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世
界
史
認
識
と
ア
ジ
ア
の
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム

―
海
洋
史
観
と
港
市
国
家
か
ら
考
え
る
―

岩

　

井

淳

は
じ
め
に

静
岡
大
学
の
岩
井
で
す
。
以
前
か
ら
、
静
岡
哲
学
会
の
こ
と
は
存
じ
上
げ
て
お
り
、
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
人
間
学
の
先
生
方

か
ら
、
そ
の
詳
細
を
お
聞
き
す
る
こ
と
も
あ
り
、　
一
度
く
ら
い
は
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
楽
し
み
に
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
西
洋
近
代
史
、
わ
け
て
も
イ
ギ
リ
ス
史
を
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
さ
か
ア
ジ
ア
史
を
テ
ー
マ
に
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
ア
ジ
ア
研
究
は
素
人
同
然
と
い
う
こ
と
で
、

は
な
は
だ
心
も
と
な
い
の
で
す
が
、
本
日
は
、
海
洋
史
観
と
港
市
国
家
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
ま
し
て
、
第

一
に
私
が
専
門
と
し
て
お
り
ま

す
歴
史
学
の
流
れ
に
沿
つ
て
、
海
洋
史
観
が
登
場
し
て
き
た
経
緯
を
簡
単
に
振
り
返
り
、
第
二
に
西
洋
史
分
野
で
も
注
目
を
集
め
て
い
る

海
洋
史
観
を
取
り
上
げ
、
大
西
洋
世
界
と
イ
ン
ド
洋
世
界
と
い
う
海
洋
史
観
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
二
地
域
を
比
較
し
な
が
ら
、
海
域
ア

ジ
ア
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
第
三
に
海
域
ア
ジ
ア
の
結
節
点
と
も
言
う
べ
き
、
東
南
ア
ジ
ア
の
い
く
つ
か
の
港
市
国
家
に
即
し
な
が
ら
、

そ
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
検
討
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
三
点
は
、
そ
の
ま
ま
私
の
報
告
の
課
題
と
な
る
も
の
で
す
。
本
論
に
入
る
前

一



二

に
、
ま
ず
本
報
告
の
輪
郭
の
よ
う
な
も
の
を
提
示
し
て
お
き
ま
し
よ
う
。

こ
の
報
告
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
史
認
識
を
振
り
返
り
、
世
界
史
の
中
で
ア
ジ
ア
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
の
が
、
よ
り
適
切
な

の
か
を
、
海
洋
史
観
や
港
市
国
家
論
と
い
っ
た
最
近
の
動
向
を
検
討
し
な
が
ら
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
世
界
史
認
識
の
問
題
点

を
簡
潔
に
記
し
ま
す
と
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
か
、
ア
ジ
ア
中
心
か
と
い
う
二
者
択

一
型
が
多
く
、
②
議
論
が
経
済
史
に
偏
重
す
る
傾
向

が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
相
互
関
係
を
問
う
必
要
を
説
く
も
の
や
、
海
洋
史
観
や
港

市
国
家
に
注
目
す
る
研
究
が
現
わ
れ
、
②
そ
こ
で
は
、
経
済
や
政
治
だ
け
で
な
く
文
化
や
宗
教
の
役
割
を
重
視
し
、
ミ
ニ
ｏ
シ
ス
テ
ム
で

の
文
化
伝
達
力
や
情
報
発
信
力
を
強
調
す
る
考
え
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

海
洋
史
観
は
、
タ
テ
の
時
系
列
だ
け
で
な
く
、
ヨ
コ
の
相
互
交
流
を
重
視
す
る
見
方
で
、
大
西
洋
を
舞
台
に
し
た
研
究
が
顕
著
な
成
果

を
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
見
方
は
、
大
西
洋
を
往
来
し
た
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
情
報
の
流
れ
を
追
跡
し
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
と
い
う

一
方
向
だ
け
で
な
く
、
双
方
向
で
の
交
流
史
研
究
が
進
展
し
て
い
ま
す
。
大
西
洋
世
界
史
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
主
張
し
た
Ｉ
・ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
よ
つ
て
も
採
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
近
は
宗
教
史
や
政
治
史
に
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
ア
メ
リ
カ
植

民
地
が
、
資
本
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
受
容
し
、
そ
の
支
配
者
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
現
地
生

ま
れ
の
自
人

（ク
リ
オ
ー
リ
ョ
）
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

す
。大

西
洋
世
界
史
と
並
ん
で
、
ア
ジ
ア
研
究
で
も
、
近
年
、
海
洋
史
観
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
シ
ナ
海
域
を
中

心
に
し
た
海
域
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
す
。
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、　
三
ハ
世
紀
以
降
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
イ
ギ
リ
ス

人
な
ど
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
勢
力
が
来
航
し
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
影
響
は
点
に
限
ら
れ
、
面
に
広
が
る
こ
と
は
ま
れ
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ツ
パ

人
は
、
海
域
ア
ジ
ア
の
結
節
点
と
な
る
港
市
国
家
を
拠
点
に
し
ま
し
た
が
、
現
地
の
支
配
者
に
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。



大
西
洋
世
界
と
は
異
な
り
、
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
が
直
接
支
配
者
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
、
在
地
勢
力
が
長
続
き
し
、
影

響
力
を
保
ち
ま
し
た
。
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、

三
ハ
世
紀
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
に
対
し
て
港
市
国
家
の
よ
う
な
ミ
ニ
ｏ
シ
ス
テ
ム

が
、
あ
る
程
度
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
大
西
洋
世
界
と
海
域
ア
ジ
ア
の
顕
著
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
報
告
は
、
海
域
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
の
役
割
を
、
海
洋
史
観
や
港
市
国
家
と
い
っ
た
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を

主
要
な
課
題
と
し
、
最
後
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
る
港
市
国
家
や
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
の
意
義
を
、
日
本
の
歴
史
や
現
状
に
照
ら
し
て

考
察
し
、
結
び
に
代
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
　
従
来
の
世
界
史
認
識
の
問
題
点

最
初
に
、
こ
れ
ま
で
の
世
界
史
認
識
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
依
然
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
歴
史
観
が
強
い
影
響
力
を
も

つ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
欧
米
で
は

一
九
世
紀
以
来
の
ラ
ン
ケ
史
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
が
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
中
心
史
観
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
り
、
日
本
で
は
ラ
ン
ケ
史
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
移
植
と
導
入
に
よ
つ
て
発
展
し
た
明
治
以
降
の
歴
史
学
、
戦
後
の
大
塚
史

学
な
ど
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
「戦
後
歴
史
学
」
と
総
称
さ
れ
る
日
本
の
歴
史
学
の
中
に
は
、
帝
国
主
義
時
代
を
中
心
に
ア
ジ
ア

・

ア
フ
リ
カ

・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
独
自
の
役
割
に
注
目
す
る
研
究
も
あ
り
、
簡
単
に
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
中
心
史
観
と
言
え
ま
せ
ん
が
、

基
本
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
社
会
構
成
体
論
を
基
軸
と
し
た

一
国
史
観

（タ
テ
の
時
系
列
史
）
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
意
味
で

国
際
的
な
相
互
関
係

（ヨ
コ
の
関
係
）
を
と
ら
え
る
こ
と
に
弱
点
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
中
心
史
観
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
て
、
一
方
で
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ナ
ー

ル
学
派
を
中
心
に
し
た

「社
会
史
」
研
究
が
隆
盛
し
、
人
類
学
や
民
族
学
の
諸
成
果
を
援
用
し
な
が
ら
、
内
側
か
ら
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
文
明
の

三



四

先
進
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
方
で
、
グ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
や
サ
ミ
ー
ル
・
ア
ミ
ン
と
い
つ
た
従
属
学
派
の
研
究
者
が
、

近
代
の
世
界
史
を
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
ニ
Ｚ
ア
ン
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た

「周
辺
部
」
か
ら
問
い
直
す
こ
と
を
提
唱
し
、
「中
心
」
の
繁
栄
が

「周
辺
」
へ
の
収
奪
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
ま
す
。
植
民
地
や
従
属
地
と
い
っ
た
外
側
か
ら
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
近
代
の
先
進
性

に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
九
七
〇
年
以
降
に
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
唱
え
た
Ｉ

・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
も
、
従
属
学
派
の
系
譜
か
ら
登
場
し
ま
す
。
彼
は
、　
一

六
世
紀
以
降
の
世
界
史
を
資
本
主
義
的
な
世
界
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
と
と
ら
え
、
世
界
シ
ス
テ
ム
を

「中
核
」
「半
周
辺
」
「周
辺
」
と
い
う

三
地
域
の
分
業
体
制
と
と
ら
え
ま
し
た
。
世
界
シ
ス
テ
ム
論
は
、
従
来
の

一
国
史
観
を
克
服
す
る
方
向
を
指
し
示
し
た
と
い
う
点
で
大
き

な
意
義
を
も
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
も
世
界
各
地

へ
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
経
済
の
浸
透
を
跡
付
け
る
と
い
う
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ

中
心
的
な
見
方
が
随
伴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
議
論
は
、
文
化
史
や
宗
教
史
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
経

済
史
に
片
寄
り
が
ち
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
ア
ジ
ア
中
心
史
観
と
で
も
呼
べ
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。
日
本

で
も
、
明
治
以
降
に
は
岡
倉
天
心
や
宮
崎
沿
天
の
ア
ジ
ア
主
義
や
、
天
皇
中
心
の
国
家
建
設
を
正
当
化
し
た
戦
前
の
皇
国
史
観
が
あ
り
、

哲
学

・
倫
理
学
分
野
で
は
京
都
学
派
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
見
方
に
は
、
世
界
史
認
識
と
は
言
え
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も

の
も
合
ま
れ
ま
す
が
、
近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
提
唱
さ
れ
た
二
つ
の
観
点
は
、
ア
ジ
ア
中
心
の
歴
史
観
を
打
ち
出
し
た
大
変
意
欲
的
な
も
の

で
す
。

一
つ
は
、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
が

一
九
八
九
年
に
書
い
た

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
以
前
―
―
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
シ
ス
テ
ム
』

で
、
他
の

一
つ
は
、
従
属
学
派
の
研
究
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
グ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
が

一
九
九
八
年
に
著
し
た

『
リ
オ
リ
エ
ン
ト
ー
ー

ア
ジ
ア
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
で
す
。
前
者
は
、
ウ
オ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
が
唱
え
た

一
六
世
紀
以
降
の
近
代
世
界
シ
ス
テ



ム
に
対
し
て
、　
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
舞
台
に
、　
三
二
世
紀
に
も
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
を

へ
て
中
国
に

い
た
る
ま
で
、
八
つ
の
サ
ブ
ｏ
シ
ス
テ
ム
か
ら
な
る

「世
界
シ
ス
テ
ム
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
す
。
後
者
は
、
ア
ブ
ー
＝

ル
ゴ
ド
よ
り
も
少
し
後
の
一
五
―

一
八
世
紀
を
主
た
る
対
象
と
し
て
、
人
口

。
生
産

・
交
易

・
消
費
な
ど
の
成
長
率
を
分
析
し
、　
一
八
世

紀
半
ば
ま
で
の
中
国
や
イ
ン
ド
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
よ
り
も
経
済
的
に
発
展
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
劣
ら
な
い
世
界
的
な
経
済
圏
が
存
在

し
た
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
出
版
時
に
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
力
作
で
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
中
心
史
観

へ
の
批
判
と
し
て
は
積
極
的
な
意
味
を
も

つ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
中
心
史
観
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
中
心
史
観
の
裏
返
し
と
い
う
よ
う
な
特
色
を
も

っ
て
お
り
、
世
界

史
を
特
定
の
地
域
を
中
心
に
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
、
い
ず

れ
か
の
優
位
性
を
説
く
こ
と
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
相
互
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ア
ジ
ア
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
接
触
し
、
反
発
し
、
戦
争
や
抵
抗
も
伴
い
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
い
、
抜

き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
問
う
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
う
し
た
視
点
を
提
示
す
る

も
の
と
し
て
、
近
年
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
分
野
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ

ン
や
ア
ブ
ー
＝
ル
ゴ
ド
、
フ
ラ
ン
ク
ら
の
研
究
も
、
も
ち
ろ
ん
グ
ロ
ー
バ
ル

ｏ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
属
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
、
海
洋
史
観

と
総
称
で
き
る
よ
う
な
研
究
が
、
最
近
、
新
し
い
局
面
を
切
り
開
い
て
い
ま
す
。
次
に
、
海
洋
史
観
の
意
義
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

２
　
海
洋
史
観
の
開
い
た
地
平

海
洋
史
観
は
、　
一
国
史
の
よ
う
に
タ
テ
の
時
系
列
だ
け
で
な
く
、
国
境
を
こ
え
る
ヨ
コ
の
相
互
交
流
を
重
視
す
る
見
方
で
す
。
そ
の
発

五



ユハ

端
は
、　
三
ハ
世
紀
の
地
中
海
を
舞
台
に
、
従
来
の
一
国
史
で
は
見
え
な
い
歴
史
を
、
地
理
的
な
時
間
、
社
会
的
な
時
間
、
個
人
的
な
時
間

と
い
う
三
つ
の
時
間
概
念
を
駆
使
し
て
描
き
出
し
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・ブ
ロ
ー
デ
ル
の
『
フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
時
代
の
地
中
海
と
地
中
海
世
界
』
２

九
四
九
年
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
海
洋
史
観
は
、
他
の
海
を
舞
台
に
し
た
研
究
に
も
転
用
さ
れ
、
概
念
的
に
も
豊
か

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
地
中
海
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
て
い
ま
し
た
が
、　
三
ハ
世
紀
以
降
に
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
と
異

文
化
が
接
触
す
る
な
か
で
、
世
界
史
と
い
う
場
の
主
役
に
躍
り
出
る
の
は
、
大
西
洋
と
イ
ン
ド
洋
で
す
。

海
洋
史
観
は
、
と
り
わ
け
大
西
洋
を
舞
台
に
し
た
研
究
に
お
い
て
顕
著
な
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
見
方
は
、
大
西
洋
を
往
来
し

た
ヒ
ト
、
モ
ノ
、
情
報
の
流
れ
を
追
跡
し
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
と
い
う

一
方
向
だ
け
で
な
く
、
双
方
向
で
の
交
流
史
研
究
が
進

展
し
て
い
ま
す
。
大
西
洋
世
界
史
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
を
主
張
し
た
Ｉ

・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
よ
つ
て
も
採
用
さ
れ
ま
し
た
が
、

最
近
は
宗
教
史
や
政
治
史
に
も
広
が
り
、　
一
七
世
紀
や

一
八
世
紀
の
大
西
洋
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。
私
も
ヽ

少
し
前
に
書
き
ま
し
た
本
で
、　
一
七
世
紀
の
大
西
洋
を
行
き
来
し
た
千
年
王
国
論
な
ど
の
宗
教
思
想
に
着
目
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

の
国
際
的
背
景
を
検
討
し
ま
し
た
。
政
治
史
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
と

ハ
イ
チ
を
結
ぶ

「大

西
洋
革
命
論
」
な
ど
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す‐
。
具
体
的
な
研
究
と
並
ん
で
、
海
洋
史
観
の
理
論
的
な
考
察
も
進
み
、
ま
た
奴
隷
貿
易
な
ど

を
通
し
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
も
大
西
洋
世
界
の
海
洋
史
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
ア
メ
リ

カ
植
民
地
が
、
資
本
主
義
的
な
経
済
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
受
容
し
、
そ
の
支
配
者
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
現

地
生
ま
れ
の
自
人

（ク
リ
オ
ー
リ
ョ
）
が
つ
き
、
言
語
も
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
系
言
語
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
価
値
観
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
で
す
。

他
方
、
海
洋
史
観
は
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
シ
ナ
海
域
を
中
心
に
し
た
海
域
ア
ジ
ア
史
で
も
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
貴
重
な
成
果
を
も
た
ら

し
ま
す
。
わ
け
て
も
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
に
お
い
て
、
海
洋
史
観
は
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す＜
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
は
、



多
く
の
民
族
が
混
在
し
、
相
互
に
征
服
や
被
征
服
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
特
定
の
民
族
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
っ
て
、

従
来
の
一
国
史
観
が
、
必
ず
し
も
有
効
な
指
針
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
国
際
的
な
交
流
に
着
日
し
た
場
合
、
東
南
ア
ジ
ア

は
、
イ
ン
ド
洋
と
シ
ナ
海
域
を
結
び
つ
け
る
枢
要
の
地
と
し
て
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
古
代
以
来
、
港
市
と
呼
ば

れ
る
都
市
国
家
が
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
と
な
っ
て
お
り
、
上
座
部
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
い
っ
た
宗
教
が

東
南
ア
ジ
ア
に
流
入
す
る
窓
日
の
役
割
も
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

東
南
ア
ジ
ア
が
、
世
界
史
的
に
見
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
、
と
く
に

一
五
世
紀
か
ら

一
七
世
紀
の

「交
易
の
時
代
」
で
す
。

こ
の
時
代
を

「交
易
の
時
代
」
と
呼
ん
で
、
東
南
ア
ジ
ア
を
海
洋
史
観
か
ら
考
察
し
た
代
表
的
な
研
究
は
、　
一
九
八
八
年
と
九
二
年
に
出

版
さ
れ
た
カ
リ
フ
オ
ル
ニ
ア
大
学

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・リ
ー
ド
の
二
巻
本

翌
父
易
の
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
』
で
し
た
。
リ
ー

ド
の
研
究
は
、
ブ
ロ
ー
デ
ル
の

『地
中
海
』
の
影
響
を
う
け
て
お
り
、
彼
の
目
的
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
各
国
の
集
合
体
で
は
な
く
、
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
っ
た
世
界
と
し
て
描
く
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
、
リ
ー
ド
と
同
じ
よ
う
な
視
点
に
立
つ
研
究
は
あ
り
ま
し
た
が
、

リ
ト
ド
は
そ
れ
を
体
系
化
し
た
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
像
は
、
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
勢
力

が
現
れ
る
前
に
、
す
で
に
同
質
性
を
も
つ
地
域
と
し
て
成
立
し
て
い
ま
し
た
。
リ
ー
ド
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
東
南
ア
ジ
ア
は

「言
語
や

文
化
の
面
で
多
様
性
に
富
ん
で
い
て
も
、
天
候
や
自
然
や
商
業
の
面
で
多
く
の
同

一
の
力
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
非
常

に
類
似
し
た
、
ひ
と
そ
ろ
い
の
物
質
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
」
の
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、　
三
ハ
世
紀
に
な
る
と
香
辛
料
や
胡
椒
を

求
め
て
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
が
来
航
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
地
域
は
、
多
様
な
民
族
や
宗
教
を
か
か
え
な
が
ら
、
ま
と
ま

つ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
し
た
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、　
ニ
ハ
世
紀
以
降
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
な
ど
が
来
航
し
ま

七



八

す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
は
点
に
限
ら
れ
、
面
に
広
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
当
初
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
海
域
ア
ジ
ア

の
港
市
国
家
を
拠
点
に
し
ま
す
が
、
現
地
の
支
配
者
の
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
が
不
可
欠
で
し
た
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、　
三
ハ
世
紀
に

日
本
に
伝
来
し
た
鉄
砲
や
キ
リ
ス
ト
教
は
、
い
ず
れ
も
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
の
港
市
を
経
由
し
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、

一
五
四
二
年
こ
ろ
に
種
子
島
に
到
来
し
た
鉄
砲
は
、
西
洋
式
の
船
に
乗

っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
人
に
直
接
伝
え
た
と
思
わ
れ
が
ち
で

す
が
、
そ
れ
は
間
違

っ
て
い
ま
す
。
実
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
タ
イ
の
ア
ユ
タ
ヤ
か
ら
中
国
式
の
ジ
ャ
ン
ク
船
に
乗
せ
て
も
ら
い
、
密

貿
易
に
参
入
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
嵐
に
遭

っ
て
た
ま
た
ま
種
子
島
に
漂
着
し
た
の
で
す
。　
一
五
四
九
年
に
鹿
児
島
に
到
着
し
た
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
も
、
直
接
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
た
の
で
は
な
く
て
、
イ
ン
ド
の
ゴ
ア
を
基
地
に
イ
ン
ド
布
教
を
お
こ
な
っ
た
後
、

マ
ラ
ッ
カ
で
鹿
児
島
の
人
ア
ン
ジ
ロ
ー
と
出
合
い
、
中
国
人
の
ジ
ャ
ン
ク
船
に
乗
せ
て
も
ら

つ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
の
で
す
。
こ

の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
と
日
本
の
間
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
が
介
在
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
海
域
ア
ジ
ア
は
、
西
洋

史
と
ア
ジ
ア
史
と
日
本
史
を
結
び
つ
け
る
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
と
ア
ジ
ア
研
究
と
日
本
研
究
を
橋
渡
し
す
る
格
好
の
舞

台
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

話
を
元
に
戻
し
ま
し
よ
う
。
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
港
市
支
配
者
は
、
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
奉
じ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
周
辺

地
域
に
伝
え
ま
し
た
。
大
西
洋
世
界
と
は
異
な
り
、
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
が
直
接
支
配
者
と
な
る
こ
と
が
少
な
く
、
在
地

勢
力
が
長
続
き
し
、
影
響
力
を
保
ち
ま
し
た
。
言
語
の
面
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
系
の
言
語
が
す
ぐ
に
普
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
現
地
の
言

葉
が
存
続
し
ま
し
た
。　
一
九
世
紀
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
が
植
民
地
を
広
げ
る
中
で
も
、
港
市
支
配
者
や
首
長
と
い
っ
た
在
地
支
配
者

が
大
き
な
役
割
を
発
揮
し
ま
し
た
。
海
域
ア
ジ
ア
で
は
、
ニ
ハ
世
紀
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
に
対
し
て
港
市
国
家
の
よ
う
な
ミ
ニ
・

シ
ス
テ
ム
が
、
あ
る
程
度
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
大
西
洋
世
界
と
海
域
ア
ジ
ア
の
顕
著
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。



３
　

三ヽ

一
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
港
市
国
家
の
役
割

こ
れ
ま
で
少
し
理
論
的
な
話
を
続
け
て
き
ま
し
た
の
で
、
以
下
で
は
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
海
域
ア
ジ
ア
の
実
態
を
具
体
的
に
提
示
し
、

結
節
点
と
な

っ
た
港
市
国
家
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

図
１

ヨ
父
易
の
時
代
の
交
易
圏
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
東
南
ア
ジ
ア
は
、
イ
ン
ド
洋
交
易
圏
、
ジ
ャ
ワ
海
交
易
圏
、

シ
ナ
海
交
易
圏
と
い
う
三
つ
の
交
易
ル
ー
ト
の
中
心
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
イ
ン
ド
洋
交
易
圏
は
東
ア
フ
リ
カ
か
ら
ア
ラ
ビ

ア
海
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
了
フ
ッ
カ
海
峡
ま
で
の
海
域
で
、
さ
ら
に
ア
ラ
ビ
ア
海
交
易
圏
と
ベ
ン
ガ
ル
湾
交
易
圏
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ

は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
話
す
イ
ス
ラ
ー
ム
商
人
の
活
動
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
ダ
ウ
船
と
呼
ば
れ
る
三
角
帆
を
も
つ
外
洋
船
が
往
来
し

て
い
ま
し
た
。
次
に
ジ
ヤ
ワ
海
交
易
圏
は
、　
了
フ
ッ
カ
か
ら
東
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
い
た
る
ジ
ャ
ワ
海
と
、
そ
の
北
の
シ
ャ
ム
湾

（タ
イ
ラ

ン
ド
湾
）
を
中
心
と
し
た
海
域
で
、
ブ
ラ
ウ
船
と
呼
ば
れ
る
マ
レ
ー
人
の
船
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
シ
ナ
海
交
易
圏
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
台
湾
、
琉
球
を

へ
て
日
本
に
至
る
海
域
で
、
さ
ら
に
南
シ
ナ
海
交
易
圏
と
東
シ
ナ
海
交

易
圏
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
中
国
人
の
商
人
と
角
型
の
帆
を
も
つ
ジ
ヤ
ン
ク
船
が
往
来
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
朝
が
海
禁
政
策
を

強
め
る
と
、
多
数
の
中
国
商
人
の
活
動
は
非
合
法
と
な
り
、
密
貿
易
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
明
朝
は
、　
一
五
世
紀
初
め
に
二
五

〇
〇
隻
の
船
舶
を
擁
し
て
い
ま
し
た
が
、
永
楽
帝
の
没
後
し
ば
ら
く
し
、
膨
張
策
を
放
棄
し
て
か
ら
は
、　
一
四
四
〇
年
ま
で
に
、
そ
の
数

を
半
減
さ
せ
、　
一
五
〇
〇
年
に
は
三
本
マ
ス
ト
以
上
の
船
を
建
造
し
た
者
は
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

交
易
品
は
時
代
に
よ
つ
て
異
な
り
ま
す
が
、　
一
五
世
紀
か
ら

一
七
世
紀
の

「交
易
の
時
代
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の

輸
出
品
は
胡
椒
、
シ
ナ
モ
ン
、
ナ
ツ
メ
グ
な
ど
香
辛
料
や
熱
帯
産
品
、
金

・
銀

・
銅
な
ど
の
貴
金
属
、
輸
入
品
は
イ
ン
ド
の
綿
製
品
、
中

九



一
〇

国
の
生
糸
、
絹
織
物
、
陶
磁
器
、
鋼
銭
、
日
本
の
金
銀
な
ど
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
は
、
圧
倒
的
に
輸
出
超
過
の
状
態
に
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
銃

ｏ
火
薬
な
ど
を
除
い
て
、
東
南
ア
ジ
ア
が
欲
す
る
重
要
な
商
品
を
ほ
と
ん
ど
も

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
た
交
易
圏
で
結
節
点
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
港
市
国
家
で
す
。
「港
市
国
家
」
の
概
念
は
、
日
本
で
は

一
五
世
紀
の
初
め
に

成
立
し
た
マ
ラ
ッ
カ

（ム
ラ
カ
）
王
国
を
例
と
し
て
、　
一
九
八
二
年
に
和
田
久
徳
に
よ
つ
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
和
田
は
、
海
上
交
通
の

要
衝
た
る
地
点
に
海
港
が
で
き
、
そ
の
港
の
貿
易
を
中
心
に
商
業
都
市
が
発
展
し
、
さ
ら
に
周
辺
地
域
を
合
ん
で
都
市
国
家
が
形
成
さ
れ

る
と
論
じ
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、　
一
九
九
〇
年
に
論
文
集

『東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
と
政
体
』
を
編
集
し
た
カ
テ
イ
リ
タ
ン
ビ
＝
ウ
ェ

ル
ズ
は
、
農
業
社
会
と
商
業
社
会
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
港
市
国
家
を
位
置
づ
け
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
紀
元
前
か
ら

一
九
世
紀
ま
で
、

そ
れ
が
通
時
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

確
か
に
、
カ
テ
イ
リ
タ
ン
ビ
＝
ウ
エ
ル
ズ
が
言
う
よ
う
に
、
港
市
国
家
は
、　
一
世
紀
か
ら
七
世
紀
ま
で
存
続
し
た
メ
コ
ン
川
下
流
の
オ

ケ
オ
や
七
―

一
一
世
紀
に
栄
え
た
ス
マ
ト
ラ
島
の
パ
レ
ン
バ
ン
な
ど
、
古
く
か
ら
存
在
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、　
一
五
―

一
七
世

紀
の

「交
易
の
時
代
」
に
圧
倒
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
し
よ
う
。
こ
の
時
代
の
港
市
国
家
と
し
て
は
、
大

陸
部
の
ペ
グ
ー
、
ア
ユ
タ
ヤ
、
マ
レ
ー
半
島
の
パ
タ
ニ
、
マ
ラ
ッ
カ

（ム
ラ
カ
）
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
、
ス
マ
ト
ラ
島
の
ア
チ
ェ
、
ジ
ャ
ワ
島
の

バ
ン
テ
ン
、
ド
ウ
マ
ッ
ク
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
マ
カ
ッ
サ
ル
な
ど
が
知
ら
れ
ま
す

（図
２

「
一
五
―

一
七
世
紀
の
島
嶼
部
に
お
け
る
主
な

港
市
ｏ政
治
的
中
心
」
を
参
照
）。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
が
来
航
し
て
、
早
く
か
ら
拠
点
と
し
た
港
市
国
家
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
、
マ
詈
フ
な

ど
で
し
た
。

そ
の
中
で
も
マ
ラ
ッ
カ
は

一
五
世
紀
に
急
速
に
興
隆
し
ま
し
た
。
マ
ラ
ッ
カ
は
、
当
初
、
シ
ャ
ム
の
支
配
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、　
一

四
〇
五
年
に
始
ま
る
鄭
和
の
大
艦
隊
が
東
南
ア
ジ
ア
に
派
遣
さ
れ
る
と
、
明
の
朝
貢
国
と
な
り
、
そ
の
後
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
受
け
入
れ
、

自
立
化
し
ま
す
。　
マ
ラ
ッ
カ
は
、
イ
ン
ド
洋
交
易
圏
、
ジ
ャ
ワ
海
交
易
圏
、
シ
ナ
海
交
易
圏
の
結
節
点
に
位
置
す
る
と
い
う
有
利
な
立
地



を
生
か
し
て
、
港
市
国
家
と
し
て
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
す
。
了
フ
ツ
カ
に
は
、
「シ
ヤ
ー
バ
ン
ダ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
四
人
の
港
務
長
官
が
置

か
れ
、
居
留
外
国
人
が
そ
れ
に
就
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
港
務
長
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト

（イ
ン
ド
西
部
）
地
方
、

②

マ
ラ
バ
ー
ル

（イ
ン
ド
西
岸
）
や
コ
ロ
マ
ン
デ
ル

（イ
ン
ド
東
岸
）、
ベ
ン
ガ
ル
な
ど
の
地
域
、
③
東
南
ア
ジ
ア
の
島
嶼
部
、
④
中
国
や

琉
球
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
地
域
を
担
当
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
①
と
②
は
イ
ン
ド
洋
交
易
圏
に
、
③
は
ジ
ヤ
ワ
海
交
易
圏
に
、
④
は
シ
ナ
海

交
易
圏
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
代
、
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
港
に
お
け
る
関
税
は

一
二
％
ほ
ど
で
し
た
が
、　
了
フ
ッ
カ
は
、

ベ
ン
ガ
ル
湾
よ
り
も
西
か
ら
来
た
商
人
に
は
、
積
み
荷
に
六
％
の
関
税
を
課
し
、
若
干
の
貢
物
を
要
求
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
中
国
な
ど
東

方
か
ら
来
た
商
人
に
は
、
関
税
を
免
除
し
、
貢
物
だ
け
を
要
求
す
る
と
い
う
破
格
の
条
件
を
設
定
し
ま
し
た
。
今
風
の
表
現
を
す
れ
ば
、

マ
ラ
ッ
カ
は

「自
由
貿
易
港
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
他
に
マ
ラ
ッ
カ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
信
奉
し
、
東
南
ア
ジ
ア
を
イ
ス

ラ
ー
ム
化
す
る
の
に
も
貢
献
し
ま
し
た
。

マ
ラ
ッ
カ
に

一
極
化
し
た
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る

一
五

一
一
年
の
軍
事
占
領
に
よ
つ
て
徐
々
に
変
化
し
、
多
極

化
の
時
代

へ
向
か
い
ま
す

（図
３

「ポ
ル
ト
ガ
ル
占
領
時
代
の
マ
ラ
ッ
カ
」
を
参
照
）。
マ
ラ
ッ
カ
は
、
さ
ら
に

一
六
四

一
年
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
に
代
わ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
拠
点
と
し
て
、
パ
タ
ニ
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
、
マ
カ
ツ
サ
ル
、
ア
チ
ェ
、

バ
ン
テ
ン
な
ど
の
港
市
国
家
が
台
頭
し
、
そ
の
他
に
ペ
グ
ー
、
ア
ユ
タ
ヤ
、
バ
タ
ヴ
イ
ア
、
マ
ニ
ラ
な
ど
が
成
長
し
ま
す
。　
一
八

一
九
年
、

イ
ギ
リ
ス
人
ト
マ
ス

・
ラ
ッ
フ
ル
ズ
に
よ
つ
て
建
設
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
も
、
港
市
国
家
の
形
態
を
と
つ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
ま

す
。次

に
港
市
国
家
の
政
治
的
特
色
に
目
を
移
し
ま
し
ょ
う
。
港
市
国
家
で
は
、
王
や
ス
ル
タ
ン
な
ど
在
地
の
支
配
者
が
交
易
主
体
と
な
る

の
が
、
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
支
配
者
は
、
臣
下
が
商
人
と
な
っ
て
直
接
交
易
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
法
的
に
そ
れ
が
で
き
な
い
よ
う
に
縛
り

を
か
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
代
わ
り
に
港
市
国
家
で
活
躍
し
た
の
は
、
ア
ラ
ブ
人
、
イ
ン
ド
人
、
中
国
人
、
ト
ル
コ
人
、
ヨ
ー

一
一



一
二

ロ
ッ
パ
人
な
ど
の
外
国
人
で
し
た
。
こ
の
点
は
、
前
述
し
た
マ
ラ
ッ
カ
の
シ
ャ
ー
バ
ン
ダ
ル
と
呼
ば
れ
る
港
務
長
官
の
任
命
に
も
当
て
は

ま
り
ま
す

（こ
れ
に
つ
い
て
は
、
図
４

「ア
ユ
タ
ヤ
の
街
区
」
を
参
照
）。

最
後
に
港
市
国
家
の
文
化
的
特
色
に
触
れ
ま
し
ょ
う
。
通
常
、
港
市
国
家
は
近
代
の
国
民
国
家
な
ど
と
比
べ
て
遅
れ
た
存
在
と
見
な
さ

れ
、
そ
の
支
配
者
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら

「野
蛮
」
な
権
力
者
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
実
際
に
港
市
国
家
の
支
配

者
は
、
後
背
地
に

「異
界
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
外
来
者
を
恐
れ
さ
せ
、
仲
介
者
と
し
て
自
分
達
が
果
た
す
不
可
欠
の
役
割
を

強
調
し
ま
し
た
。
「異
界
」
の
存
在
は
、
外
来
者
が
足
を
踏
み
入
れ
る
と
た
ち
ま
ち
殺
さ
れ
、
食
さ
れ
る
と
い
う

「人
喰
い
」
風
聞
や
、
風

に
よ
つ
て
女
が
妊
娠
し
、
男
が
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
殺
さ
れ
る
と
い
う

「女
人
が
島
」
の
伝
説
に
よ
つ
て
、　
一
五
―

一
七
世
紀
に
な
っ
て

も
盛
ん
に
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
点
は
、
弘
末
雅
士
の
近
著

『東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
世
界
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
に
大
変
詳
し
く
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
く
つ
か
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
「人
喰
い
」
風
間
は
、
す
で
に

一
三
世
紀
に
ア
ジ
ア
を
旅
し
た
マ
ル
コ
・ポ
ー
ロ
に
も
知
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
と
の
接
触
が
頻
繁
に
な
る

一
五
―

一
七
世
紀
に
は
、
よ
リ
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
ま
す
。　
一
四
三
五
年
に
東
南
ア
ジ

ア
の
胡
椒
産
地
を
訪
れ
た
ニ
コ
ロ
ム
ア
・
コ
ン
テ
イ
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
残
し
て
い
ま
す
。
「
コ
ン
テ
イ
は
、
ゼ
イ
ラ
ム

〔
ス
リ
ラ
ン

カ
〕
か
ら
タ
プ
ロ
バ
ナ
と
い
う
島

〔
ス
マ
ト
ラ
島
〕
に
あ
る
立
派
な
町

へ
渡
っ
た
。
…
…
コ
ン
テ
イ
は
、
そ
こ
に

一
年
間
滞
在
し
た
。
そ

の
町
の
周
囲
は
六
マ
イ
ル
で
、
そ
の
島
の
商
品
を
取
引
し
て
い
る
た
い
へ
ん
高
貴
な
町
で
あ
る
。
…
…
コ
ン
テ
イ
が
言
う
に
は
、
タ
プ
ロ

バ
ナ
は
周
囲
が
六
〇
〇
〇
マ
イ
ル
あ
る
。
人
々
は
た
い
へ
ん
残
忍
で
、
習
慣
は
野
蛮
で
あ
る
。
…
…
こ
の
島
の
バ
テ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
に
、
人
食
い
が
住
ん
で
い
て
、　
つ
ね
に
彼
ら
の
近
隣
の
人
々
と
戦
い
を
行
う
。
彼
ら
は
、
頭
蓋
骨
を
宝
物
と
し
て
保
持
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
ら
は
敵
を
捕
ら
え
る
と
首
を
切
り
落
と
し
、
そ
の
肉
を
食
べ
、
頭
蓋
骨
を
貨
幣
の
か
わ
り
に
使
う
た
め
に
蓄
え
る
か
ら
で
あ
る
」
。

こ
の

「バ
テ
ッ
ク
」
と
い
う
の
は
、
北
ス
マ
ト
ラ
の
内
陸
部
に
あ
た
り
、
金
や
胡
椒
の
産
地
で
し
た
。
コ
ン
テ
イ
は
、
ス
マ
ト
ラ
島
に



あ
る
と
思
わ
れ
る

「立
派
な
町
」
に
は
滞
在
し
た
が
、
そ
こ
で
聞
い
た

「人
喰
い
」
風
間
の
た
め
に
、　
つ
い
に

「バ
テ
ツ
ク
」
に
は
足
を

踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
話
と
同
種
の

「人
喰
い
」
風
間
は
、
た
く
さ
ん
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
核
心
と
な

る
の
は
、
内
陸
民
の

「人
喰
い
」
の
話
を
来
訪
者
に
信
じ
込
ま
せ
る
．の
に
最
も
貢
献
し
た
の
が
、
港
市
に
居
住
し
た
人
々
と
い
う
点
で
す
。

こ
こ
か
ら
、
港
市
の
人
々
、
と
く
に
港
市
支
配
者
が
外
来
者
を
恐
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
意
図
的
に

「人
喰
い
」
風
聞
を
広
め
、
自
分
達
の

役
割
を
印
象
付
け
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
「女
人
が
島
」
が
東
南
ア
ジ
ア
海
域
に
存
在
す
る
と
い
う
話
も
、　
三
ハー

一
八
世
紀
に
盛
ん
に
説
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、　
一
五

一
九
年
に
ス
ペ
イ
ン
を
発

っ
た
マ
ゼ
ラ
ン
の
遠
征
隊
に
加
わ
っ
た
ピ
ガ
フ
ェ
ツ
タ
は
、
二

一
年
に
東
部
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
に
差
し
掛
か
っ
た
こ
ろ
、
現
地
の
水
先
案
内
人
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て
い
ま
す
。
「大
ジ
ャ
ヴ
ァ
の
下
に
オ
ロ
ロ
ン
と
い
う
島
が

あ
り
、
そ
こ
に
は
女
だ
け
し
か
住
ん
で
い
な
い
。
風
が
女
た
ち
を
は
ら
ま
せ
る
。
生
ま
れ
て
き
た
の
が
男
の
子
で
あ
れ
ば
殺
し
て
し
ま
い
、

女
の
子
で
あ
れ
ば
育
て
る
。
も
し
男
が
そ
の
島
に
近
づ
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
女
た
ち
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
」
。
こ
う
し
た

話
か
ら
、
ピ
ガ
フ
エ
ッ
タ
の
一
行
は
、
当
然
な
が
ら
恐
れ
を
抱
き
、
そ
の
島
に
立
ち
寄
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

要
す
る
に
港
市
の
人
々
は
、
「文
明
」
と

「異
界
」
を
仲
介
す
る
役
割
を
自
任
し
、
実
際
、
そ
う
し
た
存
在
と
見
な
さ
れ
ま
し
た
。
わ
け

て
も
港
市
支
配
者
は
、
政
治
的

・
経
済
的
に
権
力
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
に
も
権
威
を
お
び
、
獲
得
し
た
奢
修
品
や
文
化
的
威
信

を
臣
下
に
再
配
分
す
る
こ
と
で
、
地
位
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
姿
か
ら
は
、
港
市
が
果
た
し
た
情
報
発
信
や
文
化
伝
達
と
い
う

役
割
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
港
市
国
家
は
、
従
来
、
国
民
国
家
な
ど
を
比
べ
て
遅
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
単
純
に

そ
う
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
港
市
の
人
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
な
ど
の
外
来
者
と
し
た
た
か
に
渡
り
合
い
、
時
に
は

「人
喰
い
」

風
聞
な
ど
も
利
用
し
て
、
自
分
達
の
役
割
を
印
象
付
け
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
を
内
陸
部
か
ら
遠
ぎ
け
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
海
域
ア
ジ
ア

に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
宗
教
や
言
語
が
簡
単
に
伝
播
せ
ず
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
や
言
語
と
い
っ
た
独
自
の
文
化
が
粘
り
強
く
生
き
残

っ

一
一一一



一
四

た
こ
と
の
原
因
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
海
洋
史
観
と
港
市
国
家
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
第

一
に
海
洋
史
観
が
登
場
し
て
き
た
経
緯
を
振
り
返
り
、
第
二
に
大
西
洋
世

界
と
イ
ン
ド
洋
世
界
と
い
う
海
洋
史
観
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
二
地
域
を
比
較
し
な
が
ら
、
海
域
ア
ジ
ア
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
第
二

に
海
域
ア
ジ
ア
の
結
節
点
と
も
言
う
べ
き
、
東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
国
家
に
即
し
な
が
ら
、
そ
の
意
義
を
具
体
的
に
解
き
明
か
し
て
き
ま
し

た
。
最
後
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
た
港
市
国
家
や
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
の
意
義
を
、
日
本
の
歴
史
や
現
状
に
照
ら
し
て
考
え
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
こ
う
し
た
点
を
提
示
し
て
私
の
報
告
の
結
び
に
代
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、
学
問
的
な

根
拠
が
乏
し
く
、
少
し
飛
躍
も
あ
る
の
で
、
聞
き
流
し
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
が
、
そ
の
趣
旨
は

「東
南
ア
ジ
ア
に
見
ら
れ
た
よ
う

な
港
市
国
家
を
、
現
代
の
日
本
に
呼
び
覚
ま
し
、
復
活
・定
着
さ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
「人
喰
い
」
を
奨

励
し
た
り
、
「女
人
が
島
」
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、
す
み
ず
み
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
現
代
日
本

の
中
央
集
権
的
な
国
家
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
を
少
し
で
も
再
生
で
き
な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。

日
本
で
は
、
中
世
ま
で
は
分
権
的
な
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
博
多
や
堺
と
い
っ
た
都
市
、
朱
印
船
貿
易
に
従
事
し
た

商
人
た
ち
は
、
港
市
国
家
の
支
配
者
の
よ
う
に
、
そ
の
担
い
手
と
な
る
可
能
性
を
も

つ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
世
の

「鎖
国
」
と
呼

ば
れ
る
海
禁
政
策
の
後
、
外
来
者
と
の
形
式
的
な
窓
口
は
幕
府
直
轄
の
長
崎
に

一
本
化
さ
れ
、
自
由
な
交
易
が
許
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

幕
末
開
港
期
に
薩
摩
や
長
州
が
独
自
に
イ
ギ
リ
ス
と
交
易
し
た
よ
う
に
、
例
外
的
時
期
は
あ
り
ま
す
が
、
明
治
政
府
成
立
以
降
は
、
中
央

集
権
的
な
国
家
シ
ス
テ
ム
が
動
き
出
し
、
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
す
。



そ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
世
紀
以
降
の
ア
ジ
ア
で
は
、
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
な
地
域
が
、
自
由
貿
易
港
と
し
て
発
展
し
ま
す
。

ま
た
、
韓
国
や
中
国
と
い
っ
た
国
家
シ
ス
テ
ム
が
比
較
的
強
い
地
域
で
も
、
釜
山
や
上
海
、
深
釧
、
大
連
な
ど
で
自
由
貿
易
港
構
想
が
進

展
し
ま
す
。
こ
う
し
た
現
象
を
見
る
と
、
海
域
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
形
成
さ
れ
た
港
市
国
家
の
伝
統
は
、
今
な
お
生
き
て
い
る
と
言
え
な
い

で
し
ょ
う
か
。

他
方
で
、
日
本
の
現
状
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
空
港
行
政
に
つ
い
て
言
う
と
、
最
近
で
は
羽
田
の
国
際
化
は
あ
り
ま
す
が
、
大
き
な
趨

勢
と
し
て

「韓
国
の
仁
川
が
日
本
の
ハ
ブ
空
港
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
落
ち
込
み
を
示
し
て
い
ま
す
。
産
業
で
も
、
日
本
は
国
内
市
場
し

か
見
な
い
閉
鎖
的
な

「ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
に
陥

っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
中
央
集
権
的
な
国
家
シ
ス
テ
ム
が

す
み
ず
み
ま
で
行
き
わ
た
る
反
面
、
国
際
関
係
や
国
際
情
勢
が
十
分
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
て
、
内
向
き
の
改
革
だ
け
が
進
展
し
て
、
地

域
や
現
場
の
声
が
届
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
最
近
の
尖
閣
諸
島
の
問
題
に
見
ら
れ
る
日
本
の
外
交

政
策
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

打
開
策
は
、
小
学
生
か
ら
英
語
を
教
え
た
り
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で

「リ
ス
ニ
ン
グ
試
験
」
を
設
け
る
よ
う
な
画

一
的
な

「国
際
化
」
教

育
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
　
静
岡
大
学
で
も
、
文
科
省
の
方
針
に
従
っ
て
、
海
外
か
ら
の
留
学
生
を
増
や
し
て
い
ま
す
が
、
他
方
で
憂

慮
さ
れ
る
の
は
、
今
の
学
生
が
、
留
学
、
旅
行
を
問
わ
ず
、
か
つ
て
の
よ
う
に
海
外
に
行
か
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
で
す
。

む
し
ろ
都
市
や
大
学
を
拠
点
と
し
て
、
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
を
再
生
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
都
市
や
大
学
と
言

え
ば
、
か
つ
て
は

「自
治
の
場
」
で
し
た
が
、
今
は
中
央
集
権
的
な
国
家
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
疲
弊
し
、
独
自
の
役
割
を
失
い
つ
つ
あ
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
こ
そ
日
本
の
都
市
や
大
学
は
、
自
治
を
取
り
戻
し
、
ミ
ニ
・
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ
る
受
け
皿
づ
く
り
と
主

体
的
に
取
り
組
み
、
国
際
情
勢
に
敏
感
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
訓
練
の
場
を
再
生
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
国
家
の
例
に
学
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
経
済
や
政
治
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
情
報
の
発
信
力
も
問
わ
れ
て
い
ま

一
五



一　エハ

す
。
話
を
地
域
に
引
き
つ
け
る
と
、
静
岡
の
場
合
、
お
茶
や
缶
詰
、
自
動
車
や
楽
器
、
プ
ラ
モ
デ
ル
と
い
っ
た
特
産
品
に
頼
る
だ
け
で
な

く
、
情
報
発
信
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
や
や
唐
突
で
す
が
、
茶
文
化
や
富
士
山
な
ど
を

「異
界
」
と
し
て
利
用

で
き
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
発
想
で
す
。
こ
の
場
合
、
「異
界
」
と
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
人
々
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い

「別
世
界
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
都
市
も
大
学
も
、
「異
界
」
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
れ

自
体
が
特
色
あ
る

「別
世
界
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
静
岡
大
学
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
静
岡
大
学
哲
学
会
や
ア
ジ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
が
、
そ
の
た
め
の
受
け
皿
と
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

註田
　
【・
ヨ
”
】】Ｒ
∽
け①
】炉

↓
さ

い
や
お
ミ

専
ば
ヽヽ
ヽ
‐で
い
や
ヽ
卜
ｚ
①く
く
Ｒ
Ｆ

８
Ｎ

〔川
北
稔
訳

『近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
』
１
・
２
、
岩
波
書
店
、　
一
九
八

一

年
Ｆ

】
ヨ
”
】中Ｑ
∽［①一Ｆ

『
ざ

い
や
詳
ミ

導
げ
ヽヽ
卜
ぜ
∽
お
ヽ
ミ

Ｚ
２
一ヽ
く
Ｒ
Ｆ

８
８

〔川
北
稔
訳

『
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
王
ハ
〇
〇
―

一
七
五
〇
』
名
古

屋
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
三
年
〕。

②

「
”
●
鮮
ｒ
＞
げ
雫
ｒ
●
”

，
ｏ

，
い
さ

ミ
嘲
ヾ
・、母
き
ヽ
民
心

ミヽ
ο
バ
ヽ
き
ヽ
苺
げ
ミヾ
ぐ
∽や
Ｓ
ヽ
』
こ
い
い
も
山
“
い
Ｏ
Ｚ
①ｌ
く
ｏ
『Ｆ
８
８
〔佐
藤
次
一局
ほ
か
訳
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
覇
権
以
前
―
―
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
シ
ス
テ
ム
』
上

・
下
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

一
年
〕。

０
　
＞
・
Ｏ
ｃ
●
ヽ
Ｑ

「
お
い
Ｆ

ヽ
ヽヽ
ミ
Ｓ
ヽ
Ｑ
ご
ざ
ヽ
”
ｓｓ
ｓ
ｓ
Ｓ
ヽ
ミ

隷
ヽ
卜
いき
ヽ
さ
潔

厠
Ｒ
Ｆ
①】ｏド

８
認

〔山
下
範
久
訳
『
リ
オ
リ
エ
ン
ト
ー
ー
ア
ジ
ア
時
代

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
〕
。

四
　
入
門
書
と
し
て
、
水
島
司
編

『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
挑
戦
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
〕
水
島
司

『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
』

山
川
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

Ｄ
　
岩
井
淳

『千
年
王
国
を
夢
み
た
革
命
』
講
談
社
選
書
、　
一
九
九
五
年
。

Ｑ
　
川
北
稔
編

『岩
波
講
座
世
界
歴
史
１７
　
環
大
西
洋
革
命
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
）

＞
『日
中ご
崚
①
”
い
０
∽
∽
“
ぴ
８

，
日
”
い
く

，
日
（①
０
３
ヽ
『
ヽ
Ｐ
か
ヽ

ミ
カ

Ｓヽ
Ｓ
ヽヽ
ο
ヽ
∽
き

Ｑ
さ
いミ

６
ゞ
ミ
Ｒ
ｓ
ｓ・」
ヽ
い
も
Ｌ
∞
Ｌ
や
”
鵬
〓
崚
ｏざ
ド
ｐ
Ｓ
５
・
後
者
の
論
文
集
は
、
大
西
洋
革
命
論
を
中
心
に
し
、
さ
ら
に
南
ア
ジ
ア
、



東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
の
社
会
変
動
を
扱

っ
て
い
ま
す
。

０
　
∪
・
＞
Ц
ユ
け”
∞
①
”
い
０
マ
［・「
∪
『”
ヽ
ヽ
ド
Ｆ
●
ら
の
）

ｎ
ｓ
ヽ
”
ミ
みヽ
ヽ
ヽ

きヽ
ヽ
やヽ

Ｓ
げ
ミ
れ
ヽ
い
も
も
Ｌ
∞
も

，
∪
”
彙
●
¨
鋒
ｏ
″
ｐ
Ｎ
ｏ
ｏ
Ｎ
∪
①
いヽ
”
【ヽ

”
ユ
ぞ
Ｆ

ヽ

ざヽ
ヾ
‐

やヽ
嶽
繁
ο
Ｑ
・・
Ｑ
ο
ヽ
６Ｓ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
Ｑ
ο
ミ
ο
ｓ
が

ｏ
”
日
げ
〓
ヽ
崎
ｐ
〓
器
Ｐ

Ｓ
８

〔和
田
光
弘
・森
丈
夫
訳

『
ア
ト
ラ
ン
テ
イ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
〕
。

０
　
日
本
で
も
、
川
勝
平
太

『
文
明
の
海
洋
史
観
』
中
央
叢
書
、　
一
九
九
七
年
や
白
石
隆

『
海
の
帝
国
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
に
お
い
て
海
洋
史
観
が

提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
川
勝
著
の
タ
イ
ト
ル
は
、
梅
悼
忠
夫

『
文
明
の
生
態
史
観
』
中
公
叢
書
、
一
九
六
七
年
を
意
識
し
て
の
も
の
で
す
。
た
だ
川
勝
著
は
、

海
洋
史
観
と
言
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
対
象
と
な
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
で
あ
り
、
海
域
ア
ジ
ア
に
は
、
あ
ま
り
論
及
さ
れ
ず
、
大
西
洋
世
界
に
は
、

ま

っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。

０
　
東
南
ア
ジ
ア
史
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
池
端
雪
浦

「東
南
ア
ジ
ア
史

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
」
同
編

『
変
わ
る
東
南
ア
ジ
ア
史
像
』
山
川
出
版
社
、　
一

九
九
四
年
｝
桜
井
由
娼
雄

「東
南
ア
ジ
ア
史
の
四
〇
年
」
東
南
ア
ジ
ア
学
会
監
修

『
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
の
展
開
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
な
ど
を

参
照
。

⑩
　
＞
諄
〓
ｏ
い
く
刀
ｏ
中，

∽
ο
ミ
ヽ
Ｒ
れ
ヽ
∽
き

さ

ヽ
Ｐ
お
ヽ
ミ

Ｑ
ο
ヽ
ミ
ヽ
ミ
や
ミ
い
も
姜
配
ｓ
Ｎ
く
ｏ
″
ヽ
Ｚ
①ｌ

目
”
く
ｏＰ

８
“
お
ω
〔平
野
秀
秋
。
田
中
優
子
訳

『
大
航
海
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
』
Ｉ

・
Ⅱ
、
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
九
七
／
二
〇
〇
二
年
〕
。

田
　
桃
木
至
朗
編

『
海
域
ア
ジ
ア
史
研
究
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
を
参
照
。

側
　
以
下
の
記
述
で
は
、
大
木
昌

「東
南
ア
ジ
ア
と

翌
父
易
の
時
代
ヒ

『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
１５
　
商
人
と
市
場
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
）
鈴
木
恒
之

「東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
国
家
」
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
１３
　
東
ア
ジ
ア

。
東
南
ア
ジ
ア
伝
統
社
会
の
形
成
』
岩
波
書
店
、　
一
九
九
八
年
を
参
照
。

側
　
石
井
米
雄

「総
説
」
『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
３
　
東
南
ア
ジ
ア
近
世
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

一
年
、
五
頁
。

岡
　
和
田
久
徳

「東
南
ア
ジ
ア
の
都
市
と
商
業
」
『
中
世
史
講
座
３
　
中
世
の
都
市
』
学
生
社
、　
一
九
八
二
年
。

一問
　
『
因
”
け，
キ
一け，
２
Ｂ
σ
Ч
ま
‘♂
】お

”
●
０
「
く
一一Ｆ
【∽
お
ヽ
ｐ
ン
『
ヽ
ヽ
∽
ο
ミ
」ヽ
ヽヽ
∽
ヽ
ヽ
て
ヽ
ド
ヽ
さ
ミ

ｓ
ｓ
ヽ
ヽ
ミ
■
ド
∽
」●
”
”
づ
○
『ｐ
Ｐｏ
ｏ
ｐ

ｍ
　
こ
の
時
代
の
マ
ラ
ッ
カ
に
つ
い
て
は
、
岩
井
淳

「
「交
易
の
時
代
」
の
港
市
国
家

マ
ラ
ツ
カ
」
静
岡
大
学
人
文
学
部

『
ア
ジ
ア
研
究
』
六
号
、
二
〇

一

一
年
を
参
照
し
て
下
さ

い
。

田
　
大
木
昌

。
前
掲
論
文
、　
一
一
五
頁
。

側
　
弘
末
雅
士

『
東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
世
界
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
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図 1 交易の時代の交易圏

出典)大木昌「東南アジアと「交易の時代」」『岩波講座世界歴史15

商人と市場』岩波書店、1999年、108頁。

図 2 15-17世 紀の島嶼部における主な港市・ 政治的中心

出典)鈴木恒之 「東南アジアの港市国家」『岩波講座世界歴史13 東ア

ジア・東南アジア伝統社会の形成』岩波書店、1998年、197頁。
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図 3 ポル トガル占領時代のマラッカ

出典)池端雪浦編『新版世界各国史6 東南アジア史Ⅱ』
山川出版社、1999年、97頁。
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B :11打

C王 の育ったパゴダ

D王 家のパ ゴダ

E中 国寺院

F王 家のパ コタ

Gフ ランス人カ トリ ンクil教

H 王家のパゴダ

P フ十一ルコンfギ l'シ ア人の宮廷高官)の歴吸
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の寺院

==道路

==水路

日 森

二
〇

図4 アユタヤの街区

出典)弘末雅士『東南アジアの港市世界』岩波書店、2004年、34頁。
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