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資

源

論

-

太

平

洋

資

源

論

の

1
課

題
1

蛙

川

虎

三

六
千
揮
お
よ
び
太
平
碓
水
城

の讃
源
-･,rouJJvび
讃
源
拙
策
起
諭
や
る
LJ
と
が
太
平
洋
脊
源
諭
の
課
題
で
あ
り
.
葡
滋
賀
旅
除
法
を
n

山
課
儒
托
概
か
な
ら
な
い
S
而

し
て
I
i
,
iJ
作
問
嵐
作
す
る
南
方
誇
瀕
旅
は
ま
た
凍
::･ij
敏
雄
諭
の

i
誹
訊
け
悦
か
な
れ
な
い
が
.
柿

に
太
平
洋
資
源
論
の
一
課
題
と
断
る
所
以
は
.
右
の
ど
と
き
意
味
に
お
い
て
問
題
の
碓
位
と
関
係
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
ば
か

り
で
な
く
'
甫
方
賓
療
政
策
が

｢
大
洋
政
策
｣
の
確
立
と
推
進
と
を
前
塊
と
し
て
の
み
達
成
し
得
ら
れ
る
と
い
ふ
多
年
の
私
見
を
韻

く
張
は
ん
と
す
る
理
由
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
O

東
亜
共
柴
圏
の
確
保
は
高
慶
囲
防
園
家
健
制
の
確
立
を
基
本
自
壊
と
す
る
わ
が
国
策
の
遮
行
上
の
.L
大
重
要
傑
件
で
あ
-
'
賛
際

ノ

政
策
と
し
て
は
国
策
の
自
壊
と
国
際
情
勢
の
推
移
と
に
封
鷹
し
て
着
々

遂
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
'
草
間
的
に
1
佃
の
政
策
論
の
課
題

と
し
て
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
'
東
亜
共
栄
圏
白
膿
の
意
義

･
性
質

･
問
題
等
が
必
ず
し
も
開
明
に
せ
ら
れ
す
'
政
策
論
が
賛
際
政
策

の
後
か
ら
追
払
か
け
て
ゐ
る
観
が
な
い
で
は
な
い
｡
こ
と
に
大
乗
韮
数
年
の
開
始
以
罪
.
皇
軍
の
め
ざ
ま
し
い
進
撃
と
赫
々

た
る
哉
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と
に
よ
っ
て
へ
い
は
ゆ
る
南
方
の
問
題
は
国
民
の
重
大
関
心
事
と
な
り
大
東
宝
達
設

に
勇
躍
せ
し
む
る
紅
至

っ
た
と
と
は
､
こ
の
大

地
盤
工
件
に
挺
身
し
た
皇
軍
の
勇
武
に
封
し
ま
こ
と
に
感
謝
感
激
に
堰

へ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
れ
だ
け
に
大
東
京
建
設
に
お
け

る
南
方
建
設
の
問
題
は
重
大
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
今
日
盛
に
い
は
ゆ
る
南
方
が
問
題
に
さ
れ
論
じ
ら
れ
る
所
以
が
こ

∫

こ
に
凝
る
と
と
は
明
ら
か
だ
と
し
て
も
i
こ
れ
ま
た
往
々
に
し
て
事
態
を
後
か
ら
追
払
か
け
て
ゐ
る
や
う
な
観
が
あ
-
､
南
方
そ
れ

白
幡
ば
か
-
て
泊
/＼

縮
方
開
花
な
ら
び
に
りt1-.の
琵
溶
性
に
1り
い
｢
.ij
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と
き
政
策
論
的
な
研
究
に
ま
で
は
進
ん
で
を
ら
な
い
や
う
に
息
は
れ
る
け
し
た
が
っ
て
..
徒
ら
に
南
方
は
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
が
､

南
方
問
題
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
憾
み
が
あ
る
.

少
く
と
も
串
間
的
に
は
そ
の
感
が
深
い
や
う
で
あ
る
｡
JJ
と
に
南
方
の
諸
囲

諸
地
方
が
従
喋
原
料
供
給
地
で
あ
･sJ

而
も
世
泉
的
に
特
有
原
料
の
供
給
地
で
あ
っ
た
た
め
に
､
今
日
南
方
が
問
題
に
さ
れ
る
に
-つ

い
て
も
専
ら
賓
旗
に
著
tEI
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
常
然
で
あ
る
が
､
賛
渡
が
存
在
す
る
と
よ
と
こ
れ
が
関
取
利
鞘
さ
れ
得
る
と
と
と
は

別
個
の
問
題
で
'
徒
ら
に
南
方
資
源
の
豊
富
を
碍
っ
た
と
こ
ろ
で
､
そ
れ
が
直
ち
に
大
東
丑
の
建
設
に
役
立
ち
得
る
も
の
と
速
断
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
寧
ろ
問
題
は
､
い
は
ゆ
る
南
方
の
資
源
と
し
て
い
か
に
し
て
大
東
韮
建
設
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
演
ぜ

し
む
る
か
に
在
る
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
の
阻
-
忙
お
い
て
は
'
も
は
や
間
茄
は
単
に
南
方
の
み
に
限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
-
.
東
韮

共
柴
圏
に
お
い
て
見
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
o
ゆ
ゑ
に
若
し
~
末
節
共
柴
圏
自
鰹
が
十
分
に
開
明
に
せ
ら
れ
す
し
て
南
方
問

題
が
扱
は
れ
'
ま
た
南
方
政
策
が
論
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
'
そ
れ
は

l
種
の
通
俗
論
か
架
基
の
論
議
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
ら
う
0
こ

の
意
味
に
お
い
て
'
私
は
先
づ
南
方
資
源
静
の
地
位
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
'
既
に
私
の
襲
表
し
た
諭
稿
が
そ
の
結
論
と
し
て
示

す
ご
と
-
'
南
方
賓
派
の
問
題
は
､
目
端
支

一
憾
経
済
の
培
萎
領
域
と
し
て
の
南
方
地
域
に
お
け
る
脊
振
と
し
て
そ
の
意
義
役
割
を

瞥

雷

l
t
曇

i毒

.
･.1



も
つ
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
私
は
､

わ
が
国
の
政
策
論
の

1
組
角
と
し
て
､
｢
大
洋
政
策
｣
か
ら
の
角
度
を
従
卒
主
張
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
.
聞
知
の

.EU
と
-
'
従
卒
わ
が
国
策
の

1
方
向
と
し
て
大
陸
政
策
が
強
調
さ
れ
て
釆
た
こ
と
は
こ
こ
に
述
べ
る
ま
で
も
な
い
｡
而
し
て
ま
た
そ

の
雫
K
性
に
つ
い
て
も
論
議
の
僚
経
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ー
私
見
は
'
虞
の
大
陸
政
策
の
遂
行
は
同
時
に
大
洋
政
策
を
伴
ふ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
に
泰
る
.
そ
の
理
由
は
第

1
に
日
本
の
地
理
的
碓
仲
で
あ
-
.
第
二
に
か
か
る
地
理
的
地
位
に
在

日
本
が
四
面
環
海
の
品
薄
樹
で
あ
る
こ
と
は
醐
民
の
口
に
常
に
謁
ば
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
然
ら
ば
そ
れ
が
国
民
の
閏
に

故

地

が
あ

ら
う
ー
一

瞥
十uL
.1る
.
も
ち
ろ
ん
旨
地
す
る
と
賢
と
て
和
ら
中
尉
乾
山H
婿
や
園
居
が
僻

は
固

土
の

地

珊
的
轍
佃
や
ljTL鼎
的
牒

境
に
支
配
さ
れ
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
JJ
と
は
事
音
で
あ
る
が
'
更
に
進
ん
で
'
こ
れ
を
活
用
し
ま

た
克

和
し

て
行
-
と

JJ
ろ
に
経
済

の

護
展
が
あ
り
生
活
の
向
上
が
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
'
わ
が
日
本
と
し
て
は
常
然

に
四
周
の
海
洋
の
克
服
に
ま
た
こ
れ
が
活
用
に
飛
出
す
べ
き
で
あ
-
'
国
策
の
基
本
方
向
の
l
端
が
こ
と
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
菅

で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
世
界
に
誇
る
無
敵
梅
軍
の
建
設
と
そ
の
偉
力
の
蔑
曙
を
除
い
て
は
'

1
般
国
民
の
海
洋
に
封
す
る
関
心
は
必

ず
し
も
十
分
に
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
o
規
に
こ
の
JJ
と
は
国
民
の
潅
洋
思
想
の
程
度
に
現
れ
て
ゐ
る
ば

か
-
で
な
-
､
海
洋
の
畢
術
的
調
査
研
究
に
お
い
て
も
'
ま
た
海
洋
の
産
業
的
開
費
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
LJろ
で
'
海
運
に
せ

よ
'
水
産
業
に
せ
よ
'
海
洋
を
舞
蓋
と
す
る
経
済
的
驚
展
の
程
度
は
必
ず
し
も
海
洋
国
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は

南

方

資

源

論

策
二
者

三
El
l

第

1
流

三
四
1

拙稿,瀬克己典薬圏に於 ける資激確保の間娼 (南方資源論の序説 として),
国際揮滞研究第二巻第四劫<,
同,東正賓源論,東亜政治 と東結締滑昭和16年 7月.



出
来
な
い
で
あ
ら
う
.

も
ち
ろ
ん
'
わ
が
海
道
は
世
界
の
海
運
に
任
し
て
急
速
な
費
展
を
途
げ
て
衆
た
.

ま
た
水
産
巣
も
太
平
洋
を

北
に
南
に
わ
が
勇
敢
な
る
漁
発
着
の
進
出
に
よ

っ

て
そ
の
漁
場
を
開
拓
し
て
来
た
｡
し
た
が
っ
て
'
海
洋
国
民
と
し
て
十
分
な
素
質

が
あ
-
筆
力
の
あ
る
JJ
と
は
決
し
て
示
さ
れ
な
か
っ
た
詩
で
は
な
い
が
'
そ
の
敬
展
の
程
度
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
そ
の
賃
力
が
複

印
さ
れ
iJ
と
小
ム
"

)ま
7
7耗
i"

9
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ノ
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^
コ
∪
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‥
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王
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LtEn

LLL
I

TB

は

ド

イ
l

^

J･打
l

S
H
i
-

1

小,粥
ノ

＼
..JI
El
車
hL
小月
レ
讃
ィJ
も
泌叩
脈

糾
し
rT-
舛
ね
や
pr
た
,u
J
も
少
-
は
た
か
つ
ね
じ
か
う
し
た
事
情
幣

原
Egiが
ど
こ

に
建

つ
た

か

は

轄
-

問
は
ぬ
忙
し
て
も
f
こ
れ
で

は
本
や
還

国
士
の
も
つ
力
を
静
揮
せ
し
む
る
こ
と
は
出
奔
な
い
で
あ
ら
う
.
規
に
皇
軍
の
赫
々

た
る
磯
臭
と
躍
進
と
に
照
腰
す
る
だ

け
の
梅
の
産
業
の
役
割
が
十
分
に
は
た
さ
れ
て
ゐ
る
か
香
か
を
見
る
な
ら
ば
思
年
に
過
ぐ
る
も

の
が
あ
る
で
あ
ら
う
｡
こ
れ
は
決
し

て
海
道
や
水
産
巣
そ
れ
白
鰭
の
問
題
で
は
な
-
'
大
洋
政
策
を
軽
じ
て
こ
れ
に
十
分
な
推
避
力
を
輿

へ
な
か
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
9
こ
こ

に具
鰭
的
な
専
管
と
問
題
と
を
奉
げ
る
JJ
と
を
軽

へ
る
が
'
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
反
省
し
検
討
し
産
業
政

策
が
ま
た

1
殻
に
経
済
政
策
が
国
土
の
本
質
の
把
捉
と
国
民
性
の
伸
暢
の
上
に
考

へ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
を
特
に
記
し
て
置
き
た

い
と
思
ふ
o

＼

ru
ら
に
ま
た
､
太
平
洋
を
蝕
み
或
は
太
平
洋
に
お
け
る
諦
観
並
に
諸
地
方
と
日
本
と
の
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
な
圃
際
関
係
と
こ

れ
に
ょ
つ
て
憾
し
出
さ
れ
た
国
際
情
勢
の
推
移
を
見
る
と
き
'
こ
れ
に
封
虞
す
る
確
乎
た
る
国
策
を
以
て
国
表
を
護
-
国
家
の
重
度

を
企
圏
す
べ
き
こ
と
は
首
然
の
こ
と
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
D
大
洋
政
策
は
ま
さ
に
か
か
る
国
策
を
内
容
と
L
I
か
か
る
圃
朱
の
方
向

を
握
っ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
'
い
は
ゆ
る
大
陸
政
策
は
首
然
に
大
洋
政
策
に
よ
っ
で
裏
打
さ
る
べ
き
性

質
の
も
の
で
あ
-
'
ま
た
大
洋
政
策
は
大
陸
政
策
を
伴
っ
て
の
み
歯
策
と
し
て
全
き
姿
を
得
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
乗
る
で
あ
ら
nl
o

･

.

.

.

...;.,.
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し
か
し
'
既
に
速
べ
た
や
う
に
'
碓
裾
の
政
策
お
よ
び
政
策
論
に
つ
い
て
見
れ
ば
'
嘗
黙
考

へ
ら
る
べ
き
大
洋
政
策
が
償
命
著
過
さ

れ
て
ゐ
な
か
っ
た
に
し
て
も
'

一
般
的
国
民
的
関
心
か
ら
す
れ
ば
軽
成
さ
れ
て
ゐ
た
JJ
と
は
香
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
.
南
方

資
源
政
策
の
前
提
と
し
て
特
に
大
洋
政
策
を
稲
ふ
所
以
は
こ
こ
に
在
る
｡
而
し
て
ま
た
.
こ
の
前
槌
に
よ
っ
て
の
み
'
甫
万
事
沫
政

策
の
方
向
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
し
'
ま
た
そ
の
問
題
を
解
決
し
得
る
と
い
ふ
私
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
.

か
か
る
見
粕
か
ら
'
私
は
､
南
方
資
源
論
の
問
題
を
東
京
賛
痛
論
の
問
題
と
し
て
鮭

へ
'
ま
た
東
記
資
源
論
の
問
題
を
太
平
拝
賀

源
論
の
問
題
と
し
て
粗

へ
る
｡
而
し
て
太
平
洋
賛
派
論
に
よ
っ
て
扱
は
る
べ
き
領
域
は
､
太
平
洋
お
よ
び
そ
の
水
域
で
あ
る
が
'
そ

の
隈
-
に
お
い
で
'
ア
ジ
ア
大
陸
'
米
大
陸
並
に
太
平
洋
に
所
在
す
る
島
唄
竺
且
る
も
の
で
あ
る
O
L
か
L
t
太
平
洋
資
源
論
の
問

題
に
す
る
領
域
が
か
か
る
債
大
た
部
面
!JT亘
っ
て
も
.
筆

硯
諭
が
資
源
政
策
を
中
心
的
放
課
軍

tJ
す
る
隈
-
に
お
い
て
'
箆
に
空
欄

:.･･
.I
･T
･.･1
./
.
.
･･
∴
T
･
,
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･
∵

1
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十
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･
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∵
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∴
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∴
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JJ

に
l山
積
と

i1
市
と
に

ま

レ
て
BuEttiセ
JLi
l

か
7
.ゝヰ

t>l
て
な
け
釘
は
為
A
l
渋
ブ
､g:正
芳
は

式

に
逆

へ
た
Jtd讃
嘆
に
お
い
て
'
重
さ
に

こ
の
立
場
と
方
向
と
を
興

へ
る
政
策
の
基
調
で
あ
-
政
策
論
の
前
蛙
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

而
し
て
ま
た
'
末
弟
資
源
論
は
太
干
洋

資
源
論
の

1
課
題
に
ほ
か
怒
ら
な
い
が
二

泉
韮
資
源
論
に
お
い
て
扱
は
る
べ
き

｢
東
亜
｣
の
領
域
は
'
右
の
私
見
の
立
場
か
ら
t
F

浦
文

一
鰻
粒
解
の
増
賛
領
域
と
規
岸
す
る
0
日
滴
定

!
牒
経
済
並
に
そ
の
培
革
領
域
に
つ
い
て
は
'
既
に
歴
々
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
こ
こ
に
は
略
し
.

こ
こ
に
は
た
だ
そ
の
故
ふ
範
囲
を
地
域
的
に
屈
別
し
て
示
す
に
と
ど
め
る
.
攻
の
こ
と
く
で
あ
る
｡

第

一
置

北
樺
太
'
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
'
沿
海
州
'
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
'
ア
ラ
ス
カ

舘
二
慣

価
額
印
度
支
部
'
泰
閥
'
'

'i

J

ル

マ

'
馬
奔
'
フ
イ
り
ツ
ピ
ン
､
従
釆
蘭
印
と
呼
ば
れ
た
地
方
を
中
心
と
す
る
諸
島

南

方

資

源

論

第

二
懸

三
四

三

第

T
波

三
四
三

1) 前碍二論文および ｢虞域解珊 誰｣科学壬.覇工業昭和17年 2月｡



南

方

資

源

論

第
二
審

三
四
四

第

1
綻

三
四
四

弟
三
置

濠
洲
を
中
心

と
す
る
い
は
ゆ
る
大
洋
洲

第
四
置

印
度

も
ち
ろ
ん
'
か

か

る
14
別
は
現
論
的
根

城

や
繁藤
政
策

の
意
義
を
琴

く
追
及
し
た
結
果
で
は
た
-＼

た
だ
間
施
社
取
扱
ふ
便
宜
に
よ

新
し
､

.I
胞
か
か
る
慣
別
に
立
つ
な
ら
ば
､
私
が
.U
,J
に
南
方
賓
望

耶
-J
し
て
赦
ふ

｢
商
才

山
の
領
域
は
'
右
の
華

麗

お
よ
び

第
三
直
を
そ
の
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ
る
O
も
ち
ろ
ん
ー
こ
れ
も
ま
た
t
JJ
の
範
囲
に
限
っ
て
こ
れ
を
南
方
と
呼
ぶ
こ
と
が
正
し
い

か
ど
う
か
'
ま
た

｢
南
方
｣
の
補
語
自
照
が
通
常
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
私
の
季
ふ
と
こ
ろ
で
は
な
い
O
た
だ
問
題
を
論
じ

こ
れ
を
故
ふ
便
宜
上
'
右
の
範
囲
を

一
膝
総
括
的
に
南
方
と
呼
ぶ
に
過
ぎ
な
い
｡
而
し
て
本
論
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
か
か
る

意
味
に
お
け
る
南
方
領
域
に
つ
い
て
'
そ
の
賓
源
の
i(
東
lB
建
設
に
お
け
る
役
割
JJ
こ
れ
を
達
成
賛
現
せ
し
む
る
に
必
要
な
政
策

に

関
す
る
問
題
を
明
ら
か
収
す
る
こ
と
に
在
る
.
各
個
資
源
に
関
す
る
詳
細
な
る
研
究
は
本
文
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
.

〓

南
方
お
よ
び
南
方
問
題
の
重
要
性
は
~
南
方
が
日
浦
支

一
椎
経
済
の
培
養
領
域
に
お
け
る

1
重
要
地
帯
を
形
成
し
て
ゐ
る
鮎
に
あ

る
C
而
し
て
今
日
､
国
民
が
こ
れ
に
重
大
な
関
心
を
沸
ふ
の
は
､
も
ち
ろ
ん
大
東
正
敏
李
に
お
け
る
現
在
の
作
故
の
中
心
地
帯
で
あ

-
'
皇
軍
が
赫
々

た
る
戦
果
を
聾
げ
て
進
撃
し

っ

つ
あ
る
方
面
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
'
同
時
に
ま
た
こ
の
領
域
を
し

て

日
浦
安

1
醍
経
碑
の
培
養
領
域
た
る
役
割
を
十
分
に
昔
硯
せ
し
め
'
い
は
ゆ
る
東
韮
共
菜
園
の
t
地
域
JJ
し
て
大
東
正
睦
鼓
に
参
加

協
力
せ
レ
む
る
と
い
ふ
建
設
的
企
国
に
燃
ゆ
る
が
ゆ
ゑ
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
世
間
の
一
部
に
は
'
徒
ら
に
南
方
固
有
の
資
源
或
は
豊
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I-ト専

富
な
賓
源
に
つ
い
て
張
く
謂
払
､
こ
れ
に
よ
っ
て
末
弟
共
栄
圏
に
お
け
る
原
料
供
給
に
不
安
な
し
と
い
ふ
感
じ
を
輿

へ
'
両
も
ま
た

い
ま
に
も
石
油
や
講
読
或
は
砂
糖
な
ど
が
澗
津
に
供
給
さ
れ
る
が
こ
と
-
考

へ
る
者
も
あ
る
や
う
だ
が
'
こ
れ
は
単
な
る
俗
論
で
あ

-

一
個
の
妄
想
に
過
ぎ
な
い
o
先
に
も
述
べ
た
や
う
に
'
賓
源
が
存
在
す
る
と
い
ふ
JJ
と
は
'
必
す
L
も
資
源
が
そ
れ
だ
け
の
現
有

能
力
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
'
し
た
が
っ
て
原
料
供
給
能
力
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
は
仝
-
別
個
の
問
題
で
あ
る
｡

さ
ら
に
現
有
能
力
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
'
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
獲
揮
さ
れ
る
か
は
ま
た
別
個
の
問
題
で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
'
賓
演

が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
ば
か
-
で
な
-
.
そ
の
現
有
能
力
が
幾
何
の
も
の
で
あ
-
.
ま
た
滞
在
的
推
力
が
如
何
な
る
程
度
の
も
の

tJ
あ
る
か
が
洞
変
則
志
さ
れ
ね
ゴ
な
ら
ぬ
｡
毎
が
ち
りCaA
ら
魚
が
蘇
れ
.
土
地
が
あ
る
h
JO
莞
乍
物
が
尊
ら
れ
る
と
ハ
ム
や
う
tJ
韓

∫,.I
L
二
TJ

)
ノヽ
lr,lゝ
L
LL
r
0
■Tl
)
トげへー
]〃
:
/

l
ノ
ニ
T､r
lr'-i
ll,r.i.,ゝ
ムヒ
l人＼
.1,
ノ
二
TTLJ]hllln
rJ
I.
'
^
r,
)
｢.LL
二LJ

Lご
rTlz
ヒr
/
]
l
)
.)
ゝ
ヤゝ

問
符
で

あ
.Ey

さ
ら
に

保
持
y
L■
射

て
お
る

群

鑑

の

叩

｣,:T]能
力
に
し
て
も
..
IJ
か
が
顎
柿
ヱ｣れ
描
bpt班
さ
れ

る
に
つ
い
て
多
J
＼の

随
韓
国

の
働
い
て
ゐ
る
こ
と
も
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
こ
の
阻
害
因
の
硬
坪
と
程
度
に
よ
-
現
有
能
力
の
音
硯
の
程
度
が
定
ま
る
で
あ

ら
う
が
'
嘗
面
の
問
題
と
し
て
は
先
づ
こ
れ
を
除
却
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
D
自
然
的
に
'
政
治
的
に
'
控
碑
的
に
､
こ
れ
ら
の

阻
害
因
の
働
-
部
面
を
調
査
し
､
こ
れ
が
除
却
の
方
策
を
講
す
る
こ
と
が
資
源
の
探
検
開
蔑
よ
-
も
意
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
が
､

哉
時
下
に
お
い
て
'
両
も
戦
場
地
域
に
台
い
て
は
普
通
の
場
合
と
違
っ
て
多
-
の
困
難
を
伴
ふ
と
と
は
嘗
鼎
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て

資
源
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'
直
ち
に
原
料
供
給
が
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
い
0

こ
の
意
味
に
お
い
て
.
南
方
資
源
に
つ
い
て
も
'
賓
腹
の
調
査
並
に
こ
れ
が
開
蚤
利
用
の
方
策
に
つ
い
て
確
乎
た
る
方
針
を
樹
立

し
'
こ
れ
を
科
孝
的
忙
而
も
張
力
に
連
行
す
る
必
要
が
あ
る
o
従
秀

｢
開
蔑
｣
と
い
ふ
こ
と
は
大
陸
政
策
に
お
い
て
強
調
さ
れ
木
つ

南

方

資

源

論

第
二
審

三
四
五

第

T折

三
四
五



南

方

資

源

諭

第

二
番

三
四
六

第

一
哉

三
四
六

た
と
こ
ろ
で
､

い
は
ゆ
る
計
量
は
示
さ
れ
て
も
開
聾
は

l
向
に
賛
練
を

不
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
憾

み
が
必
ず
し
も

な

い
帯
で
は
な
か

っ
た
.
も
ち
ろ
ん
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
種
々

の
原
因
が
畢
げ
ら
れ
理
由
が
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
問
題
は
原
因
の
探
究
や
理
由
の
説

明
に
在
る
の
で
は
た
く

小
は
ゆ
る
閑
散
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
在
る
D
こ
の
h
/兼
正
敏
年
下
に
お
い
て
は
賓
源
の
開
蚤
利
用

.
b
b
L
.U
J/
LtIIS
む
…4
F
lL1
7コ
G

礼
的
Tq
こ
FD
(
U
.出
払
いし芸
.い
つ
lE
Ln
'

LL
汀
.i.は
F
Aむ
つ
して
LT
と

ハ
し
っ
ご
ま
当
■ノ
U
n
5
1
1.Ill,ら

乙
｡
放
散

の
甘
由
を

淡

(

て

判
ち
患
い
の
は
米
朝
以
列
に
は
冶
い
宅
で
あ
る
…
轟
瀕
政
筒
の
擬
富
者
も
J-
釘
が
撃
口
者
も
十
分
に
そ

の
茸
任
を
と
-
.
そ
の
局
に
昔
る
必
要
が
あ
る
｡

殊
に

一
地
方
の
資
源
の
開
後
利
用
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
が
根
本
目
標
せ
確
立
し
'
こ
の
根
本
目
標
の
下
に
お
い
て
料
率
的
に
合
理

的
な
計
量
を
立
て
JJ
れ
を
張
力
に
迭
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
い
ふ
ま
で
も
な
-
'
敢
て
賛
派
政
策
の
み
な
ら
ず

1
切
の
政
策
が
そ

の
鵜
本
に
お
い
て
東
亜
朝
秩
序
の
確
立
を
目
指
す
i(
束
並
の
建
設
を
そ
の
｡
[棟
と
す
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
C
こ
の
即
に
つ
い
て

は
論
議
の
徐
地
が
な
い
｡
し
か
し
'
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
極
の
目
標
は
明
瞭
で
あ
る
に
し
て
も
'
大
東
正
の
建
設
が
果
し
て
い
か
な
る

過
程
を
辿
-
ま
た
5,か
な
る
段
階
を
経
る
も
の
で
あ
る
か
､
そ
の
見
通
し
は
こ
れ
だ
け
で
偲
明
ら
か
で
な
い
｡
而
も

1
度
の
こ
の
見

通
し
と
規
賓
事
態
の
認
識
を
妖
い
て
は
計
墓
の
棉
立
は
不
可
能
で
あ
る
G
こ
こ
に
政
策
掠
首
着
の
問
題
も
あ
れ
ば
¶
ま
た
政
策
論
を

問
題
に
す
る
者
の
課
題
も
あ
る
o
私
は
と
の
鮎
に
つ

5
て
'
支
那
事
変
に
績
-
も
の
は
東
宝
新
秩
序
確
立
戦
で
あ
ゎ
'
東
亜
新
秩
序

確
立
取
こ
そ
は
世
鼎
我
等
的
な
規
模
に
お
い
て
戟
は
る
べ
き
戟
季
な
る
が
ゆ
ゑ
忙
'
こ
れ
が
準
備
の
腰
制
と
し
て
の
末
韮
防
衛
鰹
制

の
確
立
完
成
の
急
務
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
｡
今
次
の
大
東
更
戟
草
は
私
の
い
ふ
所
の
東
韮
新
秩
序
確
立
戦
で
あ
-
'
支

l

T
lt
f
tI壬

I
I
育

-
(
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.
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'

'

'
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｡
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1) 拙摘, 日本経済再建静,東正解放昭和14年10月｡



閏
制
の
確
立
完
成
の
た
め
に
は
'

.

1
.
日
本
戦
痔
麿
済
贈
制
の
完
成

二
.
日
滞
支

1
慣
澄
演
の
確
立
韻
化

≒

日
清
支

1
牒
経
碑
の
培
蚕
領
域
の
確
保

の
三
保
件
を
根
本
に
お
い
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
帝
た
が
'
右
の
中
の
第
111鮎
が
い
か
に
し
て
確
保
さ

る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
及
ぶ
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
私
の
示
し
た
鮎
は
'
た
だ
日
米
間
灘
の
聾
火
鮎
の

1
つ
が
南
太
平
洋

に
在
る
JU
と
を
述
べ
た
に
4
.ど
ま
る
.a

=
潮
文

一
照
紅
顔
の
璃
茸
領
域
の
確
保
の
要
請
まJ
.
要
す
る
に
'
(
1
)
日
浦
安

1
慣
経
済
の
安
登
の
確
保
と
.
(
二
)
日
浦
安

1,

滑
麿
餅
の
保
持
頚
髄
に
必
要
な
る
領
嘘
の
確
保
し
近

在
串
｡
田
浦
妊

'
髄
節
緋
の
貸
金
の
椛
伐
は
日
脚
安
〃
幽
髄
的
安
澄
憎
の
保
稗

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
磨
域
の
要
請
で
あ
-
.
ま
た
､
日
満
支

1
慣
経
席
の
保
侍
優
展
の
た
め
に
必
要
と
す
る
領
域
は
そ
の
中
に

賓
膿
と
市
場
を
十
分
に
含
み
可
及
的
に
白
給
自
足
の
可
能
な
る
蕨
域
の
要
請
に
ほ
か
な
ら
ぬ
O
然
る
に
日
構
文
の
四
周
は
殆
ど
基
部

が
敵
性
国
家
と
そ
の
前
進
基
碓
た
る
地
方
で
あ
れ

日
満
支

1
慣
経
済
の
埼
葦
領
域
ど
こ
ろ
か
､
微
は
頑
張
に
こ
れ
を
固
守
し
､
と

れ
を
攻
撃
の
基
地
と
し
て
日
本

へ
の
敵
封
行
動
を
烈
し
-
し
ま
た
露
骨
に
し
て
来
た
O
大
東
亜
戦
争
は
か
-
し
て
経
に
開
始
さ
れ
た

の
で
あ
る
0
日
本
が
日
満
支

一
鰻
経
済
の
培
葦
領
域

の
確
保
を
必
至
の
も
の
と
し
た
こ
と
は
､
東
男
新
秩
序
確
立
の
使
命
か
ら
必
然

の
こ
と
で
は
あ
る
が
ー
そ
れ
は
何
も
武
力
に
訴
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
C
寧
ろ
そ
の
使
命
に
鑑
み
.
日
浦

麦
の
四
周
の
諸
国
語
地
方
と
と
も
に
協
力
し
､
平
和
的
な
経
済
的
政
海
関
結
合
に
よ
る
東
亜
共
笑
圏
の
確
立
こ
そ
望
ま
し
い
も
の
で

南

方
資

源

論

第

二
巻

三
四
七

第

l
就

三
E3
七

1) 拙稿, 日光開戦 と日本凝軌 D新編成,車重摩放昭和16年 3月｡



南

方

資

源

論

第

二
審

三
四
八

第

1
洗

三
四

八

あ
っ
た
｡

と
JJ
ろ
が
米
英
は
じ
め
こ
れ
に
追
随
旨
従
す
る
諸
勢
力
什
湧

力
ど
こ
ろ
か

反
撃
の
態

勢
を
品
々
強
化
し

て
来
た
の
で
あ

る
oゆ

ゑ
に
.
こ
の
意
味
に
お
い
て
'
大
東
亜
故
耳
は
米
英
並
に
こ
れ
に
追
随
富
碓
す
る
諸
勢
力
-3
徹
･LM
的
な
磐
城
毅
窮
極
の
目
的
と

ll
'
L
I
/11[=
･｢｣
L
)
)
I,/

耐
性

勢

力

の

駆

通

解

械

(lif諌
慌

城
各

地

方

の

T謀

程

建

設

に

淑

け

･"17各
個

の
役

割

の
蓬
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
即
ち
攻
の
段
階

に
お
い
て
葬
る
べ
き
米
英
の
本
源
的
な
勢
力
と
の
決
戦
を
軽

へ
て
'
東
宝
防
締
腰
制
の
完
成
を
逢

行
す
る
こ
と
こ
そ
大
東
並
戦
争
の

今
日
の
段
階
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
皇
軍
は
こ
の
鮎
に
つ
い
て
遺
憾
な
-
そ
の
威
力
を
教
輝
L
t
短
期
間
の
中
に
敵
勢
力
を
撃
砕
撃

滅
し
'
大
東
亜
建
設
の
地
磐
を
確
立
し
っ
つ
あ
る
が
'
こ
れ
に
伴
っ
て
東
韮
防
衛
鰹
制
が
必
要
と
す
る
前
記
の
諸
催
作
を
満
足
す
る

だ
け
の
経
済
建
設
が
十
分
に
進
め
ら
れ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

し
た
が
っ
て
.
日
清
支

1
醒
経
済
の
培
養
領
域
に
つ
い
て
は
'
大
東
東
灘
等
の
今
日
の
段
階
に
お
け
る
そ
の
役
割
を
常
き
し
む
る

こ
と
が
最
も
重
要
に
し
て
緊
急
の
問
題
で
あ
る
.
も
と
よ
-
東
吏
新
秩
序
確
立
の
国
家
の
使
命
が
示
す
ど
と
く
'
黄
玉
諸
民
族
を
欧

米
帝
寧

王
兼
の
侵
略
と
搾
取
か
ら
解
放
し
'
東
宝
諸
民
族
の
協
力
の
下
に
黄
玉
の
干
和
と
蚤
展
と
を
企
園
し
､
こ
れ
を
連
威
賛
硯
す

る
こ
と
が
日
本
の
指
導
の
根
本
目
榛
で
あ
-
'
い
か
な
る
事
態
の
下
に
お
い
て
も
こ
の
根
本
目
標
を
忘
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
､
そ

こ
に
至
る
た
め
に
は
'
先
づ
大
東
正
敏
草
を
故
ひ
撞
き
米
英
を
徹
底
的
に
輩
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
而
し
て
'
そ
れ
に
は
米
英

の
本
漁
的
な
勢
力
と
の
決
戦
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L
t
こ
の
決
裁
は
文
字
過
-
園
の
維
力
を
馨
げ
て
の
長
期
我
で
あ
る
と
と
は

何
人
も
見
易
い
と
こ
ろ
で
あ
る
･
こ
の
意
味
に
お
い
て
,
日
本
が
指
導
的
地
位
に
立
ち
･
日
滞
空

憶
経
範
を
中
榎
耀
と
し
,
日
満

i
,r'･､r
一1
.ナ
ノ◆..



麦

l
鰭
経
済
の
培
葦
領
域
を
含
ん
で
東
韮
の
絶
力
を
結
集
し
て
米
英
畢
減
の
決
戦
の
鰻
制
を
完
成
す
る
と
と
も
に
､
大
東
韮
建
設
の

地
盤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
し
た
が
っ
て
'
日
清
支

l
鰐
経
済
の
増
葦
領
域
た
る
地
方
は
'
そ
の
地
位
と
能
力
と
に
お
い
て
そ
の

大
東
丑
建
設
に
急
け
る
役
割
を
果
す
こ
と
が
緊
急
の
任
務
で
あ
･sL
.
こ
れ
に
伴
ふ
困
難
苦
痛
は
嘗
然
に
君
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
而

し
て
'
こ
れ
を
指
導
し
て
ゆ
-
日
本
と
し
て
も
.
こ
の
明
白
な
る
事
理
の
下
に
確
乎
た
る
政
策
を
断
然
碩
行
し
て
ゆ
-
こ
と
が
必
要

で
あ
る
o
政
策
は
高
き
理
想
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
政
策
の
遂
行
は
ど
こ
ま
で
も
規
賓
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
.

こ
の
意
味
に
お
い
て
､
南
方
に
は
南
方
の
今
日
の
役
割
を
は
た
ru
L
む
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
O
日
浦
支

一
腰
経
済
の
培
蕃
領
域

の
役
割
が
た
だ
に
経
済
的
役
割
に
と
ど
ま
も
も
の
で
は
な
-
､
軍
事
的
､
政
指
的
､
文
化
的
'.
等
の
各
部
面
の
役
割
を
措
ふ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
培
養
領
域
の
意
義
よ
-
明
瞭
で
あ
る
が
.

こ
こ
に
は
革
に
紅
僻
的
役
割
に
の
み
問
題
を
眠
ら
ぬ
ば
な
ら
な

ハ
O
.LE

ノ
⊂
'
摘
右
の
怒
牌
的
役
割
は
､
ル
･1-と
も
硯
在
の
JJ
J!J
ツCHb
Lは
'
雑
非
そ
れ
ら
tの
北
方
が
増
か
邦
つ
た
紋
桝
的
能
力
の
純

園
に
眠
ら
る
べ
き
こ
と
は
普
然
で
あ
る
が
'
両
も
そ
の
曜
辞
的
能
力
は
栄
英
蘭
等
の
植
民
地
と
し
て
培
ほ
れ
た
も
の

であ
-
､
こ

れ

ら
本
圃
の
利
蒜
の
下
に
支
配
制
約
さ
れ
乗
っ
た
も
の
で
仝
-
植
民
地
的
性
格
を
も
っ
て
ゐ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
の
現
有
能
力
が
十

分
に
蓉
樺
さ
れ
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
巽
に
'
潜
在
的
能
力
に
つ
い
て
は
全
-
顧
み
ら
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
.
今
後
こ
れ
ら
の
経
済
的
能

力
に
つ
い
て
は
'
大
東
出
建
設
の
方
向
に
お
い
て
調
査
研
究
さ
れ
大
い
に
開
拓
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
へ
い
喪
直
ち
に
JJ
れ
を
茸
現

す
る
JJ
と
は
困
難
で
あ
-
'
ま
た
必
ず
し
も
重
富
の
策
で
は
な
い
O
寧
ろ
今
日
の
大
東
罪
戟
下
の
段
階
に
膝
す
る
そ
の
経
済
的
役
割

を
十
分
に
演
ぜ
し
む
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
南
方
が
日
清
支

1
牒
経
済
の
培
蕃
領
域
の
一
地
底
と
し
て
も
つ

と
こ
ろ
の
役
割
を
そ
の
現
在
の
経
済
的
能
力
に
お
い
て
十
分
に
果
し
得
る
や
う
に
日
本
が
確
乎
た
る
計
蓋
の
下
に
指
導
し
て
ゆ
か
な

南

方

資

源

諭

第
二
番

三

四
九

第
1
拭

三
E
l九

ー｣

湖磁
慣



南

方

資

源

論

第
二
審

三
五
〇

第

1班

三
五

〇

け
れ
ば
な
ら
な
い
e
そ
の
意
味
に
お
い
て
'
今
日
の
問
題
は
､
寧
ろ
南
方
の
経
済
力
い
か
ん
に
在
る
の
で
は
な
-
'

日
本
の
計
圭
お

よ
び
指
導
力
い
か
ん
に
在
る
と
い
っ

て
も
い
い
で
あ
ら
う
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
そ
の
衝
に
首
る
も
の
は
'
日
本
の
遥
命
を
槍
つ
.iJ
ゐ

る
重
大
賛
任
を
感
じ
て
事
に
雷
つ
て
欲
し
い
と
息
ふ
｡

既
に
準

へ
た
や
う
に
'
南
方
鞘
地
方
は
相
民
棚
的
性
格
忙
忠
け
る
風
料
供
給
地
と
し
て
そ
の
結
構
的
能
力
狂
㌍
ご
｣
碑
た
｡

し

た

カ

ニ
J
,l
卜
代
講
レ
T･
は
i(
兼
聖
域
邸
夜
行
の
立
場
か
iiA.rJJ
の
経
桝
的
能
力
を
敬
称
せ
し
む
る
1
Jと
が
常
憶
の
肝
脳
で
あ
る
が
p

然

yゝ

ノヽ
L
･
/
.-_
l･
/･
1
.

ら
ば
.
い
か
な
る
原
料
を
い
か
に
供
紹
せ
し
む
る
か
V
こ
れ
は
普
然
に
そ
の
地
方
の
経
済
的
能
力
と
目
端
支

l
鰹
経
済
の
培
葦
領
域

と
し
て
の
そ
の
地
位
に
お
い
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
従
来
'
い
は
ゆ
る
脊
振
の
開
蟹
に
お
い
て

｢
貢
鮎
主
義
｣
が
強
調

さ
れ
て
釆
た
が
'
謂
ふ
所
の
重
鮎
は
必
す
L
も
明
ら
か
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
少
-
と
も
重
鮎
と
い
ふ
限
久

重
鮎
の
根
本
基
準
は

右
の
ご
と
を
意
味
に
お
い
て
定
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
e

南
方
よ
-
の
原
料
供
給
に
つ
い
て
も
､
草
に
あ
る
も
の
を
出
さ
せ
'
出
来
る
も
の
を
供
給
せ
し
む
る
と
い
ふ
の
で
は
な
-
'
現
有

能
力
の
存
す
る
資
旗
に
つ
い
て
'

規
に
日
満
支

一
腰
経
済
円
に
お
い
て
､
(
1
)
調
達
し
得
な
い
も
の
か
或
は
調
達
し
得
て
も
需
要

量

に此
し
極
め
て
僅
少
な
る
生
産
よ
-
な
き
原
料
.
(
〓
)
供
給
量
の
不
足
す
る
原
料
'
(
≡
)
日
浦
安
で
賄
ひ
得
る
が
培
蕃
領
域
に

期
待
す
る
方
が
少
-
と
も
今
日
の
状
態
に
お
い
て
は
経
済
的
に
或
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
利
益
乃
至
は
便
利
と
す
る
原
料
t
等
の
順

位
に
お
い
て
先
づ
軍
需
原
料
を
考
ふ
べ
き
で
あ
る
｡
而
し
て
こ
れ
と
は
別
系
列
に
お
い
て
'
現
地
住
民
の
生
活
確
保
の
た
め
に
快
Y

ベ
か

ら
ざ

る
原
料
生
産
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

｡
こ
れ
は
主
と
し
て
現
地
住
民
の
生
帝
賓
料
の
生
産
で
あ
る
が
'
ま
た

1
方
に

は
'

現
地
住
民
の
生
産
を
賄
っ
て
ゐ
る
主
た
る
原
軸
産
業
は
'
右
の
軍
需
原
料
の
生
産
確
保
の
い
か
ん
に
拘
ら
ず
こ
れ
を
必
要
の
桂

･
.･･1-･･･-･ilF.1･∵
よI
l-I
-
I



虞
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ほ
他
の
系
列
は
'
東
宝
共
栄
圏
内
に
お
け
る
国
民
生
晴
上
必
要
と
す
る
原
料
の
確
保
と
共
集

団
内
に
お
け
る
囲
滑
な
る
配
給
の
問
題
で
あ
る
｡
殊
に
国
民
食
糧
の
確
保
は
'
戦
等
途
行
上
.
治
安
の
維
持
､
民
心
の
安
定
の
た
め

に
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
｡

以
上
の
三
系
列
に
よ
っ
て
原
料
供
給
の
問
題
を
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
'
少
-
と
も
戦
争
連
行
上
問
題
に
す
べ
き
原
料
は
骨
て
私
が

塞
げ
た
や
う
に
大
別
し
て
六
十

1
種
類
が
数

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
NT,I.
而
し
て
､
こ
れ
ら
の
原
料
中
'
日
清
支

l
視
経
済
が
特
に
そ
の

培
葦
領
域
に
期
待
す
る
も
の
は
右
の
t二
系
列
の
要
求
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
が
~
結
局
そ
れ
は
'

(

1
)

日
満
支

l
鰻
経
済
内
に
無
い
か
或
は
不
足
す
る
原
料

ハ

二
)

増
寮
併
域
に
固
菊
に
し
て
.rE
も
鱗
産
す
る
原
料
､
即
ち
特
産
原
料

に
舵間
す

る
.

戯
ら
ば
.
い
ま
こ
れ
を

培
養
領
域

｢
南
方
｣
に
求
め
る
と
す
れ
ば
'

果
し
て
い
か
な
る
原
料
が
問
題
に
な
っ
て
祈
る
で
あ
ら
う

か
｡
も
っ
と
も
清
洲
園
或
は
支
部
に
お
け
る
肇
涯
の
閑
聾
利
用
が
ど
こ
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
か
'
ま
た
近
い
解
凍
に
お
い
て
い
か
な
る

纏
ま
ま
で
自
給
力
室
向
め
る
か
に
よ
っ
て
自
ら
臭
っ
て
-
る
が
'
い
ま

1
鷹
こ
れ
を
考
慮
外
に
お
く
な
ら
ば
､
日
清
文

一
絹
経
済
が

㌔

南
方
に
期
待
し
'
ま
た
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い
原
料
は
､
そ
の
主
な
る
も
の
と
し
て
次
の
二
十
笹
を
輿
げ
る
こ
と
が
出
凍
る
で
あ
ら

う
O
即
ち
､
(
一
).石
油
'
(
二
)
石
琴

(≡
)織
鋳
石
'
(
四
)
マ

ン
ガ
ン
'
(
五
)
ニ
ッ
ケ
ル
'
(
｣ハ
)
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
'
(
七
)
鉛
､

(
八
)
丑
鉛
'
(
九
)錫
'
(
十
〕
鋼
'
(
十

l
)
工
業
嘩

(
十
二
)
謀
議
'
(
十
三
)木
材
'
(
十
四
)
規
郭
皮
､
(
十
五
)肺
'
(
十
六
)綿
花
､

(
十
七
)羊
毛
.
(
十
八
)
米
'
(
十
九
)琴

(
二
十
)
砂
糖
.
が
こ
れ
で
あ
る
o
こ
の
こ
と
は
､
蹄
褐

｢
未
定
資
源
論
｣
に
述
べ
た
･tlこ

南

方

資

源

論

第

二
審

三
五

7

第

f
競

三
五

一

前洩論文 ｢兼正賓海論｣1)



南

方

資

源

論

第
二
巷

三
五
二

第

一
耽

三
五

こ

ろ
に
よ
-

一
膝
明
ら
か
に
滋
し
得
て
ゐ
る
と
恩
ふ
が
t

i
は
ゆ
る
南
方
開
費
に
よ
る
原

料
獲
得

の
貢
鮎
は
ヰ
言

に
こ

こ
に
定
か
る
べ

ヽ
ヽ

き
で
あ
ら
う
｡
も
っ
と
も
'
先
に
述
べ
た
や
う
に
'
南
方
に
鱒
産
し
或
は
南
方
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と

が
よ
り経
解
的
で
あ
る
や
う

な
原
料
に
つ
い
て
は
､
そ
の
生
産
が
日
満
支

1
憾
経
済
よ
-
こ
れ
が
埼
蕃
傾
城
た
る
南
方
に
移
行
す
る
と
と
は
必
然
で
'
南
方
に
賓

源
を
求
め
て
新
な
る
賓
源
開
襲
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
O
し
か
し
､
jJ
忠
実
[
に
担
讃
す
べ
き
.IJ
と
は
T
こ
れ
ら
の

閃

鶴

が
'

(こ

鵬
居
Lm
相
模
1J
股
階
に
捕
鯨
;
H
.･Jim
は
′13
'J,/
捷
LfJ
･.の
=
､
Nld
九

/二
㌧
諾
.E
拭
け
た
南
方
に
期
待
す
る
原
料

接
待

の
た

め

の

賛
防
開

藷
監
館

山
轟
に
置
-
と
と
も
に
'

(
I:ll.)
革
に
経
済
的
要
因
ば
か
-
で
な
く

日
本
が
指
導
的
地
位
に
立
ち
目
端
支
を
中
桓
と
し
､

そ
の
埼
蕃
領
域
を
も
っ
て
構
成
す
る
東
東
防
衛
鰹
制
の
要
請
を
十
分
に
満
足
す
べ
き
JJ
と
で
あ
る
o
徒
ら
に
'
尊
顔
が
あ
り
ま
た
荘

癖
的
利
益
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
､
計
量
の
な
い
無
方
針
な
､
い
は
ゆ
る
経
済
聾
展
は
蕨
に
恨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
意
味

に
お
S
,

て
.
莱
?
.防
衛
惜
別
ik
lb-1
r韓
的
な
目
板
と
し
て
'
目
端
文
を
申
板
と
し
そ
の
培
養
侯
域
を
含
む
と
こ
ろ
の
東
韮
贋
城
に
つ
い

で
確
乎

た
る
計
葺
を
樹
立
L
t
と
の
東
韮
廉
域
計
量
に
よ
っ
て
各
相
方
各
地
域
の
も
つ
能
力
を
十
分
に
態
様
せ
し
め
そ
の
役
割
を
慣

ぜ
し
む
る
こ
し｣
が
緊
要
で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
'
南
方
賓
源
に
つ
い
て
も
'
そ
の
能
力
役
割
を
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ゎ
､
こ

れ
こ
riJ今
淵
に
お
け
る
南
方
脊
椎
論
の
訣
朗
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

三

日
繍
支

一.
鰹
経
済
の
増
菱
領
域
と
し
て
の

｢
南
方
｣
の
慣
域
は
'
先
に
述
べ
た
や
う
に
培
蕃
領
域
の
第
二
隈
お
よ
び
準

二
置
で
あ

る
が
'
こ
れ
を
地
理
的
に
見
れ
ば
'
(
1
)
印
度
支
部

(
7
.九
九
九
千
平
方
粁
)I
(
二
)
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
(
二
tE二

〇
千
平
方
粁
)I
(
三
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
(八
'
1
七
三
千
平
方
粁
)
お
よ
び

(
四
)
オ
セ
ア
ニ
ア
(
1
'
二
四
七
千
平
方
粁
)
の
帝
大
な
地
域
で
.
そ
の
紙
面
棟
は



約

1
千
三
百
五
十
九
寓
五
千
千
万
粁
'
日
本
酒
地
(
三
八
二
千
平
方
粁
)
の
二
五

二
ハ
借
を
敵
え
､
な
ほ
日
清
文
を
合
せ
て
も

(日
本
六
八

〇
'
清
洲
竺

'三
〇
三
'
支
那
四
.六
二
八
'
計
五
､六
7
享

平
方
粁
)
そ
の
二
･五
倍
以
上
の
庚
さ
で
あ
る
｡

こ
の
慶
大
な
地
域
に
お
け

る
人
｡
は
寧
ろ
甚
だ
少
-

l
億
六
千
常
人
を
出
で
な
い
も
の
で
あ
る
｡
大
腰
次
表
に
よ
っ
て
こ
れ
を
概
観
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ら

ネ
ノ｡
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セ
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ニ
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'
九
三
九
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/
ド
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ハ

ワ
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英
委
任
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括
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俳

蘭

諸

島

米

領

諸

島

日
本
委
任
統
冶
蘭

一
九

五 一 一
二 一 四 三 〇 七 三

人

口

(千
人
)

六
'九
三
〇

三
t
Ei四
二二

｣′
.
ノ

駈九
五
O

五
五

五
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四
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三
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六
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四
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I.J
れ
忙
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
や
う
に
'
面
疎
か
ら
す
れ
ば
¶
オ
ー
ス
1

.ア

リ
ア
が
南
方
領
域
の
親
面
積
の
六
割
近
-
ま
で
を
占
め

南

方

資

源
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第
二
審

三
五
三
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就
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三
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印度支部とインドネシアで三割､オセアニアが1L割といふやうな割合になってゐる｡即ち'

南

方

領

域

1
0
〇
･〇

印

度

支

那

一
四
･七

イ

ン
ド
ネ

シ
ア

一七
･七

オ

ー
ス
J
･
ラ

リ
ア

五
八
･
四

オ

セ

ア

ニ

ア

九
･
11

｢
t望

.V

FL

し
て
11J
が
iiHi
-TLt.17J1
.m.L
巾
か
ヰ
一郎誤
射

謡
が
責
等
覇
i
i
l.原

如

産

業

に僻
布
L

T1
当
に
月
女
TTT責
戟
b
-カ
コ
当
奉
屋
上
′J

に

は
畿

逢
し
て
ゐ
な
い
｡
ま
た
同
じ
-
原
鵜
産
業
た
る
水
産
業
は
iJ
れ
ら
の
北
方
の
軸
理
的
地
位
が
牛
島
或
は
島
峡
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
'
土
着
住
民
の
沿
岸
小
規
模
漁
業
以
上
に
出
で
す
'
寧
ろ
水
産
物
を
輸
入
し
て
ゐ
る
状
態
に
在
る
地
方
さ
へ
見
ら
れ
る
｡
農
業

に
お
い
て
も
な
ほ
土
地
利
用
程
度
は
低
く

次
表
に
見
る
ご
と
-
'
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
ど
と
き
は
可
排
面
積
が
全
面
積
の
五
五
%
に

も
お
よ
ぶ
に
も
拘
ら
ず

耕
地
面
積
は
倭
に
全
面
積
の

1
二
･五
%
に
過
ぎ
ず
'

ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
可
耕
面
積
が

全
面
積
の

1

メ

六
･八
%
で
あ
る
に
封
L
t
耕
地
面
積
は
借
に

丁

三
.R
程
度
に
し
か
お
よ
ぼ
な
い
と
い

ふ
ポ
態
で
F

こ
れ
を
日
赤
内
地
な

ど
に
較
べ

れ
ぽ
'
土
地
は
ま
る
で
便
ほ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
｡
も
ち
ろ
ん
'
こ
の
中
に
は
蘭
印
殊

に
ジ
†
ヴ
ア

お
よ
び

マ
ヅ
ラ
の
ど
と
-
'

耕
作
面
積
が
全
面
積
の
六
三
二

%
に
も
お
よ
ぶ
特
別
な
地
方
の
あ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
太
干
揮
水
域
に
お
け
る
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
G

第
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表

南

方

に

於
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･
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四

二
四
(
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･

五
)

三

二
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〇
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0
)

∴
十
日人

二
八
四

三
四
八

1)F
.
Ⅴ
.
Field,
EconomicHandbookofthePaclfl｡.
ArE札P.｢ewYork,

1934
,pp.
54-56に操る｡



馬

来

ジ

ャ
ダ
ア
'
マ
ブ

ラ

フ
イ
リ
ツ

ビ
ン

オ
ー
ス
ー
ラ
リ
ア

日

本

内

地

r
九
(
三
･四
)

八
二
(六
丁
七
)

三
七
(
三
･五
)

一
〇
二
(
二
三

)

五
九
(
三
･五
)

二
五
九

〇
(三
ラ
六
)

七
(
丁
九
)

三

C
(二
三
･〇)

7
八

八
(六
II]主
)

七
九
(
1
･017)

三
八
二
〇
(究
･五
)

一
九
九
〔至
･〇
)

三

二

八
二
一)

二
八
三
(
霊

占

)

1
二
九
五
(
二
ハ
･(
)

七
大
(]TO
,0
)

二
三
五

四
九
九

三

二
二

i,(
四

1
.
T
T
7

.

.･･HJpy
,

(
括
弧
の
中
は
全
面
積
に
封
す
る
%
)

か
か
る
耕
地
面
積
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
作
物
に
は
各
地
方
何
れ
も
特
色
が
あ
り
.
偽
印
お
よ
び
泰
に
お
い
て
は
七
割
五
分
乃

至
九
割
六
分
ま
で
が
米
作
地
で
あ
-
'

フ
イ
リ
ツ
ビ
ン
お
よ
び
ジ
ャ
ブ
ア
に
お
い
て
も
米
作
地
が
杢
耕
地
の
四
割
内
外
を
占
め
て
ゐ

る
が
､
オ
ー
ス
ト
ラ
,1
ア
は
耕
地
の
七
割
二
分
以
上
を
小
変
の
栽
培
に
普
て
T.
-ニ

ー
ジ
ー

フ
ン
ド
は

1
割
三
分
が
小
変
'
牧
草

お

よ
び
華
背
の
栽
培
に
各
二
割
六
分
近
-
臣
償
っ
て
ゐ
る
｡
ま
た
周
碑
に
お
い
て
'
は
'

六
割
七
分
変
dtJ
が
謹
撰
の
栽
曙
に
溝
て
ら
れ
で

あ
る
や
う

陀何
れ
も
弼
L:l
で
ゐ
訪
日
爽
我
の
ご
キ
-､
で
あ
る
｡

第

三

襲

作

物

別

耕

地

面

碩

割

合

(全
群
地
面

持.1｡封
す
p.QbJ

備

印

泰

馬

苑

(
一
九
三

こ

二

九
三
〇
)

(
一望
0
1
三
一)

属砂ク乾燕大小

鎗
慧三

.
蕃堵ア革歩歩歩

ジャブアマゾラ(T九三l)二･四

フ
イ
サ

ツ

オ
･I
ス
ト

南

方

資

源

論

ピ
ン

(
T
i
rlr
二)

六
･七

第
二
審

三
五
五

テ
リ
ア

(毒
fOI
llH
)

七
二
二
一

l
･
五

四
二
二

H
二
･
二

丁

二

〇
･六

ニ
ュー
ジ
ー

ラ
ン

ド

(
T<ll10-
1111)

一
三
･〇

1
･
六

1
九

･〇

二
五
･
八

∵
五

1)前端Ecl'nOrnicHandbo･Dko川1ePaclf
icArea･p･5
8に填るo

第1餅三五五



南

方

資

源

論

第
二
啓

三
五
六

第

1
戟

三
五
六

水玉

萄

蚕

豆御

子

譲

謀

計

七
五
二

一

二
･七

〇
･五

丁
七

′rL"㍗
ノ

九
六
･
71T

j
五
･四

四
二
･C

〇
･二

二
三
･〇

〇
･
二

二
･
二1

丁
三

二
二
･〇

丁
三

六
六
･八

三

･
六

軒

′
｣ノ
.,/
f
ノ
ノ
｣
l
′
二
二

′
-ノ
ノ

四
七
･
四

一
五
二
二

1
五
･〇

*

*

チ
(
)

一

二

.

El

プ
リ
･
rTT

カ
五
二
l

/

l

･L/

i
･,
i

/

ハ

i<
三
〕

〇
六

･
,
･T.i･

こ
の
や
う
に
米
を
作
る
と
こ
ろ
は
米
ば
か
-
作
-
'
変
を
作
る
と
こ
ろ
は
穿
ば
か
り
作
っ
て
ゐ
る
し
､
各
地
方
が
国
民
食
糧
の
相

嘗
程
度
の
白
給
が
出
奔
る
や
う
に
農
産
物
の
作
付
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
o
甚
だ
し
い
の
は
屈
葬
が
そ
の
特
産
物
の
護
護
の
栽
培
に
仝

耕
地
の
七
割
近
-
を
使
ひ
食
塩
農
産
物
の
多
-
を
輸
入
に
供
つ
て
ゐ
る
が
ど
と
き
で
あ
る
O
と
の
状
態
は
フ

イ
肌
ツ
ピ
ン
も
ま
た
同

じ
で
T
砂
糖
以
外
の
前
輪
の
農
産
物
は
全
て
こ
れ
を
輸
入
に
仰
い
で
ゐ
る
o
備
印
'
黍
､
ビ
ル
マ
等
は
米
の
産
地
で
こ
れ
が
麻
出
相

方
で
あ
る
が
'
小
野

馬
鉛
筆

砂
糖
､
京
菜
塀
,
等
は
輸
入
に
よ
ら
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
O
殊
に
オ
セ
ア
ニ
ア
に
お
け
る
小
島
輿
の
多
-
は

食
糧
の
大
部
分
を
他
地
方
に
億
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
｡
こ
の
中
に
在
っ
て
'
オ
ー
ス
j･
,フ
リ
ア
お
r.J
び
.ニ

ー
.･･'
-

ラ
ン
tl
の
巣
産
お
よ
び
畜
産
は
'
大
な
る
力
を
も
っ
て
東
正
を
賄
ふ
こ
と
が
出
奔
る
で
あ
ら
う
｡
右
の
表
で
も
知
ら
れ
る
ご

と
-
'

オ
ー
ス
と
フ
リ
ア
は
南
方
培
養
領
域
で
支
配
的
な
小
変
の
産
地
で
あ
る
ぽ
か
り
で
な
く
､
農
畜
産
物
の
殆
ど
全
部
の
輸
出
地
方
で
あ

lil
.･
米
作
の
ど
と
き
は
そ
れ
が
市
場
自
首
に
行
は
れ
る
忙
至
っ
た
の
は

1
九
二
四
-
二
五
年
か
ら
で
あ
る
が
'
既
に

1
九
三

〇
-
≡

1
年
か
ら
は
い
ま
ま
で
の
輸
入
が
輸
出
に
轄
換
L
t
そ
の
年
に
八
草

二
千
ブ
ッ
シ
ェ
ル
'
即
ち
的

l
蔦
七
千
石
を
他
国
に
出
し
て
ゐ

る
｡

一三
-'･,i-
ラ
ン
ド
も
小
変
と
砂
糖
と
を
輸
入
し
て
ゐ
る
以
外
'
大
腰
そ
の
状
態
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
同
じ
で
あ
る
｡

書 Cassava,ま1:Mazldioc とも呼ぶ,食用｡
羊水 Abaca,Palm の土名,-1.=ラ麻をとる｡

.･

最
下～
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南
方
に
お
け
る
生
産
高
は
第
四
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
い
が
､
こ
こ
に
問
題
に
な
る
の
は

(
1
)
こ
れ
ら
の
農
林
畜
産
物
に
よ
っ

て
南
方
が
日
構
文

l
慣
経
済
の
培
養
領
域
た
る

役
割
を
は
た
し
得
る
か
と
い
ふ
鮎
と
､
≡

)
南
方
培
養
領
域
自
髄
の
中
に
お
い
て

食
糧
需
給
を
い
か
に
既
滑
に
賄
払
得
る
か
と
い
ふ
鮎
で
あ
る
.
こ
の
鮎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
各
地
域
別
に
見
る
と
次
の
.U
と
く

で
あ
る
｡

川

悌

印

係
印

の
怜
出
品

櫓
耕

(
完

三
三
⊥

二
七
年
平
均
)
十
五
億
三
千
五
百
二
十
寓

フ

ラ
ン
で
あ
る
が
､

そ
の
中
農
林
畜
産
物
の
占
め
る

割
合
は
八

0
%で
.

糞

玉

萄
黍
､
護
謀
の
輸
出
額
と
も
つ
て
鉦
に
七
甲

九
%
ま
で
を
占
め
て
ゐ
る
｡

次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
o

･≠
∴

.r
賢
.･･･IT
..
,-.f
･,

;

栄.H]

萄

環

胡

磯

採
油
用
具
茸
及
穐
子

コ

フ

ヲ

チ 護 茶
I

ク

材 石英

漆生

皮

計

南

方

資

源

論

:
五

八二
∴

四

四
八
･
三

三
･六

二
二
･〇

九
･
三

丁

三

三

〇･八

1
二
･.EI

T
五

二
･
九

｢
T
t
二
二
二
_
二二
二
LLLk
L

LITT･/

;
I
;
.
.

･

.

.-.

.

1

/T

力

士

二

二

二
五
三
･八

一
三
･八

二
]･三

九
二
二

九
･〇

7
九
九
･
四

1
〇
･三

九
･九

一
四
･
一

一
二
二
九
二
l

㍗

.
∴
JJ
･-
･
二
･]･.'･

-

E
L
茄
･
四

二
ハ
･五

〇
･九

〇
二
八

〇
･六
〇
･六

三
1･〇

〇
･七

〇
二
ハ

〇
･九

八
〇
･〇

1) TableauduCommerceEXti;rLFAu】･liel'Indochine,Ann卓e1938に嬢 る｡
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二
審

三
五
七

第
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三
五
七



南

方

資

源

論

第
二
懸

三
五

八

第

1
既

三
五
八

こ
れ
ら
の
輸
出
が
い
か
な
る
方
面
に
仕
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
見
る
に
(
完

三

八
年
に
つ
い
て
輸
出
数
量
に
よ
る
)'
俳
蘭
四
の
鹿
民

地
と
し
て
そ
の
本
圃

の
占
め
る
地
位
は
大
き
.5.が
'
大
憶
次
表
に
よ
っ
て
こ
れ
を
窺
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
.

俳
印
の
主
賓
農
林
嘗
産
物
の
仕
向
地
劃
せ

(敷
患

%
)

･'･･

1.gC

J=
1

＼

i:]l′

′

,

l

L月
,

/P
L
,
二
匹
LTr
挺
＼

日

本

揃

洲

支

那

香

港

シ

ン
ガ

ポ
ー
ル

蘭

印

ア

イ
リ

ツ

ピ
ン

英
領
印
度

'

セ
イ

ロ

ン

(
ビ
ル
マ
を
含
む
)

併

植

民

地

併

本

国

英

吉

利

北

米

合

衆

国

､
,･
二

三
二

三

三
二

T
･八

∵

一

〓
三
叫

五
･六

九
･
四

五
五
･八

二
･〇

二
･七

二
⊥
ハ

〇
･三

七
二

二
九
･三

〇
･
二

四
〇
･七

沫

′

L

h九
三二
二
｢
･tlI
f
J

レ
1
P
T.
pj

｣.
ロ
ト
■ノ

二
四
･〇

･J
p･
(
;I

L

I
r.
江
仙
り
八
千
砥
)

(
三
･七
)

八
･〇

六
･
五

三
四
･
〇

7
五
･
七

ー･I

』.･

-Jい

(
〓
T?.]'
h
〓
iuL
√勤
/

フ
二
L.I
l
一LN八ヽ

三
丁
九

二
〇
･九

=二
･
三

農
林
畜
産
物
中
､
玉
萄
黍

(
輸
出
親
衛
四
七
一
千
碧

は
そ
の
九
八
･九
%
が
備
蘭
西
本
圃
に
造
ら
れ
~
ま
た

コ
プ
ラ
(
一
〇
'六
八
1
千

碧

は
殆
ど
首
パ
ー
セ
ン
ト
近
-
本
圃
向
け
で
あ
る
.

し
か
し
輸
遠
路
の
つ
-
ま
で
は
'
従
来
の
欧
洲
向
の
も
の
は

]
麿
東
亜
共
英

国
を
潤
す
こ
と
と
な
-
.
ま
た
散
米
英
を
潤
し
て
ゐ
た
も
の
は
完
全
に
抑
え
て
東
盃
共
柴
圏
を
賄
ふ
こ
と
と
な
ら
う
｡
米
､
援
護
'

1) AnnuaireStati8tiquederIndochine1936-37,HILnOL1938に礎 る｡
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.

p

..

p

･

･

:
I-I:
′1

1
.｣
-
一

玉
萄
琴

漆
,
チ
ー
ク
材
,
生
皮
に
よ
っ
て
係
印
の
寄
輿
す
る
と
こ
ろ
は
大
で
あ
る
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
.
し
か
し
俳
.uE=
竺

方
に

お
い
て
巣
畜
産
物
の
或
程
度
の
も
の
は
こ
れ
を
輸
入
に
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
.
悌
印
の
根
幹
入
顕
は
十
億
五
千
二
百
七
十
寓
フ
ラ
ン

(
完

三
三
-
三
七
年
平
均
)
で
あ
る
が
,
そ
の
七
五

%
は
小
穿
粉
.
竿

軍

歴
野
菜
'
兵
賛
､
椙
榔
子
､
煙
草
､
ミ
ル
ク
等
を
も
っ

て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
而
し
て
小
穿
粉
は
香
港
か
ら
･
摺
御
子
･
生
野
菜
､
ミ
ル
ク
'
バ
タ

ー
等
は
専
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
由
し

て
,
煙
草
は
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
か
ら
主
と
し
て
輸
入
さ
れ
て
ゐ
る
状
態
で
あ
る
O
こ
れ
ら
の
生
活
必
需
品
豊

ハ柴
圏
内
に
お
い
て
園
滑

に
賄
ふ
た
め
に
,
共
栄
圏
の
い
か
な
る
地
方
を
供
給
地
と
し
･
ま
た
い
か
な
る
地
方
を
仲
機
讐

J
し
て
集
散
を
司
ら
し
め
る
か
等
が

問
題
と
尊

名

あ
ら
う
｡
こ
れ
は
珊
即
ば
か
-
で
た
く

各
地
方
に
つ
い
て
研
究
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
O

.パ一
野食桜煙

仏

葬

歩

粉菜

早

用

具

箕

郷

干草

ル

ク

計

囲

帆
m

m

:

U
･
.i
,
･

･.
(.

･1
.
･､

数
量

(千
撃

一
七

三

一
七

一

七
･七

二

三
丁
七

三
･
六

贋
頓

(琴

.っ
ン
)

線
輸
入
額
に
封

す
る
割
合
(
班
)

Z
四
･
五

7
二
･五

九
･九

九
･四

1
七
･四

一
八
･五

八
二
･
二

丁
四

一
･
二

〇
･九

〇
･九

一･七
丁
八

七
･九

巽科,前碍 Tab】9auduC9rr】m'Er<:C川 畑 rietlrq1)

泰

園
に
お
け
る
主
要
農
林
畜
産
物
の
輸
出
は

全
称
出
糎
額

l
億
七
千
六
百
七
十
六
寓

1
干
バ
ー
ト

(
T
九
三
八
主

九
年
)
の
約
七

南

方

資

源
論

第
二
巷

三
五

九

第

一
節

三
五

九



■

南

方

資

源

論

策
L
l巷

三
六
D

第

一
鍍

111六
〇

六
･
1
延
を
占
め
て
ゐ
る
o

こ
れ
に
錫
お
よ
び
錫
鋸
扮

一
七
川四
'
墜
魚
の
丁
三
~

腰
の
〇
･
四を
加

へ
れ
ば
垂
健
の
九
五
%
を
撞
え

る
O
し
た
が
っ
て
輸
出
を
支
配
す
る
も
の
は
農
林
畜
産
物
で
あ
る
が
､
そ
の
大
宗
は
米
で
五
五
･
1
%
'
攻
掩
護
謀
の
1
四
三

%
､

第
三
位
は
木
材
の
四
･三
%
.fJ
あ
る
9

番
闇
の
主
軍
旗
林
音
産
物
の
輸
出

(
;
九
三
八
-
]二
九
年
,1

偲
概

ヰ
パ
･

米

九

七

､
四

T

九

生

臭

三
〇
〇

乾

横

榔

千

六
二
五

コ

フ

ラ

二
六

煙

草

二
五
七

チ

ー

ク

和

犬
'六
九

四

其

他

力

材

八
三
二

講

説

ス
テ
ィ
ッ
ク
･
ラ
ッ
ク

家

書

･
家

禽

皮

革

計

轍

出

練

板

.慣
街

r↑

ハーユ

ニ
五
二

二
八

五

九
九

一'
二

七
〇

1
.
ニ
｣､
E

一
三
四
'四
一
四

一
七
六
､七
六
一

組
輸
出
軌
に
封

す
る
割
合
(形
)

一
四
･
二

〇
二
二

〇
･七

〇
･七

七
六

･1

一〇
〇
･
〇

而
し
て
米
の
輸
出
先
に
つ
い
て
見
る
に
'
日
清
支
お
よ
び
南
方
増
萎
額
域
内
に
遮
ら
れ
る
も
の
は

(
一
九
三
八
年
J

l元
年
)
Z
八
'

〇
〇
四
'
四
八
二
ピ
ク
ル
'
そ
の
金
撃

ハ
六
､
六

一
二
㌧
五
八
四
バ
ー
ト
で
'
数
畳
に
お
い
て
米
の
全
輸
出
貴
の
六
九
五

%
'
金
額
に

お
い
て
六
八
･三
%

を
占
め
て
ゐ
る
O
即
ち
攻
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

数
量

(JiJ..i-
)
(
輸
出
線

畳
に
封
す
る
副
食
)

日

本

内

地

室

轡

r

I
育

書

幸

手

･

.

竺

五

二

?<
HTi
(

一
⊥
ハ)

二
五
〇
~
八
七
七

(

T
O
)

慣

甑

(I/!

ト
)

1
'
四

六
二
~三

1九

三
七
〇

一
､〇
六
五
ー八
三
八

1) AnnualStaternentoftheForelgn TradeaEld 】VavigatlOnOfthe
Kingdom oftheThailand19313-39に嘘 る｡



シ

ン

ガ
ポ
ー
ル

ペ

ナ

ン

フ

イ

リ

ツ

ピ
ン

蘭

印

英
領
北
ボ
ル
ネ
オ

オ
ー
K
ト
ラ
-
ア

ニ
ュ
ー
.:i
-
ラ

ン
ド

三
六
､
二
三

四
､八
九
九
'九
一
九

T
O

五
九
六
t
T〇五

一
二
二
一
二
､
五
六
七

T
九
七
､
二
五
1

二
〇
二
'四
四
五

四
三
､四
〇
〇

一
二
八
.五
宰
八

三
'九
三
八

ノ1ヽ
L
LJ
二

rLr

｣ノ

/

】

(
○
∴

)

(
一
八
･九
)

(

二
二
二
)

(
三
九
･四
)

(

〇
･八
)

(
〇
･八
)

(

〇
･五
)

二

二
八
〇
三

T
七
'六
7
七
'
7
七
二

二
四

二
い

三

四
.〇
六
七

四
一'
八
八
六
､
充
七
〇

六
二
五
'
二
〇
六

八
三
七
'六
九
四

1
八
六
'
二
四
二

四
五
六
'〇
八
九

二
ハ
､
五
〇
〇

二
二
ハ
'
七
八
〇

こ
れ
に
･Li
つ
L
L見
や
L
l'

番
の
米
は
背
離
淑
よ
U

､､=

カ
ポ
ー
九
位
愉
出
さ
れ
る
も
の
が
を
鳩
の
た
ノ
･
J.｡
%
卑
LjI
め
て
ゐ
る
(

係
印
の
米
が
そ
の
本
圃
に
遮
ら
れ
る
も
の
を
除
け
ば
香
港
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
が
最
･Tn
此
霊
が
高
い
の
と
此
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
C

即
ち
'
泰
'
備
印
の
米
に
つ
い
て
は
､
香
港
.
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
仲
栂
的
役
割
を
演
じ
'
こ
JJ
よ
-
再
び
支
部
内
軸
に
或
は
東
男
拷

地
方
ま
た
は
欧
洲
阿
弗
利
加
に
選
ら
れ
た
事
貫
を
語
る
も
の
で
'
両
も
こ
れ
が
支
配
は
専
ら
華
僑
の
手
に
撞
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ

ち
.
日
清
支
お
よ
び
南
方
培
養
領
域
外
.即
ち
い
は
ゆ
る
東
亜
共
柴
圏
外
に
輸
出
さ
れ
る
数
量
は
七
.
九
〇
九
､
四
九
九
ピ
ク
ル
で
'
各

輸
出
量
二
五
'
九

1
三
'
九
八

1
ピ
ク
ル
の
三
〇
･
五
%
を
占
め
て
ゐ
る
が
'

セ
イ
ロ
ン
'

燭
逸
'
和
蘭

'
西
印
度
等
が
何
れ
も
育
苗

ピ
ク
ル
を
越
え
'
こ
の
量
が
共
栄
圏
外
験
出
の
年
以
上
を
占
め
て
ゐ
る
.
而
し
て
と
れ
ら
の
六
条
圏
外
へ
の
輸
出
は
今
後
圏
内
を
潤

す
大
な
る
カ
と
し
て
示
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡

南

方

資

源

論

第

二
審

三

六
1

第

7
批

三
大
T



南

方

茸

源

論

弟

1
1*

三

六

二

第
一
班

三
六

二

讃
謀
に
つ
い
て
は
.
取

出
線
量
四
七
r
rLTl〇
八
､
七
九
八
確
の
中
'
東
証
共
柴
圏
内
に

お

け

る輸
出
は
望

ハ
､
三
七

二

㌔
〇
四
六
魂
で

九
八

%
を
占
め
て
ゐ
る
が
'

そ
の
仕
向
地
は
専
ら
ペ

ナ
ン
お
よ
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
'
紐
解
出
量
の
九
七
･九
%
と
5
ふ
此
重
を

不

し
て
ゐ
る
が
､
こ
こ
か
ら
欧
米
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
.

朝
虻

が
LZ
刈

香

港

ペ

ナ

ン

シ

ン

ガ

ポ

ー
ル

環

逸

米

国

合

計

勤

怠

(聖

一
.Jr･ー｣ハ
計
八

1
'n
Tf
n

二
七
'八
三

一
､五
四

五

一
八
~
五
二

､七
六
三

九
二
1
1
五
二
1

一
五
~
二
四
〇

四
七
.≡
(J
tハ
'七
九
八

慣

駁

ハ:I卜)

一i
j
P
ニ
二

二

7,.1rJT'Jノ

rT1
けト⊂

一
五
'
二
四
一
､〇
八
六

九
'
二
三
〇
､
一
聖
二

六
〇
〇
｣
ハ
大
三

二
､三
二
八

二
五
二

〇
二
〇
七
三

チ

ー
ク
材
は
輸
出
総
量
五
八
､
三
〇
六
海
中
'

東
宝
共
栄
圏
内
の
輸
出
二
二
1'六
二
八
延
で
絶
輸
出
量
の
四

〇
五

%
で
あ
る
.
仕

向
地
と
し
て
は
､

香
港

(九
'六
四
九
璽

'
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

(七
'八
九
五
空

.
唱

本

(三
t
Z
四
三
哲

が
主
な
る
も
の
で
あ
る
o

ま
た

泰
は
綿
花
を
輸
出
し
て
ゐ
る
が
'
そ
の
数
量
は
七
t
l
六
三
ピ
ク
ル
'
金
額
に
し

て

〓
ハ
○
'
九
五
七
バ
ー
ト
で
あ
る
｡
輸
出
先
は
狗

逸
(七
四
･二
%
)
お
よ
び
日
本

(
二
亨
〇

%

)

で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
農
林
畜
産
物
の
輸
出
に
封
L
t

黍
園
は
ま
た
小
変
粉
t
,,'
ル
ク
'
砂
糖
､
野
菜
等
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
患
い
.
小

穿
粉
は
輸
入
数
量

t
六
､
三
七
七
W
.
金
額
に
し
て
二

五
K
七
､
八
六
八
バ
ー
ト
で
あ
る
が
輸
入
数
量
の
七
五
二

%
ま
で
が
オ
ー
ス

j･
1フ
リ
ア
に
よ
っ
て
賄
は
れ
て
ゐ
る
D
ま
た
砂
糖

(精
糖
お
よ
び
糖
警

の
輸
入
量
四
〇
二
ハ
三

l
準

そ
の
金
轡

二
t
K
四
九
へ
〓
ハ
T

l

曹

モ
､
.一号

-

▲
J
,
･

･･

･･



バ

ー

ト

の
中
､
九
九
･九
%
ま
で
共
柴
圏
内
で
賄
は
れ
､
そ
の
主
な
る
仕
出
地
は
蘭
印

(七
1
･六
%
I
数
量
で
)､
香
港
(
1
11･四
%
)
で

あ

る
.

な
ほ
泰
の
輸
入
す
る
も
の
に
野
菜
が
あ
る
O

野
菜
の
輸
入
量

〓
ハ
'
四
八
二
遍

､

二
､C
.六
八
へ
三
九
二
パ
I
･L
で
あ
る
が
'

そ
の
七
二
･
六
%
ま
で
支
那
お
よ
び
香
港
か
ら
'

そ
の
他
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
'
ペ
ナ
ン
'
蘭
印
'
馬
釆
よ
-
輸
入
し
'

日
本
は
優
性

四
滴
'
五
千
二
百
七
十
五
バ
ー
ト
を
写

Q
に
過
ぎ
な
い
.
こ
れ
ら
は
'
何
れ
も
東
宝
共
栄
圏
内
で
賄
は
れ
る
が
'
た
だ
ミ
ル
ク
は
和

蘭
'
ス
イ

ス
'
英
吉
利
'
釆
固
そ
の
他
欧
洲
よ
り
輸
入
す
る
も
の
が
多
-
､
取
入
畳

二

､O
n
衰
魂
(
三
､
六
≡

千
バ
.-
IL
)
中
こ
れ

ら
の
占
め
る
割
合
が
九
〇
･
二
%
を
占
め
て
ゐ
る
｡

ビ

ル
吋
の
旅

叫
.
ー

発

露
物
の
大
宗
は
米
で
.

旅
出
絶
最
二
､
九
二
六
千
噸
'
二
〇
六
㌧
八
六
六
千
ル
ビ
L
で
あ
る

(
T
九
三
八
年
).
輸

-

L_
-
_ノ
∫
I
L)U
_トト
】三
¶U
O＼▲

.入〃‖

布
け
Eil
二
･
L
発

佃
rd
秦
野
に

て
こ
有

チ

ー

ク

利
L
F

]
･
四
声

鶴
羽
l
･

H

I発

議
詔

一
･
∪
砂パ
等
を

q
Ll増
水
は
岩
木
責
粥
力
朝

出
の
四
八
%
の
地
位
に
在
る
｡
而
し
て
こ
れ
に
封
置
さ
る
べ
き
も
の
は
三
五
%
以
上
を
占
め
る
錦
産
物
で
あ
る
.

ビ
ル
マ
の
農
産
物
の
掃
出
仕
向
地
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
鮎
は
'
米
が
南
方
培
養
領
域
に
輸
出
さ
れ
る
の
は
倭
に
海
峡
植
民
地
拓

吾

九
%
'
蘭
印
に
三
圭
L%
に
過
ぎ
ず
'
他
の
九
C
="
八
%
は
領
域
外
の
LllZ=変

(
四
九
二
一%
)'

セ
イ
ロ
ン

二

二
三
%

)

'
捕
逸
(
芋

八
%
)
に
出
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
｡
英
書
利
の
植
民
地
と
し
て
の
姿
を
現
し
て
ゐ
る
鳩
切
に
他
な
ら
な
い
が
､

こ
こ
に
備
印
お

よ
び
泰
と
は
異
な
る
米
の
流
動
の
ル
ー
ト
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
1.

そ
の
他
､

綿
花
が
輸
出
維
量

一
六
､
六
六
六
噂
の
五

五
･七
%
が
日
本
に
仕
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
以
外
'

全
て
海
峡
植
民
地
お
よ
び
印
度
が
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
｡

こ
れ
に
封
し

南

方

資

源
諭

第
二
審

三
六
三

第

一
競

三
六

三



南

方

資

源

論

策

L
l巻

三
六
四

第

一
班

三
六
四

輸
入
の
主
な
る
も
の
は
小
藩
で
'
輸
入
琴

二
､
八
O
五
千
ル
ピ
ー
中
'
印
度
が
九
三
･九
%
を
占
め
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
輸
入

は
五
･七
%
に
過
ぎ
な
い
O
そ
の
･他
ミ
ル
ク
の
五
､四
四
九
千
ル
ピ
ー
は
和
蘭
お
よ
び
英
昔
利
監

九
重
に
依
存
し
､
日
本
か
ら
の
輸
出

･

は

一
･l二
%
を
占
め
て
ゐ
る
程
度
で
あ
る
o

I･.

t
.･=]

十

拭
郊
e
t殿
柿
際
物
の
船
山･i
m
;･E
仲
代
か
1り
二LF
も
叛
と
,i
,rも
忙
ほ
';坪
の
聴
i
T箪
弘
毅
を
離

し
て
お
る
の
は
諸
試
t.J
め
る
｡

講
談
付
紙

敢
出
損
LEj七

一
､
二
二
〇
千

(
港
峡
)
弗
の
四
七
･八
〆Ql.
帥
ち
二
七
二
､
九
人
C)千
弗
二

九
三
八
年
)
で
'
そ
の
他
は
栖
物
油
･.
泉
軍

胡
械
'

等
で
米
も

1
111'三
八
九
千
弗
を
輸
出
し
て
ゐ
る
が
'

同
時
に
五
三
､八
二
二
千
弗
を
軒
入
し
て
ゐ
る
か
ら
四
〇
t
E
Il二
三
千

弗
を
輸
入
し
て
ゐ
る
帯
で
あ
る
o
そ
の
輸
入
総
額
五
五

1
.4〇
二
六
千
弗
に
占
め
る
位
置
は
九
･<
〆〆
で
あ
る
が
'
な
ほ
小
変
粉
の
〇

･九
%
､
砂
糖
の
l
･
八
%
'
煙
草
の
こ
7
0
%
'
ミ
ル
ク
の

1
･六
%
等
は
何
れ
も
そ
の
輸
入
紙
額
に
占
め
る
地
位
で
あ
る
｡

席
末
の
輸
出
品
の
大
宗
護
誤
は
大
鰐
五
割
以
上
が
北
米
合
衆
国
に
'
他
の
三
割
内
外
が
欧
洲
大
陸
お
よ
び
英
帝
国
に
途
ら
れ
'
日

本
は
そ
の
･#
空

肌
後
を
帝
人
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
.

1
九
三

ハ
年
の
統
計
に
よ
る
と
攻
の
ご
と
く
で
あ
る
山

仕

向

囲

日

本

北

米

合

衆

国

欧

洲

大

陸

英

吉

利

英

帝

国

諸

国

数

畳

(切
)

三
九

二
〇

七

(

七
･五
二
)

二
八
'
一
二
三

(六
三
･〇
八
)

六
八
'〇
六
六

(
二
二
･〇
九
)

四
四
ー
六
二
五

(

八
･五
八
)

三
二
'
三
九
六

(

六
･二
三
)

倍

額

等
哲

二
三
'九
六
七

(

七
･九
〇
)

一
九
〇
二

七
一
(
六
二
･七
〇
)

三
九
'八
六
七

(
二
二
二

四
)

二
五
｣
ハ
五
六
(

八
･四
六
)

Z
l八
∵
八
六
七

(

六
,二
二
)
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七
'八
二
五

(

一
･五
〇
)

五
二
〇
t
l
四
二
(
T
O
〇
･〇
)

四
'七
八
五
(

∵
五
七
)

三
〇
三
.二
二
五
(
10
〇
･〇
)

凧

フ
イ
リ
ツ
ピ
ン

フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の
輸
出
に
お
い
て
最
大
の
も
の
は
砂
糖
で
'

全
輸
出
顧

二

九
三
八
年
)
二
三

㌧
五
九

l
千
ペ
ソ
の
四
三
二
ノ九
%

の
)
0
0
へ〇
四
四
千
ペ
ソ
で
あ
る
.

大
腰
輸
出
の
四
割
三
分
ま
で
が
砂
糖
と
見
ら
れ
る
｡
そ
の
他
マ
ニ
ラ
肺

(八
･七
七
%
)､
n

コ

ナ
ッ
ツ
油

(九
･三
〇

%

)

'

コ
プ
ラ
(
l
〇
･五
八
%

)
及
び
コ
プ
ラ
細
片

(
二
･三
七
R
)'

乾
燥
邦
子
蜜

(三
･三
〇
%

)
'
煙
草

(主
人

三

形
)~
木
材

二
T.･〇
T
R
)
等
が
主
た
る
墓
林
産
輸
出
品
で
あ
る
e
而
し
て
こ
れ
ら
の
輸
出
品
の
七
〇
%
乃
至

一
〇
〇
%
は
共
栄
圏
外

に
遠
ら
れ
..
貢
巷
に
釆
園
の
原
料
供
給
地
た
る
役
割
を
は
た
し
て
碑
た
O
し
か
し
'
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
は
食
用
農
産
物
に
つ
い
て
そ
の

多

く
を
怖
れ
忙
仰
が
ぬ
ば
な
ら
ぬ
｡
即
･･l̂
･仝
強
入
線
細
二
六
五
‥
二

年
千
ペ
リ
に
射
し
.
小
穿
掛

ハ手

刀
･芸
ノ､

雛

rlC三
八
R
,

穀
物
お
よ
び
同
製
品

(〇
･五
九
%

)'
果
賀

二

･三
〇
%
)O
野
菜

二

去

○
空
;

"/
ル
ク
お
よ
び
同
製
品

(
7
･
7
ET%
)
な
ど
大
鰐

八
･七
八
%
飴
の
此
重
を
占
め
る
農
産
食
糧
品
の
輸
入
を
必
要
と
す
る
｡

こ
の
中
'

小
藩
粉
は
九
二
㌧
四
七

1
準

l
C
t
二
六
三
千

ペ
ソ
で
'
金
額
に
つ
い
て
見
る
と
'
日
本
か
ら
二
%
'
オ
ー
ス
･1
Lフ
リ
ヤ
か
ら
)
H

%
'
米
国
お
よ
び
カ
ナ
ダ
か
ら
七
七
%
を
輸
入

し
て
ゐ
る
｡
ま
た
米
は
輸
入
教
壇
九
'JH
i
j九
璃
t

iす
蘭
｡ヘ
リ
で
'

そ
の
九
五
%
ま
で
偽
印
お
よ
び
葬
に
仰
い
で
ゐ
る
O
し
た
が
っ

て
米
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
'
小
変
粉
に
つ
S
て
は
今
後
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
専
ら
俵
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
｡

㈲

蘭

印

蘭

印
の
濃
林
畜
産
物
中
そ
の
首
位
む
占
め
る
も
の
は
護
談
で
'

金
輸
出
絶
薪

六
八
七
Hz(常
ギ
ル
グ
I
に
封
L

l
五
七
･
五
有
高
ギ

南

方

資

源

論

第

二
巷

三
大
五

男

7
戟

三
六
五



南

方

賛

渡

諭

第
二
馨

三
六
六

第

1
戟

三
六
六

ル
ダ
ー
即
ち
二
二
五

三
%
を
占
め
て
ゐ
る
｡
そ
の
他
主
要
な
る
も
の
を
奉
げ
れ
ば

次
の
と
と
く
で
あ
LJ
.

遠

謀

油
脂
相
物
臭
茸
並

磯
子
相
物
性
油
脂

砂

晩

茶如

耕

慣

- 王{lJ,_q 六 三:禁

三 六 茄 光 雪 妄言
七 二 二 八 五 ⊥三

ク

i
I

オ

カ

矩

九
･
二

全
輸
出
銘
板
に
封

す
る
割
合

(形
)

二
二
･カ
三

九
･LF
i八

..J
∴
･;.I(

八

二

八

一

･九
九

丁
三
四

薬

品

及

胡

耕

mj:

,I..

押
･

:･ry

･.;i
･i
i

其
他
植

物
製

品

勤
物
性
物
産
及
同
製
品

計

慣
豊

謂

)

伯

謂

棚
板
錨

三
〇
･
二

四
･四
〇

三

/t
･八

LEZ⊥
ハ
五

二
ハ
二

二

J
P

･

二

八
･〇

四
六
九
･
九

二
こ
こ
四

-い･二■王丁二
ハ

六
八
･四
〇

即
ち
輸
出
絶
顔
の
六
八
･四
〇

%

は
農
林
畜
産
物
で
'
そ
の
他
に
石
油
お
rL6び
同
製
品
の
二
三
･
二
九

%
を
加
へ
れ
ぼ
全
輸
出
の
九

二
%
ま
で
を
占
め
る
こ
と
と
な

る

O

而
し
て
こ
れ
ら
農
林
畜
産
物
の
七

〇
%
乃
至
九
九
%
ま
で
は
共
栄

圏
外
に
輸
出
さ
れ
葬

っ
た
も

の

で
和
蘭
本
国
或
は
米
国
を
主
た
る
仕
向
地
と
し
て
ゐ
た
が
'
蘭
印
が

既
に

｢
東
印
度
拷
島
｣
と
し
て
,C
が
手
に
納
め
ら
れ
た
今
日

虹
お
い
て
は
.
こ
れ
ら
の
原
料
品
は
仝
-
東
並
共
栄
圏
内
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ら
う
し
'
と
の
原
料
供
給
能
力
を
宿
桶

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
こ
こ
に
附
言
す
べ
き
は
'
蘭
印
に
お
い
て
規
郊
皮
の
輸
出
七
甫
嘩

規
郭
と
合
せ
て
殿
出
毅
千
百
八
十
五
甫

四
千
ギ
ル
ダ
I
の
特
産
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
.
先
に
t
F
浦
安

1
腔
経
済
が
南
方
培
蚕
領
域
に
期
待
す
る
原
料
の

7
よ
し
て
こ
れ
を

畢
げ
て
お
小
た
が
'
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
日
備
文
の
何
塵
に
も
規
郵
皮
の
供
給
を
求
め
る
こ
と
は
出
奔
な
い
の
で
あ
る
｡
従
郊
'
蘭

印
の
規
郊
お
よ
び
規

郊
皮
の
輸
出
額
の
八

割
以
上
は
和
蘭
お
よ
び
欧
洲
に

出
TU
れ
て

ゐ
た
が
'
今
後
こ

れ
が

末
弟
共
栄
圏
に
お

け
る

供
給
は
完
全
に
確
保
さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡
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蘭
即
も
米
'
小
奔
'
ミ
ル
ク
'
そ
の
他
食
用
農
産
物
を
輸
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
地
方
で
あ
る
事
は
右
の
輸
出
の
状
態
か
ら
で
も
推
知

さ
れ
る
で
あ
ら
う
｡
米
は
輸
入
琴

三

･
l
首
肯
ギ
ル
ダ
ー
で
全
輸
入
維
簡
四
七
八
由

首
肯
ギ
ル
ダ
ー
の
四
二
ハ
%
で
あ
る
o

而
し

て
こ
れ
が
仕
出
地
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
(
三
九
%
)'
黍

(
二

%
)
'
ペ
ナ
ン
(
T
O
%
)p
備
即

(九
%
)
等
と
と
も
に
印
度

(三
二
%
)
が

重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
｡

ま
た
小
変
粉
は
輸
入
顛
七
･七
百
寓
ギ
ル
ダ
ー

(輸
入
親
板
の
7
･六
R
)
で
あ
る
が
'

そ
の
九
九
%
ま

で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
供
給
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.

ミ
ル
ク
は
輸
入
初
五
二
二
石
高
ギ
ル
ダ
ー

(輸
入
紙
額
の
1
二

%
)
で
和
蘭
が
七

二
%
'
そ
の
他
欧
米
諸
国
が
二
二
%
を
供
給
L
t
九
四
%
ま
で
共
柴
圏
外
に
仰
い
で
ゐ
る
｡

な
は
北
ボ
ル
ネ
オ
に
つ
い
て
も
農
林
畜
産
物
の
輸
出
入
組
係
は
ほ
ぼ
同
様
で
.

輸
出
総
額
九
'
五
二
六
千
輿
二
九
三
八
年
)中
'
護

議
が
四
九
･七
%
を
占
め
'
木

材

が

二
二
八
%

､

そ
E3
他
Tl
ブ
ラ

LrET･七
空

､

カ
ツ
チ

(
二
･八
汚
).
雁

(
:T

b空

'
賛

辞

(?

八
%

)
埠
が
-式
な
る
屯
の
で
あ

る

が
¶

瀬
.
小

葬

粉
.
砂
附
.
r
ル
ク
等
を
鯨
r<
し
な
け
れ
ば
怒
ら
ぬ
｡
輸
入
絶
抑
六
､

二
rJ
二
千
非

中
'

米
は

T
八
･四
%
.
小
変
掛
は
二
繁

砂
糖
二
1･
1二
%
'
,,,
ル
ク
三
二

%
で
あ
る
.

m

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

印
度
支
那
が
米
の
倉
な
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
小
芽
の
倉
で
あ
-
'
ま
た
東

正
共
共
圏
に
お
け
る
豊
か
な
る
牧
場
で
あ
る
.
そ
の

生
産
額
に
つ
い
て
は
第
四
表
忙
掲
げ
る
適
-
で
繰
返
し
述
べ
る
必
要
は
な
い
｡

一
九
三
六
ー
三
七
年
の
輸
出
貿
易
に
つ
い
て
見
る
と

鼻
林
畜
産
物
中
そ
の
首
位
に
奄
る
も
の
は
羊
毛
で
杢
輸
出
総
額
の
三
九
-
九
%

を
占
め
'
小
変
の
二

･九
%
が
こ
れ
に
次
ぐ
0
大
要

は
夷
真
義
の
ご
と
く
で
あ
る
.

■●

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
農
林
畜
産
物
に
関
す
る
限
り
.
南
方
培
葦
領
域
の
他
の
地
方
の
ご
と
-
特
に
輸
入
に
僕
た

ね
ばな
ら
ぬ
と
い

南

方

資

源

論

第

二
審

三
六
七

第

1渋

三
六
七

stateofNorthBorneo,AJlnu･注目とepo】･toftheCustomsDepartment
for1938.



南

方

資

源

論

第
二
審

三
六
八

第

1
就

三
六
八

牙
,I
ス
ト
ヲ
-
ア
の
主
要
農
林
普
産
物
の
瞭
出

二

九
三
六
-
三
七

年
)

断水 赫 :lA 小 小

…夢

内 村 糖 賓 粉 夢

償

街

(千
撃

r
八
'七
六
〇

五
'五
九
六

五
､C
).d
小

大
C
七

一〇
'
三

二
三

組
輸
出
額
に
封

す
る
割
合
(%
)

1
2
･
九

三
ユ
ハ

三

･

二･<

〇
･四

六
･六

淀 羊 チ- バ

1 1L'

瑠 三E; ズ 7

計

組

輸

出

板

慣

額

亭
撃

七
､七

二
ハ

三
八
EII

]/

二

｢ユ
ニ
l/

H
l
て

f
五
六

一
五

六
'五
八
六

線
嘗

額
に
封

す
る
割
合
(
%
)

四
･九

〇
･三

三
カ
･九

四

エ

ハ

b
ヒ
エ
⊥

一
〇
〇
･〇

ふ
や
う
な
も
抄
は
な
く
'
十
分
な
輸
出
能
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
｡
両
も
そ
の
節
出
仕
向
先
は
七

〇
%
以
上
が
東
宝
共
柴
圏
外
の
欧

米
諸
国
で
'
今
後
オ
ー
ス
･1
テ
リ
ア
が
完
全
に
日
清
支

一
鰭
経
済
の
埼
葦
領
域
た
る
役
割
を
は
た
す
な
ら
ば
'
小
変
お
よ
び
小
変
粉

な

ど
浦
安
な
ら
び
に
培
葦
領
域
の
各
地
方
の
食
糧
と
し
て
の
要
求
を
満
足
し
得
る
も
の
と
息
は
れ
る
｡
羊
毛
に
つ
い
て
も
従
釆
堵
葦

領
域
外
に
輸
出
さ
れ
て
ゐ
た
約
七
二
%
の
も
の
が
十
分
に
需
尊
を
充
た
し
得
る
で
あ
ら
う
｡

1
九
二
五

-
三
六
年
の
輸
出
貿
易
に
つ

い
て
.
輸
出
慣
額
に
お
け
る
割
合
を
示
す
と
夷
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

東 砂 具 ｣､小

歩

材 糖 茸 粉 夢

輸

出

傍

観

一
四
'〇
五
〇
千昏

EI.五
7
九

四
'〇

二
二

二
､
7七
五

五
丁
六

口
満
支
及
培
養
儲
城

一
九
二
二
知

二
九
･三

一
〇
･九

五
四
･五

培
養

領

域

外

八
〇
･
七
知

七

〇
･七

､

八
九
二

一
〇
〇
･〇

四
四
･五

1) OEficia】Year･Bo()koftheCommonwealthofAustr･州aユ937



八
'七
五
二

九
ー〇
二
八

五
一-.
三
三
九

五
'
六
四
九

二
･〇

五
･九

二
八
･〇

二
二
一

･･･'･.-
...劃
r一

九
八
･〇

九
四
･
一

七
二
･〇

九
七
･
八

更
に
こ
れ
に
加
へ
て
'

ニ
ュ
ー
.I,b
I
ラ
ン
ド
の
供
給
力
が
培
養
領
域
内
に
十
分
に
敦
博
さ
れ
る
な
ら
東
韮
共
柴
圏
に
お
け
る
食
塩

自
給
は
1
屠
安
国
な
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
.
先
灯
も
見
た
や
う
に
'

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
小
変
と
砂
糖
以
外
に
は
主
要
兵
産
物

畜
産
物
に
つ
い
て
大
な
る
輸
出
力
を
も
っ
て
ゐ
る
.
T
九
二
五
年
の
輸
出
総
額
五
八
へ
〇
四
九
千
啓
の
中
'
九

丁

二
%
ま
で
牢

ハ
ク

ー
'
チ
ー
ズ
お
よ
び
卵
､
獣
鳥
肉
'
羊
毛
.
乾
草
毛
皮
'
果
菅
お
よ
び
励
植
物
性
油
脂
で
占
め
て
ゐ
る
.
而
屯
そ
の
何
れ
も
九
〇
%

以
上
が
雄
和
増
資
領
域
と
し
'tJ･ま
可
慧

又
削
㌢
敦

ノ
u
Jl
･=
い
つ
.こ
･品

LL.･･,Lの
7n.O

は
ほ
オ
〃二

‥

)
J7
,70
･
･
L
-
‥
ト
.
-
‥
･

,
l
イ
ノ=
.1
…

-
｣
ノー
)
･̀
フ
･Tt
ノ
･h
-
フ
｢
TTT･.･

-
-て
ly
-
-
;.
｢
.IU"JLEI鵬
1-tT速
い爪川K
に月
･N,､IKT.Dill.

ば
､
ft-lれ
ら
の
餐
加
の
規
有
髄
力
む
明
ら
か
に
な
し
終
る
;-1
あ
ら
pC･L
T.
曽
於

..
ユ
ー
ギ
.t
フ
の
ど

と
き

な
ほ
未
開
拓
の
捜
さ
れ
夜

lTE
も
庚
大
な
地
域
が
資
源
的
に
潜
春
能
力
を
も
つ
か
も
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

し
か
し
'
以
上
に
見
た
範
鼻
で
も
.
南
方
培
養

領
域
が
日
清
支

1
髄
経
済
に
封
す
る
役
割
に
お
い
て
演
じ
得
る
そ
の
能
力
は
相
音

大
な
る
も
の
が
あ
る
と
恩
は
れ
る
｡
兵
林
畜
産
物
の
最
も
重
要
な
る
も
の
に
つ
い
て
'
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
攻
の
ご
と
-
い
ひ
得
る

で
あ
ら
う
｡

ち(
l

)

米
は
俵
田
'
泰
'

ビ
ル
マ
の
輸
出
線
量
が
大
煙
六
㌧
三
〇
八
千
滴
と
な
る
が
'

少
く
と
も
そ
の
二
割
は
今
後
日
滞
麦
に
供

給
増

加

し
得
る
も
の
と
見
ら
れ
る
.
こ
の
数
量
が
的
盲
二
十
六
寓

滴
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
貿
易
か
ら
見
た
最
小
限
慶
で
'
東

韮
共
柴
圏
内
に
お
け
る
配
給
の
如
何
に
よ
-
'
さ
ら
に
ま
た
生
産
の
増
加
に
よ
,51
､
共
柴
圏
内
の
自
給
は
十
分
に
達
し
得
ら
れ
る
｡

(
二
)

小
褒
お
よ
び
小
穿
粉
は
共
柴
圏
内
の
各
地
方
と
も
輸
入
に
侠
つ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
そ
の
輸
出

南

方
資

源

論

第

二
審

三
六

九

第

7茄

三
六
九
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･
∴

.
;
r

･

I

,i･T;
･
7

■

{･･
r

汐

★
塵
rr㌘
l
′

ノ
喜

L･さ
弼
〆

,

南

方

資

源

論

策
二
者

三
七
〇

第

一
班

三
七
〇

偵
額
に
お
い
て
七
割
乃
至

八
割
を
従
来
共
栄
圏
外
に
出
し
て
ゐ
る
の
で
'
こ
れ
を
以
て
十
分
に
補
給
し
得
る
｡

(≡
)

砂
糖
は
フ
イ
ワ
ッ
ピ
ン
お
よ
び
蘭
即
が
従
来
そ
の
輸
出
量
の
七
割
以
上
を
共
柴
圏
外
に
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
免

づ

こ

れ
を
以
て
賄
ふ

こ
と
が
出
奔
る
9

㌦
四
)

雀
牌
は
世
鼎
に
お
け
る
主
産
地
を
こ
の
南
方
培
茸
領
域
内
に
含
む
の
で
あ
る
か
ら
日
給
し
て
飴
少
が
あ
る
.
従
姉
は
米
英

が
仰
LiE=
の
輸
出
劫
の
朋
割

山
分
数
ー
同
1
--
務
の
九
割
八
分
私

情
碑
の
七
割
八
分
数
占
め
て
ね
た
の
γ
あ
る
が
h
触
野
性
争
薩
と

の
供
給
を
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

(
五
)

そ
の
他
'
チ
ー
ク
材
､
漆
'
植
物
性
油
脂
'
等
の
供
給
に
つ
い
て
は
十
分
に
そ
の
飴
力
を
示
し
得
る
と
同
時
に
米
英
に
射

し
大
な
る
封
鎖
的
役
割
を
演
じ
得
る
｡

(
六
)

綿
花
に
つ
い
て
は
ビ
ル
マ
､
麻
に
つ
い
て
は
フ

イ
リ
ツ
ピ
ン
'
羊
毛
に
つ
い
て
は
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
が
そ
の
能
力
の
全
部

.
を
培
養
領
域
と
し
て
の
役
割
に
向
け
得
る
か
も
､
肺
､
尊

宅
に
関
す
る
限
-
自
給
は
十
分
可
能
と
な
り
i
棉
花
は

l
の
補
給
源
と
な

ら
う
｡

･(
七

)

畜
産
物
に
つ
い
て
は
専
ら
オ
ー
ス
･L
ラ
リ
ア
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
社
葬
の
九
割
近
い
欧
米
へ
の
輸
出
は
全

部
共
柴
圏
内
に
向
け
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
こ
こ
で
は
専
ら
蕗
養
領
域
の
各
地
方
に
つ
い
て
地
表
の
資
源
の
現
有
能
力
が
い
か
に
利
用
rU
れ
て
ゐ
る
か
を
最
も
表
面

に
現
れ
た
姿
に
お
い
て
見
た
に
過
ぎ
な
い
｡
こ
れ
が
大
東
韮
建
設
の
た
め
に
い
か
に
活
用
さ
れ
'
ま
た
そ
れ
ら
の
能
力
が
い
か
に
補

完
さ
る
べ
き
か
と
い
ふ
や
う
な
問
題
は
こ
れ
を
士
基
に
し
て
考

へ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
更
に
地
下
資
源
が
い
か
な
る
程
度
に
原

料
供
給
力
を
不
し
て
ゐ
る
か
.
ま
た
海
洋
賛
渡
は
い
か
に
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
か
t
等
先
づ
そ
の
示
さ
れ
た
る
事
茸
を
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
｡

(
未
完
)
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