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東
南
ア
ジ
ア
の
現
状
を
今
か
ら
約
一
世
紀
前
の

日
本
の
状
態
に
た
と
え
る
人
が
あ
る
。
き
わ
め
て
大

ざ
っ
ぱ
に
は
そ
う
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
よ
う
が
、
そ

う
い
う
こ
と
で
は
東
南
ア
ジ
ア
は
理
解
で
き
な
い
。

教
育
事
情
の
理
解
も
そ
ん
な
こ
と
で
は
見
誤
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。 

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
国

が
あ
る
が
、
概
し
て
植
民
地
で
あ
っ
た
国
が
多
い
。

あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
浸
透
力
の
強
か
っ
た
国

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
予
想
外
に
大
き
な
性
格
を
つ

く
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
簡
単
に
日
本
が
開
国
し
た

こ
ろ
の
文
化
・
文
明
の
レ
ベ
ル
や
国
情
と
同
じ
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
植
民
地
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
中
に
、
非
常
に
啓

蒙
さ
れ
た
一
部
の
人
た
ち
と
、
植
民
地
の
支
配
体
制

の
中
で
ま
っ
た
く
奴
隷
的
な
取
り
扱
い
を
受
け
た

大
部
分
の
人
と
の
二
種
類
の
階
層
を
生
み
出
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
国
民
統
一
を
い
う
点
で
日
本
の
開

国
時
代
よ
り
は
る
か
に
不
利
な
も
の
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
あ
る
一
面
で
、
有
利
な

点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
部
で
は
あ
る

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
レ
ベ
ル
と
同
様
な
階
層
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
階
層
だ
け
を
見

て
い
る
と
、
日
本
よ
り
は
る
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

生
活
形
態
や
習
慣
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
発
展
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
的
文
明
・
文
化
は
、
一
部
の
階
層
の
人
々
の
中

に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
国
の
中
の
い
た
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
道
路
や
建
築
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
と

こ
ろ
に
、
国
民
の
前
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
大

部
分
の
国
民
は
、
多
少
と
も
そ
う
い
う
も
の
に
ふ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
洋
の
島
国
で
、
長

い
鎖
国
の
中
に
あ
っ
て
そ
う
い
う
も
の
に
ふ
れ
な

か
っ
た
日
本
の
国
民
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
の
で

あ
る
。
ま
っ
た
く
新
し
い
と
言
っ
て
よ
い
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
に
ふ
れ
て
、
文
明
開
化
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突

入
し
た
当
時
の
日
本
の
社
会
的
ふ
ん
い
気
は
、
す
ぐ

れ
た
も
の
、
新
鮮
な
も
の
に
対
す
る
お
ど
ろ
き
が
あ

っ
た
。
あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

長
い
間
植
民
地
支
配
に
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
化
・
文
明
に
多
少
と
も
ふ
れ
つ
づ
け
て
き
た
東
南

ア
ジ
ア
諸
民
族
は
、
新
鮮
な
好
奇
心
に
欠
け
て
い
る
。

あ
る
い
は
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
自
分
ら
と
縁
の
な
い

『
総
合
教
育
技
術
』
一
九
六
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も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
化
が

む
つ
か
し
い
の
は
、
第
一
に
こ
の
点
に
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
も
ア
メ
リ
カ
に
も
、
文
明
国
と
い
わ
れ
る

国
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
よ
う
に
長
い
間
植
民
地

的
・
奴
隷
的
支
配
に
な
れ
て
し
ま
っ
た
国
と
い
う
も

の
は
な
い
。
お
互
い
に
競
い
あ
っ
て
、
発
展
し
て
き

た
国
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
を
考
え
る
と
、
東
南
ア

ジ
ア
の
新
興
国
が
、
真
に
新
し
く
起
こ
っ
た
国
と
し

て
、
独
立
国
ら
し
い
国
民
的
性
格
を
も
つ
に
は
か
な

り
長
い
時
間
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と

も
世
代
の
交
替
ぐ
ら
い
の
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

と
い
う
こ
と
は
、
教
育
が
た
い
せ
つ
な
役
割
を
果

た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
独
立
し
た
国
の
み
ず
か

ら
の
教
育
が
独
立
国
民
を
育
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
《
教
育
》
は
、
広
い
意
味
に
考
え
た
ほ
う
が

よ
い
。
独
立
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
中
に

お
け
る
生
活
が
国
民
を
教
育
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う

い
う
生
活
が
教
育
す
る
の
で
あ
る
。
生
活
の
教
育
的

機
能
は
、
ア
ジ
ア
の
教
育
の
場
合
に
特
に
忘
れ
て
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
諸
国
の
教
育
を
問

題
に
す
る
場
合
に
、
単
に
学
校
制
度
だ
け
を
見
る
の

で
は
、
た
い
せ
つ
な
問
題
点
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。 

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
教
育
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
の
近
代
国
家
の
教
育
を
見
る
と
同
じ
尺
度

で
見
て
は
、
た
だ
レ
ベ
ル
の
低
い
国
と
い
う
平
板
な

把
握
し
か
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
は
と
か
く

目
が
西
欧
に
向
い
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
見
方
を

す
る
人
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
真
の
問
題
を
発
見
し

え
な
い
。
学
校
が
少
な
い
か
ら
学
校
を
ふ
や
さ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
た
平
板
な
結
論
し
か
出
て
く

る
ま
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の
教
育
問
題
は
そ
ん
な
問
題

と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
で
《
異
相
の

国
》
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

イ
ン
ド
の
ゴ
カ
ー
レ
の
研
究
で
発
表
し
た
教
育

調
査
に
、
学
校
教
育
を
受
け
る
期
間
と
文
字
を
忘
れ

る
率
と
の
関
係
の
調
査
が
あ
る
。
つ
ま
り
何
年
間
ぐ

ら
い
教
育
を
受
け
る
と
文
字
を
忘
れ
な
い
か
と
い

う
調
査
で
あ
る
が
、
二
年
・
三
年
ぐ
ら
い
で
中
途
退

学
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
文
盲
に
も
ど
っ
て
し
ま
う

の
だ
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
し
か
も
そ
う
い
う

中
途
退
学
の
生
徒
が
き
わ
め
て
多
い
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
問
題
は
や
っ
か
い
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、

学
校
で
文
字
を
修
得
し
て
も
、
そ
れ
を
使
用
す
る
場

が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
社
会
が
そ
こ
ま
で
行
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
学
校
で
文
字
を
修
得
し
た

と
し
て
も
社
会
に
出
て
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

多
少
と
も
近
代
社
会
に
な
れ
ば
、
文
字
を
使
う
と
い

う
こ
と
が
生
活
の
な
か
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
社
会
な
の
で

あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ロ
ー
プ
メ
ン
ト

（
社
会
開
発
）
と
い
う
こ
と
が
特
に
重
要
な
意
味
を

も
つ
の
は
、
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

《
社
会
教
育
》
と
言
わ
れ
る
も
の
が
重
要
な
役
割
を

果
た
す
分
野
が
あ
る
。
し
か
し
《
社
会
教
育
》
と
い

っ
て
も
、
こ
れ
ま
た
日
本
で
考
え
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
日
本
の
社
会
教
育
は
、
学
校
教
育
が
存
在

す
る
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
具
体

的
な
社
会
の
生
活
形
態
の
切
り
替
え
に
直
結
し
た

も
の
で
あ
る
。
《
社
会
開
発
運
動
》
と
い
う
よ
う
な

形
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
の
全
分
野
に

わ
た
っ
て
切
り
替
え
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
で
最
近

問
題
に
な
っ
て
い
る
僻
地
教
育
運
動
の
ご
と
き
形

態
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
の
僻
地
教
育
運

動
は
ま
だ
ま
だ
容
易
で
あ
る
。
国
全
体
が
そ
う
い
う

僻
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
は
深
刻

で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 

宗
教
の
国
々 

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
見
る
と
き
に
、
も
う
一
つ
忘

れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
諸
民
族
の
も
つ
宗
教
が

き
わ
め
て
強
い
力
を
も
っ
て
い
て
、
国
民
の
生
活
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド

と
パ
キ
ス
タ
ン
の
例
の
よ
う
に
、
同
じ
民
族
で
あ
り

な
が
ら
、
国
を
割
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
ば
か
り
で
は

な
い
。
ビ
ル
マ
や
タ
イ
の
よ
う
に
、
仏
教
が
力
を
も

っ
て
い
る
国
も
あ
っ
て
そ
れ
が
ま
た
国
民
の
生

活
・
習
俗
を
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
よ
う
な
国
で
は
、
そ
れ
が
カ
ソ
リ
ッ

ク
と
仏
教
の
争
い
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。 

こ
の
宗
教
の
力
は
、
日
本
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
宗

教
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
、
日
本
ほ
ど
非
宗
教
的
な
民
族
は

な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う

感
覚
で
宗
教
を
考
え
た
の
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

の
宗
教
問
題
は
理
解
で
き
な
い
。
特
に
教
育
に
対
し

て
も
っ
て
い
る
力
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
で
も
、
仏
教
が
過
去
一
０

０
０
年
も
支
配
し
た
国
で
あ
る
か
ら
、
習
俗
と
し
て

日
本
の
生
活
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
た
い
へ
ん

な
も
の
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い

な
い
が
、
そ
れ
だ
け
生
活
の
中
に
は
い
り
こ
ん
で
い

る
の
だ
と
も
言
え
る
。
各
家
庭
の
年
中
行
事
を
考
え

て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ど
こ
の
観
光
地

へ
行
っ
て
も
、
仏
教
的
伝
説
や
説
話
に
ふ
れ
な
い
こ

と
は
な
い
。
そ
れ
を
ス
ム
ー
ス
に
受
け
入
れ
る
の
が

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
あ
る
。 

そ
う
い
う
こ
と
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
も
っ
と
は

る
か
に
強
烈
だ
と
考
え
て
よ
い
。
信
じ
て
疑
わ
な
い

生
活
の
姿
、
習
俗
が
い
ず
れ
も
か
れ
ら
の
宗
教
と
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
思
い
こ
ん
だ
ら
命
が

け
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。 

現
代
の
教
育
が
科
学
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
こ

と
は
だ
れ
も
認
め
る
が
、
こ
の
科
学
も
一
つ
の
宗
教

だ
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
科

学
と
い
う
宗
教
と
、
在
来
の
宗
教
と
の
せ
り
あ
い
が
、

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
た
い
へ
ん
な
問
題
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
教
育
が

も
ち
こ
ん
で
く
る
科
学
的
な
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ

ほ
ど
の
抵
抗
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
争
い
が
い
か
に
も
の
す

ご
い
も
の
か
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
東
南
ア

ジ
ア
の
諸
民
族
が
教
育
の
も
た
ら
す
科
学
的
な
も

の
に
対
し
て
、
新
し
い
宗
教
に
敵
対
す
る
ほ
ど
の
抵

抗
が
あ
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
教
育

の
む
つ
か
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
く
聞
く
話
に
、

理
科
の
教
育
で
、
動
物
の
解
剖
も
な
か
な
か
抵
抗
な

し
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
い

う
例
は
ざ
ら
に
あ
る
。
食
べ
物
一
つ
で
も
、
や
か
ま

し
い
戒
律
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
々
が
い
る
。
一
年

の
間
に
何
か
月
と
い
う
断
食
期
間
が
あ
る
。
そ
れ
が

強
い
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
、
日
本
人
的
セ

ン
ス
で
し
り
ぞ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
し

現
実
に
そ
れ
は
、
近
代
的
教
育
と
言
わ
れ
る
も
の
と

具
体
的
に
衝
突
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら

も
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
は
異
相
の
国
々
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

  
 

民
族
主
義
と
社
会
主
義 

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
を
表
通
り
だ
け
さ
っ
と
見

て
歩
け
ば
、
ど
こ
の
国
へ
行
っ
て
も
、
近
代
的
な
小

学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
大
学
に
お
目
に
か
か

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
前
の
植
民
地
の
支
配
者

の
遺
産
で
あ
っ
た
も
の
も
多
い
が
、
と
に
か
く
り
っ

ぱ
な
教
育
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
教
育
を
受
け
て

い
る
人
々
は
、
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
に
し
て

も
、
そ
の
人
た
ち
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
、
世
界
で
最

も
進
ん
だ
段
階
の
教
育
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
日
本
の
大
学
教
育
よ
り
も
す
ぐ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
学
ん
で
い
る
学

生
は
勤
勉
で
あ
り
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
や
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
に
あ
る
い
は
ア
メ

リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
や
Ｍ
Ｉ
Ｔ
に
、
ど
ん
ど
ん
留
学

し
て
い
く
す
ぐ
れ
た
学
生
が
い
る
。
そ
う
し
た
人
々

は
、
現
に
長
い
間
に
わ
た
っ
て
養
成
さ
れ
、
国
の
指

導
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ

る
。
か
れ
ら
の
見
識
は
高
く
、
学
問
的
に
も
世
界
の

一
流
に
伍
し
て
劣
ら
な
い
人
々
が
多
い
。 

 

そ
う
い
う
人
々
に
接
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
き

つ
ね
に
つ
ま
ま
れ
た
思
い
を
す
る
。
一
方
で
飢
餓
の

民
と
言
わ
れ
る
人
々
が
い
る
か
と
思
う
と
、
そ
う
で

な
い
ま
っ
た
く
洗
練
さ
れ
た
現
代
一
流
の
人
物
に

お
目
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
二
重
構
造
と
い
う
こ
と

ば
が
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
極
端
な
二
重
構
造
、
植
民

地
的
二
重
構
造
で
あ
る
。 

 

東
南
ア
ジ
ア
を
ま
わ
っ
た
人
々
が
、
そ
れ
ら
の
民

族
を
怠
惰
だ
と
批
評
し
た
り
、
そ
の
理
由
を
そ
の
熱

帯
的
・
モ
ン
ス
ー
ン
的
な
気
候
風
土
に
帰
す
る
こ
と
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が
あ
る
が
、
そ
う
単
純
に
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
一
面
も
あ

る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
中
か
ら
す
ぐ
れ
た
人

物
が
出
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
々
を
見
る
と
、
広
い

意
味
で
教
育
の
力
と
い
う
も
の
の
偉
大
さ
を
感
ぜ

ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
い

わ
ゆ
る
怠
惰
な
民
族
性
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
、
歴

史
的
風
土
・
植
民
的
支
配
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え

さ
せ
ら
れ
る
。 

い
ま
こ
れ
ら
の
国
々
が
独
立
し
て
、
み
ず
か
ら
の

教
育
を
も
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で

は
、
大
き
な
希
望
を
い
だ
か
せ
る
の
で
あ
る
。
た
と

え
長
期
を
要
す
る
と
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
は
明
る

い
前
途
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。 《

ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
》
と
い
う
こ
と
ば
が
聞
か

れ
る
が
、
た
し
か
に
、
そ
う
い
う
思
想
は
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
興
隆
の
カ
ギ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ

に
は
行
き
す
ぎ
も
あ
ろ
う
し
、
失
敗
も
あ
ろ
う
し
、 

先
進
諸
国
に
と
っ
て
は
荷
物
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ

う
が
、
民
主
主
義
的
方
向
は
そ
れ
ら
の
国
々
を
支
え

る
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な
柱
と
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
成
功
し
き
れ

な
い
の
は
、
結
局
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
認
識
不

足
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
国
を
支
え
る
柱
が
民
族

主
義
的
な
も
の
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
野
放
図
に

許
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
先
進
国
の
親
心
と
も

言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
様
々
な
利
害

関
係
も
含
め
て
い
る
か
ら
、
簡
単
に
親
心
と
の
み
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
東
西
両
陣
営
と
も
ア
ジ
ア

の
行
動
を
野
放
図
に
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
に
援
助
競
争
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

                

民
族
主
義
と
同
時
に
も
う
一
つ
考
え
な
く
て
は

な
ら
ぬ
こ
と
は
、
社
会
主
義
的
な
方
向
で
あ
る
。
ア

ジ
ア
の
方
向
は
、
共
産
主
義
で
は
な
い
に
し
て
も
、

社
会
主
義
的
な
方
向
に
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
も
ま
た
歴
史
の
必
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
む
つ
か
し
い
国
際
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
簡
単

に
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
現
代
の
こ
れ
だ
け

進
ん
だ
産
業
社
会
の
中
で
、
東
南
ア
ジ
ア
が
、
先
進

国
の
あ
ゆ
ん
だ
と
お
り
を
歩
く
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
先
進
諸
国
の
巨
大
な
資
本
が
そ
の
発
展
の

援
助
を
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
最
も

有
効
に
使
用
し
、
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
る
に
は
、

か
な
り
の
社
会
主
義
的
統
制
の
方
向
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
民
族
主
義
と
社
会
主
義
と
、
奴
隷
的
人
間
か

ら
の
解
放
と
は
、
現
代
の
東
南
ア
ジ
ア
の
最
も
大
き

な
関
心
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
調
和
を

ど
う
す
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

先
進
諸
国
の
援
助
も
、
こ
の
点
の
認
識
を
あ
や
ま
る

と
失
敗
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
で
の
失
敗
も
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。 

 

二
十
一
世
紀
の
ア
ジ
ア 

現
代
の
世
界
は
、
二
十
一
世
紀
を
め
ざ
し
て
、
教

育
の
改
革
を
行
な
い
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

東
南
ア
ジ
ア
も
ま
た
異
な
っ
た
意
味
で
二
十
一
世

紀
を
め
ざ
し
て
教
育
開
発
を
行
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
文
字
ど
お
り
二
十
一
紀

の
国
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。 

現
代
世
界
史
の
大
き
な
流
れ
を
見
る
と
、
二
十
世

紀
の
前
半
に
ソ
連
邦
が
誕
生
し
、
あ
の
日
露
戦
争
に
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敗
れ
た
国
が
、
今
や
世
界
の
動
向
を
支
配
し
て
い
る
。

第
二
次
大
戦
は
新
中
国
を
生
み
出
し
、
誕
生
時
の
ソ

連
と
同
じ
く
世
界
に
い
れ
ら
れ
な
い
国
と
し
て
あ

つ
か
わ
れ
な
が
ら
も
、
し
だ
い
に
そ
の
発
言
力
を
拡

大
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
二
十
一
紀
に

は
、
そ
の
他
の
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
大
き
な
発
言

力
を
も
っ
て
、
新
し
く
世
界
史
の
中
に
登
場
し
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、
東
洋
の
一
小

国
、
島
国
日
本
は
覚
悟
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
世

界
は
い
ま
東
南
ア
ジ
ア
の
育
成
に
狂
奔
し
て
い
る

と
言
っ
て
も
よ
い
。
日
本
は
遠
か
ら
ず
、
そ
れ
ら
の

国
々
の
中
の
一
国
と
し
て
生
存
す
る
国
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
行
き
方
を
大
き
く
左
右
す

る
で
あ
ろ
ぅ
。
日
本
は
ア
ジ
ア
に
も
っ
と
目
を
向
け

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。 

日
本
に
は
現
在
、
東
南
ア
ジ
ア
各
国
か
ら
の
留
学

生
が
数
多
く
来
て
い
る
。
か
れ
ら
の
多
く
は
、
技
術

の
獲
得
に
来
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
い
わ

ば
、
島
国
民
族
た
る
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
民
族
と
の

交
流
を
は
か
る
人
々
で
あ
る
。
か
れ
ら
と
ひ
ざ
を
ま

じ
え
て
つ
き
あ
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
の
中
へ
わ
れ
わ

れ
が
と
け
こ
む
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
か
れ
ら
を
教
育
し
て
や
る
こ
と
に
よ
り
、
わ

れ
わ
れ
も
ま
た
大
き
く
教
育
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で

あ
る
。 

し
か
し
、
日
本
の
留
学
生
教
育
は
、
残
念
な
が
ら

今
ま
で
の
と
こ
ろ
成
功
と
は
言
え
な
い
。
日
本
の
大

学
教
育
の
あ
り
方
で
は
、
か
れ
ら
に
満
足
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
隘
路
が

あ
る
。
第
一
に
言
語
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
留
学

生
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
大
部
分
が
英
語
国
民
で

あ
る
。
日
本
語
を
身
に
つ
け
て
来
て
い
る
者
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
か
れ
ら
が
一
年
や
二
年
で
、
日
本
の
大

学
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
か
れ
ら
の
生
活
も
日
本
以
上
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
で
あ
る
。
日
本
人
よ
り
は
る
か
に
ホ
テ
ル
住
ま
い

に
向
い
て
い
る
。
そ
こ
に
ま
た
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
。
か
れ
ら
の
学
力
は
低
い
と
言
わ
れ
る
。
か
れ

ら
の
置
か
れ
た
環
境
か
ら
す
れ
ば
、
学
業
を
成
就
す

る
の
に
は
、
あ
ま
り
に
多
く
の
壁
が
あ
り
す
ぎ
る
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
が
こ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
留
学
生
が
日
本
の
教
育
に
は
い
れ
な
い

の
は
、
裏
返
し
す
れ
ば
、
日
本
が
、
か
れ
ら
の
生
活

の
中
へ
は
い
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

で
は
、
新
し
い
ア
ジ
ア
の
国
々
の
中
で
、
日
本
が
生

存
し
て
い
け
る
で
あ
ろ
う
か
。 

《
カ
ラ
チ
プ
ラ
ン
》
と
い
う
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
が

計
画
し
て
、
一
九
八
０
年
ま
で
に
、
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
の
初
等
義
務
教
育
を
一
０
０
％
に
し
よ
う
と
い

う
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
現
在
進
行
中
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し

か
し
、
と
も
か
く
こ
れ
に
よ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の

教
育
の
近
代
化
の
基
礎
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
う
い
う
仕
事
に
日
本
は
ど
れ
だ
け
参
与

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
な
ら
ば
、
千
載
一
遇

の
好
機
と
し
て
み
ず
か
ら
進
ん
で
積
極
的
役
割
を

に
な
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
中
へ
は
い
り
、
そ
の
中
で
生
き

る
こ
と
を
会
得
す
る
機
会
な
の
で
あ
る
。
初
等
義
務

教
育
の
完
全
遂
行
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る

ビ
ジ
ネ
ス
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
あ
ら
ゆ

る
面
か
ら
の
援
助
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
の
国
々
と
と

も
に
生
き
る
す
べ
を
学
ん
で
お
く
の
は
よ
い
こ
と

で
は
な
い
か
。 

 

総
じ
て
日
本
の
目
が
東
南
ア
ジ
ア
に
も
っ
と
強

く
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
わ
れ
る
が
、
な

か
ん
ず
く
教
育
に
関
し
て
は
、
最
も
理
想
的
な
姿
で
、

そ
れ
ら
の
国
々
を
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
い
う
実
践
を
通
じ
て
、
日
本
は
日

本
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
あ
り
方
を
つ
く
り
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
留
学
生
を
完

ぺ
き
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
つ
く

る
こ
と
は
、
日
本
が
ア
ジ
ア
と
と
も
に
生
き
て
い
く

体
制
を
つ
く
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ラ
チ
プ
ラ

ン
に
貢
献
す
る
こ
と
は
、
か
れ
ら
と
と
も
に
生
き
て

い
く
日
本
の
体
制
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う

い
う
点
か
ら
、
か
れ
ら
の
教
育
の
あ
り
方
を
研
究
し
、

課
題
を
発
見
し
、
そ
れ
に
協
力
す
る
体
制
を
つ
く
る

こ
と
が
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。 


