
形
警

ら
れ
た
暑

旨

的
の
爲
め
旨

護

葎

ま
す
し
て
離

籍

の
生
活
に
耽
鼻

・
琴

ろ
糧

民
地
の
馨

的
及
嚢

的
の
塾

か
妨
げ
た

ろ
こ
ミ
決
し
て
尠
し
ミ
ぜ
ざ
る
か
以
て
た
り
、
故

に
罪
囚
使
用
の
経
済
的
利
金

ピ
其

の
植
民
地
の
道
義
的
進
歩

ミ
な
如
何

に
し
て
調

和

ぜ
し
む
ぺ
吾
・か
11
1
雷
時
の
學
者
及
爲
政
者

の
最
も
苦
心
し
た
る
所
な

る
も
終

に
之
が
解
決
方
法
だ
猶
見
で
る
に
至
ら
ざ
り
善

、
此

の
如
く
し
て

該
制
度
11

】
入
六
七
年

存
以
て
全
く
腹
止

煙
ら
れ
た
り
。
之
な
統
計
に
徴
す
ろ
に

]
七
八
七
年

£
り

一
入
三
六
牟

に
至

ろ
間
に

ニ
ユ
ー
サ
ウ
ス
ウ

エ
.ル
λ
に
楡
遽
ぜ
ら
れ
た
る
罪
囚
1工
七
萬

五
千
人
以

上
に
達
し
、
叉

一
入

一
七
年
よ
り

一
八
三
六
年
に
至

る
間

に
タ
ス

マ
ニ
ア
に
輸
遽
ぜ
ら
れ
た

ろ
者
は
二
属
人

の
多
き
に
達

す
う
も
、

】
八
三
六
年

に
於
け
る
石
面
植
民
地

の
罪
囚
の
絡
数
に
三
萬

入
千
人
ド
し
て
、
叉

一
入
三
三
隼
の
濠
洲

の

全
合

に
畠

植
舞

合
す
る
も
翁
ほ
濠
洲

に
整

ゼ
ら
れ
た
る
罪
囚

の
総
騒

亥

ぽ
ざ
り
し
・、
謂

ふ
、
是
呈

・、
し
て
植
民
地
住
民
の
放
縦
自

.

恣
の
生
活
の
爲
め
に
-
其
の
死
亡
籔
出
産
数
に
超
過
ゼ
る
に
因
う
も
の
た
り
。

既

に
人
道
上
及
道
義

上
奴
隷

制
度
及

罪
囚
輸
送
制
度

の
許
す
可

か
あ

ざ

る
こ
ご
前
述

の
如

し
.ご
せ
ぱ
、
植
民
地

コ
　

う

の
開
獲

に
必
要

な
る
勢
力

は
如

何

に
し

て
之

を
得

べ
き
乎

、
此

の
問
題

に
恋

へ
ん

ご
徹

せ

鳳
、

一
植
民
地

の
面
積

"
.

〈
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、

に
比
し
て
人
口
寡
少

な
る
よ
り
外
來
移
住
者
を
招
致
す
る
に
非
ず
ん
ば
絶
対
的

に
必
要
な
る
勢
力
を
得

る
こ
ご
能

.

う

は
ざ
る
場
合
、
二
植
民
地
土
民
の
敷
は
必
中
し
も
少
し
ご
せ
ざ
る
も
彼
等
の
間

に
規
則
正
し
く
勢
働
に
徒
事
す
る
.

　

の
習
慣
を
有
せ
ざ
る
凝
り
勢
力
の
供
給

に
缺
乏
を
威
参
る
場
合
、

。
に
分
ち

て
之
を
考
察
す
る
を
要
ず
。

ラ一
植
民
地

の
面
積

に
比
し
て
人
口
寡
少
な
る
よ
り
外
來
移
住
者

を
招
致
す
る
に
非
ず
.ん
ば
維
射
的
に
必
要
な
る

(
勢
力
を
得

る
こ
ε
能
は
ざ
る
場
合
に
、
奴
隷
叉
は
罪
囚
輸
送

の
制
度
以
外
に
此

の
要
求
を
充
な
し
得

る
方
法
は
、

唯
契
約
若
く
ば
自
由
勢
働
者

の
渡
来
を
奨
顕
す
る
あ
る
の
み
、
嘗
て
奴
隷
制
度

の
塵
止
せ
ら
る
る
や
、
欧
洲
の
植
民

國
は
印
度
人
及
支
那
人
を
契
約
勢
働
者
こ
し
て
植
民
地

に
輸
入
し
以
て
之
に
代
ら
し
む
る
方
法
を
採
用
し
え
り
、

撚
れ
ご
も
此

の
方
法
は
政
府

の
嚴
密
な
る
監
督

の
下
に
之
を
行
ふ
に
非
す
ん
ば
、
.奴
隷
制
度

巳
殆
ん
ご
挿
む
所
な

き
結
果
を
生
す

る
に
至
る
の
慮
れ
あ
り
、
殊
に
労
働
者
自
ら
自
己
の
契
約
上
に
於
け

る
地
位
及
法
律
上
當
然
要
求

し
得
べ
き
保
護
等
に
關
ず
る
知
識
を
鉄
け
る
場
合
に
於
て
は
然
り

ε
す
、
故
に
契
約
勢
働
者

を
使
偏
す
る
場
合
に

は
政
府
自
ら
之

に
關
異
し
で
其

の
條
件
等
を
監
視
す
る
の
必
要
あ
り
、
例

へ
ば
渡
航
中
の
取
扱
・
到
着
後
に
於
け
る

待
遇
・
勢
力

の
分
配
方
法
・住
宅
の
設
備
。
勢
働
時
間
及
賃
金

の
標
準
・疾
病
に
封
ず
る
手
當
・契
約
期
限
満
了
後
に

於
け
る
蹄
國
音
叉
は
永
住
者

の
保
護
等
に
關
す
る
規
定
を
設
け
、
或
は
之
が
矯
め
に
特
に
官
吏
を
任
命
し
て
其

の

監
督
に
當
ら
し
む
る
が
如
き
是
れ
努

、
此
の
如
巌

密
な
る
監
督
の
下
に
此
の
制
度
を
探
冊
芸

、
馨

蒔

的

の
勢
働
者

ε
し
て
之
.を
輸
入
す
る
も
彼
等
は
安
ん
じ
て
其

の
保
護
に
信
頼
し
「
事
實
上
に
於
て
は
期
限

の
満
了

.

植
民
地
の
勢
働
政
策

第
九
巻
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一
號
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五
)

二

五

●
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巳

亀

植
民
地
の
算
勘
政
策

第
九
巻

(第

一
號

「
=
ハ
)

「
一
六

後

&

錐

こ

も

縄

継

し

て
勢

働

に

従

事

す

る

の

風

を

生

挙

る

に

至

る

べ
し

c

」

,

(駐

一
)

契
約
勢
働
者
の
供
給
地
11
從
來
印
度
及
支
那
た
以
て
最
ε
す

、
印
度
人
は
其
の
禮
格
.優
瓦
な
り
ピ
解
す
ろ
を
得

ざ
る
も
・
能
く
織
縦
的
労

働

に
堪
ゆ
み
ピ
賃
金
の
低
廉
な
る
ピ
に
依
り

て
到
る
威
F
需
要
多
し
、
印
度

の
勢
働
者
の
募
集

に
印
度
政
府
の
特
別

の
監
督

の
下
.に
行

ば
れ
、
其

の
海
外
渡
航
1ー
カ
ル
カ
ッ
タ
・
マ
ド
ラ

ス
・盤
質
及
特

に
指
定
ゼ
ら
れ
た
る
港
濁
瓜
り
す
、
印
度

の
勢
働
者
た
輸
入
ぜ
る
地
方
に
ば
彼
等

の
保
護
者

た
る
移
民
監
督
者
同
行
し
、
其
の
保
護

の
下
に
労
働
看
ん
各
業
生
に
配
付
し

、
反
帰
在
中
に
彼
等

の

一
切

の
繕
別
々
擁
護
す

ろ
の
任
務

々
有
す
。

支
那
勢
働
者
の
輸
出
は
支
那
に
駐

在
ぜ
ろ
昏
國
領
事

の
監
督
の
下

に
請
負
人

の
手
心
縄

て
行
は
れ
、
斯
か

る
勢
働

者
な
輸
入
し
た
る
地
方
に
旨
ら

其
の
保
護
ド
任

ぜ
ざ
ろ
べ
か
ら
ざ
る
よ
り
、
特
別

の
官
吏
粗
し
て
其

の
待
遇
及
契
約
條
件
の
履
行
等
に
關
し
て
嚴
重
な

る
監
督
為
爲
さ
し
む
る
海

常
ξ
す
、
支
那

の
勢
働
者

ば
如
何

な
る
種
類

の
勢
働

に
も
堪
ゑ
、
且
勤
倹
貯
蓄
の
念

に
富
め
る
鮎

に
於
て
に
恐
く
ば
他

に
匹
儔
々
見
ず

、
黙
れ
.巳

も
又
地
方

に
依

り
て
は
彼
等

の
賭
傅

に
耽
る
の
風
あ
ろ
々
利
用
し
、
暗

に
之
な
奨
倒
し
て
頁
債

な
醍
さ
し
め
・
之
が
爲

め
に
殆
ん
ご
永

久
的
に
業

①

圭
の
下
に
努
働

に
從
事

ぜ
し
め
ん
こ
す
る
が
如
春
着
も
な
音
に
非
す
。

(註
;

カ
ル
デ

コ
ッ
ト
氏
に
奴
隷
制
度
ピ
契
約
勢
働
者

の
輸
入
制
度
ε
な
比
較
し
て
左
の
根
本
的
差
異
あ

る
こ
ε
な
指
摘
し

・
若
し
其

の
監
督
冠

し
暮

得
ぱ
契
黎

讐

の
輸
入
製

儀

嵩

岩

村

(∩
.。.　
琶

§
.
げ
　

8

な
ゑ

方
婆

2

論
㌔

契

約

労

働

制
.
度

奴

隷

制

度

根

本

的

差

異

、

,

ラ一
個
入
の
自
由
.

'

財
産
叉
は
物
件

ご
岡
焼

ぜ
ら
る

(

〇

二
家
族

の
騨
聖
.

家
族
の
樒
利
は
恩
恵

に
依
叫
て
與

(
ら
る

結

果

的

差

異

・
.

三
任
意
に
敬
図

心
去
る

,
、

捕
獲
又
は
誘
拐
ゼ
ら

る

耳四
教
育
及
宗
教

の
自
由

、

所
有
者
の
意
芯
に
依
り
或
は
妨
害

ぜ
ら
れ
或
は
禁
止

ゼ
ら
る

N

!

五
故
国
に
蹄

う
か
然
ら
ず

ん
ば
資
本
家
ε
し
て
定
佳
し
得
ろ
望

み
あ
71

將
來

に
謝
す
ろ
希
望
な
し

F

(

'
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附

随

晦

差

異

・

、,

六
渡
航
中
政
府

の
監
督
あ
り

渡
航
中
も
恐
怖

F
充

つ

鷲
馨

使
繧

件
窺

辱

.

君

ピ
齢

ピ
組

に
標
警

・

依
住
宅
.食
物
蜜
療
串
に
關
し
て
も
政
府
規
定
存
設
く

所
有
者
の
土居
志
に
径

ぜ
ら
ろ

・

.
黙
れ
ご
も
叉
他
方
よ
り
之
を
観
察
す
み
時
は
、
此
の
如
き
契
約
勢
働
者

の
植
民
地
に
輸
入
せ
ら
る
る
者
愈

々
増

加
す
る
に
至
る
聴
は
、
早
晩
植
民
地

の
肚
會
歌
態
に

一
大
愛
化
を
齎
す
べ
き
は
明
か
に
し
て
、
斯
か
る
場
合
に
渡

來
者

の
如
何
に
依
り
て
は
植
民
地
土
民
に
與
ふ
る
影
響
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
あ
る
ε
共
に
、
彼
等

の
増
加
は

軈
て
且
由
勢
働
者

の
移
住
を
塞
止
す
る
の
結
果
を
生
す
べ
き
が
故
に
、
橋
民
地

の
壮
愚
母
国
民

の
移
住
に
適
せ
る

所
に
在

り
て
は
、
契
約
勢
働
者

の
輸
入
に
は
適
度

の
制
限
を
加
ふ
る
の
必
要
あ
る
こ
ε
は
固
よ
り
諭
を
.侯
な
す
、

加
之
、
其

の
使
傭
に
は
嚴
重
な
る
監
督
を
要
す
る
こ
&
前
述
.の
如
く
な
る
を
以
て
、
此

の
黙
よ
り
論
争

る
も
往

々

植
民
地
政
府

の
負
捨
を
増
加
せ
し
め
、
叉
彼
等

の
多
敷
は
軍
に
賃
金
を
得
ん
が
矯
め
に
出
稼
勢
働
に
従
事
す
る
に

過
ぎ
ざ

乃
が
故

に
、
植
民
地

の
風
教
上
に
も
瀟
ふ
べ
き
弊
習
を
遺
す
こ
ご
多
し
、
斯
か
る
理
由
に
因
り
此

の
制
度

は
植
民
地

の
状
態
全
く
母
国
民

の
移
住

に
適
せ
ざ
る
か
、
或
は
又

}
時
富
源

の
開
獲
に
必
要
な
る
勢
力

の
缺
乏
を

戚
参
る
が
如
き
場
合

に
主
ご
し
て
採
用
す
べ
き
の
み
q

次
に
自
由
勢
働
者
ε
し
て
は
能
ふ
限
り
母
國
民

の
移
住
を
奨
陽
す
べ
き
は
勿
論
居
り
ε
雄
ぜ
も
、
無
国
民

の
移

住

の
能
否
は
植
民

「地

の
自
然
的
事
情

ご
密
接
な
る
關
係
を
有
し
、
例

へ
ば
熱
帯
植
民
地

の
如
■き
は
如
何
に
移
住
を

.

植
民
地
の
労
働
政
策

第
九
巻

(第
一
號

一
【七
∀

一
一
七

(1)ReinscL,ColonialAdministration,pp.374厚375・

Leroy-Beaulieu,Dela・colonisation,pp.573-57斗 ・

、
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植
民
地
の
勢
働
政
策

第
九
巻

(第
一號

】
一
八
)

[
一
入

奨
顕

す

る
も
、
白
人

に
劃

し
て
は
其

の
禮
質
上
殆

ん
ざ
成
功

の
見

込
存

せ
ざ

る
が
故

に
、
植
民
地

の
自

然
的
事
情

.

殊
に
気
候
・
風
土
等

の
關
係
を
無
慨
し
て
抽
象
的
に
此

の
問
題
を
論
ず

べ
か
ら
寄
、

有
色
人
種
は
白
人
に
比
較
す

る
時
は
氣
候
・
風
土
等
に
…罰
す
る
抵
抗
力
強
き
が
如
し
ε
雑
ぜ
も
、

然
か
も

街
ほ
塗
然
其
の
影
響
を
度
外
覗
す
べ

か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
是
れ
母
国
艮
の
移
住
に
…封
オ

る
㎝第
一
の
障
碍
な
り
、
更

に
叉
徹
令
此

の
如
き
自
然
的
事
情

の
障
碍
射
し
ε
す
る
も
、
既
に
述

べ
た
る
が
如
く
母
国
の
文
化
的
生
活
を
脱
し
枇
倉
主

の
諸
種

の
享
樂
を
棄
て
て
.

植
民
地
に
移
住
す
る
が
如
き
こ
蓬
は
、
他
に
極

め
て
有
力
な
る
誘
因
あ
る
か
或
は
内
部
的
叉
は
外
部
的
の
塵
迫

の

存
ず
る
場
合
の
他
は
容
易
に
之
を
期
待
し
得

べ
か
ち
ず
、
暴
れ
母
国
民
の
移
住
に
封
ず
る
第
二
の
障
碍
拠
り
、
第

.

】
の
障
碍
に
封
し
て
は
現
今
の
人
智

の
程
度
を
以
て
し
て
は
如
何
ε
も
之
を
爲
す
能
は
季
、
唯
各
植
民
地
に
特
有

の
風
土
病
其
の
他
諸
種
の
危
険
に
劃
す

る
豫
防
設
備
を
完
全
に
し
、
衛
生
上
及
保
健
上
よ
り
能
ふ
限
り
移
住
者

の

生
活
を
安
全
な
ら
し
む
る
方
法
を
講
挙

る
他
途

な
し
ε
錐
ご
も
、
第
二
の
障
碍
に
甥
し
て
は
其

の
奨
勘
方
法
の
如

何
忙
依
り
て
は
母
國
民

の
移
住
を
誘
ふ
こ
と
必
事
し
も
不
可
能
な
り
ε
せ
ざ
る
な
り
。

.

嘗

て
政
治
上
文
は
宗
敏
上
に
於
け
る
各
人

の
思
想
若
ぐ
ぱ
信
仰

の
自
由
を
認

め
ざ
り
し
時
代
に
於

て
は
、
人

口

の
過
剰
に
基
因
せ
る
外
部
的

の
歴
迫
以
外
に
、
更
に
内
部
的

の
墜
迫
換
言
せ
ば
精
神
上
の
苦
痛
に
堪
ゆ
る
こ
と
能

は
す
し
て
、
國
外
移
住
を
企
て
允
る
者
も
決
し
て
勘
か
ら
ざ
り
し

冠
錐
ざ
も
、
(例

へ
ば

】
七
六
〇
年
代
に
英
国
の

・

植
民
地

に
移
住
し
だ

る
自
由
勢
働
者
の
如
き
は
足
れ
に
し
て
、
當
特
英
蘭
及
ウ

エ
ル
ス
の
人
口
は
七
百
萬
人
内
外

」



'

ω

な
け
し
に
亜
米
利
加

の
植
民
地
の
人
口
は
三
百
萬
人
に
達
し
な
り
、)
.現
今
は
此
の
如
き
内
部
的

の
墜
迫
に
因
り
て

植
民
地
に
移
住
せ
ん
冠
す
る
が
如
き
者
は

殆
ん
ぜ
無
し
ε
云
ふ
も

不
可
な
く
、
(現
A
・ε
雌
こ
も
思
想
上
の
歴
追

は
全
一
無
し
域
稠
す

べ
か
ち
ざ
る
も
、
之
を
理
由
ご
し
て
園
外
移
住
を
企
つ
る
が
如
き
者
は
蓼

「々

敷
ふ
る
に
足
ら

す
)
、
若
し
或
種

の
墜
迫
に
原
因
す
ε
せ
ば
、
そ
は
此
の
如
き
超
継
濟
的

の
理
由
に
因

る
に
非
す
し
て
、全
く
経
済
的

の
理
由
に
基
因
せ
す
ん
ば
非
ざ
る
な
り
、
故
に
母
國
民

の
移
住
を
奨
拗
す
る
ご
共
に
其

㊨
實
礫
土
の
敷
果
あ
ら
し

め
ん
ε
徴
せ
ぱ
、
少
く
と
も
之
に
依
り
て
母
国
民
が
現
に
感
じ
つ
つ
あ

る
外
部
的
の
厘
迫
を
免
れ
、
其

の
経
済
的

慾
求
を
満
足
せ
し
む
る
に
足
る
程
度
の
有
形
的
利
益
を
供
す
る
こ
ε
を
以
て
奨
働
策

の
標
準
と
爲
さ
ざ
る
べ
か
ら

す
。
(未
完
)

㍉

,

」

真

(1,Caldecott,P・203.
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