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序
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工
　
本
書
の
編
集
意
図

雷
　
　
永

望

　
本
書
は
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
の
「
国
際
関
係
か
ら
見
た
植
民
地
帝

国
日
本
研
究
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
」
の
研
究
成
果
と
し
て
、
浅
野
豊
美
が
代
表
と

な
っ
て
編
集
さ
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
の
編
集
意
図
を
は
し
が
き
か
ら

ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
本
書
の
視
点
で
あ
る
が
、
「
日
本
と
そ
の
周
辺
国
家
と
し
て
の
米
・

豪
・
英
の
国
家
戦
略
を
反
映
し
た
国
際
関
係
的
枠
組
み
」
「
沖
縄
・
台
湾
・

朝
鮮
な
ど
の
帝
国
内
部
地
域
と
の
関
係
や
接
触
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会

経
済
的
重
層
性
」
「
南
方
諸
地
域
か
ら
戦
後
日
本
に
行
わ
れ
た
引
揚
と
そ
れ

が
引
き
起
こ
し
た
戦
後
沖
縄
に
お
け
る
独
立
論
の
台
頭
」
を
包
括
的
に
論
じ

る
と
し
て
い
る
。
編
者
が
強
調
す
る
の
は
、
従
来
の
南
洋
群
島
統
治
研
究
は

経
済
的
関
心
に
偏
っ
て
い
た
が
、
南
洋
群
島
は
戦
略
拠
点
と
し
て
の
植
民
地

支
配
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
協
調
の
時
代

に
は
軍
事
亀
が
薄
ま
っ
て
経
済
的
側
面
が
重
視
さ
れ
た
が
、
軍
事
的
価
値
に

こ
そ
本
質
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
実
際
に
国
際
協
調
が

破
綻
し
て
日
本
が
国
際
連
盟
を
脱
退
し
て
か
ら
は
、
日
本
は
南
洋
群
島
の
軍

事
基
地
化
に
適
進
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
書
は
第

～
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
南
洋
群
島
占
領
に
始
ま
り
、
戦
間
期
の
委

任
統
治
、
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
前
夜
の
受
任
国
資
格
論
争
を
経
て
、
敗
戦

後
の
日
本
に
お
け
る
南
洋
群
島
体
験
の
継
承
ま
で
を
論
じ
る
。

　
本
書
は
上
記
の
編
集
方
針
に
従
い
、
計
九
本
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
は
テ
ー
マ
別
に
三
部
構
成
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
「
第
－
部

国
際
関
係
を
最
も
反
映
し
た
植
民
地
巨
委
任
統
治
の
主
権
管
理
枠
組
と
国
家

安
全
保
障
・
発
展
戦
略
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
結
果
南
洋
群
島
を
獲
得
し

た
日
本
が
、
い
か
な
る
姿
勢
で
南
洋
群
島
統
治
に
臨
ん
だ
か
を
、
国
際
法
・

統
治
政
策
・
民
間
団
体
の
関
与
と
い
う
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
「
第
E
部

帝
国
日
本
の
重
層
的
関
与
一
I
－
沖
縄
・
台
湾
・
朝
鮮
と
の
地
域
的
結
合
と
社

会
的
浸
透
」
は
日
本
に
よ
る
統
治
が
南
洋
群
島
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
、
植
民

地
台
湾
の
南
洋
群
島
に
対
す
る
関
心
・
朝
鮮
人
労
働
者
の
流
入
問
題
・
ミ
ク

ロ
ネ
シ
ア
の
母
系
鋼
の
変
容
と
い
う
異
な
る
角
度
か
ら
照
射
す
る
。
「
第
下

部
　
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
と
折
り
た
た
ま
れ
た
帝
国
…
「
南
進
の
飛

び
石
」
か
ら
「
ビ
ン
の
ブ
タ
」
へ
」
で
は
、
敗
戦
後
に
台
湾
・
南
洋
群
島
か

ら
日
本
本
土
な
ら
び
に
沖
縄
へ
引
き
揚
げ
た
人
々
が
生
活
を
再
建
す
る
上
で

抱
え
た
問
題
を
取
り
上
げ
、
戦
後
日
本
社
会
に
流
れ
込
ん
で
い
る
日
本
人
の

南
洋
群
島
体
験
を
確
認
す
る
作
業
を
行
い
、
本
書
全
体
を
締
め
く
く
る
。
い

う
な
れ
ば
、
南
洋
群
島
統
治
の
発
端
・
経
過
・
結
末
と
い
う
流
れ
を
意
識
し

た
構
成
で
あ
る
。
第
墨
部
の
み
は
三
本
中
二
本
が
沖
縄
を
題
材
と
し
て
い
る

点
で
テ
ー
マ
的
偏
り
が
見
ら
れ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
多
角
的
に
南
洋
群
島

を
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
意
欲
的
な
編
集
方
針
と
い
え
よ

う
。
以
下
、
各
論
文
の
要
旨
を
紹
介
す
る
。
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評書

E
各
論
文
の
要
旨

第
工
部

　
等
松
春
夫
「
南
洋
群
島
の
主
権
と
国
際
的
管
理
の
変
遷
　
　
ド
イ
ツ
・
日

本
・
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
」
は
、
日
本
支
配
の
三
十
年
間
に
お
け
る
南
洋
群
島

の
法
的
地
位
の
変
遷
を
七
つ
の
時
期
に
分
け
て
素
描
す
る
こ
と
で
、
日
本
帝

国
の
対
外
関
係
の
中
で
南
洋
群
島
統
治
が
持
っ
て
い
た
意
味
を
概
観
し
て
い

る
。
ま
と
め
と
し
て
等
松
は
「
南
洋
群
島
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
四
四
年

ま
で
の
三
十
年
間
、
日
本
領
土
に
等
し
い
存
在
で
あ
り
、
二
十
世
紀
前
半
の

国
際
社
会
に
お
け
る
植
民
地
帝
国
日
本
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
で
あ
っ
た
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
日
本
の
国
際
社
会
に
対
す
る
姿
勢
が
、
南
洋
群
島
統

治
の
姿
勢
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
酒
井
一
臣
「
「
文
明
の
使
命
」
と
し
て
の
日
本
の
南
洋
群
島
委
任
統
治

－
過
剰
統
治
の
背
景
扁
は
、
日
本
の
南
洋
群
島
支
配
を
南
進
論
の
一
種
と

す
る
先
行
研
究
の
前
提
に
異
議
を
唱
え
、
南
洋
群
島
統
治
が
「
文
明
の
使

命
」
を
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
点
を
大
前
提
に
、
日
本
の
南
洋
群
島
支
配
を
相

対
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
日
本
に
と
っ
て
は
南
洋
群
島
の
文
明
化

（
陸
住
民
の
人
間
化
）
に
自
国
の
威
信
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
白
人
の
観

察
者
か
ら
は
「
頑
張
り
す
ぎ
漏
と
書
わ
れ
る
ほ
ど
の
成
果
を
あ
げ
た
。
と
は

い
う
も
の
の
、
非
白
土
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
日
本
は
文
明
化
達
成
の
不
安
を

補
う
た
め
同
祖
論
に
頼
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
酒
井
は
評
価
す
る
。

　
河
原
林
直
人
「
帝
国
日
本
の
越
境
す
る
社
会
的
人
脈
・
南
洋
協
会
と
い
う

鑑
」
は
、
大
正
南
進
期
に
お
け
る
日
本
の
南
方
へ
の
関
与
を
考
え
る
際
の
手

が
か
り
と
し
て
、
台
湾
総
督
府
を
最
大
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
創
設
さ
れ
た

南
洋
協
会
の
動
向
を
概
観
し
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
利
害
関
係
を
検
証
し

て
い
る
。
河
原
林
の
結
論
と
し
て
は
、
財
政
基
盤
の
弱
い
南
洋
協
会
に
主
体

性
を
発
揮
す
る
余
地
は
な
く
、
南
洋
協
会
が
明
治
期
南
進
論
の
エ
ー
ト
ス
を

大
正
期
、
昭
和
期
へ
と
伝
達
し
た
貴
重
な
存
在
と
い
う
従
来
の
理
解
は
疑
わ

し
い
。

第
H
部

　
や
ま
だ
あ
つ
し
「
植
民
地
台
湾
か
ら
委
任
統
治
七
生
洋
群
島
一
南
進
構

想
の
虚
実
」
は
植
民
地
台
湾
に
お
い
て
南
洋
群
島
が
ど
の
よ
う
に
関
心
を
持

た
れ
て
い
た
か
を
紹
介
し
て
い
る
。
や
ま
だ
は
『
台
湾
日
日
新
報
隔
年
の
台

湾
に
お
け
る
刊
行
物
、
台
湾
総
督
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
専
門
家
（
林
学
者
の

金
平
亮
三
と
植
民
地
研
究
者
の
森
丑
之
助
）
の
視
察
報
告
等
を
精
査
し
た
結

果
、
若
干
の
例
外
を
除
け
ば
、
総
督
府
お
よ
び
そ
の
関
係
者
の
発
言
が
見
当

た
ら
ず
、
台
湾
の
南
洋
群
島
へ
の
冷
淡
な
視
点
が
見
え
た
と
結
論
づ
け
る
。

植
民
地
台
湾
に
と
っ
て
南
洋
と
は
、
あ
く
ま
で
も
台
湾
に
利
益
を
も
た
ら
す

南
支
南
洋
で
あ
り
、
南
洋
群
島
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
小
林
玲
子
「
植
民
地
朝
鮮
か
ら
の
朝
鮮
人
労
働
者
移
入
制
限
と
差
別
問

題
」
は
南
洋
群
島
軍
政
期
に
移
住
し
た
朝
鮮
人
労
働
者
の
実
情
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
、
一
九
二
〇
年
代
に
朝
鮮
人
労
働
者
の
移
住
が
抑
え
ら
れ
た
理
由

を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
差
別
待
遇
に
起
因
し
た
朝
鮮
人
労

働
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
の
収
拾
後
、
雇
用
対
象
は
朝
鮮
人
か
ら
沖
縄
人
に

シ
フ
ト
し
た
。
南
洋
群
島
で
朝
鮮
人
労
働
者
を
改
め
て
導
入
し
て
い
く
に
は

待
遇
改
善
が
必
要
だ
っ
た
が
、
日
本
に
は
そ
こ
ま
で
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た

た
め
に
、
一
九
三
〇
年
代
末
期
ま
で
朝
鮮
入
労
働
者
の
雇
用
は
手
控
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　
申
原
聖
乃
「
国
際
環
境
の
変
遷
と
マ
ー
シ
ャ
ル
群
島
に
お
け
る
母
系
制
の

確
立
」
は
、
植
民
地
統
治
期
の
マ
ー
シ
ャ
ル
群
島
に
お
け
る
母
系
制
の
必
要

151 （605）



性
と
機
能
の
変
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
中
原
の
結
論
と
し
て
は
、
ド
イ

ツ
・
日
本
の
植
民
地
統
治
は
母
系
制
を
解
体
し
た
の
で
は
な
く
、
母
系
制
に

基
づ
い
た
土
地
制
度
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
崩
壊
し
た
の
は
母
系
制
の
柔

軟
性
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

砂
色
部

　
河
原
林
直
人
「
引
揚
後
の
邦
人
「
南
方
」
経
験
の
行
方
」
は
、
引
揚
者
が

帝
国
を
体
現
し
た
存
在
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
台
湾
・
南
洋
群
島
か
ら
の
引

揚
者
を
考
察
す
る
。
南
洋
群
島
引
揚
者
は
戦
争
体
験
に
偏
り
、
台
湾
引
揚
者

は
経
済
開
発
と
い
う
外
地
経
験
に
存
在
意
義
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
河
原

林
は
、
引
揚
者
と
内
地
人
の
問
に
軋
韓
が
存
在
し
た
状
況
が
、
戦
後
日
本
人

の
国
民
意
識
形
成
に
与
え
た
影
響
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。

　
池
田
慎
太
郎
「
あ
る
南
洋
開
拓
者
に
み
る
戦
前
と
戦
後
ー
パ
ラ
オ
開
拓

か
ら
「
琉
球
独
立
扁
へ
」
は
、
ア
メ
リ
カ
統
治
を
経
験
し
た
戦
後
沖
縄
は
油

井
大
三
郎
の
い
う
「
境
界
的
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
に
近
い
事
例
と
い

う
認
識
に
立
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
信
託
統
治
を
唱
え
た
大
宜
味
朝
講
の

生
涯
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
大
宜
味
は
戦
前
の
移
民
経
験
か
ら
沖
縄
人
の
進

取
性
を
確
信
し
、
戦
局
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
て
日
本
に
幻
滅
し
て
ア
メ
リ
カ

に
親
近
感
を
寄
せ
て
い
き
、
帰
郷
後
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
て
沖
縄

の
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
唱
え
る
政
党
を
立
ち
上
げ
た
が
、
結
局
支
持

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
浅
野
豊
美
「
南
洋
群
島
か
ら
の
沖
縄
人
引
揚
と
再
移
住
め
ぐ
る
戦
前
と
戦

後
」
は
、
南
洋
群
島
と
沖
縄
と
の
移
民
を
通
じ
た
社
会
経
済
的
結
び
つ
き
を

軸
に
独
立
論
を
調
整
し
、
戦
後
沖
縄
政
治
に
従
来
と
は
異
な
る
視
点
を
提
示

す
る
。
浅
野
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
沖
縄
の
復
興
に
あ
た
っ
て
も
南
洋
群
島
へ

の
移
民
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
沖
縄
の
基
地
問
題
お
よ
び
復
帰
運
動
は

移
民
を
含
む
社
会
経
済
的
視
点
を
踏
ま
え
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
沖
縄
で

は
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
が
不
可
能
な
の
で
、
日
本
と
の
経
済
関
係
や
移
民
を
左
右

す
る
国
籍
の
問
題
が
日
米
間
で
問
題
化
し
た
。
浅
野
は
、
沖
縄
人
の
国
籍
問

題
は
多
国
間
安
全
保
障
枠
組
み
構
想
や
一
国
二
制
度
構
想
を
論
じ
る
に
際
し

て
も
念
頭
に
遣
か
れ
る
べ
き
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

璽
　
本
書
に
対
す
る
所
感

一
、
破
局
は
必
然
だ
っ
た
の
か

　
日
本
の
南
洋
群
島
統
治
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
代
表
的
な
先
駆
者
と

し
て
矢
内
原
忠
雄
、
矢
野
暢
、
今
泉
裕
美
子
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち

矢
内
原
は
同
時
代
の
人
物
な
の
で
歴
史
研
究
と
は
い
い
が
た
い
。
矢
野
と
今

泉
の
業
績
が
こ
の
分
野
で
乗
り
越
え
る
べ
き
先
行
研
究
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

実
際
、
本
書
所
収
論
文
の
多
く
が
両
氏
の
研
究
に
琶
及
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
矢
野
と
今
泉
の
研
究
ス
タ
ン
ス
に
は
大
き
な
共
通
点
が
あ
る
。

矢
野
は
、
「
明
治
以
降
の
日
本
人
の
南
方
関
与
を
、
太
平
洋
戦
争
と
い
う
「
南

進
」
政
策
が
可
能
に
な
っ
た
基
盤
、
と
い
う
観
点
か
ら
吟
味
し
て
み
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
だ
い
じ
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
。
今
泉
も
、
「
軍
政
期
の
統
治
政
策
が

南
洋
庁
の
統
治
を
規
定
し
、
そ
こ
に
「
玉
砕
」
を
生
む
要
因
が
醸
成
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
感
じ
取
れ
る
の
は
、

敗
戦
に
よ
る
破
局
と
い
う
結
末
が
両
氏
の
研
究
の
起
点
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
何
故
あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
結
果
を
招
い
た

の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
委
任
統
治
時
代
ひ
い
て
は
軍
政
期
に
遡
っ
て

そ
の
原
因
を
探
る
と
い
う
姿
勢
が
、
両
氏
の
研
究
方
針
を
決
定
づ
け
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
の
執
筆
陣
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
。

　
全
員
が
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
は
っ
き
り
と
遡
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評書

及
的
姿
勢
を
拒
絶
し
て
い
る
の
は
第
－
部
の
酒
井
論
文
で
あ
る
。
「
最
悪
の

結
末
を
迎
え
た
太
平
洋
戦
争
を
起
点
に
し
て
過
去
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

け
で
は
あ
る
種
の
陰
謀
史
観
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
、

両
氏
の
遡
及
的
姿
勢
に
対
す
る
批
判
を
読
み
取
っ
て
も
不
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
逆
に
第
H
部
の
小
林
論
文
は
、
今
泉
の
研
究
が
指
摘
し
た
南
洋
群
島
に

お
け
る
朝
鮮
人
労
働
者
へ
の
差
別
的
待
遇
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
考
察
を
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

め
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
臨
ん
で
い
る
の
で
、
遡
及
的
姿
勢
に
立
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
編
者
は
南
洋
群
島
が
戦
略
的
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
南
洋
群

島
を
舞
台
と
し
て
日
米
が
衝
突
し
た
こ
と
を
必
然
と
見
て
い
る
の
で
、
や
は

り
遡
及
的
姿
勢
が
感
じ
と
れ
る
が
、
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

論
文
集
に
お
い
て
執
筆
陣
が
姿
勢
を
統
一
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
先
行

研
究
と
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
上
で
、
は
し
が
き
で
；
雨
述
べ
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
日
本
の
南
洋
群
島
統
治
の
破
滅
的

結
末
が
戦
略
植
民
地
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
当
初
の
意
図
か
ら
く
る
必
然
だ

っ
た
と
考
え
て
そ
の
要
因
を
探
る
の
か
、
起
点
に
お
い
て
経
済
植
民
地
と
し

て
の
平
和
的
発
展
を
実
現
し
う
る
多
様
な
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
か
。

た
と
え
ば
第
H
部
の
中
原
論
文
は
委
任
統
治
下
に
お
け
る
母
系
制
の
変
容
を

母
系
制
の
柔
軟
性
破
壊
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
日
本
の
統
治
が
住

民
の
伝
統
を
破
壊
し
た
と
断
じ
る
か
日
本
が
住
民
を
近
代
資
本
主
義
へ
誘
導

し
た
と
評
価
す
る
か
に
よ
っ
て
日
本
の
統
治
に
対
す
る
印
象
も
大
き
く
変
わ

っ
て
く
る
。
最
後
に
編
者
の
手
で
共
同
研
究
全
体
を
総
括
し
た
方
が
よ
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
戦
略
植
民
地
か
経
済
植
民
地
か

　
再
び
先
行
研
究
の
話
に
戻
る
。
遡
及
的
姿
勢
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
矢

野
と
今
泉
だ
が
、
異
な
る
点
も
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
の
南
洋
群
島
の
支
配

価
値
を
ど
こ
に
見
出
す
か
で
あ
る
。
矢
野
は
南
進
論
に
つ
い
て
、
経
済
進
出

の
屠
的
地
と
し
て
南
洋
が
脚
光
を
浴
び
た
大
正
時
代
の
風
潮
に
注
目
す
る
必

　
　
　
　
　
　
⑤

要
が
あ
る
と
説
く
。
逆
に
今
泉
は
戦
略
拠
点
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
、
日

本
が
軍
事
拠
点
化
を
禁
止
す
る
委
任
統
治
条
項
を
遵
守
し
て
い
た
時
期
も
住

民
の
皇
民
化
政
策
を
進
め
、
そ
れ
が
太
平
洋
戦
争
で
の
玉
砕
に
つ
な
が
っ
た

　
　
　
　
⑥

と
見
て
い
る
。
つ
ま
り
戦
略
植
民
地
こ
そ
が
日
本
に
と
っ
て
の
南
洋
群
島
の

本
質
的
価
値
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
編
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
今
泉
と
同
意
見
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
構
成
と
し
て
は
第
H
部
が
委
任
統
治
の
期

間
を
扱
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
編
集
方
針
と
し
て
は
第
－
部
収
録
の
三
論
文
が
、

「
経
済
活
動
が
活
発
化
し
た
戦
間
期
の
平
和
の
時
代
に
あ
っ
て
も
南
洋
群
島

が
戦
略
的
植
民
地
と
し
て
の
性
格
を
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
こ
と
を
実
証

し
て
ほ
し
い
は
ず
で
あ
る
。

　
各
論
文
の
要
旨
は
H
で
ま
と
め
た
が
、
や
ま
だ
論
文
が
台
湾
の
南
洋
群
島

に
関
す
る
視
線
が
冷
淡
な
も
の
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
は
帝
国
内
植
民
地
を
連

関
さ
せ
る
よ
う
な
統
合
的
経
済
政
策
が
南
洋
群
島
に
関
し
て
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
以
外
は
、
小
林
論
文
も
中
原
論
文
も
日
本
の
経
済
開

発
の
努
力
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
経
済
活
動
が
南
洋
群
島
の
長
期
的

軍
事
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
実
証
す
る
よ
う
な
論
文
が
第
H
部
に
必

要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
共
同
研
究
の
結
果
が
、
「
五
七
期

は
経
済
活
動
～
辺
倒
だ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
編
者
の
見
解
が
執
筆

陣
の
同
意
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
読
者
に
与
え
か
ね

な
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
第
皿
部
で
は
沖
縄
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
沖
縄
入
の
南
洋
群
島
移
民
を
取
り
扱
っ
た
論
文
も
収
録
し
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て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
余
談
だ
が
、
台
湾
と
南
洋
群
島
の
関
係
を
考
え
る
場
合
、
台
湾
総
督
府
の

南
洋
協
会
に
対
す
る
関
与
を
強
調
す
る
第
－
部
の
河
原
林
論
文
と
や
ま
だ
論

文
と
の
間
に
は
齪
齢
が
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
沖
縄
人
の
果
た
し
た
役
割

　
あ
る
い
は
編
集
方
針
と
し
て
最
も
力
を
入
れ
た
か
っ
た
部
分
か
も
し
れ
な

い
と
思
わ
せ
る
の
が
、
日
本
の
南
洋
群
島
委
任
統
治
の
後
日
談
と
も
い
う
べ

き
第
皿
部
で
あ
る
。
南
洋
群
島
体
験
が
戦
蔵
渡
本
社
会
に
い
か
な
る
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
と
い
う
主
題
は
、
編
者
の
旧
稿
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
い
え
る
。

前
述
の
如
く
、
第
H
部
に
沖
縄
人
の
南
洋
群
島
移
民
を
扱
っ
た
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
収
録
さ
れ
た
三
論
文
の
う
ち
二
つ
が
沖
縄
を
主

題
と
し
て
い
る
第
乙
部
に
偏
っ
た
印
象
を
持
た
せ
た
観
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

こ
の
際
お
く
と
し
よ
う
。
評
者
は
こ
の
第
誓
言
に
最
も
興
味
を
引
か
れ
る
と

同
時
に
、
少
な
か
ら
ず
違
和
感
を
抱
い
た
。

　
ま
ず
河
原
林
論
文
で
あ
る
。
台
湾
か
ら
の
引
揚
民
が
地
区
ご
と
に
相
互
支

援
団
体
を
作
っ
て
活
動
し
、
特
に
中
京
地
域
で
そ
の
形
跡
が
色
濃
く
見
ら
れ

る
と
い
う
指
摘
は
大
き
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
本
土
に
居
住
な
い
し
疎

開
し
て
い
た
沖
縄
人
は
沖
縄
人
連
盟
の
よ
う
な
団
体
を
結
成
し
て
同
胞
の
生

活
支
援
に
当
り
、
ま
た
戦
前
か
ら
の
沖
縄
人
エ
リ
ー
ト
も
郷
土
を
支
援
す
る

活
動
を
行
っ
て
い
た
。
引
揚
民
と
は
性
質
が
異
な
る
が
、
比
較
し
て
み
て
も

　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
在
外
資
産
返
還
運
動
を
起
こ
し
う
る
法
的
正
当

性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
台
湾
引
揚
民
の
特
徴
は
、
南
洋
群
島
引
揚
民
だ
け

で
は
な
く
、
満
洲
・
朝
鮮
・
中
国
か
ら
無
一
物
で
逃
げ
帰
っ
て
き
た
引
揚
民

と
の
対
比
で
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
策
に
乗
じ
て
侵
略
の
尖
兵
の
役

割
を
果
た
し
た
と
も
い
え
る
経
済
開
発
体
験
を
封
印
し
て
戦
争
体
験
を
強
調

す
る
傾
向
は
、
彼
ら
大
陸
引
揚
民
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
、
南
洋
群
島
引
揚

民
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
南
洋
群
島
引
揚
民
に
も
経
済
開
発
体
験

を
重
視
す
る
者
が
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
池
田
・
浅
野
両
論
文
が
着
目
す

る
南
洋
群
島
再
移
民
構
想
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
台
湾
引
揚

民
と
南
洋
群
島
引
揚
民
を
対
比
さ
せ
る
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
続
い
て
池
田
論
文
で
あ
る
。
大
宜
味
早
番
の
政
治
活
動
を
ア
メ
リ
カ
ニ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
沖
縄
復
興
構
想
と
し
て
再
検
証
す
る
視
点
は
非
常
に
興

味
深
か
っ
た
。
だ
が
池
田
が
最
後
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
よ
う
に
、
大
宜
味

の
主
張
は
結
局
沖
縄
人
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

選
挙
に
お
い
て
も
終
始
泡
沫
候
補
で
あ
り
、
大
宜
味
の
存
在
が
大
局
に
影
響

を
与
え
る
場
面
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
大
宜
味
を

ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
構
想
の
代
表
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
上
げ
る

の
は
過
大
評
価
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
大
宜
味
が
支
持
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
主
張
自
体
が
拒
否
さ
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
方
法
論
が
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
こ
ま
で
考

察
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
後
沖
縄
政
治
に
お
い
て
優
位
を
占

め
て
い
た
差
米
保
守
派
は
段
階
的
日
本
復
帰
を
唱
え
た
が
、
実
際
の
行
政
に

お
い
て
は
対
米
協
力
に
魑
濡
し
て
い
た
。
浅
野
論
文
に
も
関
連
す
る
が
、
対

米
協
力
に
よ
る
経
済
復
興
推
進
路
線
も
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
一
形
態

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
復
帰
す
べ
き
祖
国
日
本
自
体
が
安
保
体
制

の
下
で
欝
覚
し
い
経
済
復
興
を
進
め
て
い
た
状
況
を
思
え
ば
、
日
本
復
帰
は

安
保
体
制
へ
の
協
力
を
前
提
と
す
る
限
り
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
矛
盾

し
な
い
。
池
田
論
文
が
沖
縄
に
お
け
る
ア
メ
リ
下
風
ゼ
ー
シ
ョ
ン
構
想
を
主

題
と
す
る
な
ら
、
む
し
ろ
親
米
保
守
派
の
段
階
的
復
帰
論
に
も
着
目
し
、
大

宜
味
と
比
較
す
る
方
が
議
論
を
深
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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四書

　
最
後
に
浅
野
論
文
で
あ
る
。
南
洋
群
島
再
移
民
構
想
が
独
立
論
の
構
成
要

素
を
な
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
南
洋
群
島
再

移
民
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
反
米
意
識
・
復
帰
論
高
揚
に
結
び
つ
い
た
と

い
う
議
論
は
飛
躍
が
な
い
か
。
そ
う
い
う
側
面
が
な
か
っ
た
と
は
い
わ
な
い

が
、
反
米
意
識
の
要
因
と
し
て
は
、
沖
縄
人
蔑
視
や
冷
血
の
犯
罪
行
為
お
よ

び
軍
用
地
接
収
な
ど
が
先
に
来
る
で
あ
ろ
う
。
議
論
の
手
順
と
し
て
、
戦
前

の
沖
縄
に
お
け
る
南
米
な
ら
び
に
ハ
ワ
イ
移
民
と
南
洋
群
島
移
民
の
重
要
性

を
数
値
的
に
対
比
さ
せ
る
作
業
を
踏
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
仮
に
ア
メ

リ
カ
が
南
洋
群
島
再
移
民
を
支
援
し
て
い
た
ら
、
独
立
論
は
支
持
を
広
げ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
移
民
統
治
期
に
南
洋
群
島
で
沖
縄
人
が
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
か
、
ど
の
程
度
の
経
済
的
成
功
を
収
め
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
が
第
H
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
戦
後
の
沖
縄

人
が
南
洋
群
島
に
熱
い
視
線
を
注
い
で
い
た
と
い
わ
れ
て
も
、
す
ん
な
り
と

頭
へ
入
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
結
論
部
分
が
何
を
言
い
た
い
の
か

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
沖
縄
人
の
国
籍
の
所
在
と
い
う
問
題
が
ど
う
し
て
米

軍
基
地
に
代
わ
る
多
国
間
の
安
全
保
障
枠
組
み
構
想
に
関
係
し
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
沖
縄
人
に
中
立
国
家
建
設
の
た
め
の
独
立
を
勧
め

て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
こ
れ
は
穿
ち
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
と
り
と
め
も
な
く
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
は
個
別
に
進
め
ら
れ
て

き
た
南
洋
群
島
研
究
に
包
括
的
議
論
の
枠
組
み
を
与
え
、
重
要
な
論
点
を
幾

つ
も
提
示
し
て
い
る
。
特
に
第
姐
部
で
提
示
さ
れ
た
、
戦
後
の
沖
縄
独
立
論

と
南
洋
群
島
移
民
を
関
連
づ
け
る
論
点
は
、
従
来
琉
球
王
国
時
代
へ
の
郷
愁

や
戦
前
の
沖
縄
差
別
に
起
因
す
る
反
日
感
情
と
い
っ
た
文
脈
で
捉
え
ら
れ
て

き
た
観
の
あ
る
独
立
論
に
新
し
い
視
角
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
る
。
沖
縄

人
を
単
に
大
国
の
被
害
者
と
ば
か
り
み
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
大
国
の
庇

護
の
下
で
海
外
に
雄
飛
す
る
存
在
と
し
て
自
己
を
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
に

も
目
を
向
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
本
書
が
今
後
の
南
洋
群
島
研
究
に
お
い

て
参
考
文
献
の
上
位
に
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
ば
か
り
で

な
く
、
沖
縄
研
究
に
も
大
き
な
刺
激
を
与
え
る
と
期
待
さ
れ
る
。
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②
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編
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⑨
沖
縄
人
連
盟
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
新
綺
盛
暉
「
沖
縄
入
連
盟
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朔
新
沖
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文
学
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号
、
一
九
八
二
年
、
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頁
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富
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開
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人
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戸
邊
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「
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在
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人
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戦
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縄
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人
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史
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