
�
民
地
と
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
相
克

︱
︱
辛
亥
革
命
�
︑
廈
門
に
お
け
る
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
華
工
募
集
事
業
を
中
心
に
︱
︱

村

上

衞

は

じ

め

に

第
一
違

イ
ギ
リ
ス
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
華
工
直
接
募
集
の
背
景

第
二
違

華
工
の
待
�
と
香
�
�
民
地
政
府
の
介
入

第
三
違

辛
亥
革
命
と
華
工
募
集

第
四
違

華
工
募
集
の
失
敗

お

わ

り

に

は

じ

め

に

本
論
は
︑
辛
亥
革
命
�
の
廈
門
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
北
ボ
ル
ネ
オ
特
許
會
社
(B
ritish
N
orth
B
orneo
C
hartered
C
om
pany：
以
下
︑
北
ボ
ル

ネ
オ
會
社
と
略
稱
)
に
よ
る
移
民
事
業
の
失
敗
を
�
じ
て
︑
華
南
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
を
檢
討
す
る
も
の
で

あ
る
︒

一
九
世
紀
後
�
～
第
一
�
世
界
大
戰
�
は
世
界
�
な
移
民
の
增
大
�
で
あ
り
︑
華
人
移
民
も
例
外
で
は
な
い
︒
華
人
移
民
の
�
た
る
移
民
先

は
東
南
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
が
︑
硏
究
!
�
に
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
以
外
の
地
域
へ
の
勞
働
者
の
移
民
︑
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
中
葉
を
中
心
と
す
る
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﹁
苦
力
貿
易
﹂
が
#
目
さ
れ
て
き
た(1

)
︒
こ
れ
は
︑﹁
苦
力
貿
易
﹂
が
歐
米
人
商
人
に
よ
っ
て
奴
隸
貿
易
の
代
替
と
し
て
行
わ
れ
た
た
め
︑
一
九
世

紀
初
頭
以
來
︑
奴
隸
貿
易
に
強
く
反
對
す
る
立
場
に
轉
じ
た
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
規
制
に
關
與
し
︑
さ
ら
に
勞
働
者
募
集
に
際
し
て
誘
£
な
ど
が

多
發
し
て
外
$
問
題
と
な
っ
た
た
め
︑
關
聯
す
る
!
料
も
多
く
殘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
狹
義
の
﹁
苦
力
貿
易
﹂
は
一
八
七
四
年
に
%
了
す
る
︒
一
方
の
東
南
ア
ジ
ア
移
民
は
む
し
ろ
︑
一
八
七
〇
年
代
以
影
に
增
大
し
て

二
〇
世
紀
初
頭
に
第
一
の
ピ
ー
ク
︑
第
一
�
世
界
大
戰
を
經
て
一
九
二
〇
年
代
に
�
大
の
ピ
ー
ク
を
&
え
て
い
る(2

)
︒
ま
た
︑﹁
苦
力
貿
易
﹂
の

規
模
は
總
計
五
〇
萬
人
以
上
と
さ
れ
る
が(3

)
︑
東
南
ア
ジ
ア
移
民
は
一
八
九
一
～
一
九
三
八
年
の
閒
に
總
計
一
四
〇
〇
萬
人
に
(
し
て
い
た
と
推

定
さ
れ
て
い
る
か
ら(4

)
︑
規
模
の
點
で
兩
者
は
比
�
に
な
ら
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
苦
力
貿
易
﹂
と
比
�
し
て
︑
東
南
ア
ジ
ア
移
民
は
年
�
契
*
移
民

(indentured
labours)
を
除
き
國
家
に
よ
る
規
制
の
對
象

と
な
ら
ず
︑
ま
た
華
人
が
移
民
を
�
.
し
た
た
め
に
︑
歐
米
人
側
の
!
料
に
中
國
に
お
け
る
實
態
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
︑
華
人
自
身
の

殘
し
た
!
料
も
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
具
體
�
な
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
硏
究
︑
と
り
わ
け
華
南

開
�
場
に
お
け
る
移
民
の
リ
ク
ル
ー
ト
と
い
っ
た
部
分
は
立
ち
遲
れ
て
い
る
︒

そ
の
中
で
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
槪
括
�
硏
究
を
行
っ
た
杉
原
薰
は
︑
移
1
地
に
お
け
る
成
功
者
が
3
里
か
ら
移
民
を
呼
び

寄
せ
る
﹁
個
人
リ
ク
ル
ー
ト
制
﹂
と
對
比
さ
せ
る
形
で
︑
客
頭

(移
民
の
リ
ク
ル
ー
タ
ー
)
・
客
棧

(移
民
用
の
旅
館
)
・
5
頭
行
か
ら
な
る
﹁
客

棧
制
﹂
に
#
目
し
た
︒
そ
し
て
︑
個
々
の
移
民
が
賴
り
に
す
る
人
格
が
客
頭
︱
︱
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
に
お
け
る
客
棧
︱
︱
7
�
・
職
長
へ

と
移
動
し
︑
特
定
の
個
人
に
特
定
さ
れ
な
い
︑
オ
ー
プ
ン
な
勞
働
力
移
動
を
實
現
し
て
い
っ
た
點
か
ら
︑
こ
の
﹁
客
棧
制
﹂
を
8
價
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
客
棧
制
﹂
は
よ
り
オ
ー
プ
ン
な
直
接
7
用
方
式
に
9
を
開
く
過
渡
�
な
役
割
を
も
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
み
な
す(5

)
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
何
重
に
も
仲
介
者
が
介
在
す
る
制
度
は
︑
經
濟
�
に
合
理
�
で
︑
か
つ
移
民
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
歐
米
商
社
な
い
し
�
民
地
政
府
は
な
ぜ
︑
こ
う
し
た
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
對
抗
し
︑
;
重
も
の
仲
介
者
を
排
除

し
て
コ
ス
ト
を
<
減
し
︑
華
南
の
開
�
場
で
移
民
を
直
接
募
集
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
﹁
客
棧
制
﹂
は
﹁
個
人
リ
ク
ル
ー
ト
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制
﹂
か
ら
直
接
7
用
方
式
へ
の
過
渡
�
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
の
具
體
�
檢
討
は
︑
未
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
︒そ

こ
で
本
論
で
は
︑
上
記
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
︑
辛
亥
革
命
�
に
廈
門
に
お
い
て
華
工

(華
人
勞
働
者
)
の
直
接
移
民
募
集
に
乘
り

出
し
た
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
︒
本
論
で
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
事
業
を
取
り
上
げ
る
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
そ
の
も
の

が
移
民
事
業
に
乘
り
出
し
て
旣
存
の
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
衝
突
し
た
珍
し
い
事
例
で
あ
り
︑
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
對
抗
關
係
を
理

解
し
や
す
い
こ
と
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
香
�
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
?
中
に
位
置
す
る
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
に
と
っ
て
︑
海
峽
�
民

地
を
中
樞
と
す
る
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
ず
し
も
效
A
�
で
な
い
こ
と
か
ら
︑
移
民
シ
ス
テ
ム
の
合
理
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑
一
九
世
紀
後
�
以
影
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
特
許
會
社
の
!
料
が
殘
さ
れ
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
り(6

)
︑
こ
れ
も
北
ボ
ル
ネ
オ
を
B
擇

し
た
理
由
で
あ
る
︒

な
お
︑
移
民
事
業
は
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
が
�
.
し
た
も
の
の
︑
中
國
の
開
�
場
で
移
民
の
募
集
が
行
わ
れ
る
か
ら
︑
中
國
側
當
局
と
の
$
涉

は
必
須
で
あ
り
︑
移
民
D
り
出
し
�
と
な
る
香
�
�
民
地
と
の
閒
の
E
整
も
必
F
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
論
で
は
イ
ギ
リ
ス
本
國
の
�
民

地
省
・
外
務
省
︑
出
先
の
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
・
香
�
�
民
地
・
在
華
外
$
官

(公
使
・
領
事
)
の
役
割
を
考
慮
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
同
時

に
︑
イ
ギ
リ
ス
!
料
か
ら
で
は
あ
る
が
︑
中
國
側
︑
具
體
�
に
は
北
京
の
外
務
部
・
外
$
部
︑
地
方
當
局

(廈
門
・
福
州
)
︑
廈
門
に
お
け
る
移

民
の
利
H
關
係
者
の
對
應
を
み
て
い
き
た
い
︒

以
上
を
ふ
ま
え
︑
本
論
で
は
︑
ま
ず
︑
第
一
違
で
は
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
に
よ
る
華
工
直
接
募
集
事
業
の
背
景
を
檢
討
す
る
︒
�
い
で
第
二
違

で
は
北
ボ
ル
ネ
オ
に
お
け
る
華
工
の
待
�
改
善
に
つ
い
て
の
﹁
イ
ギ
リ
ス

(�
民
地
省
・
外
務
省
・
�
民
地
)
﹂
內
に
お
け
る
E
整
を
示
す
︒
第

三
違
で
は
廈
門
に
お
け
る
華
工
募
集
を
め
ぐ
る
中
英
の
$
涉
と
事
業
の
J
展
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
�
後
の
第
四
違
で
は
移
民
事
業
の
失
敗
に
至

る
過
K
を
と
り
あ
げ
︑
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

!
料
と
し
て
は
︑
こ
の
問
題
に
關
し
て
中
國
側
の
殘
し
た
!
料
が
な
い
た
め
︑
�
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
省
�
書
の
う
ち
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
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會
社
關
係
・
香
�
�
民
地
關
係
を
使
用
す
る(7

)
︒
同
時
に
︑
中
國
側
と
の
$
涉
に
關
し
て
は
︑
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
�
書
を
使
用
し
た
い(8

)
︒

第
一
違

イ
ギ
リ
ス
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
華
工
直
接
募
集
の
背
景

第
一
L

北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
成
立
と
發
展

一
七
八
六
年
の
ペ
ナ
ン
領
M
後
︑
イ
ギ
リ
ス
は
東
南
ア
ジ
ア
に
再
J
出
し
︑
一
八
一
九
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
円
設
︑
一
八
二
四
年
の
英
蘭

協
定
で
オ
ラ
ン
ダ
と
東
南
ア
ジ
ア
島
嶼
部
を
中
心
と
し
て
勢
力
圈
を
劃
定
し
た
︒
し
か
し
︑
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
J
出
は
一
八
四
六
年
に
ブ
ル
ネ
イ

か
ら
ラ
ブ
ア
ン
島
を
割
讓
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
そ
の
後
︑
一
八
七
七
年
に
O
香
�
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
事
の
オ
ー
フ
ェ
ル
ベ
ッ
ク

(G
.

O
verbeck)
と
イ
ギ
リ
ス
人
商
人
の
デ
ン
ト

(A
.D
ent)
が
ブ
ル
ネ
イ
の
ス
ル
タ
ン
か
ら
ボ
ル
ネ
オ
北
部
の
權
利
を
入
手
し
た
こ
と
が
背
景
と

な
り
︑
一
八
八
一
年
に
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
特
許
狀
が
樞
密
院
令
に
よ
っ
て
承
Y
さ
れ
︑
Z
年
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
が
成
立
し
た
︒
會
社
の
組
織

は
︑
ロ
ン
ド
ン
に
取
閲
役
會

(B
oard
of
D
irectors)
が
置
か
れ
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
に
置
か
れ
た
總
督
が
責
任
を
\
う
形
を
と
っ
た(9

)
︒

北
ボ
ル
ネ
オ
の
經
濟
は
︑
會
社
設
立
當
初
は
林
產
物

(燕
の
巢
︑
籐
︑
樹
脂
)
の
輸
出
に
依
存
し
て
い
た
が
︑
一
八
八
七
年
以
影
に
な
る
と
︑

中
國
向
け
木
材
輸
出
の
增
大
か
ら
林
業
が
發
(
し
て
�
F
產
業
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
一
八
八
〇
年
代
末
か
ら
は
タ
バ
コ
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が

發
展
し
︑
�
い
で
一
八
九
二
年
か
ら
は
ゴ
ム
の
栽
培
が
本
格
�
に
開
始
さ
れ
て
二
〇
世
紀
初
頭
に
擴
大
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
�
F
產
業
と
な
っ
た(10

)
︒

こ
う
し
た
北
ボ
ル
ネ
オ
の
開
發
に
と
も
な
い
︑
華
工
の
.
入
が
J
め
ら
れ
た
が
︑
そ
の
展
開
は
紆
餘
曲
折
に
滿
ち
て
い
た
︒
一
八
八
二
年
に

中
國
に
お
け
る
領
事
經
驗
の
長
い
メ
ド
ハ
ー
ス
ト

(Sir
W
.H
.M
edhurst)
が
香
�
に
e
f
さ
れ
て
募
集
し
た
の
が
華
工
.
入
の
嚆
矢
と
な
る

が
︑
移
民
の
多
く
は
商
人
や
職
人
で
農
業
勞
働
に
g
さ
ず
︑
大
�
が
歸
國
し
て
失
敗
し
た
︒
そ
の
後
︑
タ
バ
コ
・
ブ
ー
ム
か
ら
華
工
の
需
F
が

增
大
し
︑
一
八
九
〇
年
に
は
中
國
人
諮
問
委
員
會
が
設
置
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
華
工
の
待
�
は
惡
h
し
て
お
り
︑
一
八
九
一
年
に
は
二
一
の
エ

ス
テ
ー
ト

(大
規
模
農
園
)
に
お
け
る
華
工
の
死
i
A
は
二
〇
%
に
(
し
︑
同
年
︑
香
�
で
契
*
し
た
華
工
の
ほ
と
ん
ど
は
乘
5
し
な
か
っ
た
︒
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一
八
九
五
年
ま
で
に
待
�
は
改
善
さ
れ
︑
死
i
A
は
下
が
っ
て
一
二
%
に
な
っ
た
が
︑
同
年
︑
移
民
奬
勵
政
策
が
中
止
さ
れ
︑
輸
入
米
へ
の
課

稅
開
始
に
と
も
な
う
米
價
上
昇
か
ら
︑
米
を
�
食
と
す
る
華
人
移
民
は
減
少
し
た
︒
そ
の
後
︑
ゴ
ム
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
發
展
か
ら
一
九
〇

三
年
に
は
移
民
奬
勵
政
策
が
再
開
し
︑
華
人
移
民
の
增
大
が
J
ん
だ
︒
な
お
︑
一
九
一
〇
年
代
に
は
華
人
の
み
な
ら
ず
︑
蘭
領
東
イ
ン
ド
か
ら

ジ
ャ
ワ
人
の
.
入
も
J
ん
で
い
た
が
︑
移
民
數
は
華
人
よ
り
少
な
く
︑
定
着
A
も
低
か
っ
た(11

)
︒
そ
れ
で
は
︑
一
九
一
〇
年
末
に
至
っ
て
︑
北
ボ

ル
ネ
オ
會
社
が
華
工
を
直
接
募
集
し
よ
う
と
し
た
の
は
何
故
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

第
二
L

華
工
の
直
接
募
集
の
背
景

一
九
一
一
年
三
k
二
八
日
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
外
務
省
に
對
し
︑
華
工
募
集
の
理
由
に
つ
い
て
說
m
し
た
︒
そ
こ
で
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
︑

從
來
は
プ
ラ
ン
タ
ー
が
必
F
と
す
る
華
工
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
香
�
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
�
じ
て
募
集
し
た
が
︑
一
人
あ
た
り
に
荏
拂
わ
れ
る

手
數
料
が
高
い
た
め
に
︑
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
し
ば
し
ば
勞
働
に
不
向
き
な
勞
働
者
を
多
數
D
り
︑
ボ
ル
ネ
オ
か
ら
の
彼
ら
の
歸
國
費
用
が
7
用

者
の
\
擔
と
な
る
と
い
う
問
題
を
述
べ
て
い
る(12

)
︒

ま
た
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
か
ら
ボ
ル
ネ
オ
ゴ
ム
プ
ラ
ン
タ
ー
協
會
へ
の
一
九
一
一
年
九
k
一
八
日
の
書
鯵
の
中
で
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
移

民
事
業
に
あ
た
っ
た
リ
ッ
デ
ル

(Y
.R
iddell)
が
︑
よ
り
具
體
�
に
�
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

華
工
の
大
�
は
香
�
で
︑
少
數
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
獲
得
さ
れ
て
い
ま
す
︒
現
在
ま
で
p
用
さ
れ
て
い
る
手
順
で
は
︑
7
用
者
な
い
し

そ
の
代
理
人
が
兩
地
の
代
理
人
に
必
F
な
人
數
に
つ
い
て
の
#
�
を
出
し
ま
す
︒
代
理
人
は
F
求
さ
れ
た
人
數
を
D
る
か
︑
可
能
な
限
り

の
人
數
を
か
き
集
め
ま
す
︒
し
か
し
︑
集
め
ら
れ
る
�
良
の
﹇
華
工
﹈
が
D
ら
れ
た
と
さ
れ
て
も
︑
こ
れ
ら
の
�
良
の
﹇
華
工
﹈︑
特
に

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
の
人
々
は
し
ば
し
ば
q
凡
で
す
︒
一
方
で
數
あ
わ
せ
の
た
め
に
﹁
無
理
矢
理
﹂
7
わ
れ
た
華
工
は
し
ば
し
ば
一
つ
な

い
し
二
つ
の
理
由
か
ら
非
常
に
役
立
た
ず
で
︑
7
用
者
の
\
擔
で
D
r
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

殘
っ
た
華
工
の
う
ち
︑
相
當
の
割
合
の
者
が
必
F
と
さ
れ
る
水
準
に
(
し
て
い
ま
せ
ん
︒
募
集
を
行
う
�
で
は
7
用
者
の
た
め
の
管
理

― 40 ―

592



は
行
わ
れ
ま
せ
ん
︒
⁝
⁝

代
理
人
や
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
海
峽
ド
ル
六
八
ド
ル
す
な
わ
ち
香
�
ド
ル
八
四
ド
ル
を
s
け
取
り
ま
す
︒
彼
ら
の
香
�
に
お
け
る
出
費
は
衣

t
と
食
料
が
一
〇
ド
ル
と
い
わ
れ
ま
す
︿
こ
れ
は
u
え
め
な
推
計
で
す
︒﹀
乘
5
時
に
華
工
に
は
一
〇
ド
ル
が
渡
さ
れ
︑
サ
ン
ダ
カ
ン
ま

で
の
渡
航
費
が
一
〇
ド
ル
︑
ジ
ェ
ッ
セ
ル
ト
ン

(現
コ
タ
・
キ
ナ
バ
ル
)
ま
で
が
一
一
ド
ル
で
す
︿
恐
ら
く
﹇
代
理
人
ら
は
﹈
こ
こ
か
ら

荷
�
か
ら
の
リ
ベ
ー
ト
を
得
ま
す
︒﹀︒
こ
の
總
額
は
三
〇
ド
ル
な
い
し
三
一
ド
ル
な
の
で
代
理
人
や
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
ボ
ル
ネ
オ
に
到
着
す

る
華
工
一
人
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
の
に
香
�
ド
ル
五
〇
ド
ル
を
得
ま
す
が
︑
こ
れ
は
成
し
v
げ
た
仕
事
や
結
果
と
w
り
合
わ
な
い
法
外
な

價
格
で
す
︒

華
工
は
x
貸
し
金
の
海
峽
ド
ル
二
四
ド
ル
︑
そ
れ
は
ほ
ぼ
香
�
ド
ル
三
〇
ド
ル
に
相
當
し
ま
す
が
︑
そ
の
額
を
y
求
さ
れ
ま
す
︒
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
は
︑
香
�
の
代
理
人
が
把
握
し
て
い
る
荏
出
額
を
實
質
�
に
す
べ
て
z
濟
し
ま
す
︒
そ
の
額
の
う
ち
︑
彼
は
確
か
に
乘
5
時

に
一
〇
ド
ル
を
得
ま
す
が
︑
華
工
が
上
陸
し
た
際
に
ボ
ル
ネ
オ
の
貨
{
に
兩
替
す
る
額
の
少
な
さ
か
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
機
會
を
�
じ
て
乘
5

中
に
カ
ネ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
乘
5
中
の
客
室
や
食
料
に
つ
い
て
の
契
*
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
5
長
が

こ
の
點
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
慮
し
な
い
傾
向
に
あ
る
の
で
︑
華
工
の
食
事
は
滿
足
の
い
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
⁝
⁝(13

)

つ
ま
り
︑
會
社
に
と
っ
て
�
大
の
課
題
は
仲
介
業
者
に
よ
っ
て
コ
ス
ト
が
高
く
な
り
︑
良
質
な
華
工
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
香

�
の
歐
米
人
代
理
業
者
︱
︱
(香
�
の
中
國
人
客
頭=

開
�
場
の
中
國
人
經
營
の
客
棧
の
客
頭
)
︱
︱
開
�
場
周
邊
で
募
集
を
行
う
中
國
人
客
頭
と

い
っ
た
仲
介
業
者
が
介
在
し
た
こ
と
は
︑
責
任
が
分
散
し
︑
仲
介
業
者
が
勞
働
者
の
質
に
責
任
を
も
た
な
い
で
か
き
集
め
る
狀
況
を
招
い
て
い

た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
仲
介
業
者
が
多
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
コ
ス
ト
も
高
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
が
香
�

︱
︱
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
樞
軸
と
す
る
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
周
緣
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
︑
仲
介
業
者
の
競
爭
原
理
が
機
能
せ
ず
︑
條
件
を

不
利
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
�
民
地
に
と
っ
て
は
合
理
�
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
後
述
す
る
よ
う
に
香
�
の
歐
米
人
代
理
業
者
が
實
態
を
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
︑
こ
の
移
民
事
業
で
�
大
の
利
益
を
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得
て
い
た
仲
介
業
者
と
は
︑
開
�
場
に
客
棧
を
開
き
︑
募
集
し
た
華
工
を
香
�
な
ど
に
連
れ
て
く
る
中
國
人
客
頭
(
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
彼
ら
が
利
益
を
�
大
h
す
る
た
め
に
華
工
を
搾
取
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
華
工
に
と
っ
て
も
不
利
な
狀
況
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
中
で
︑
ロ
ン
ド
ン
の
ボ
ル
ネ
オ
ゴ
ム
プ
ラ
ン
タ
ー
協
會
は
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
ロ
ン
ド
ン
取
閲
役
會
に
對
し
︑
北
ボ

ル
ネ
オ
へ
の
華
工
リ
ク
ル
ー
ト
の
狀
況
と
華
工
管
理
に
必
F
な
條
件
に
つ
い
て
︑
代
理
人
を
任
命
し
て
e
f
し
て
E
査
す
る
こ
と
を
F
y
し
た
︒

そ
こ
で
一
九
一
〇
年
一
〇
k
︑
ロ
ン
ド
ン
取
閲
役
會
は
英
領
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
へ
の
華
工
移
民
の
經
驗
の
あ
る
リ
ッ
デ
ル(14

)
を
B
び
︑
そ
の
e

f
を
決
定

(一
九
一
〇
年
一
一
k
)
し(15

)
︑
移
民
の
規
模
は
︑
一
九
一
二
年
に
五
千
人
と
豫
定
さ
れ
た(16

)
︒
さ
ら
に
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
イ
ン
ド
省
行

政
職
を
�
職
し
︑
當
時
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
で
勤
務
し
て
い
た
デ
ー
ン

(Sir
R
.D
ane)
を
B
拔
し
︑
デ
ー
ン
は
リ
ッ
デ
ル
を
と
も
な
っ
て
一
九

一
一
年
六
k
に
北
京
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た(17

)
︒

こ
れ
ら
の
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
政
策
の
目
�
に
つ
い
て
は
︑
一
九
一
一
年
三
k
二
八
日
︑
會
社
ロ
ン
ド
ン
取
閲
役
會
の
書
記
官
フ
ォ
ー
ブ
ス

(H
.G
.F
orbes)
が
外
務
省
に
對
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
︑
募
集
︑
上
陸
地
で
の
宿
泊
施
設
の
提
供
︑
農
園
へ
の
勞
働
者
の
分
配
を
政
府
の

手
で
行
う
こ
と
に
し
︑
中
國
に
募
集
代
理
業
者
を
設
立
す
る
こ
と
に
し
た
が
︑
そ
れ
は
勞
働
者
の
確
保
だ
け
で
な
く
︑
定
1
移
民
の
促
J
を
狙

い
︑
プ
ラ
ン
タ
ー
の
發
展
の
み
な
ら
ず
︑
勞
働
者
の
地
位
の
改
善
を
圖
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る(18

)
︒

つ
ま
り
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
プ
ラ
ン
タ
ー
と
移
民
の
利
益
の
た
め
に
︑
リ
ッ
デ
ル
を
e
f
し
︑
香
�
と
香
�
︱
︱
開
�
場
閒
に
お
け
る

仲
介
業
者
︑
具
體
�
に
は
歐
米
人
代
理
業
者
と
中
國
人
客
頭
を
排
除
し
︑
中
國
の
開
�
場
に
お
い
て
直
接
募
集
す
る
こ
と
を
計
劃
し
た
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
華
工
に
と
っ
て
魅
力
�
な
條
件
を
示
す
こ
と
で
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
お
か
れ
た
不
利
な
條
件
の
克
t
を
企
圖
し
て
い
た
︒
ま
た
︑

こ
れ
に
先
だ
っ
て
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
へ
の
華
工
.
入
が
行
わ
れ
て
お
り(19

)
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
取
閲
役
會
議
長
の
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ

(Sir
J.W
.

R
idgew
ay)
が
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
へ
の
華
工
移
民
に
#
目
し
て
い
た
こ
と
も(20

)
︑
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
移
民
業
務
の
實
行
に
先
だ
っ
て
必
F
な
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
內
部
︑
す
な
わ
ち
省
廳
閒
・
出
先
閒
の
E
整
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
問

題
と
な
っ
た
の
は
︑
華
工
の
待
�
で
あ
っ
た
︒
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第
二
違

華
工
の
待
�
と
香
�
�
民
地
政
府
の
介
入

第
一
L

英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
に
お
け
る
華
工
の
待
�

そ
も
そ
も
︑
先
述
の
よ
う
に
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
華
工
の
待
�
は
惡
か
っ
た
が
︑
そ
の
後
の
改
善
は
J
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
移
動
中
の

狀
況
に
つ
い
て
は
︑
先
述
の
�
り
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
北
ボ
ル
ネ
オ
に
到
着
し
た
華
工
も
エ
ス
テ
ー
ト
ま
で
�
民
地
警
官
に
よ
っ
て
護
衞
さ
れ

て
い
た
︒
こ
れ
が
廢
止
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
一
一
年
一
k
三
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た(21

)
︒
つ
ま
り
︑
直
接
募
集
事
業
の
準
備
が
始
ま
る
頃
ま
で
︑

華
工
は
囚
人
の
よ
う
な
�
い
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
で
は
︑
現
地
で
は
實
際
に
ど
の
よ
う
な
待
�
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
九
一
〇
年
一
〇
k
一
三
日
︑
イ
ギ
リ
ス
の
﹃
デ
イ
リ
ー
・
エ

ク
ス
プ
レ
ス

(D
aily
E
xpress)
﹄
は
︑
元
サ
ン
ダ
カ
ン
の
警
察
�
任
で
あ
り
︑
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
高
等
法
廷
の
公
訴
局
長
官
で
あ
っ
た
ス

ト
ー
ク
ス

(F
.M
.P.Stokes)
の
﹃
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
・
ス
タ
ー

(Johannesburg
Star)
﹄
へ
の
投
書
を
引
用
し
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑

今
日
ま
で
︑
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
で
7
用
さ
れ
て
い
る
數
千
人
の
輸
入
さ
れ
た
契
*
華
工
は
︑
南
ア
フ
リ
カ
よ
り
も
ず
っ
と
苛
�
で
奴
隸

�
な
狀
況
に
あ
る
︒
契
*
は
五
年
閒
と
な
っ
て
い
る
が
︑
7
用
�
に
\
債
が
z
濟
さ
れ
な
け
れ
ば
二
年
閒
�
長
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
︒

華
工
に
は
多
額
の
x
借
り
金
が
あ
り
︑
華
工
の
﹇
給
與
は
﹈
エ
ス
テ
ー
ト
の
店
で
の
み
�
用
す
る
布
の
﹁
代
用
貨
{
﹂
で
荏
拂
わ
れ
た
︒

當
地
の
鑛
山
の
現
場
�
任
を
代
表
す
る
﹁
タ
ン
デ
ィ
ル

(tandil)
﹂
ら
は
賭
�
場
の
經
營
を
公
�
に
Y
可
さ
れ
て
い
る
︒

華
人
の
ア
ヘ
ン
�
稅
y
\
人
か
ら
の
サ
ブ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
に
基
づ
き
︑
7
用
�
に
よ
っ
て
ア
ヘ
ン
は
﹇
華
工
に
﹈
賣
却
さ
れ
︑﹇
ア
ヘ

ン
の
﹈
代
金
は
給
與
荏
拂
い
名
 
を
�
じ
て
�
收
さ
れ
る
︒
一
〇
年
閒
の
﹁
契
*
﹂
と
な
り
︑
い
ま
や
そ
の
契
*
を
結
ん
だ
と
き
以
上
に

よ
り
借
金
に
は
ま
っ
て
い
る
中
國
人
た
ち
を
︑
私
は
知
っ
て
い
る
︒
政
府
の
シ
ー
ク
人
警
察
は
手
當
の
代
わ
り
に
質
屋
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を

與
え
ら
れ
る
︒
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し
ば
し
ば
︑
エ
ス
テ
ー
ト
か
ら
の
脫
走
の
處
罰
は
︑
裁
¢
£
の
¢
決
に
基
づ
く
鞭
打
ち
で
あ
り
︑
私
は
多
く
の
¤
i
し
た
華
工
が
サ
ン

ダ
カ
ン
の
監
獄
で
裸
に
さ
れ
︑
鞭
打
ち
用
三
角
印
に
¥
り
附
け
ら
れ
︑
鞭
打
た
れ
る
の
を
見
た(22

)
︒

こ
こ
か
ら
︑
華
工
ら
が
7
用
�
ら
に
よ
っ
て
︑
賭
�
や
ア
ヘ
ン
を
用
い
て
借
金
漬
け
に
さ
れ
︑
さ
ら
に
脫
走
に
關
し
て
は
鞭
打
ち
と
い
う
身
體

𠛬
を
s
け
て
い
る
事
が
わ
か
る
︒

以
上
か
ら
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
華
工
の
待
�
は
極
め
て
劣
惡
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
か
か
る
狀
況
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︑

海
峽
�
民
地
總
督
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

(Sir
J.A
nderson)
は
一
九
一
一
年
三
k
一
四
日
に
デ
ー
ン
に
對
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
で
は
華
工
保
護
の
た
め

の
措
置
は
何
ら
と
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
本
國
取
閲
役
會
が
華
工
保
護
に
つ
い
て
g
切
な
取
り
決
め
を
制
定
し
な
い
な
ら
ば
︑
リ
ッ
デ
ル
の
荏
¦
は

で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る(23

)
︒

こ
う
し
た
待
�
の
惡
さ
に
つ
い
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
勞
働
契
*
保
護
官
の
ス
タ
ー
デ
ィ
ー

(P.Sturdy)
は
︑
¤
i
者
へ
の
處
罰
が
私
�
に

行
わ
れ
︑
契
*
�
閒
が
�
長
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
お
り(24

)
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
側
も
十
分
Y
識
し
て
い
た
︒

そ
し
て
︑
そ
も
そ
も
か
か
る
待
�
の
惡
さ
が
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
の
魅
力
を
失
わ
せ
︑
そ
れ
が
北
ボ
ル
ネ
オ
に
到
來
す
る
華
工
の
質
に

影
§
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒
北
ボ
ル
ネ
オ
華
工
の
待
�
改
善
の
必
F
性
は
m
ら
か
で
あ
っ
た
︒

第
二
L

�
民
地
省
・
外
務
省
と
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社

そ
こ
で
︑
�
民
地
省
と
外
務
省
を
中
心
と
し
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
移
民
の
制
度
︑
と
り
わ
け
契
*
�
閒
と
募
集
方
法
が
議
論
さ
れ
た
︒
當
時
︑

英
領
マ
ラ
ヤ
で
は
︑
一
九
一
〇
年
に
パ
ー

(C
.W
.C
.Parr)
が
英
領
マ
ラ
ヤ
の
年
�
契
*
移
民
に
關
す
る
E
査
報
吿
で
︑
華
人
保
護
の
た
め
に

年
�
契
*
移
民
を
廢
止
し
︑
カ
ン
ガ
ー
ニ
制
度(25

)
を
.
入
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
年
�
契
*
移
民
廢
止
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
た(26

)
︒

こ
う
し
た
狀
況
を
s
け
︑
�
民
地
省
�
官
補
の
フ
ィ
デ
ス

(G
.V
.F
iddes)
は
一
九
一
一
年
二
k
二
四
日
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
も
英
領
マ
ラ
ヤ
で
行

わ
れ
る
豫
定
の
契
*
華
工
に
關
す
る
政
策
を
模
範
と
し
て
︑
華
工
が
中
國
を
發
つ
x
に
契
*
に
署
名
す
る
こ
と
を
禁
止
し
︑
移
民
の
方
式
に
關
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し
て
は
カ
ン
ガ
ー
ニ
制
度
を
.
入
し
︑
契
*
�
閒
を
一
五
〇
日
と
す
べ
き
だ
と
外
務
�
官
に
傳
え
た(27

)
︒
さ
ら
に
三
k
七
日
の
�
民
地
省
か
ら
外

務
省
へ
の
照
會
で
︑
現
地
到
着
後
に
契
*
に
署
名
す
べ
き
だ
と
い
う
ハ
ー
コ
ー
ト

(L.H
arcourt)
�
民
地
相
の
¬
見
が
示
さ
れ
た(

28
)

︒
そ
こ
で

外
務
省
は
三
k
九
日
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
に
こ
う
し
た
�
民
地
省
の
考
え
を
示
し
た(28

)
︒

こ
れ
に
對
し
て
ロ
ン
ド
ン
取
閲
役
會
書
記
官
フ
ォ
ー
ブ
ス
は
︑
三
k
二
八
日
︑
先
述
の
よ
う
に
華
工
の
待
�
改
善
の
¬
圖
を
述
べ
た
う
え
で
︑

外
務
省
の
提
案
に
あ
っ
た
カ
ン
ガ
ー
ニ
制
は

ま
し
い
と
し
な
が
ら
も
︑
大
規
模
な
華
人
人
口
が
存
在
し
︑
カ
ン
ガ
ー
ニ
と
な
る
人
物
を
見
つ

け
る
の
が
容
易
な
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
比
�
す
る
と
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
で
は
.
入
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
華
工
の
契
*
�
閒
に
つ
い

て
は
一
年
閒
と
す
る
こ
と
を
�
張
し
た(30

)
︒

四
k
四
日
︑
外
務
省
は
�
民
地
省
に
對
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
回
答
は
十
分
で
は
な
い
が
現
狀
の
移
民
シ
ス
テ
ム
を
大
幅
に
改
善
す
る
�

待
が
あ
る
と
し
て
︑
北
京
の
公
使
に
リ
ッ
デ
ル
ら
を
荏
¦
さ
せ
る
¬
志
を
傳
え(31

)
︑
四
k
一
〇
日
︑
北
京
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
て
デ
ー
ン

と
リ
ッ
デ
ル
の
荏
¦
が
指
示
さ
れ
た(32

)
︒
か
く
し
て
︑
外
務
省
・
�
民
地
省
と
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
華
工
の
待
�
改
善
と
カ
ン
ガ
ー
ニ
制
の
早
�

.
入
と
い
う
點
で
合
¬
し
た
︒

し
か
し
︑
具
體
�
に
華
工
の
待
�
改
善
が
議
論
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
カ
ン
ガ
ー
ニ
制
は
マ
ラ
ヤ
で
も
.
入
に
は
成
功
し
な
か
っ
た(33

)
︒

そ
し
て
︑
ボ
ル
ネ
オ
側
の
移
民
シ
ス
テ
ム
變
¯
を
°
っ
た
の
は
︑
同
じ
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
で
あ
り
︑
華
工
の
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
D
り
出
し
地
で

あ
る
香
�
で
あ
っ
た
︒

第
三
L

香
�
當
局
の
±
勢

一
九
一
一
年
六
k
︑
北
京
で
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
を
訪
れ
た
リ
ッ
デ
ル
は
︑
香
�
と
廣
州
の
イ
ギ
リ
ス
官
僚
が
︑
中
國
で
の
直
接
募
集
が
面
倒

な
問
題
を
引
き
起
こ
し
︑
現
行
の
移
民
の
方
式
を
妨
げ
る
と
し
て
強
く
反
對
し
た
の
に
落
膽
し
た
と
述
べ
た(34

)
︒
こ
こ
か
ら
︑
香
�
當
局
が
怨
た

な
移
民
方
式
を
旣
存
の
方
式
と
抵
觸
す
る
こ
と
か
ら
︑
否
定
�
に
見
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
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ま
た
︑
一
九
一
一
年
九
k
二
八
日
︑
サ
ン
ダ
カ
ン
理
事
官
の
ダ
ン
ロ
ッ
プ

(A
.R
.D
unlop)
は
北
ボ
ル
ネ
オ
總
督
に
對
し
て
︑
�
²
入
�
し

た
二
隻
の
汽
5
が
積
載
す
る
契
*
華
工
が
豫
想
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
く
︑
香
�
で
三
〇
〇
人
の
移
民
が
登
記
局

(R
egister

O
ffice)
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
際
に
︑
登
記
局
長
な
い
し
そ
の
代
理
が
﹁
あ
な
た
が
た
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
戾
っ
て
こ
な
い
國
に
行
こ
う
と
し

て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
の
か
︒﹂
と
言
っ
た
た
め
︑
結
果
�
に
四
〇
人
し
か
集
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
傳
聞
し
︑
ま
た
香
�
に
お
け

る
ボ
ル
ネ
オ
の
農
園
の
代
理
人
も
登
記
局
が
ボ
ル
ネ
オ
向
け
華
工
を
妨
礙
し
て
い
る
と
報
吿
し
た(35

)
︒
一
一
k
七
日
に
は
サ
ン
ダ
カ
ン
か
ら
本
國

の
會
社
に
對
し
て
電
報
が
打
た
れ
︑
華
工
の
移
民
が
ほ
と
ん
ど
停
止
し
︑
プ
ラ
ン
タ
ー
の
不
滿
が
高
ま
っ
て
い
る
と
し
︑
リ
ッ
デ
ル
が
香
�
に

到
着
し
た
ら
︑
十
分
に
E
査
す
る
と
述
べ
て
い
た(36

)
︒

そ
の
後
︑
香
�
に
到
着
し
た
リ
ッ
デ
ル
は
一
一
k
二
二
日
に
現
在
は
香
�
當
局
は
敵
對
�
で
は
な
い
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
書
記
官

フ
ォ
ー
ブ
ス
は
リ
ッ
デ
ル
に
對
し
︑
ダ
ン
ロ
ッ
プ
が
述
べ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
︑
香
�
當
局
に
對
す
る
警
戒
を
呼
び
か
け
て
い
る(37

)
︒
こ

の
よ
う
に
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
︑
香
�
當
局
が
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
移
民
事
業
を
敵
視
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
︒

一
方
︑
香
�
當
局
が
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
移
民
に
否
定
�
で
あ
っ
た
背
景
に
は
︑
香
�
當
局
の
北
ボ
ル
ネ
オ
移
民
に
對
す
る
不
信
感
が
あ
っ

た
︒
香
�
政
廳
登
記
局
長
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン

(A
.W
.B
rew
in)
の
同
年
一
一
k
一
八
日
の
メ
モ
に
よ
る
と
︑
登
記
局
に
お
い
て
英
領
北
ボ
ル
ネ

オ
移
民
を
怨
た
に
擔
當
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ロ
イ
ド

(Lloyd)
は
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
が
他
地
域
へ
の
移
民
よ
り
も
よ
り
多
く
不
正
と

關
係
し
て
い
る
と
考
え
︑
特
に
#
¬
を
拂
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
ロ
イ
ド
の
態
度
に
對
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
リ
ク
ル
ー
ト

代
行
者
の
メ
ル
チ
ャ
ー
商
會

(M
essrs
M
elcher
&
C
o.)
の
ラ
ン
ペ
ル
ス
キ
ー

(Lam
perski)
と
ラ
マ
ー
ト

(Lam
m
ert)
は
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン

登
記
局
長
に
面
會
し
て
ロ
イ
ド
の
�
譯
に
つ
い
て
訴
え
︑
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
華
工
に
移
民
を
拒
否
さ
れ
た
と
傳
え
た
︒
し
か
し
︑
登
記

局
長
は
彼
ら
の
F
求
に
す
ぐ
に
は
應
じ
な
い
で
︑
華
工
の
拒
否
數
を
確
Y
し
た
と
こ
ろ
︑
ラ
ン
ペ
ル
ス
キ
ー
ら
の
數
字
に
根
據
が
な
い
と
い
う

こ
と
も
分
か
り
︑
そ
れ
を
ラ
ン
ペ
ル
ス
キ
ー
に
傳
え
て
い
る(38

)
︒

以
上
か
ら
︑
香
�
の
歐
米
人
代
理
業
者
が
移
民
業
務
を
華
人
の
客
頭

(coolie
brokers)
に
¶
く
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
移
民
の
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質
を
確
保
で
き
な
い
原
因
も
こ
こ
に
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
︑
代
理
人
(
が
實
·
を
把
握
し
て
い
な
い
よ
う
な
狀
況
で
は
︑
香
�
當
局

の
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
に
對
す
る
不
信
感
が
募
っ
て
も
當
然
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
後
︑
ラ
ン
ペ
ル
ス
キ
ー
は
客
頭
(
に
對
し
て
︑
彼
ら
が
擧
げ
た
數
字
が
¶
く
閒
¸
っ
て
い
た
と
述
べ
た
︒
こ
れ
に
對
し
て
客
頭
ら
は
︑

怖
じ
氣
づ
い
て
檢
査
の
時
に
出
頭
し
な
か
っ
た
華
工
の
う
ち
多
く
を
連
れ
戾
す
と
述
べ
た
が
︑
戾
っ
て
く
る
華
工
は
い
な
か
っ
た
︑
そ
こ
で
ラ

ン
ペ
ル
ス
キ
ー
は
プ
ラ
ン
タ
ー
に
對
し
て
華
工
の
供
給
を
*
束
で
き
な
く
な
っ
た(39

)
︒
か
く
し
て
︑
香
�
か
ら
の
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
華
工
輸
D
は

行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
︒

一
方
︑
香
�
當
局
は
單
に
華
工
募
集
を
妨
礙
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン
は
副
輔
政
司
の
ク
レ
メ
ン
テ
ィ

(C
.

C
lem
enti)
と
相
談
し
て
︑
ラ
ン
ペ
ル
ス
キ
ー
に
對
し
︑
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
と
聯
絡
を
取
っ
て
以
下
の
條
件
の
契
*
改
定
を
s

け
入
れ
る
よ
う
に
提
案
し
た
︒

一
︑
契
*
�
閒
：
二
年
︑
必
F
に
應
じ
て
四
年
に
�
長
↓
一
年
︑
必
F
に
應
じ
て
二
年
に
�
長
︒

二
︑
x
貸
し
金
：
三
〇
ド
ル
で
給
與
か
ら
u
除
↓
一
〇
ド
ル
と
し
︑
z
濟
し
な
い
︒

三
︑
¹
罰
�
損
H
賠
償
金
：
五
〇
ド
ル
を
�
收
す
る
↓
も
し
華
工
が
契
*
の
%
了
を
�
知
す
れ
ば
�
收
さ
れ
ず(40

)
︒

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
香
�
總
督
ル
ガ
ー
ド

(Sir
F
.J.D
.Lugard)
も
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン
の
メ
モ
の
よ
う
に
J
め
る
べ
き
だ
と
�
民
地
相
ハ
ー
コ
ー

ト
に
述
べ
て
い
る(41

)
︒
つ
ま
り
︑
香
�
側
は
移
民
の
具
體
�
な
待
�
改
善
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
香
�
當
局
に
よ
っ
て
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
は
事
實
上
停
止
し
︑
再
開
の
た
め
に
は
香
�
�
民
地
と
E
整
し
︑
移
民
の
條
件
改

善
を
規
定
す
る
こ
と
が
必
F
と
な
っ
た
︒

第
四
L

北
ボ
ル
ネ
オ
の
華
工
契
*
樣
式
の
檢
討

そ
こ
で
︑
リ
ッ
デ
ル
は
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
議
長
や
ボ
ル
ネ
オ
の
プ
ラ
ン
タ
ー
と
と
も
に
契
*
樣
式
を
改
定
し
た(42

)
︒
そ
の
後
リ
ッ
デ
ル
と
香
�
政
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廳
側
と
の
契
*
の
E
整
が
行
わ
れ
︑
一
九
一
二
年
三
k
一
七
日
の
リ
ッ
デ
ル
は
香
�
政
廳
行
政
官

(O
fficer
A
sm
inistering)
セ
ヴ
ァ
ー
ン

(C
.Severn)
︑
香
�
代
理
輔
政
司
の
ク
レ
メ
ン
テ
ィ
︑
代
理
登
記
局
長
の
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス

(E
.R
.H
alifax)
︑
と
會
談
し
︑
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ

の
ゴ
ム
・
¼
草
農
園
の
華
工
勞
働
者
の
契
*
條
項
で
�
%
�
に
合
¬
に
(
し
た(43

)
︒

契
*
の
條
�
は
十
七
條
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が(44

)
︑
條
�
の
う
ち
︑
香
�
政
廳
の
�
張
が
反
映
し
た
部
分
は
︑
(一
)契
*
�
閒
が
�
大
三

〇
〇
日
で
あ
る
こ
と
︑
(二
)募
集
に
ボ
ー
ナ
ス
を
與
え
な
い
こ
と
︑
(三
)x
貸
し
金
が
な
い
こ
と
︑
(四
)契
*
%
了
後
に
本
國
に
歸
r
す
る
こ

と
︑
(五
)一
日
一
〇
時
閒
で
は
な
く
九
時
閒
勞
働
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た(45

)
︒

ま
た
︑
リ
ッ
デ
ル
か
ら
怨
た
な
契
*
條
項
を
傳
え
ら
れ
た
廈
門
領
事
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス

(A
.J.Sundius)
も
四
k
一
日
に
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に

對
し
︑
怨
し
い
樣
式
に
つ
い
て
報
吿
し
︑
契
*
E
印
は
ボ
ル
ネ
オ
到
着
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
海
峽
�
民
地
や
マ
ラ
ヤ
聯
邦
向
け
と
同

じ
よ
う
な
自
由
移
民
の
形
式
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
た
︒
そ
し
て
移
民
に
よ
り
M
利
に
な
っ
た
點
と
し
て
以
下
を
擧
げ
た
︒

第
一
條
：
契
*
�
閒
が
一
年
か
ら
三
〇
〇
日
と
な
っ
た
こ
と

第
二
條
：
�
低
賃
金
が
一
日
三
三
セ
ン
ト
と
な
っ
た
こ
と
︒

第
三
條
：
移
民
に
對
す
る
x
貸
し
金
の
︑
給
料
か
ら
の
u
除
を
禁
止
し
た
こ
と
︑

第
五
條
：
家
族
の
呼
び
寄
せ
費
用
を
�
民
地
側
が
\
擔
す
る
と
し
た
こ
と
︒

第
七
條
：
勞
働
時
閒
も
一
日
あ
た
り
九
時
閒
と
し
て
一
時
閒
短
縮
さ
れ
た
こ
と
︒

第
一
六
～
一
九
條
：
契
*
が
滿
了
し
た
時
に
華
工
が
希

し
た
場
合
︑
あ
る
い
は
勞
働
に
g
さ
な
い
と
醫
學
�
に
證
m
さ
れ
た
場
合
に
無
料

で
中
國
へ
歸
r
で
き
る
こ
と(46

)
︒

こ
れ
ら
か
ら
︑
特
に
契
*
�
閒
と
勞
働
時
閒
︑
歸
國
の
條
件
が
大
き
な
華
工
の
待
�
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
香
�
當
局
お
よ
び
在
華

イ
ギ
リ
ス
領
事
側
に
Y
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

以
上
の
合
¬
を
s
け
︑
三
k
二
二
日
︑
香
�
の
リ
ッ
デ
ル
は
ロ
ン
ド
ン
取
閲
役
會
書
記
官
フ
ォ
ー
ブ
ス
に
對
し
︑
廈
門
に
向
か
い
︑
Z
k
末
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ま
で
に
ジ
ェ
ッ
セ
ル
ト
ン
へ
の
移
民
輸
D
の
手
は
ず
を
整
え
る
と
傳
え
た
︒
そ
し
て
ボ
ル
ネ
オ
で
の
g
切
な
對
應
に
よ
っ
て
華
工
移
民
は
人
氣

を
集
め
る
で
あ
ろ
う
と
︑
樂
觀
�
に
豫
測
し
て
い
る(47

)
︒

一
九
一
二
年
三
k
三
〇
日
に
ハ
ー
コ
ー
ト
�
民
地
相
は
契
*
�
閒
は
マ
ラ
ヤ
聯
邦
の
よ
う
に
三
〇
〇
日
勞
働
日
で
︑
勞
働
時
閒
は
一
日
九
時

閒
が
g
切
で
あ
る
と
み
な
す
旨
を
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
に
聯
絡
し
た(48

)
︒
こ
の
條
件
は
リ
ッ
デ
ル
ら
の
契
*
形
式
改
定
で
滿
た
さ
れ
て
お
り
︑
事
實

上
の
½
Y
に
な
っ
て
い
た
︒

�
後
に
殘
っ
て
い
た
の
が
在
華
公
使
へ
の
聯
絡
で
︑
四
k
一
九
日
の
�
民
地
省
か
ら
外
務
省
に
對
す
る
F
y
を
s
け(49

)
︑
四
k
二
〇
日
︑
グ
レ

イ
外
相
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
て
こ
の
移
民
の
契
*
條
項
を
中
國
側
に
傳
(
す
る
こ
と
を
命
じ
た(50

)
︒

こ
う
し
て
︑
香
�
�
民
地
や
イ
ギ
リ
ス
公
使
と
い
っ
た
出
先
外
$
官
を
含
め
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
﹂
內
の
E
整
が
完
¶
に
%
わ
り
︑
華
工
の
契
*

條
件
が
具
體
�
に
改
善
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑﹁
イ
ギ
リ
ス
﹂
內
の
E
整
に
時
閒
を
F
し
た
一
方
で
︑
中
國
國
內
で
は
辛
亥
革
命
が
J
展
し
︑
さ
ら
に
移
民
事
業
も
J
展
し
始
め

て
い
た
︒
そ
れ
で
は
︑
中
國
と
の
$
涉
は
い
か
に
J
展
し
︑
華
工
事
業
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

第
三
違

辛
亥
革
命
と
華
工
募
集

第
一
L

中
英
の
$
涉
開
始

イ
ギ
リ
ス
內
の
E
整
が
J
む
一
方
︑
一
九
一
一
年
六
k
八
日
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
北
京
を
訪
れ
た
リ
ッ
デ
ル
に
對
し
︑
個
人
�
¬
見
と
し

て
︑
淸
¿
政
府
側
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
マ
ラ
ヤ
聯
邦
へ
の
移
民
と
衣
な
る
條
件
で
の
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
を
Y
可
し
そ
う
も
な
く
︑
イ
ギ
リ

ス
�
民
地
へ
の
自
由
移
民
を
好
ん
で
い
る
と
聯
絡
し
て
い
る(51

)
︒
そ
こ
で
六
k
一
五
日
︑
リ
ッ
デ
ル
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
︑
芝
罘
に
お
け

る
募
集
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
條
件
で
汕
頭
と
廈
門
で
の
募
集
を
外
務
部
が
Y
可
す
る
か
ど
う
か
を
À
ね
た(52

)
︒
こ
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れ
を
う
け
︑
Z
日
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
外
務
部
に
對
し
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
に
つ
い
て
︑
移
民
の
具
體
�
待
�
や
︑
汕
頭
・
廈
門
に
お

け
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
の
移
民
と
同
樣
の
條
件
で
行
う
豫
定
で
あ
る
こ
と
を
聯
絡
し
た(53

)
︒
こ
こ
に
中
英
の
$
涉
が
始
ま
る
︒

六
k
二
二
日
︑
外
務
部
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
︑
閩
浙
・
兩
廣
總
督
と
山
東
Â
撫
に
聯
絡
し
た
と
こ
ろ
︑
山
東
Â
撫
の
z
答
で
は
移
民

に
同
¬
す
る
が
︑
一
九
〇
四
年
五
k
一
三
日
に
中
英
閒
で
閲
結
さ
れ
た
﹁
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
お
よ
び
保
護
領
に
お
け
る
中
國
人
勞
働
者
の
7
用

に
關
す
る
協
*
(C
onvention
respecting
the
em
ploym
entofC
hinese
labour
in
B
ritish
colonies
and
protectorates)
﹂
の
第
二
條
に
基
づ
い
て
︑

中
國
人
に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
供
與
し
て
省
內
各
地
で
移
民
を
募
集
さ
せ
る
べ
き
で
︑
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
外
國
人
が
內
地
で
募
集
す
る
こ
と

を
禁
止
す
べ
き
と
�
張
し
て
い
た(54

)
︒

一
方
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
外
務
部
が
移
民
問
題
に
つ
い
て
實
用
�
な
知
識
を
も
た
ず
︑
省
當
局
の
助
言
に
依
據
す
る
だ
ろ
う
と
し
て
お
り(55

)
︑

こ
れ
ら
省
當
局
者
の
¬
見
に
#
目
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
肝
心
の
兩
廣
總
督
の
z
答
は
商
會
の
E
査
後
に
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て(56

)
︑
結
果

は
不
m
で
あ
り
︑
閩
浙
總
督
の
z
答
も
行
わ
れ
て
い
な
い(57

)
︒

こ
の
·
報
を
s
け
た
リ
ッ
デ
ル
は
︑
六
k
二
六
日
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
に
對
し
て
會
社
取
閲
役
會
は
山
東
Â
撫
に
對
し
て
自
由
に
直
接
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
こ
と
が

ま
し
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
と
し
︑
ま
た
リ
ッ
デ
ル
は
福
円
と
廣
東
の
總
督
か
ら
の
z
答
を
�
待
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る(58

)
︒

こ
こ
か
ら
︑
リ
ッ
デ
ル
が
省
當
局
と
の
直
接
$
涉
を
狙
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑
實
際
に
J
展
の
な
い
ま
ま
辛
亥
革
命
を
&
え
る

こ
と
に
な
る
︒

第
二
L

辛
亥
革
命
の
J
展
と
移
民
事
業

一
九
一
一
年
一
〇
k
一
〇
日
に
辛
亥
革
命
が
勃
發
し
︑
福
円
省
で
は
︑
一
一
k
九
日
に
福
州
に
お
い
て
革
命
e
が
蜂
起
し
て
閩
浙
總
督
松
壽

は
自
殺
し
た
︒
一
三
日
に
は
革
命
e
に
よ
り
福
円
軍
政
府
が
成
立
︑
怨
軍
瓜
領
孫
9
仁
が
福
円
都
督
と
な
っ
た
︒
ま
た
廈
門
も
一
一
k
一
五
日

に
革
命
e
の
手
に
落
ち
た(59

)
︒
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そ
の
變
動
の
�
中
︑
華
工
の
募
集
地
が
廈
門
に
決
ま
っ
た
︒
一
九
一
二
年
一
k
九
日
の
O
廈
門
領
事
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
の
報
吿
に
よ
る
と
︑

リ
ッ
デ
ル
は
︑
海
峽
�
民
地
へ
の
移
民
募
集
の
結
果
か
ら
︑
廈
門
周
邊
の
勞
働
者
が
現
地
に
g
應
し
や
す
く
︑
ま
た
中
國
の
他
の
ど
の
地
域
の

人
よ
り
も
條
件
に
滿
足
し
て
問
題
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
か
ら
︑
移
民
に
�
も
g
し
て
い
る
と
み
な
し
た
︒
ま
た
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
政
府
は
廣
東

人
が

ま
し
く
な
い
こ
と
か
ら
︑
香
�
か
ら
の
勞
働
者
.
入
を
希

し
な
か
っ
た(60

)
︒

そ
こ
で
リ
ッ
デ
ル
は
華
工
の
募
集
と
目
�
地
へ
の
輸
D
に
關
し
て
テ
ー
ト
商
會

(T
ait
&
C
o.)
と
契
*
を
結
ん
だ
︒
こ
の
テ
ー
ト
商
會
の
廈

門
に
お
け
る
代
理
人
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン

(W
.W
ilson)
は
︑
廈
門
�
や
方
言
に
つ
い
て
も
詳
細
な
知
識
を
M
す
る
人
物
で
あ
っ
た(61

)
︒
實
質
�

に
現
地
に
お
け
る
事
業
は
こ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
�
じ
て
行
わ
れ
て
い
く
︒
な
お
︑
テ
ー
ト
商
會
は
一
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
廈
門
に
お
け
る

﹁
苦
力
貿
易
﹂
を
擔
い
︑
當
時
廈
門
の
人
々
か
ら
敵
視
さ
れ
て
い
た
商
社
で
あ
り(62

)
︑
再
び
中
英
閒
の
紛
爭
の
當
事
者
と
な
っ
て
い
く(63

)
︒

一
k
九
日
の
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
の
報
吿
に
よ
れ
ば
︑
テ
ー
ト
商
會
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
︑
計
劃
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
承
Y
を
s
け
た
ら
︑
革

命
政
府
側
に
北
ボ
ル
ネ
オ
移
民
の
利
益
を
1
民
に
傳
え
る
布
吿
を
出
す
こ
と
を
個
人
�
に
働
き
か
け
た
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
サ

ン
デ
ィ
ウ
ス
は
︑
正
式
に
承
Y
さ
れ
た
政
府
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
宗
敎
書
行
商
人
の
ビ
ラ
と
い
う
手
段
を
用
い
て
︑
直
接
農
民
に
對
し
て
︑
勞

働
者
と
し
て
�
待
さ
れ
る
こ
と
や
報
酬
に
つ
い
て
說
m
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る(64

)
︒
つ
ま
り
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
は
︑
現
地
當
局
に
配
慮
し

な
い
で
華
工
募
集
を
J
め
る
こ
と
を
推
奬
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

一
方
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
一
九
一
二
年
一
k
二
七
日
︑
グ
レ
イ
外
相
に
對
し
︑
福
円
省
に
正
式
に
承
Y
さ
れ
た
政
府
が
な
い
こ
と
は
困
難
を

も
た
ら
す
が
︑
福
円
省
の
事
實
上
の
當
局
の
好
¬
を
求
め
る
の
と
同
時
に
︑
淸
¿
政
府
に
對
し
て
も
︑
計
劃
し
て
い
る
行
動
を
�
知
す
る
こ
と

が
︑
中
國
當
局
を
無
視
し
た
よ
う
に
解
釋
さ
れ
る
よ
う
な
や
り
方
よ
り
も

ま
し
い
と
述
べ
て
い
る(65

)
︒
以
上
か
ら
は
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
が
︑
あ
く

ま
で
も
中
國
側
と
の
¬
思
疎
�
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

と
は
い
え
︑
二
k
一
二
日
に
は
淸
¿
が
Ç
壞
し
て
お
り
︑
三
k
一
〇
日
に
は
外
務
部
が
外
$
部
に
改
め
ら
れ
︑
外
$
總
長
と
な
っ
た
陸
�
祥

の
下
で
組
織
再
É
が
行
わ
れ
て
い
た(66

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
國
中
央
政
府
の
外
$
の
繼
續
性
が
不
m
確
に
な
っ
て
き
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
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の
一
方
で
︑
政
治
�
變
動
に
關
わ
ら
ず
︑
華
工
募
集
事
業
は
J
展
し
て
い
た
︒

第
三
L

華
工
募
集
の
J
展

一
九
一
二
年
一
k
に
は
テ
ー
ト
商
會
の
名
で
北
ボ
ル
ネ
オ
行
き
移
民
募
集
の
廣
吿
が
揭
示
さ
れ
た
︒
そ
の
中
で
は
給
與
が
k
一
一
～
一
二
ド

ル
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
二
〇
ド
ル
に
(
し
︑
渡
航
費
用
は
會
社
が
\
擔
し
︑
一
年
後
に
は
歸
國
な
い
し
在
留
が
B
擇
可
能
で
︑
在
留
の
場
合
に

は
家
族
の
渡
航
費
用
を
會
社
が
\
擔
す
る
と
し
て
い
た(67

)
︒
福
円
諮
議
局
議
員
林
輅
存
に
よ
れ
ば
︑
當
時
の
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
福
円
移
民
の
賃
金

の
�
高
額
は
日
給
四
〇
～
五
〇
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら(68

)
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
は
給
與
面
で
も
魅
力
�
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
︒三

k
三
〇
日
に
リ
ッ
デ
ル
が
廈
門
に
到
着
し
た
後
︑
テ
ー
ト
商
會
は
商
會
の
古
く
か
ら
の
買
辦
で
興
泉
永
9
の
特
別
な
友
人
で
あ
る

A
lok

を
�
じ
て
︑
興
泉
永
9
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
︒
そ
の
際
に
︑
興
泉
永
9
は
計
劃
に
反
對
せ
ず
︑
そ
れ
が
人
々
の
利
益
に
な
る
と
考
え
て
い
る
と

し
た
も
の
の
︑
イ
ギ
リ
ス
領
事
と
$
涉
し
て
い
な
い
た
め
に
彼
ら
を
荏
¦
は
で
き
な
い
と
し
た
︒
そ
れ
を
s
け
て
テ
ー
ト
商
會
は
募
集
事
業
を

開
始
し
︑
四
k
一
六
日
に
は
香
�
に
聯
絡
し
て
汽
5
ボ
ル
ネ
オ

(B
orneo)
號
を
手
配
し
︑
同
じ
Í
に
二
枚
目
の
ポ
ス
タ
ー
を
頒
布
し
た(69

)
︒

テ
ー
ト
商
會
は
︑
興
泉
永
9
が
Î
默
に
了
解
し
た
と
み
な
し
て
︑
移
民
事
業
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
移
民
が
順
E
に
J
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
現
地
の
利
H
關
係
者
の
反
發
が
存
在
し
た
︒
リ
ッ
デ
ル
に
よ
る
と
︑
す
で

に
一
九
一
二
年
一
k
四
日
︑
九
日
︑
一
二
日
︑
一
六
日
の
﹃
チ
ャ
イ
ナ
・
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク

(C
hina
O
utlook)
﹄
は
い
ず
れ
も
北
ボ
ル
ネ
オ
に

お
け
る
華
工
に
つ
い
て
の
記
事
を
揭
載
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
華
工
に
對
す
る
容
赦
な
い
�
い
を
非
難
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
リ
ッ
デ
ル
は
︑

こ
の
怨
聞
は
x
年
の
一
二
k
三
〇
日
に
創
刊
さ
れ
て
お
り
︑
中
國
人
に
よ
っ
て
經
營
さ
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
恐
ら
く
參
與
し
︑
移
民
關
係
業

者
や
華
工
輸
D
に
關
心
を
持
つ
他
の
人
々
が
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
が
自
x
の
代
理
人
を
設
立
す
る
の
を
妨
礙
し
よ
う
と
し
て
い
る
證
據
で
あ
る

と
み
な
し
て
い
た(70

)
︒

― 52 ―

604



そ
し
て
移
民
事
業
を
開
始
し
て
早
々
の
四
k
二
〇
日
頃
︑
テ
ー
ト
商
會
に
來
た

A
lok
は
︑
興
泉
永
9
が
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
華
工
乘
5
を
J
め

な
い
よ
う
に
F
y
し
て
お
り
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
が
興
泉
永
9
を
訪
問
す
れ
ば
同
¬
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
︒
そ
し
て
そ
の
原
因
は

海
關
銀
號
と
ギ
ル
ド
が
反
對
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た(71

)
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
テ
ー
ト
商
會
の
廈
門
代
理
人
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
O
北

京
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
�
譯
生
ジ
ョ
ー
ジ

(A
.H
.G
eorge)
へ
の
四
k
一
九
日
の
聯
絡
で
も
︑
興
泉
永
9
は
當
初
は
非
公
式
に
移
民
を
Y
め
て
い

た
も
の
の
︑
強
y
を
狙
っ
て
い
る
廈
門
商
務
總
會
︑
海
關
銀
號
の

head
お
よ
び
保
商
局
の
局
長
か
ら
影
§
を
s
け
て
い
る
と
し
︑
地
方
の
利

H
關
係
者
に
影
§
さ
れ
る
地
方
官
僚
を
警
戒
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る(72

)
︒
つ
ま
り
︑
廈
門
に
お
け
る
移
民
事
業
の
利
H
關
係
者
は
興
泉
永
9
な

ど
の
地
方
官
僚
に
影
§
を
行
使
し
つ
つ
あ
っ
た
︒

そ
こ
で
四
k
二
三
日
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
と
リ
ッ
デ
ル
は
興
泉
永
9
を
訪
問
し
︑
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
改
善
さ
れ
た
契
*
を
Y
め
た
と
述
べ

た
︒
そ
し
て
契
*
條
項
が
讀
み
上
げ
ら
れ
る
と
︑
興
泉
永
9
は
非
常
に
公
正
で
感
心
し
た
と
し
︑
何
ら
變
¯
の
必
F
は
な
い
と
思
う
と
述
べ
た

が
︑
上
司
の
許
可
無
し
に
個
人
�
な
合
¬
は
出
來
な
い
た
め
︑
北
京
か
ら
の
訓
令
が
來
る
こ
と
が

ま
し
い
と
し
た
︒
し
か
し
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ

ス
ら
は
︑
こ
れ
は
地
方
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
︑
地
方
で
議
論
す
る
方
が
都
合
が
い
い
と
述
べ
た
た
め
︑
興
泉
永
9
は
こ
の
件
を
領
事
が
�
書
で

傳
え
る
な
ら
ば
︑
福
円
都
督
孫
9
仁
に
聯
絡
す
る
と
し
て
い
る
︒
一
方
で
興
泉
永
9
は
領
事
ら
に
對
し
て
︑
外
國
人
リ
ク
ル
ー
タ
ー
と
と
も
に

移
民
を
檢
査
す
る
中
國
人
委
員
の
設
置
を
F
求
し
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
リ
ッ
デ
ル
に
衣
存
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
同
時
に
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領

事
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
北
京
か
ら
福
州
に
赴
く
こ
と
で
︑
福
円
都
督
孫
9
仁
と
の
個
人
�
な
關
係
を
利
用
し
て
障
礙
を
取
り
除
く
こ
と
を
�
待
し

て
い
る
と
し
た(73

)
︒
以
上
か
ら
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
ら
が
福
円
現
地
で
の
$
涉
で
移
民
事
業
を
J
め
よ
う
と
し
て
お
り
︑
現
地
當
局
と
の
關
係
に
つ

い
て
は
樂
觀
�
で
あ
る
こ
と
︑
福
州
の
省
當
局
と
の
關
係
を
重
視
し
て
お
り
︑
中
央
政
府
へ
の
配
慮
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒

一
方
︑
テ
ー
ト
商
會
か
ら
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
へ
の
書
鯵
に
よ
る
と
︑
四
k
︑
北
京
に
い
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
多
忙
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
會

え
ず
︑
書
記
官
の
バ
ー
ト
ン

(S.B
arton)
に
會
っ
た
︒
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
と
バ
ー
ト
ン
は
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
が
︑
恐
ら
く
非
常
に
長
い

時
閒
を
F
す
る
で
あ
ろ
う
外
$
部
と
の
$
涉
な
し
に
移
民
事
業
を
J
め
︑
可
能
な
ら
ば
廈
門
で
テ
ー
ト
商
會
と
地
方
官
僚
の
閒
で
取
り
決
め
た
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方
が

ま
し
い
と
考
え
て
い
る
と
し
た
︒
さ
ら
に
バ
ー
ト
ン
は
當
局
の
關
與
無
し
に
ひ
そ
か
に
移
民
を
出
�
さ
せ
る
方
が
い
い
と
述
べ
た
と
し

て
い
る(

74
)

︒
こ
の
バ
ー
ト
ン
の
言
か
ら
は
︑
北
京
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
も
現
地
に
お
け
る
解
決
を

ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
れ
に
對
し
︑

後
に
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
テ
ー
ト
商
會
の
書
鯵
が
述
べ
て
い
る
の
は
事
實
で
は
な
い
と
し
︑
バ
ー
ト
ン
が
傳
え
た
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
¬
思
は
︑
中
央
紙

府
で
の
$
涉
は
遲
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
�
初
に
地
方
で
取
り
決
め
を
行
う
方
が

ま
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る(75

)
︒
い
ず
れ
に

し
て
も
︑
當
時
ジ
ョ
ー
ダ
ン
が
北
京
に
お
け
る
$
涉
に
先
だ
っ
て
現
地
で
$
涉
を
行
う
方
が

ま
し
い
と
し
て
い
た
の
は
事
實
で
あ
ろ
う(76

)
︒

第
四
L

北
京
に
お
け
る
$
涉

し
か
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
移
民
事
業
の
J
展
に
つ
い
て
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
北
京
の
中
華
民
國
外
$
部
に
正
式
に
傳
(
し
て
$
涉
を
開
始
す
る

x
に
︑
外
$
部
が
福
円
都
督
か
ら
の
電
報
で
事
業
の
J
展
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
︑
問
題
解
決
を
よ
り
困
難
に
し
た
︒

五
k
六
日
に
外
$
總
長
陸
�
祥
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
︑
福
円
都
督
の
電
報
の
內
容
を
傳
え
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
四
k
に
廈
門
で

テ
ー
ト
商
會
が
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
勞
働
者
を
促
す
ビ
ラ
を
揭
示
し
た
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
福
円
省
當
局
は
相
談
も
s
け
ず
︑
許
可
も
與
え
て
い
な

か
っ
た
︒
そ
の
た
め
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
宣
傳
を
中
止
す
る
よ
う
に
傳
え
た
と
こ
ろ
︑
イ
ギ
リ
ス
領
事
は
都
督
に
對
し
て
布
吿
の
發
行
を
求
め
た

た
め
︑
都
督
は
外
$
部
に
問
い
合
わ
せ
る
と
共
に
︑
公
使
に
移
民
の
募
集
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
に
F
y
し
た
︒
そ
こ
で
外
$
部
は
︑
テ
ー
ト
商

會
が
中
央
政
府
な
い
し
地
方
政
府
の
Y
可
x
に
移
民
を
募
集
し
て
い
る
の
は
一
九
〇
四
年
の
中
英
協
*
第
一
條
に
¸
反
し
て
い
る
と
し
︑
公
使

に
對
し
移
民
募
集
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
に
F
求
し
た(77

)
︒

こ
の
一
九
〇
四
年
の
中
英
協
*
第
一
條
は
︑
一
八
六
〇
年
の
北
京
協
*
第
五
條
に
基
づ
き
つ
つ
︑
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
ま
た
は
保
護
領
に
お
い

て
年
�
契
*
移
民
を
7
用
す
る
必
F
が
生
じ
た
と
き
は
︑
イ
ギ
リ
ス
公
使
は
中
國
政
府
に
對
し
︑
移
民
を
必
F
と
す
る
�
民
地
な
い
し
保
護
領

の
名
稱
︑
乘
5
す
る
條
*
�
の
名
稱
︑
7
用
�
閒
と
條
件
を
傳
(
し
︑
中
國
政
府
は
そ
れ
を
s
け
て
た
だ
ち
に
當
該
條
*
�
の
地
方
官
に
訓
令

し
て
移
民
の
Ò
宜
を
圖
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
た(78

)
︒
か
く
し
て
契
*
移
民
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
條
*
が
︑
中
國
側
の
根
據
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と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
件
に
つ
い
て
外
務
省
は
�
民
地
省
と
聯
絡
を
と
り
︑
�
民
地
省
側
は
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
は
海
峽
�
民
地
へ
の
移
民
と
同
じ
形
態

で
あ
り
︑
渡
航
x
に
契
*
に
サ
イ
ン
す
る
形
式
に
g
用
さ
れ
る
一
九
〇
四
年
の
協
*
の
第
一
條
に
は
該
當
し
な
い
と
外
務
省
に
傳
(
し
た(79

)
︒
こ

れ
を
s
け
て
五
k
二
五
日
︑
グ
レ
イ
外
相
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
移
民
は
協
*
が
g
用
さ
れ
な
い
と
中
國
政
府
に
傳

(
す
る
よ
う
に
訓
令
し(80

)
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
そ
の
旨
を
中
國
側
に
傳
(
し
た(81

)
︒
つ
ま
り
︑
イ
ギ
リ
ス
側
は
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
は
契
*
移
民
で
は

な
い
の
で
︑
一
九
〇
四
年
の
協
*
は
g
用
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
六
k
四
日
︑
外
$
部
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
す
る
照
會
で
︑
中
國
側
に
協
*
に
基
づ
き
移
民
を
瓜
制
な
い
し
禁
止
す
る
權
利
が
あ

る
と
�
張
し
た
︒
そ
し
て
︑
渡
航
後
に
契
*
に
署
名
す
る
こ
と
か
ら
協
*
の
第
一
條
が
g
用
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
イ
ギ
リ
ス
の
商
社
は

ボ
ル
ネ
オ
に
す
で
に
到
着
し
た
華
工
と
契
*
す
べ
き
で
あ
っ
て
︑
廈
門
に
移
民
募
集
の
ビ
ラ
を
揭
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公

使
に
對
し
て
移
民
募
集
の
停
止
を
求
め
た(82

)
︒
そ
こ
で
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
六
日
︑
外
$
部
の
側
が
︑
契
*
移
民
が
g
用
さ
れ
な
い
の
に
︑
事

x
に
移
民
た
ち
に
契
*
內
容
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
の
が
理
解
出
來
な
い
と
し
て
い
る
と
グ
レ
イ
外
相
に
傳
え
た(83

)
︒

そ
れ
に
對
し
グ
レ
イ
外
相
は
�
民
地
省
の
了
解
を
得
た
上
で(84

)
︑
海
外
移
民
を
Y
め
た
北
京
協
*
第
五
條
に
基
づ
い
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移

民
に
對
す
る
い
か
な
る
妨
礙
に
つ
い
て
も
抗
議
す
る
と
い
う
訓
令
を
一
三
日
に
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
D
付
し
た(85

)
︒
つ
ま
り
︑
グ
レ
イ
外
相
は
︑

一
九
〇
四
年
の
協
*
が
基
礎
と
し
て
い
る
北
京
協
*
の
方
を
根
據
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
の
側
も
そ
の
根
據
に
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
二
等
書
記
官
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト

(W
.

A
.Stew
art)
の
六
k
一
八
日
の
メ
モ
で
も
︑

こ
の
x
�

(一
九
〇
四
年
の
協
定
の
x
�
)
の
言
い
回
し
か
ら
し
て
︑
中
國
側
の
一
九
〇
四
年
の
協
*
が
一
八
六
〇
年
の
協
*
の
補
完
物
で

あ
る
と
い
う
見
方
に
正
當
性
が
あ
る
の
は
m
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
政
治
�
理
由
に
よ
り
︑
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
華
工
移
民
を
一
九
〇
四
年

の
協
*
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
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と
述
べ
︑
口
頭
で
抗
議
し
て
中
國
政
府
の
態
度
を
變
え
さ
せ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
た(86

)
︒
つ
ま
り
︑
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
側
も
︑
條
*
上
は
一
九
〇

四
年
の
協
定
を
g
用
す
べ
き
だ
と
い
う
中
國
側
の
�
張
を
Y
め
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
條
*
上
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が
不
利
に
な
る
事
態
が
生
じ
た
の
は
︑
そ
も
そ
も
︑
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
契
*
移
民
は
開
�
場
か
ら
香

�
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
D
ら
れ
︑
そ
こ
で
契
*
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
仲
介
者
(
客
頭
)
が
開
�
場
か
ら
香
�
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
ま
で
移
民
を
連
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
り
︑
一
九
〇
四
年
の
協
定
に
基
づ
く
中
國
側
と
の
$
涉
を
回
Ó
し
て
い
た
︒
そ
れ
に
對
し
︑
北
ボ

ル
ネ
オ
政
府
は
直
接
開
�
場
で
募
集
し
よ
う
と
し
た
た
め
︑
Ô
に
協
定
g
用
の
可
能
性
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
九
〇
四

年
の
協
*
は
︑
華
南
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
側
の
華
工
の
直
接
募
集
を
著
し
く
困
難
に
す
る
性
格
を
M
し
て
い
た
︒
か
く
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
側
が

條
*
に
よ
る
對
應
策
を
見
い
だ
せ
な
い
狀
況
の
中
︑
廈
門
に
お
け
る
華
工
募
集
は
Ö
展
開
を
み
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

第
四
違

華
工
募
集
の
失
敗

第
一
L

廈
門
か
ら
の
華
工
.
入
の
J
展

先
述
の
よ
う
に
外
$
部
か
ら
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
へ
の
F
求
が
行
わ
れ
︑
五
k
八
日
に
な
る
と
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
に

對
し
て
︑
中
國
政
府
が
契
*
の
樣
式
が
Y
可
さ
れ
る
ま
で
廈
門
に
お
け
る
募
集
を
中
止
す
る
よ
う
に
F
求
し
て
い
る
こ
と
を
傳
え
た(87

)
︒

一
方
︑
五
k
九
日
に
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
て
︑
廈
門
の
地
方
當
局
は
一
九
〇
四
年
の
協
*
に
基
づ
く
訓
令
を
F

求
し
て
い
る
と
報
吿
し(88

)
︑
現
地
で
の
移
民
が
Ö
×
に
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒

五
k
一
二
日
︑
廈
門
に
戾
っ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
︑
興
泉
永
9
と
會
見
し
た
が
︑
そ
の
際
に
興
泉
永
9
は
移
民
に
反
對
し
な
い
が
︑
福
州
か
ら

の
命
令
が
な
い
限
り
公
式
の
許
可
を
與
え
る
權
限
が
な
い
と
し
︑
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
F
求
に
應
じ
て
孫
都
督
へ
の
書
鯵
を
渡
し
た
︒
一
三
日
に

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
面
會
に
應
じ
た
孫
都
督
は
︑
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
荏
¦
し
た
い
と
述
べ
た
が
︑
一
方
で
事
態
は
す
で
に
北
京
の
外
$
部
に
照
會
さ
れ
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て
お
り
︑
孫
都
督
は
條
*
が
F
求
す
る
手
續
き
を
回
Ó
で
き
な
い
と
し
た
︒
し
か
し
︑
�
%
�
に
孫
都
督
は
テ
ー
ト
商
會
が
す
で
に
契
*
濟
み

で
あ
る
一
〇
〇
〇
人
の
華
工
に
つ
い
て
は
移
D
を
Y
め
る
よ
う
に
E
整
し
た
い
と
述
べ
た
︒
具
體
�
に
は
興
泉
永
9
に
對
し
て
輸
D
を
見
¤
す

よ
う
に
訓
令
を
出
し
︑
福
州
に
報
吿
が
な
い
限
り
︑
都
督
も
公
式
の
�
知
を
行
わ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た(89

)
︒
こ
こ
か
ら
は
︑
福
州
の
孫
都

督
が
こ
の
時
點
で
は
移
民
を
默
Y
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

五
k
二
四
日
︑
問
題
の
發
生
を
恐
れ
た
テ
ー
ト
商
會
は
汽
5
ハ
イ
ヤ
ン

(H
aiyang)
號
で
一
〇
〇
人
を
ジ
ェ
ッ
セ
ル
ト
ン
に
轉
D
す
る
た

め
に
香
�
に
D
っ
た
︒
さ
ら
に
五
k
二
七
日
に
は
都
督
の
弟
が
福
州
か
ら
廈
門
に
到
着
し
︑
一
〇
〇
〇
名
の
華
工
の
輸
D
を
Y
め
る
と
口
頭
で

述
べ
た
た
め
に
︑
テ
ー
ト
は
四
〇
〇
人
の
華
工
を
ジ
ェ
ッ
セ
ル
ト
ン
に
直
接
輸
D
す
る
準
備
を
始
め
た(90

)
︒
五
k
二
八
日
︑
リ
ッ
デ
ル
は
香
�
か

ら
フ
ォ
ー
ブ
ス
に
電
報
を
打
ち
︑
一
〇
〇
人
の
廈
門
の
華
工
が
香
�
に
到
着
し
て
Í
末
に
は
ボ
ル
ネ
オ
に
向
か
い
︑
六
k
第
三
Í
ま
で
に
さ
ら

に
三
〇
〇
人
が
ボ
ル
ネ
オ
に
む
か
う
だ
ろ
う
と
豫
想
し
た(91

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
福
州
の
孫
都
督
の
默
Y
の
下
︑
部
分
�
に
は
移
民
が
順
E
に
J
む
か
に
見
え
た
︒

第
二
L

廈
門
で
の
華
工
.
入
の
失
敗

し
か
し
︑
そ
の
後
︑
移
民
事
業
は
行
き
詰
ま
る
︒
五
k
末
か
ら
は
︑
現
地
利
H
關
係
者
の
妨
礙
が
本
格
�
に
始
ま
っ
た
︒
テ
ー
ト
商
會
に
よ

る
と
︑
ハ
イ
ヤ
ン
號
で
廈
門
か
ら
香
�
に
行
っ
た
九
六
人
の
う
ち
︑
五
k
三
〇
日
に
香
�
で
九
人
が
失
踪
し
た
︒
ま
た
︑
彼
ら
を
A
い
て
い
た

の
は
テ
ー
ト
商
會
の
リ
ク
ル
ー
タ
ー
で
同
祥
客
棧
を
經
營
す
る
葉
炎
・
陳
水
9
で
あ
っ
た
が
︑
同
祥
客
棧
の
ラ
イ
バ
ル
の
客
棧
を
經
營
す
る

Y
at
Lai
は
︑
香
�
の
福
円
會
館
に
對
し
︑
殘
り
の
華
工
が
ボ
ル
ネ
オ
に
向
か
う
の
を
止
め
る
よ
う
に
電
報
を
打
っ
た
︒
そ
こ
で
福
円
會
館
は

香
�
に
お
い
て
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
移
民
の
妨
礙
を
圖
っ
た
︒
そ
し
て
香
�
登
記
局
の
審
問
の
中
で
︑
華
工
の
大
�
が
移
民
を
拒
否
し
︑
廈
門
に
戾

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
香
�
で
失
踪
し
て
六
k
四
日
に
廈
門
に
戾
っ
て
き
た
九
人
の
華
工
の
う
ち
二
人
が
︑
テ
ー
ト
商
會
の
リ
ク
ル
ー

タ
ー
で
あ
り
︑
客
棧
を
經
營
し
て
い
る
葉
と
陳
が
彼
ら
を
奴
隸
と
し
て
賣
却
し
よ
う
と
し
た
と
訴
え
た
︒
さ
ら
に
華
僑
公
會
も
吿
發
を
行
っ
た
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た
め
︑
廈
門
に
戾
っ
て
い
た
葉
と
陳
は
Ù
捕
さ
れ
︑
テ
ー
ト
商
會
の
釋
放
F
求
は
拒
絕
さ
れ
た(92

)
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
廈
門
の
移
民
業
者
に
よ
り
︑
香
�
の
福
円
人
會
館
を
�
じ
て
移
民
が
妨
礙
さ
れ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
は
地
方
當
局
に
北
ボ
ル
ネ

オ
華
工
募
集
の
F
で
あ
る
客
棧
經
營
者
を
Ù
捕
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
移
民
ル
ー
ト
を
封
じ
Û
め
た
こ
と
が
分
か
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
テ
ー

ト
商
會
も
仲
介
者
Ü
リ
ク
ル
ー
タ
ー
で
あ
る
客
棧
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
そ
れ
が
Ý
點
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

六
k
一
日
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
Ù
捕
さ
れ
た
二
人
の
釋
放
を
求
め
た
が(93

)
︑
三
日
の
興
泉
永
9
の
z
答
で
は
︑
一
九
〇
四
年
の
協
*
を
根

據
に
し
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
移
民
が
興
泉
永
9
自
身
の
同
¬
を
得
て
い
な
い
に
も
關
わ
ら
ず
︑
テ
ー
ト
商
會
が
¸
法
に
移
民
を
募
集
し
て

い
る
と
し
た
︒
そ
し
て
︑
二
人
の
客
棧
經
營
者
の
Ù
捕
に
つ
い
て
は
︑
誘
£
の
罪
で
地
方
當
局
が
取
り
E
べ
て
お
り
︑
テ
ー
ト
商
會
に
對
す
る

釋
放
F
求
は
條
*
¸
反
だ
と
し
た(94

)
︒
興
泉
永
9
が
完
¶
に
廈
門
の
移
民
業
者
の
側
に
立
っ
た
の
は
m
ら
か
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
事
態
を
s
け
て
六
k
七
日
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
電
報
を
打
ち
︑
地
方
當
局
が
移
民
の
障
礙
と
な
り
︑
一

九
〇
四
年
の
協
*
を
�
張
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
誘
£
の
罪
を
捏
Þ
し
て
Ù
捕
さ
れ
た
テ
ー
ト
商
會
の
使
用
人
二
名
を
射
殺
す
る
と
脅
°
し
て
い

る
と
報
吿
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
彼
ら
の
救
濟
は
よ
り
上
部
か
ら
の
壓
力
が
な
け
れ
ば
絕

�
で
あ
り
︑
福
州
の
都
督
も
賴
り
に
な
ら
ず
︑
福

州
の
外
$
司
は
敵
對
�
で
あ
る
と
し
て
い
る(95

)
︒
ま
た
︑
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
二
人
の
客
頭
は
公
社
の
客
頭
と
同
樣
の
行
爲
を
行
っ
て
い
る

に
す
ぎ
ず
︑
廣
吿
の
揭
示
が
撤
回
さ
れ
れ
ば
釋
放
さ
れ
る
と
豫
想
さ
れ
た(96

)
︒

六
k
一
二
日
︑
客
棧
の
團
體
で
あ
る
廈
門
旅
館
公
和
會
社
か
ら
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
に
脅
°
狀
が
D
付
さ
れ
た
︒
そ
の
脅
°
狀
は
︑
テ
ー
ト

ら
が
不
法
に
華
工
を
だ
ま
し
て
ß
入
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
︑
現
在
の
政
權

(中
華
民
國
政
府
)
が
從
來

(淸
¿
政
府
)
と
は
衣
な
り
上
下
一

體
で
あ
る
と
指
摘
し
︑
廈
門
の
人
々
は
Ù
捕
し
た
二
人
を
射
殺
し
な
い
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
な
い
と
し
て
い
た
︒
そ
し
て
領
事
に
對
し
︑
歸
國

す
べ
き
で
あ
り
︑
歸
國
し
な
い
で
北
京
に
電
報
を
打
っ
た
場
合
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
脅
°
し
た(97

)
︒

も
し
︑
北
京
﹇
の
中
央
政
府
﹈
が
﹇
二
人
の
釋
放
を
F
求
す
る
﹈
あ
な
た
の
行
爲
に
合
¬
し
た
な
ら
︑
我
々
と
﹇
公
社
に
い
る
﹈
宿
泊
客

は
群
衆
を
集
め
︑
テ
ー
ト
商
會
を
た
た
き
壞
し
て
¯
地
に
し
︑
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
放
火
し
て
¶
燒
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
時
廈
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門
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
を
一
人
た
り
と
も
生
か
し
て
お
く
こ
と
は
な
く
︑
¶
て
殺
し
盡
く
さ
れ
る
だ
ろ
う(98

)
︒

こ
う
し
た
狀
況
の
中
︑
六
k
一
四
日
に
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
廈
門
に
お
け
る
$
涉
の
失
敗
に
つ
い
て
報
吿
し
た
が
︑
そ

の
中
で
︑
こ
の
事
業
に
敵
對
し
た
の
は
移
民
の
利
H
關
係
者
と
僞
り
の
愛
國
�
義
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
と

み
な
し
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
公
和
社
︑
す
な
わ
ち
廈
門
の
棧
行
公
會
で
︑
華
僑
公
會
と
と
も
に
︑
テ
ー
ト
商
會
が
リ
ク
ル
ー
ト
の
た
め
に
7
用

し
た
二
人
の
棧
行
經
營
者
の
Ù
捕
に
影
§
し
た
︒
彼
ら
は
恐
ら
く
M
利
な
取
引

(
移
民
事
業
)
が
彼
ら
の
犧
牲
者
に
よ
っ
て
獨
占
さ
れ
る

と
思
い
︑
そ
れ
が
實
現
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
こ
う
し
た
手
段
を
à
じ
た
よ
う
で
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
ン
・

ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
分
子
で
︑
廈
門
と
福
州
に
お
い
て
と
も
に
m
白
に
反
英
で
あ
る
︒
福
州
で
彼
ら
は
思
い
�
り
に
し
て
お
り
︑
外

$
司
は
彼
ら
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
の
で
︑
福
円
都
督
は
あ
た
か
も
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
に
お
ち
ぶ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
︒
外
$
司

は
テ
ー
ト
商
會
へ
の
敵
對
に
�
も
積
極
�
で
あ
り
︑
具
體
�
な
利
益
も
絡
ん
で
い
る
可
能
性
も
あ
る
︒
興
h
在
1
の
ア
メ
リ
カ
人
メ
ソ
ジ

ス
ト
宣
敎
師
の
ブ
リ
ュ
ー
ス
タ
ー

(R
.B
rew
ster)
は
﹁
純
粹
に
人
9
�
義
�
﹂
な
動
機
で
ラ
ジ
ャ
の
政
府
と
の
協
定
に
よ
っ
て
サ
ラ
ワ

ク
に
華
工
を
輸
D
す
る
た
め
に
廈
門
と
福
州
の
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
を
訪
れ
た
︒
彼
は
す
で
に
廈
門
を
訪
れ
る
華
工
を
乘
せ
た
一
隻
の
汽
5

に
よ
っ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
經
由
で
勞
働
者
何
人
か
を
D
り
Û
ん
だ
が
︑
今
回
は
イ
ギ
リ
ス
汽
5
で
よ
り
直
接
�
に
何
百
人
か
を
輸
D
す
る

こ
と
を
希

し
た
︒
彼
は
﹇
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
﹈
瓜
合
さ
れ
た
移
民
の
法
令
の
¶
て
の
條
項
を
實
施
し
︑
中
國
政
府
の
正
式
な
同
¬
も
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
︒
外
$
司
が
テ
ー
ト
の
事
業
を
可
能
な
限
り
困
難
に
し
よ
う
と
も
ち
か
け
て
き
た
の
は
︑
こ
の
挫
折
に

對
す
る
反
應
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
驚
く
こ
と
で
は
な
い(99

)
︒

そ
し
て
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
︑
反
感
が
な
く
ま
る
ま
で
︑
他
�
で
の
募
集
を
行
っ
た
方
が
よ
い
と
¢
斷
し
た(100

)
︒

つ
ま
り
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
に
よ
れ
ば
︑
テ
ー
ト
商
會
と
棧
行
二
人
の
Ù
捕
は
︑
そ
れ
ら
二
つ
の
棧
行
に
よ
る
M
利
な
貿
易
獨
占
を
恐
れ

た
棧
行
公
會
と
華
僑
公
會
の
影
§
で
あ
り
︑
さ
ら
に
反
イ
ギ
リ
ス
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
領
事
に
事
實
上
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サ
ラ
ワ
ク
移
民
事
業
を
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
敎
師
の
影
§
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る(101

)
︒

以
上
か
ら
は
︑
廈
門
の
華
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
代
表
す
る
客
棧
の
團
體
で
あ
る
廈
門
旅
館
公
和
公
社
が
︑
外
國
�
民
地
・
外
國
商
社
と
結
び

つ
い
た
客
棧
を
園
底
し
て
敵
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
團
體
に
と
っ
て
︑
彼
ら
の
影
§
力
が
ã
ば
な
い
別
の
移
民
ル
ー
ト
が
で
き
る

こ
と
は
い
か
な
る
理
由
で
も
Y
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
そ
う
し
た
ル
ー
ト
が
で
き
る
こ
と
は
仲
介
者
と
し
て
の
彼
ら
の
機
能
の
一
部
を

奪
う
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
仲
介
手
數
料
の
減
少
を
招
く
危
險
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
福
州
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
の
問
題
で
あ
る
が
︑
辛
亥
革
命
時
の
福
州
に
お
け
る
蜂
起
に
ア
メ
リ
カ
領
事
・
ア
メ

リ
カ
人
宣
敎
師
が
關
與
し
︑
ア
メ
リ
カ
人
經
營
の
英
華
・
格
致
兩
書
院
の
學
生
が
參
加
す
る
の
を
荏
¦
し
た
た
め
︑
福
州
に
お
い
て
は
軍
政
府

の
F
職
に
英
華
書
院
出
身
者
が
つ
く
な
ど(102

)
︑
ア
メ
リ
カ
の
勢
力
が
擴
大
し
て
い
た
︒
當
時
の
政
務
院
外
$
部
長

(
陳
能
光
)
は
英
華
書
院
出
身

で
メ
ソ
ジ
ス
ト
で
あ
り
︑
元
ア
メ
リ
カ
領
事
館
�
譯
で
あ
っ
た(103

)
︒
さ
ら
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
會
は
福
州
に
お
い
て
も
︑
イ
ギ
リ
ス
人

女
性
宣
敎
師
の
£
M
す
る
土
地
を
ß
入
し
よ
う
と
し
て
︑
紛
爭
を
引
き
起
こ
し
て
い
た(104

)
︒
こ
の
よ
う
に
福
州
で
ア
メ
リ
カ
の
勢
力
が
強
h
さ
れ

る
中
で
︑
英
米
の
關
係
が
惡
h
し
て
い
た
こ
と
も
︑
移
民
事
業
妨
礙
の
背
景
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
見
れ
ば
︑

ア
メ
リ
カ
と
結
び
つ
い
た
反
英
�
な
行
動
は
﹁
僞
り
の
愛
國
�
義
﹂
と
見
え
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
れ
を
s
け
︑
七
k
一
八
日
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
に
對
し
︑
移
民
事
業
は
中
國
當
局
の
許
可
を
得
て
か
ら
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
︑
中
國
側
と
の
$
涉
を
抑
制
し
︑
中
國
當
局
の
合
¬
が
得
ら
れ
る
ま
で
︑
テ
ー
ト
商
會
に
よ
る
移
民

積
載
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
監
視
す
る
こ
と
を
命
令
し
た(105

)
︒

七
k
二
三
日
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
グ
レ
イ
外
相
に
廈
門
で
の
$
涉
は
完
¶
に
失
敗
し
た
と
し
︑
�
初
に
地
方
當
局
の
Y
可
を
得
な
か
っ
た

こ
と
を
殘
念
だ
と
し
て
い
た
︒
リ
ッ
デ
ル
や
テ
ー
ト
商
會
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
現
地
の
移
民
業
者
の
旣
得
權
益
を
E
整
す
る
の
に
失
敗
し
た

こ
と
が
困
難
な
原
因
と
し
て
い
た
が
︑
公
使
は
地
方
當
局
が
私
�
に
は
移
民
を
Y
め
る
と
公
言
し
た
と
し
て
も
︑
公
�
に
は
一
九
〇
四
年
の
協

定
に
規
定
さ
れ
た
狀
況
で
な
い
限
り
禁
止
し
て
い
た
の
は
m
ら
か
で
あ
っ
た
か
ら
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
は
テ
ー
ト
と
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
が
準
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備
を
J
め
る
の
を
Y
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る(106

)
︒

つ
ま
り
︑
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
領
事
が
地
方
當
局
の
理
解
を
得
な
い
で
事
業
を
J
め
る
の
を
Y
め
て
い
た
事
に
つ
い
て
は
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
ら

は
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
︑
外
$
部
が
抗
議
を
行
っ
た
の
も
︑
中
央
・
地
方
の
了
解
な
し
に
移
民
事
業
が
J
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
ら
は
現
地
で
の
$
涉
は

ん
で
い
た
が
︑
現
地
政
府
の
了
解
を
と
る
こ
と
の
重
F
性
に
つ
い

て
は
︑
Y
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
ら
の
外
$
部
へ
の
働
き
か
け
が
遲
れ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
り
︑
$
涉
失
敗

の
責
任
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
ら
に
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

第
三
L

北
京
で
の
問
題
解
決
失
敗

こ
の
閒
︑
北
京
で
の
$
涉
も
J
展
し
て
い
な
か
っ
た
︒
七
k
二
五
日
に
な
る
と
�
民
地
省
は
外
務
省
に
對
し
︑
華
工
が
北
ボ
ル
ネ
オ
で

ま

し
い
待
�
を
s
け
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
移
民
を
妨
礙
す
る
理
由
が
な
い
と
し
て
︑
移
民
事
業
を
s
け
入
れ
る
よ
う
に
中
國
政
府
に
對
し
て

壓
力
を
か
け
る
よ
う
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
に
訓
令
す
る
こ
と
を
F
y
し
た(107

)
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
�
民
地
省
側
が
︑
條
*
で
は
な
く
︑
移
民
に
と
っ
て
事

業
が
M
利
で
あ
る
こ
と
を
�
張
の
根
據
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
苦
し
い
立
場
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

七
k
二
九
日
︑
グ
レ
イ
外
相
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
こ
の
�
民
地
省
の
¬
向
を
傳
(
し
た(108

)
︒
そ
こ
で
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
七
k
三
一
日
︑
外

$
部
で
外
$
部
�
長
顏
惠
慶
と
會
談
し
た
︒
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
テ
ー
ト
商
會
が
移
民
の
吿
示
を
出
し
た
の
は
地
方
政
府
に
契
*
移
民
を
企
圖
し
て

い
る
と
ë
解
さ
せ
た
た
め
に
ë
り
で
あ
っ
た
と
し
た
︒
一
方
で
︑
テ
ー
ト
商
會
に
よ
る
旣
得
權
益
の
ì
H
を
地
元
の
移
民
業
者
が
恐
れ
て
い
る

こ
と
が
廈
門
に
お
け
る
反
對
の
原
因
で
あ
る
が
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
側
の
希

は
よ
り
良
質
の
勞
働
力
の
確
保
に
あ
る
と
し
た
︒
そ
し
て
外
$
部
の

F
求
�
り
テ
ー
ト
商
會
の
吿
示
を
撤
回
し
︑
外
國
商
社
で
は
な
く
中
國
の
客
棧
を
使
用
し
て
移
民
を
手
配
す
る
よ
う
に
す
る
の
で
︑
廈
門
か
ら

ボ
ル
ネ
オ
へ
の
華
工
の
直
航
を
妨
礙
し
な
い
よ
う
に
確
*
し
て
ほ
し
い
と
F
求
し
た(109

)
︒
事
實
上
︑
イ
ギ
リ
ス
側
は
中
國
側
の
F
求
に
完
¶
に
應

じ
︑
さ
ら
に
現
地
に
配
慮
し
て
外
國
商
社
に
よ
る
募
集
を
撤
回
し
︑
移
民
事
業
を
現
地
の
客
棧
に
依
存
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒

― 61 ―

613



こ
れ
に
對
し
︑
顏
惠
慶
は
テ
ー
ト
商
會
を
誘
£
で
吿
發
す
る
と
い
う
廈
門
當
局
か
ら
の
報
吿
が
あ
る
と
し
た
が
︑
こ
れ
を
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
ば

か
げ
て
い
る
と
一
蹴
し
た
︒
ま
た
顏
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
提
起
し
た
解
決
策
は
個
人
�
に
は
贊
成
だ
が
︑
廈
門
當
局
に
打
診
し
て
か
ら
で
な
い
と

保
證
で
き
な
い
と
述
べ
た
︒
一
方
の
代
理
外
$
總
長
胡
惟
德
は
移
民
奬
勵
に
贊
成
で
︑
ボ
ル
ネ
オ
に
移
民
が
增
大
し
た
際
の
領
事
設
置
を
�
待

し
た
が
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
︑
領
事
設
置
は
困
難
と
し
て
い
た(110

)
︒
こ
こ
に
︑
外
$
部
が
廈
門
の
現
地
に
責
任
を
押
し
つ
け
て
い
る
こ
と
︑
こ
の
機

會
を
利
用
し
て
領
事
設
置
な
ど
の
懸
案(111

)
を
M
利
に
J
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
の
後
︑
九
k
二
五
日
︑
福
円
省
の
混
亂
に
よ
っ
て
$
涉
は
停
滯
し(112

)
︑
中
國
側
か
ら
イ
ギ
リ
ス
側
に
聯
絡
が
あ
っ
た
の
は
一
一
k
二
二
日
に

な
っ
て
か
ら
で
︑
外
$
部
は
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
に
對
し
︑
福
円
都
督
は
︑
中
國
人
が
移
民
を
管
理
す
る
方
法
を
述
べ
た
う
え
で
︑
も
し
イ
ギ
リ

ス
の
同
¬
が
あ
れ
ば
移
民
募
集
に
關
す
る
規
定
を
作
成
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た(113

)
︒

こ
れ
を
う
け
︑
一
二
k
二
日
︑
ジ
ョ
ー
ダ
ン
公
使
は
グ
レ
イ
外
相
に
對
し
︑
イ
ギ
リ
ス
の
B
擇
肢
と
し
て
は
一
九
〇
四
年
の
協
定
の
規
定
を

ï
守
す
る
か
︑
省
政
府
に
移
民
に
關
す
る
規
定
を
作
成
さ
せ
る
か
の
二
つ
で
あ
り
︑
後
者
は
移
民
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
中
國
人
客
頭
を
拘
束
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
︒
そ
し
て
ジ
ョ
ー
ダ
ン
は
北
ボ
ル
ネ
オ
へ
の
規
定
の
原
理
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
の
移
民
に
も
g
用
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
︑
危
險
だ
と
み
な
し
た(114

)
︒
結
局
︑
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
︑
中
國
側
に
よ
っ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
へ
の
移
民
の
規
制
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
は
る
か
に
危
險
で
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
省
政
府
に
よ
る
移
民
管
理
規
定
に
つ
い
て
は
協
議
さ
れ
な
い
で
%
わ
る
︒
こ
こ
に
︑
廈
門
で
の

募
集
は
�
%
�
に
斷
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

北
ボ
ル
ネ
オ
�
民
地
に
と
っ
て
︑
華
工
の
獲
得
に
際
し
て
リ
ク
ル
ー
ト
の
部
分
で
香
�
の
代
理
人
︑
實
際
に
は
香
�
に
華
工
を
E
(
す
る
客

頭
に
完
¶
に
依
存
し
︑
彼
ら
仲
介
者
が
質
を
考
慮
せ
ず
に
募
集
を
行
っ
て
い
た
う
え
に
︑
多
額
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
コ
ス
ト
と

な
っ
て
い
た
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
は
中
閒
業
者
を
排
除
し
︑
開
�
場
に
お
い
て
直
接
事
業
に
乘
り
出
す
こ
と
に
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な
っ
た
︒

し
か
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
と
い
う
�
民
地
政
府
が
華
工
募
集
に
直
接
關
與
し
た
た
め
に
︑
外
務
省
や
香
�
�
民
地
と
い
っ
た
﹁
イ
ギ
リ

ス
﹂
內
部
に
お
け
る
E
整
に
時
閒
を
F
し
た
︒
一
方
で
︑
香
�
當
局
の
介
入
も
あ
り
︑
契
*
條
項
に
お
い
て
移
民
の
待
�
の
改
善
も
實
現
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
內
の
手
續
き
に
時
閒
を
F
す
る
中
で
︑
辛
亥
革
命
が
J
展
し
︑
北
京
の
中
央
政
府
ã
び
現
地
當
局
が
變
り
︑
イ
ギ
リ

ス
側
は
中
國
側
と
の
十
分
な
¬
思
疎
�
に
失
敗
し
た
こ
と
が
移
民
事
業
を
困
難
に
し
て
い
っ
た
︒

そ
し
て
事
業
者
側
が
︑
現
地
の
利
H
關
係
者
の
反
發
を
輕
視
し
て
い
た
の
が
致
命
�
で
あ
っ
た
︒
旣
得
權
益
を
失
い
か
ね
な
い
廈
門
の
旣
存

の
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
關
係
者
の
反
擊
は
強
烈
で
あ
り
︑
現
地
政
府
を
動
か
し
て
イ
ギ
リ
ス
商
社
に
協
力
す
る
客
棧
を
Ù
捕
さ
せ
︑
移
民

事
業
を
封
じ
こ
め
た
︒
こ
れ
に
對
抗
す
る
に
は
︑
あ
ら
か
じ
め
現
地
地
方
政
府

(福
円
省
・
廈
門
)
の
確
實
な
荏
持
が
な
け
れ
ば
︑
成
功
の
可

能
性
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
加
え
て
︑
辛
亥
革
命
後
の
福
州
に
お
い
て
勢
力
を
伸
張
さ
せ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
と
の
對
立
も
イ
ギ
リ
ス
側
に

不
利
に
働
い
た
︒

ま
た
︑
北
京
で
の
$
涉
で
は
︑
從
來
の
東
南
ア
ジ
ア
向
け
年
�
契
*
移
民
が
︑
一
九
〇
四
年
協
定
の
g
用
を
回
Ó
し
つ
つ
香
�
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
契
*
を
結
ん
で
い
た
の
に
對
し
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
が
契
*
移
民
を
香
�
で
は
な
く
開
�
場
で
募
集
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
︑
一
九

〇
四
年
協
定
の
g
用
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
側
の
立
場
を
不
利
に
し
︑
北
京
に
お
け
る
$
涉
で
こ
れ
を
挽
回
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
︒
事
實
上
︑
一
九
〇
四
年
の
協
定
は
︑
�
民
地
政
府
の
華
南
開
�
場
に
お
け
る
直
接
募
集
を
極
め
て
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
を
よ
り
長
�
�
に
み
れ
ば
︑
歐
米
人
�
.
の
﹁
苦
力
貿
易
﹂
を
廢
止
さ
せ
︑
さ
ら
に
年
�
契
*
移
民
を
規
制
し
た
こ
と
が
︑
移
民
事

業
に
關
し
て
イ
ギ
リ
ス
側
を
一
方
�
に
拘
束
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
の
華
南
か
ら
の
直
接
華
工
募
集
事
業
は
失
敗
に
%
わ
っ
た
︒
以
上
か
ら
︑
旣
存
の
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
存
在
す
る
華
南
に
お
け
る
直
接
リ
ク
ル
ー
ト
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
外
國
政
府
の
�
.
す
る
怨
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形

成
は
旣
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
お
よ
び
彼
ら
に
動
員
さ
れ
た
地
方
政
府
に
よ
っ
て
妨
礙
さ
れ
て
︑
實
現
は
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
北
ボ
ル
ネ
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オ
側
が
末
端
に
お
い
て
客
棧
な
ど
の
仲
介
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
そ
こ
を
突
か
れ
た
場
合
に
對
應
で
き
な
い
こ
と
も
Ý
點
で
あ
っ
た
︒
そ

し
て
一
九
〇
四
年
の
中
英
協
*
が
事
實
上
︑
募
集
地
の
了
解
を
必
F
と
し
て
い
た
こ
と
も
決
定
�
で
あ
っ
た
︒
�
民
地
政
府
︑
ひ
い
て
は
イ
ギ

リ
ス
政
府
が
背
後
に
い
た
と
し
て
も
︑
本
論
が
示
す
よ
う
に
妨
礙
さ
れ
て
失
敗
し
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
外
國
商
社
が
獨
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

開
拓
す
る
こ
と
は
事
實
上
不
可
能
で
あ
っ
た(115

)
︒
そ
し
て
か
か
る
經
雲
は
ま
た
︑
華
人
の
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
競
爭
力
を
經
濟
�
合
理
性
か
ら

だ
け
で
は
十
分
に
說
m
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
華
南
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
廣
が
る
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
北
ボ
ル
ネ
オ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
周
緣
に
と
っ
て
は
非

效
A
�
で
あ
り
︑
仲
介
業
者
が
;
重
に
も
介
在
す
る
こ
と
で
高
コ
ス
ト
と
な
っ
た
が
︑
コ
ス
ト
は
華
工
に
轉
嫁
さ
れ
て
彼
ら
の
\
擔
を
增
や
し

た
か
ら
︑
必
ず
し
も
華
工
自
身
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
擴
大
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
﹁
客
棧
制
﹂
は
︑
仲
介
者
が
;
重
に
も
介
在
す
る
狀
況
を
見
れ
ば
︑
柏
祐
賢
が

指
摘
す
る
よ
う
な
︑
取
引
の
不
確
定
性
を
︑
第
三
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
確
定
h
し
よ
う
と
す
る
﹁
ò
﹂
の
原
理
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
と

い
え(116

)
︑
中
國
で
歷
!
�
に
常
に
形
成
さ
れ
て
き
た
分
L
ô
Þ
の
一
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る(117

)
︒
そ
し
て
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
華
工
の
募

集
と
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
輸
D
と
い
う
︑
移
民
事
業
の
利
潤
の
大
�
を
生
み
出
す
部
分
を
完
¶
に
掌
握
し
て
い
た
か
ら
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
末
端
に
お
い
て
直
接
7
用
制
度
が
.
入
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
¶
體
へ
の
影
§
は
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑

こ
れ
は
﹁
個
人
リ
ク
ル
ー
ト
制
﹂
か
ら
直
接
7
用
と
い
っ
た
發
展
�
な
液
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

し
か
し
︑
東
南
ア
ジ
ア
¶
體
と
し
て
み
れ
ば
︑
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
十
分
に
機
能
し
︑
東
南
ア
ジ
ア
經
濟
に
不
可
缺
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
︒
華
人
移
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
華
南
の
特
定
方
言
集
團
以
外
の
集
團
や
外
國
人
商
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
他
の
可
能
性
を
園

底
�
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
事
實
上
︑
代
替
不
可
能
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
華

南
か
ら
の
華
人
勞
働
者
の
需
F
が
な
く
な
ら
な
い
限
り
︑
M
效
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
狀
況
の
中
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
會
社
も
華
南
に
お
け
る
華
工
の
直
接
募
集
を
斷
念
し
︑
一
九
一
三
年
に
は
天
津
に
お
け
る
華
工
募
集
な
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ど
︑
怨
た
な
試
み
を
始
め
る(118

)
︒
今
後
は
︑
中
國
側
の
!
料
と
對
照
さ
せ
つ
つ
︑
華
南
以
外
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て
も
︑
分
析
を
J
め
て
い
き
た
い
︒

�(1
)
先
驅
�
な
硏
究
と
し
て
は
イ
ギ
リ
ス
õ
國
內
を
�
っ
た
キ
ャ
ン
ベ

ル
の
硏
究
が
あ
る
︒
Persia
C
raw
ford
C
am
pbell,
C
hinese

C
oolie
E
m
igration
to
C
ountries
w
ithin
the
B
ritish
E
m
pire,

London
:F
rank
C
ass
&
C
o.Ltd,1923.淸
¿
政
府
の
役
割
に
つ

い
て
は
以
下
を
參
照
︒
莊
國
土
﹃
中
國
封
円
政
府
�
華
僑
政
策
﹄
廈

門
：
廈
門
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︒
Y
en
C
hing-hw
ang.

C
oolies
and
M
andarins
:
C
hina’s
P
rotection
of
O
verseas

C
hinese
during
the
L
ate
C
h’
ing
P
eriod
(1851-1911),

Singapore
:Singapore
U
niversity
Press,1985.
本
論
と
關
聯

す
る
移
民
の
シ
ス
テ
ム
に
は
ワ
ン
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
向
け
移
民
を

�
っ
た
︒
W
ang,
Sing-w
u.
T
he
O
rganaization
of
C
hinese

E
m
igration
1848-1888
:W
ith
SpecialR
eference
to
C
hinese

E
m
igration
to
A
ustralia,San
F
rancisco
:C
hinese
M
aterials

C
entre,Inc.,1978.
ま
た
苦
力
貿
易
の
中
で
も
リ
ク
ル
ー
タ
ー
で

あ
る
客
頭
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
海
の
²
代
中
國
│
│
福

円
人
の
活
動
と
イ
ギ
リ
ス
・
淸
¿
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一

三
年
︑
第
六
違
參
照
︒

(2
)
移
民
數
の
推
移
に
つ
い
て
は
︑
杉
原
が
先
驅
�
な
檢
討
を
行
っ
た
︒

杉
原
薰
﹃
ア
ジ
ア
閒
貿
易
の
形
成
と
ô
Þ
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
�
︑
一

九
九
六
年
︑
第
一
〇
違
︒
よ
り
詳
細
な
檢
討
と
し
て
は
︑
�
村
の
硏

究
が
あ
る
︒
�
村
是
淸
﹁
r
液
�
勞
働
移
1
の
社
會
�
條
件
﹂
冨
岡

倍
雄
・
中
村
q
八
É
﹃
²
代
世
界
の
歷
!
宴

︱
︱
機
械
制
工
業
世

界
の
成
立
と
周
邊
ア
ジ
ア
﹄
世
界
書
院
︑
一
九
九
五
年
︒

(3
)
可
兒
弘
m
﹃
²
代
中
國
の
苦
力
と
豬
花
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
九

年
︑
一
〇
︑
八
三
～
八
四
頁
︒

(4
)
杉
原
x
揭
書
︑
二
九
七
頁
︒

(5
)
杉
原
x
揭
書
︑
三
〇
七
～
三
一
二
頁
︒
杉
原
の
こ
の
區
分
は
︑
ブ

ラ
イ
ス
の
先
驅
�
硏
究
に
基
づ
い
て
い
る
︒
W
.L.B
lyth,“H
is-

toricalSketch
ofC
hinese
Labour
in
M
alaya",Journalofthe

M
alayan
B
ranch
of
the
R
oyal
A
siatic
Society,V
ol.20,1947,

pp.98-99.

(6
)
K
.G
.
T
regonning,
A
H
istory
of
M
odern
Sabah
(N
orth

B
orneo
1881-1963),K
uala
Lum
pur
:U
niversity
ofM
alaya

Press,
1965
[revised,
first
published
in
1958
as
U
nder

C
hartered
C
om
pany
R
ule
(N
orth
B
orneo,1881-1946)],p.

v.

(7
)
本
稿
で
使
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
�
民
地
省
�
書
は
以
下
の
�
り
で
あ

る
︒
C
O
129
:
H
ong

K
ong,
O
riginal
C
orrespondence
;

C
O
531
:
B
ritish
N
orth
B
orneo
O
riginal
C
orrespondence
;

C
O
874
:B
ritish
N
orth
B
orneo
C
om
pany
:Papers.

(8
)
本
稿
で
使
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
�
書
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

F
O
228
:
E
m
bassy
and
C
onsular
A
rchives,
C
hina
:
C
orre-
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spondence
Series
I;F
O
371,PoliticalD
epartm
ents
:G
eneral

C
orrespondence
from
1906-1966.

(9
)
T
regonning,op.
cit.,pp.4-51
;L.R
.W
right,T
he
O
rigin

ofB
ritish
N
orth
B
orneo,H
ongkong
:H
ong
K
ong
U
niversity

Press,1970.

(10
)
T
regonning,op.
cit.,pp.80-89.

(11
)
T
regonning,op.
cit.,pp.130-144.

(12
)
F
O
228/2240,E
ncl.in
F
oreign
O
ffice
to
Jordan,N
o.123,

A
pril15,1911.

(13
)
F
O
228/2240,E
ncl.in
G
rey
to
Jordan,N
o.315,O
ctober
11,

1911.

(14
)
T
regonning,op.
cit.,pp.144-145.

(15
)
C
O
874/329,E
ncl.in
F
orbes
to
Pearson,N
o.449,D
ecem
-

ber
2,1910.

(16
)
F
O
228/2240,
R
iddell
to
Scott,
Private
Letter,
June
26,

1911.

(17
)
F
O
371/1084,F
orbes
to
F
oreign
O
ffice,January
18,1911.

(18
)
F
O
371/1084,
F
orbes
to
U
nder
Secretary
of
State
for

F
oreign
O
ffice,M
arch
28,1911.

(19
)
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
へ
の
契
*
移
民
に
よ
る
華
工
.
入
は
一
九
〇

四
年
に
始
ま
り
︑
華
北
か
ら
D
ら
れ
た
が
︑
樣
々
な
問
題
が
發
生
し
︑

一
九
〇
七
年
に
契
*
移
民
は
廢
止
さ
れ
た
︒
C
am
pbell,op.cit.,

pp.161-216.

(20
)
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
は
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
ル
へ
の
移
民
に
北
ボ
ル
ネ
オ

が
參
與
す
る
こ
と
を
︑
シ
ェ
パ
ー
ド

(H
.Sheppard)
と
協
議
し

て
い
る
︒
C
O
874/329,R
idgew
ay
to
G
uerits,N
o.242,June
10,

1910.

(21
)
C
O
874/286,E
ncl.B
in
Pearson
to
F
orbes,N
o.604,D
e-

cem
ber
23,1910.

(22
)
こ
の
記
事
は
北
ボ
ル
ネ
オ
商
工
會
議
£
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

C
O
874/551,N
orth
B
orneo
C
ham
ber
ofC
om
m
erce,M
inute

of
C
om
m
ittee
M
eeting
held
on
29th
N
ovem
ber,1910.

(23
)
C
O
531/3,
A
nderson
to
Secretary
of
States,
M
arch
14,

1911.

(24
)
C
O
874/551,
N
orth
B
orneo
C
ham
ber
of
C
om
m
erce,

M
inute
of
C
om
m
ittee
M
eeting
held
on
7th
A
ugust,1911.

(25
)
カ
ン
ガ
ー
ニ
︑
メ
イ
ス
ト
リ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
リ
ク
ル
ー
タ
ー
Ü

職
長
に
A
い
ら
れ
て
集
團
�
に
移
1
す
る
移
民
制
度
︒
こ
の
方
法
は

イ
ン
ド
人
移
民
の
大
多
數
を
占
め
て
い
た
︒
杉
原
x
揭
書
︑
二
八
六

頁
︒

(26
)
英
領
マ
ラ
ヤ
で
は
一
九
一
一
年
二
k
︑
中
國
人
契
*
移
民
を
一
九

一
四
年
六
k
に
廢
止
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
︒
B
lyth,op.
cit.,

pp.90-98
;C
am
pbell,op.
cit.,p.25.

(27
)
F
O
371/1084,
F
iddes
to
U
nder
Secretary
of
State
for

F
oreign
O
ffice,F
ebruary
24,1911.

(28
)
F
O
371/1084,
F
iddes
to
U
nder
Secretary
of
State
for

F
oreign
O
ffice,M
arch
7,1911.

(29
)
F
O
228/2240,
E
ncl.
in
F
oreign
O
ffice
to
Jordan,
N
o.86,

M
arch
11,1911.

(30
)
F
O
371/1084,
F
orbes
to
U
nder
Secretary
of
State
for
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F
oreign
O
ffice,M
arch
28,1911.

(31
)
F
O
371/1084,F
oreign
O
ffice
to
C
olonial
O
ffice,N
o.123,

A
pril4,1911.

(32
)
F
O
228/2240,E
ncl.in
F
oreign
O
ffice
to
Jordan,N
o.123,

A
pril15,1911.

(33
)
杉
原
x
揭
書
︑
309
頁
︒

(34
)
F
O
371/1084,Jordan
to
G
rey,N
o.263,June
28,1911.

(35
)
C
O
531/3,E
ncl.in
R
idgew
ay
to
A
nderson,N
ov.11,1911.

(36
)
C
O
531/3,E
ncl.in
R
idgew
ay
to
A
nderson,N
ov.11,1911.

(37
)
C
O
874/331,F
orbes
to
R
iddell,N
ovem
ber
24,1911.

(38
)
C
O
129/381,
E
ncl.
in
Lugard
to
H
arcourt,
C
onfidential,

N
ovem
ber
27,
1911,
M
inute
relating
to
B
ritish
N
orth

B
orneo
E
m
igration.

(39
)
C
O
129/381,
E
ncl.
in
Lugard
to
H
arcourt,
C
onfidential,

N
ovem
ber
27,
1911,
M
inute
relating
to
B
ritish
N
orth

B
orneo
E
m
igration.

(40
)
C
O
129/381,
E
ncl.
in
Lugard
to
H
arcourt,
C
onfidential,

N
ovem
ber
27,
1911,
M
inute
relating
to
B
ritish
N
orth

B
orneo
E
m
igration.

(41
)
C
O
129/381,Lugard
to
H
arcourt,C
onfidential,N
ovem
ber

27,1911.

(42
)
C
O
874/332,
E
ncl.
in
F
orbes
to
E
llis,
N
o.185,
A
pril
19,

1912.

(43
)
C
O
129/389,
E
ncl.
in
Severn
to
H
arcourt,
C
onfidential,

M
arch
29,1912.

(44
)
F
O
228/2241,E
ncl.in
Scot
to
W
ilson,M
arch
18,1912.

(45
)
C
O
874/332,
E
ncl.
in
F
orbes
to
E
llis,
N
o.185,
A
pril
19,

1912.

(46
)
F
O
228/2241,Sundius
to
Jordan,N
o.13,A
pril1,1912.

(47
)
C
O
874/332,
E
ncl.
in
F
orbes
to
E
llis,
N
o.185,
A
pril
19,

1912.

(48
)
C
O
874/332,
E
ncl.
in
F
orbes
to
E
llis,
N
o.185,
A
pril
19,

1912.

(49
)
F
O
371/1342,
R
ead
to
U
nder
Secretary
of
State
for

F
oreign
O
ffice,A
pril19,1912.

(50
)
F
O
228/2241,G
rey
to
Jordan,T
el.N
o.77,A
pril20,1912.

(51
)
F
O
228/2240,Jordan
to
G
rey,N
o.139,June
8,1911.

(52
)
F
O
228/2240,R
iddellto
Jordan,June
16,1911.

(53
)
F
O
371/1084,E
ncl.N
o.1
in
Jordan
to
G
rey,N
o.263,June

28,1911.

(54
)
F
O
371/1084,E
ncl.N
o.2
in
Jordan
to
G
rey,N
o.263,June

28,1911.

(55
)
F
O
371/1084,Jordan
to
G
rey,N
o.263,June
28,1911.

(56
)
F
O
371/1084,E
ncl.N
o.2
in
Jordan
to
G
rey,N
o.263,June

28,1911.

(57
)
一
九
一
一
年
五
k
一
六
日
の
O
廈
門
領
事
サ
ン
デ
ィ
ウ
ス
の
報
吿

に
よ
れ
ば
︑
廈
門
の
鼓
浪
嶼
公
共
租
界
に
お
い
て
︑
福
円
か
ら
は
契

*
移
民
以
外
の
移
民
を
許
可
し
な
い
と
い
う
福
円
$
涉
司
・
Â
警
9

の
三
k
二
〇
日
附
け
の
布
吿
が
揭
示
さ
れ
て
い
る
︒
F
O
371/1084,

E
ncl.N
o.3
in
Jordan
to
G
rey,N
o.263,June
28,1911.
自
由
移
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民
を
否
定
す
る
布
吿
の
¬
圖
は
不
m
で
あ
る
が
︑
外
務
部
か
ら
聯
絡

を
s
け
た
福
円
省
當
局
が
何
ら
か
の
移
民
規
制
を
圖
っ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
︒

(58
)
F
O
371/1084,E
ncl.N
o.4
in
Jordan
to
G
rey,N
o.263,June

28,1911.

(59
)
菅
野
正
﹃
淸
末
日
中
關
係
!
の
硏
究
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
︑

八
六
～
九
〇
頁

(60
)
F
O
228/2241,Sundius
to
Jordan,N
o.1,January
9,1912.
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Consequently, Li Guangyan and his brother were given command by the Tang

of nomadic groups in northern Hedong from the time of the Dezong 德宗 emperor,

and in the campaigns against the military governors during the reigns of Xianzong

and his successor Muzong 穆宗, Li Guangyan participated at the head of Türkic

nomadic groups consisting of the Tiele and Shatuo 沙陀 tribes, as well as Türks

living within Tang territory and achieved the greatest military results with his

mounted forces. In other words, it was precisely because it was possible to commit

Türkic mounted troops from northern Hedong to the campaigns against the

military governors by employing Li Guangyan and his brother that the Xianzong

emperor was able to achieve the military successes that brought about the Yuanhe

restoration.

CONFLICT BETWEEN COLONIES AND MIGRATION NETWORKS :

A FAILED ATTEMPT TO RECRUIT CHINESE LABORERS

IN AMOY FOR BRITISH NORTH BORNEO DURING

THE PERIOD OF THE XINHAI REVOLUTION

MURAKAMI Ei

In contrast to the “coolie trade,” which has been extensively studied, Chinese

migration from south China to Southeast Asia has not been studied thoroughly.

Additional research is needed on Chinese migration networks and their economic

rationality, as well as recruitment at the treaty ports in south China, and

specifically, the reasons for the failure of direct recruitment at these treaty ports by

foreign merchant firms or colonial governments in competition with these net-

works. In this study, I will analyze these problems by examining a failed attempt

by the British North Borneo Chartered Company to recruit migrants during the

period of the Xinhai Revolution.

The British North Borneo Company consistently had trouble securing good

quality Chinese laborers at low cost, because planters in British North Borneo

recruited their laborers through middlemen in Hong Kong. Therefore, the British

North Borneo Chartered Company attempted to exclude these middlemen and

directly recruit laborers at the treaty ports.

British government offices such as the Colonial Office, the Foreign Office, and

the Hong Kong colonial government were slow to approve the direct participation
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of the colonial government (the British North Borneo Chartered Company) in the

recruitment of Chinese laborers. Yet, the terms of contracts were revised, and the

treatment of Chinese laborers began to improve. However, when the recruitment

project started, various parties interested in immigration in Amoy objected to the

project and moved local officials to arrest the Chinese recruiters who cooperated

with the project. As a result, recruitment in Amoy became impossible. Further-

more, British authorities could not legally oppose the Chinese authorities in

negotiations in Peking because the project aimed to recruit contract laborers at

treaty ports, which would invoke the terms of the Convention of 1904. As a result,

the effort of the British North Borneo Chartered Company to directly recruit

Chinese laborers in southern China ended in failure.

This episode demonstrates the difficulty in the direct recruitment of Chinese

laborers by foreign governments or foreign firms at treaty ports in China, where

migration networks already existed. Given that the British North Borneo

Chartered Company failed even with the support of the British government, it

would surely have been almost impossible for foreign firms to develop their own

networks. This case also shows that the competitiveness of the Chinese migration

networks cannot be fully explained in economic terms alone.

DIPLOMACY OF THE OLD TIBETAN EMPIRE AND

THE CONCLUTION OF THE “TRILATERAL”

TREATY OF 822-823

IWAO Kazushi

The “trilateral” treaty between Tang China, Uighur, and Tibet, which was

concluded in 822-823, brought peace to the eastern part of Eurasia. Because of this,

the treaty has been recognized as a significant event in the area of concern.

Nonetheless, strangely no records of this event exist on the Chinese or Uighur sides,

while there are records on the Tibetan side. Despite the fact there has been much

scholarship done, the reality of the treaty has not been clarified. Nor has the effect

of the treaty on Tibet been addressed. Using numerous historical sources in

Tibetan and Chinese, including Dunhuang documents such as Prayers for the
foundation of the De ga yu tshal monastery (P.t. 16 + IOL Tib J751), this paper

focuses on clarifying the details of the actual process and consequences of the
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