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『
ヌ
ー
サ
ン
タ
ラ
ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
』

　
嗣
　
本
書
の
初
版
は
一
九
四
三
年
で
あ
る
。
す
で
に
そ
の
二
年
前
か
ら
、
著

者
は
ア
メ
リ
カ
に
住
み
つ
き
、
本
書
の
執
筆
を
は
じ
め
た
の
は
、
日
本
の
眞
珠

灘
攻
撃
の
寸
前
で
あ
っ
た
。
當
時
、
東
南
ア
ジ
ア
は
、
ア
メ
塑
力
に
と
つ
て
、

軍
事
臨
・
経
濟
的
に
重
要
な
戦
略
地
髄
で
あ
つ
た
。
第
一
版
の
完
成
前
に
、
こ

の
地
域
は
日
本
軍
の
占
領
下
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
幸
い
、
ハ
；
ヴ
ァ

ー
ド
大
學
の
史
料
を
も
と
に
で
き
あ
が
つ
た
が
、
そ
の
の
ち
四
五
年
か
ら
五
八

年
ま
で
の
あ
い
だ
、
新
し
い
歴
史
研
究
が
す
す
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
成
果
を
基

礎
素
材
と
し
て
、
著
者
は
奮
著
を
全
面
的
に
改
訂
、
と
く
に
最
初
の
四
章
は
こ

れ
を
ま
つ
た
く
新
し
く
書
き
あ
ら
た
め
、
こ
こ
に
第
四
版
と
し
て
世
に
問
う
こ

と
と
な
つ
た
。

　
本
書
は
、
序
論
地
理
的
背
景
、
第
一
章
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
史
の
黎
明
、
第
二
章

ジ
ァ
ワ
と
ス
マ
ト
ラ
の
王
國
、
第
三
章
ジ
ァ
ワ
帝
國
の
建
設
者
、
第
四
章
固
教



徒
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
第
五
章
オ
ラ
ソ
ダ
の
貿
易
商
、
第
六
章
ス
ル
タ
ソ
・
ア

グ
ソ
と
ヤ
ン
・
ピ
エ
ー
テ
ル
ゾ
ー
ソ
・
ク
ソ
の
時
代
の
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
、
第
七

章
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
海
上
支
配
灌
の
優
位
、
第
八
章
イ
ン
ド
ネ
シ
ァ
諸

國
家
の
没
落
、
第
九
章
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
生
活
の
新
し
い
側
面
、
第
十
章
十

八
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
人
と
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
人
、
第
十
一
章
ヘ
ル
マ
ソ
・
ウ
イ
レ

ム
・
ダ
ー
ン
デ
ル
ス
L
ハ
タ
ビ
ア
の
ナ
ポ
レ
オ
ソ
、
第
十
二
章
ト
マ
ス
・
ス

タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ラ
ッ
フ
ル
ズ
ー
シ
ソ
ガ
ポ
！
ル
の
創
設
者
、
第
十
三
章
ヨ

ハ
ソ
ネ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ボ
ッ
シ
ュ
と
自
由
主
義
者
た
ち
、
第
十
四
章
イ

ソ
ド
ネ
シ
ア
の
統
一
化
、
第
十
五
章
植
民
地
の
終
末
と
民
族
の
誕
生
、
第
十
六

章
職
璽
と
革
命
を
め
ざ
し
て
ー
か
ら
欝
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
、
本
書
の
標
題
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。
ヌ
ー
サ
ソ
タ
ラ
と
い

う
言
葉
は
、
蝕
り
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
謙
典
に
よ

れ
ば
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
群
島
を
示
す
語
で
あ
る
。
著
者
フ
レ
ッ
ケ
の
註
に
よ
る

と
、
ヌ
ー
サ
ソ
タ
ラ
と
は
、
原
義
上
は
、
ジ
ァ
ワ
あ
る
い
は
バ
リ
か
ら
み
た
外

域
、
つ
ま
り
．
夢
o
呂
富
錠
o
譲
8
疑
．
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
十

五
世
紀
の
ジ
ァ
ワ
の
テ
ク
ス
ト
に
使
用
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

類學者も

こ
れ
を
使
用
し
、
今
世
紀
に
な
る
と
E
・
∬
・
D
・
デ
ッ
カ
ー
が
西

印
度
諸
島
全
騰
の
名
稽
と
し
て
使
用
し
た
。
今
日
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
と
い
う
言

葉
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
國
の
全
領
土
の
正
式
の
名
繕
と
な
つ
て
お
り
、
民
族

主
義
者
が
こ
れ
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
ソ
ド
諸
島
の
意
味
で
、

　
　
　
　
紹
介
と
批
騨

フ
ィ
リ
ピ
ソ
を
含
め
ア
ジ
ア
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
m
器
冒
。

冨
冨
磐
全
域
に
封
す
る
地
理
的
名
構
で
あ
る
。

　
＊
　
彼
は
混
血
ヨ
ー
・
ッ
パ
人
、
い
わ
ゆ
る
冒
画
o
で
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
生

　
　
　
れ
。
オ
ラ
ソ
ダ
支
配
に
反
野
し
た
急
進
的
民
族
主
義
者
で
あ
つ
た
。
な

　
　
　
お
、
小
説
旨
環
国
曽
く
O
一
器
月
を
蜜
9
富
言
岩
と
い
う
匿
名
で
か
い

　
　
　
た
E
・
D
・
デ
ッ
カ
ー
は
彼
の
親
類
に
あ
た
る
。

　
本
書
は
、
古
代
ジ
ァ
ワ
か
ら
は
じ
ま
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
主
と
し
て
ジ
7
ワ

を
中
心
と
す
る
）
王
朝
時
代
、
オ
ラ
ソ
ダ
人
の
植
民
地
形
成
と
そ
の
統
治
時

代
、
そ
し
て
最
後
に
、
今
世
紀
に
は
い
つ
て
か
ら
の
民
族
主
義
蓮
動
の
擾
頭
時

代
、
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
を
年
代
記
的
に
述
べ
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
筆
者
の
理
解
し
う
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

主
要
特
徴
を
と
ら
え
て
み
た
い
。

　
ニ
　
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
は
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
外
國
と
の
文
化
的
接
謁
の
あ
つ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
最
古
の
碑
文
は
東
ボ
ル
ネ
オ
の
旨
琶
轟
民
置
舘
目
と

い
う
、
現
在
で
は
荒
慶
し
た
一
村
落
で
襲
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ

ト
文
字
で
書
か
れ
た
四
世
紀
頃
の
も
の
で
、
す
で
に
こ
の
頃
王
國
が
あ
つ
て
、

ヒ
ソ
ズ
！
文
明
の
影
響
を
う
け
、
そ
れ
と
の
同
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
史
實

が
謹
明
さ
れ
て
い
る
。
五
－
七
世
紀
に
は
、
イ
ン
ド
お
よ
び
中
國
と
の
交
易
も

盛
ん
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

　
八
世
紀
に
な
る
と
ジ
ァ
ワ
は
急
速
な
文
化
的
襲
展
を
と
げ
て
、
ジ
ァ
ワ
史
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
七
六
九
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

も
つ
と
も
輝
か
し
く
、
か
つ
短
か
か
つ
た
シ
ァ
イ
レ
ソ
ド
ラ
王
朝
の
時
期
を
む

か
え
る
．
ジ
ョ
ク
ジ
ァ
カ
ル
タ
の
近
郊
に
、
堂
時
の
隆
昌
と
灌
勢
を
物
語
る
佛

教
の
世
界
的
モ
昌
呂
メ
ン
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
残
存
し
て

い
る
。
同
じ
く
こ
の
近
邊
の
プ
ラ
ソ
パ
ナ
ソ
に
は
、
ロ
ロ
・
ジ
ョ
ソ
グ
ラ
ソ
と

い
う
寺
院
群
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
建
設
者
の
も
の
で
は

な
く
、
シ
バ
紳
の
信
仰
を
も
つ
新
し
い
王
國
の
も
の
で
、
そ
の
建
設
者
は
マ
タ

ラ
ム
と
樗
し
た
。
そ
の
後
ジ
ァ
ワ
で
は
、
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
と
か
マ
タ
ラ
ム
と

い
う
繕
號
が
煩
わ
し
い
ほ
ど
頻
々
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヨ
　
　
じ

　
こ
の
よ
う
に
、
榮
光
あ
る
遍
去
の
王
族
に
封
し
て
、
新
参
者
は
権
力
を
獲
得

す
る
や
、
そ
の
後
商
た
る
こ
と
を
要
求
し
、
自
己
の
構
力
の
正
統
性
を
主
張
す

る
。
そ
し
て
、
前
王
室
の
王
妃
を
め
と
つ
て
血
縁
闘
係
を
、
あ
る
い
は
實
際
に

め
と
ら
な
く
て
も
そ
れ
と
の
精
紳
的
紐
帯
を
つ
く
り
だ
す
。
O
ぼ
甘
身
p
｛
胃
－

“
冨
ユ
墨
（
シ
ャ
イ
レ
ソ
ド
ラ
の
後
縫
者
の
意
味
）
と
い
う
紹
號
は
、
十
六
世
紀

に
い
た
る
ま
で
使
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ジ
ァ
ワ
王
朝
史
の
特
徴
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
史
實
と
紳
話
傳
承
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
、
し
た
が
つ
て
、
王
朝
物
語
か
ら
史
實
の
正
確
さ
を
つ
き
と
め
る
こ
と

を
殆
ん
ど
不
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ジ
ャ
パ
イ
ト
王
朝
時
代
に
、

吋即猛旨言

“
乞
凶
撃
旨
冨
壁
磐
匿
と
い
う
史
書
の
よ
う
な
も
の
が
作
製

さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
歴
史
的
敏
逓
で
は
な
く
、
宮
廷
詩
人
に
國
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
七
七
〇
）

を
讃
美
さ
せ
た
献
詞
の
よ
5
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
歴
史
的
考
謹
が
む
ず

か
し
く
、
現
在
な
お
言
語
上
不
明
な
箇
所
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
古
代
ジ
ァ
ワ

史
の
研
究
は
ま
だ
不
完
全
に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
歌
態
で
あ
る
。

　
マ
ジ
ァ
パ
イ
ト
王
朝
の
起
源
に
つ
い
て
、
面
自
い
博
読
が
あ
る
。
創
立
者
ウ

ィ
ジ
ァ
ヤ
王
が
新
し
い
土
地
を
開
拓
し
て
い
る
と
き
、
家
來
の
ひ
と
り
が
果
實

を
ひ
ろ
つ
た
。
か
れ
は
『
苦
い
4
と
い
つ
て
そ
れ
を
投
げ
す
て
た
と
こ
ろ
か
ら

旨
p
甘
冨
げ
詳
（
苦
い
果
實
）
と
い
う
言
葉
が
で
た
と
い
う
。
こ
の
「
土
地
を
開

拓
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
な
つ
て
「
歴
史
を
新
た
に
展
開
す
る
」
と
い

5
意
味
で
使
わ
れ
、
マ
ジ
ァ
パ
イ
ト
に
な
ら
つ
た
史
書
が
で
て
く
る
。
回
教
國

家
マ
タ
ム
ラ
の
配
書
毘
嗜
選
包
O
廿
三
が
そ
れ
で
あ
り
、
詩
人
た
ち
が
國

王
サ
ル
タ
ン
・
ア
グ
ン
に
捧
げ
た
も
の
で
、
か
れ
は
マ
ジ
ァ
パ
イ
ト
の
ア
ヤ
ム

・
ウ
ル
ク
の
繊
承
者
と
さ
れ
、
か
れ
の
政
策
は
ガ
ジ
ヤ
・
マ
ダ
の
延
長
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
十
七
世
紀
に
な
つ
て
も
、
依
然
と
し
て
ヒ
ソ
ズ
i
・
ジ
ャ
ワ

文
明
の
傳
統
が
彊
く
生
き
の
こ
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ア
イ
ル
ラ
ソ
ガ
王
（
一
〇
一
九
ー
一
〇
四
九
）
に
ま
つ
わ
る
傳
誘
も
興
味
深

い
。
か
れ
は
パ
リ
か
ら
渡
つ
て
き
て
、
ジ
ァ
ワ
の
王
位
を
ね
ら
つ
た
が
失
敗
す

る
。
そ
こ
で
森
林
に
こ
も
つ
て
瞑
想
と
禁
欲
の
修
業
を
つ
み
、
つ
い
に
魔
力
を

え
て
東
部
ジ
ァ
ワ
を
制
覇
す
る
こ
と
に
成
功
ず
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
と
い
う
名

前
は
、
ジ
ァ
ワ
の
古
典
文
學
の
創
作
と
も
闘
係
が
深
い
。
そ
れ
は
イ
ソ
ド
救
事

詩
マ
ハ
バ
ラ
ー
タ
か
ら
取
材
さ
れ
た
も
の
で
、
聖
者
ア
リ
ュ
ー
ナ
の
生
涯
を
比



喩
的
に
解
縄
し
た
も
の
だ
、
と
い
わ
れ
る
。
ス
ラ
バ
ヤ
の
近
く
に
ア
イ
ル
ラ
ソ

ガ
の
陵
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ガ
ル
ダ
；
に
の
つ
た
ウ
シ
ヌ
ー
の
像
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
神
話
は
顧
話
と
し
て
だ
け
と
ど
ま
つ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
デ
ィ
ぷ
・
ネ
ゴ
冒
が
ジ
ァ
2
戦
雫
を
お
こ
し
た
と
き
（
一
八
二
五
i
一
八

三
〇
）
、
か
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
の
生
涯
を
そ
つ
く
り
繰
返
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
セ
　
　
　
リ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ち
　
　
　
る
　
　
　
じ
　
　
　
も
　
　
　
セ

オ
ラ
ソ
ダ
に
封
す
る
戦
い
を
異
教
徒
に
封
す
る
聖
駿
で
あ
る
と
し
た
デ
ィ
ポ
・

ネ
ゴ
ロ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
主
張
も
、
そ
の
精
紳
的
基
盤
に
お
い
て
、
前
イ
ス
ラ

ー
ム
的
・
ヒ
ン
ズ
ー
・
ジ
ァ
ワ
的
傅
統
に
立
つ
て
い
る
。

　
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
王
朝
史
は
ま
つ
た
く
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
歴
史
書
は

み
な
同
種
類
の
も
の
で
あ
る
。

　
三
　
十
五
世
紀
へ
の
鱒
換
に
よ
つ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
は
新
し
い
、
ダ
イ

ナ
、
・
・
ッ
ク
な
場
面
を
呈
し
て
く
る
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
浸

透
で
あ
り
、
他
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
ス
ペ
イ
ソ
人
の
到
來
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
イ
ス
ラ
！
ム
化
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
重
要
な
問
題
に
違
い
な
い
が
、

當
の
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
人
、
わ
け
て
も
溜
岸
地
域
の
土
侯
た
ち
が
こ
れ
を
ど
う
受

け
と
つ
て
い
た
か
。
か
れ
ら
は
コ
ー
ラ
ソ
の
教
義
的
内
容
に
影
響
を
う
け
た
わ

け
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
の
封
抗
意
識
か
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
を
受
容
し
て
い
つ
た
。
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
は
布
教
に
よ
つ
て

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ア
ラ
ピ
ア
人
と
の
香
料
貿
易
を
通
じ
て
、
波
及

的
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
歴
史
に
は
、
深
刻
な
宗

　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

教
職
雫
め
い
た
も
の
は
な
か
つ
た
が
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
と
イ
ン
ド
と
の
あ
い
だ

の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
航
海
を
阻
止
す
べ
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
國
王
の
命
を
う
け
て
極

東
忙
進
出
し
た
バ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
の
遽
征
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
つ
て

も
、
こ
と
の
ほ
か
重
大
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
回
激
徒
と
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
の
《
聖
霧
が
は
じ
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
イ
ソ
ド

ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
宗
教
的
と
い
5
よ
り
は
政
治
的
な
間
題
で
あ
つ
た
こ
と
は

注
目
す
ぺ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
一
五
九
六
年
六
月
五
日
、
オ
ラ
ソ
ダ
般
が
は
じ
め
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
來
航

し
た
日
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
三
世
紀
孚
の
あ
い
だ
、
植
民
地
化
の
歴
史
が
つ
づ

く
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
と
激
し
く
雫
つ
て
、
こ

の
爾
者
を
お
さ
え
、
つ
い
に
一
六
〇
二
年
東
印
度
會
枇
の
設
立
に
こ
ぎ
つ
け

る
。
東
印
度
會
肚
は
ア
ン
ボ
イ
ア
、
モ
ル
ツ
カ
諸
島
の
香
料
の
利
灌
獅
占
を
い

ち
お
う
は
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
安
心
で
き
た
の
で
は
な
い
。
新

し
い
敵
封
者
は
い
つ
で
も
あ
ら
わ
れ
た
。
外
國
勢
力
ば
か
り
で
は
な
く
、
ジ
ァ

ワ
の
土
侯
た
ち
に
し
て
も
手
に
お
え
ぬ
勢
力
で
あ
つ
た
。
バ
タ
ピ
ア
市
建
設
の

過
程
は
、
こ
の
間
の
オ
ラ
ソ
ダ
の
苦
し
み
を
如
實
に
物
語
つ
て
い
る
。
閃
P
雷
，

　
　
　
　
る
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
む

く
壁
と
は
光
榮
の
都
の
意
味
で
あ
る
。
當
時
の
纏
督
ヤ
ン
・
ピ
エ
：
テ
ル
ゾ
ー

ソ
・
ク
ン
は
そ
の
よ
う
に
名
付
け
る
こ
と
を
な
ぜ
か
拒
ん
だ
そ
う
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
艦
隊
、
ジ
ァ
ワ
の
土
侯
、
そ
れ
に
加
え
て
バ
ン
タ
ム
王
國
紀
徹
底
的
な

攻
撃
を
う
け
、
か
れ
ら
の
あ
い
だ
の
利
害
關
係
が
も
と
で
不
和
が
生
じ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
七
七
一
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
詐

す
き
に
乗
じ
て
オ
ラ
ン
ダ
兵
士
は
勢
を
え
、
所
鳶
と
酒
と
女
の
織
痴
氣
さ
わ
ぎ

の
末
、
会
騨
の
御
意
志
に
よ
つ
て
V
よ
う
や
く
こ
の
ジ
ァ
カ
ル
タ
の
要
塞
を
守

り
ぬ
い
た
』
。
か
れ
ら
は
こ
の
名
も
な
い
要
塞
に
、
恥
ら
い
も
な
く
（
．
ハ
タ
ピ
ア
V

と
つ
け
た
。

　
バ
タ
ビ
ア
の
建
設
か
ら
東
印
度
會
杜
の
崩
壌
に
い
た
る
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
は

イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
に
着
實
な
地
歩
を
固
め
て
ゆ
く
。
し
か
し
會
肚
は
最
初
の
八
年

間
、
株
主
へ
の
配
當
金
す
ら
携
え
ず
、
設
立
後
二
十
年
間
と
い
う
も
の
は
滞
足

な
利
盆
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
。
會
肚
は
そ
の
企
業
盟
制
の
再
編
成
の
必
要
に
せ

ま
ら
れ
た
。
ヤ
ソ
・
P
・
ク
ソ
総
督
に
な
つ
て
は
じ
め
て
そ
の
椴
想
が
示
さ
れ

た
が
、
東
印
度
會
肚
は
、
堂
初
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
間
の
貿
易
の
み
を
目
的
と

　
　
　
　
　
　
　
ね

し
て
お
り
、
本
國
封
植
民
地
と
い
う
關
係
は
存
在
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
十

七
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
、
會
肚
は
日
本
の
長
崎
か
ら
ペ
ル
シ
ア
ま
で
、
ほ
と
ん

ど
ア
ジ
ア
の
海
岸
に
勢
力
を
伸
長
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
商
業
上
の

企
業
と
し
て
で
あ
つ
て
、
植
民
地
化
を
目
的
と
す
る
會
吐
で
は
な
か
つ
た
。
こ

の
頃
ヨ
ー
4
ッ
パ
の
産
物
と
い
つ
た
も
の
は
な
く
、
あ
つ
て
も
儲
か
つ
た
仕
事

で
は
な
い
。
バ
タ
ピ
ア
で
一
般
會
計
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
邊

ら
れ
る
も
の
は
、
茶
と
會
計
簿
だ
け
だ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
情
勢
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ソ
ド

ネ
シ
ア
の
土
侯
た
ち
は
バ
タ
ピ
ア
に
よ
つ
て
局
領
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し

こ
の
過
程
は
、
オ
ラ
ソ
ダ
の
一
方
的
な
侵
略
の
歴
史
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
七
七
二
）

結
果
的
に
は
そ
う
で
あ
つ
て
も
、
本
來
は
、
ジ
ァ
ワ
自
盟
の
内
部
崩
壌
で
あ

る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
も
ス
ペ
イ
ン
も
、
十
六
世
紀
に
は
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
に

は
な
ん
ら
影
響
を
あ
た
え
て
い
な
い
。
十
七
世
紀
に
な
つ
て
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア

は
中
部
ジ
ァ
ワ
の
マ
タ
ラ
ム
、
西
部
ジ
ァ
ワ
の
バ
ン
タ
ム
に
統
一
さ
れ
、
オ
ラ

γ
ダ
と
の
三
つ
組
の
勢
力
争
い
の
場
と
な
る
が
、
オ
ラ
ソ
ダ
自
身
は
海
上
支
醗

権
に
自
己
を
限
定
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
内
紛
に
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
！
で
あ
つ

た
。
外
領
地
域
に
お
い
て
も
、
マ
カ
ッ
サ
ル
王
國
と
の
磯
争
は
、
實
質
的
に

は
、
東
洋
侵
出
を
ね
ら
う
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
璽
で
あ
つ
た
し
、
ア
ッ
チ
ェ
と
の

識
孚
も
、
ス
マ
ト
ラ
地
方
で
そ
の
支
配
下
に
あ
つ
て
不
浦
を
も
ら
し
て
い
た
王

族
か
ら
掲
立
と
保
護
を
求
め
ら
れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
立
ち
あ
が
つ
た
の
で
あ

る
。
ジ
ァ
ワ
の
諸
國
が
没
落
の
蓮
命
を
た
ど
つ
た
の
は
、
マ
タ
ラ
ム
㌧
ハ
ン
タ

ム
の
反
目
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
廷
内
部
の
構
力
雫
い
に
オ
ラ
ソ
ダ
が
審
き
こ
ま
れ

た
か
た
ち
で
、
パ
タ
ビ
ア
政
府
を
介
入
さ
せ
、
莫
大
な
戦
費
の
負
債
を
お
い
こ

ん
だ
誤
り
を
犯
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
土
侯
た
ち
自
身
で
あ
つ
た
。

　
東
印
度
會
吐
の
形
成
過
程
は
．
い
わ
ば
植
民
地
の
準
備
期
間
で
あ
り
、
そ
の

完
了
と
と
も
に
會
杜
は
崩
壌
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
ヨ
聖
ロ
ッ
パ

の
政
治
情
勢
に
起
因
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
七
九
六
年
三
月
一
日
、
オ
ラ
ソ

ダ
政
府
の
任
命
に
よ
る
委
員
會
に
、
會
肚
は
そ
の
経
誉
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
な

つ
た
。
こ
う
し
て
、
國
家
が
そ
の
全
所
有
権
と
一
億
三
四
〇
〇
萬
ギ
ル
ダ
ー
に

の
ぼ
る
負
債
を
受
け
つ
い
だ
。
つ
づ
く
ダ
ー
ン
デ
ル
ス
ー
ラ
ッ
フ
ル
ス
の
統
治



は
、
植
民
地
盟
制
の
確
立
期
で
あ
る
。
ラ
ッ
フ
ル
ズ
の
諸
改
革
は
劃
期
的
意
義

を
も
っ
。
バ
タ
ピ
ア
土
侯
と
の
條
約
改
正
、
行
政
・
裁
到
上
の
諸
改
革
、
納
税

制
度
の
改
童
・
、
の
三
つ
の
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
つ
て
、
イ
ソ

ド
ネ
シ
ア
は
封
麹
優
制
か
ら
近
代
的
行
政
機
構
へ
、
よ
り
基
本
的
に
は
、
ア
ジ

ア
的
方
式
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
方
式
へ
と
轄
形
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　
デ
ィ
ポ
・
ネ
ゴ
ロ
の
反
飢
、
さ
ら
に
は
ベ
ル
ギ
ー
と
の
戦
雫
の
た
め
、
オ
ラ

ン
ダ
財
政
は
危
機
に
瀕
す
る
。
こ
こ
に
登
用
さ
れ
た
フ
ァ
ン
・
デ
ソ
・
ボ
ッ
シ

ュ
は
、
か
の
悪
名
高
き
（
彊
制
栽
培
制
度
V
を
探
用
す
る
。
か
れ
は
よ
く
東
印

度會

肚
の
暴
君
的
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
復
露
を
策
す
る
反
動
の
擁
護
者
の
よ
う
に
い

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
許
債
で
は
な
い
。
か
れ
の
判
断
に
よ
れ
ば
、

ジ
7
ワ
の
農
民
と
オ
ラ
ソ
ダ
の
貧
困
者
と
の
生
活
水
準
を
比
較
す
れ
ぱ
、
前
者

の
方
が
よ
ほ
ど
よ
い
と
い
う
。
そ
の
正
否
は
と
も
か
く
か
れ
の
思
考
様
式
は
、

植
民
地
主
義
者
の
典
型
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ジ
ァ
ワ
人
は
無
知
で
あ
る
。
援

助
な
し
の
経
濟
饗
展
は
不
可
能
だ
。
か
れ
ら
は
権
威
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
、
劣

働
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
も
し
い
や
が
る
な
ら
働
く
こ
と
を

ち
　
　
セ

強
制
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
生
産
組
織
を
確
立
し
、
螢
働
を

組
織
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
實
際
上
は
、
彊
制
勢
働
と

い
う
か
た
ち
で
納
税
義
務
が
課
せ
ら
れ
き
ジ
ァ
ワ
を
蘭
印
政
府
が
所
有
す
る
亘

大
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
搾
取
す
る
結
果
と
な
つ
た
。

　
こ
の
政
策
は
、
は
や
く
も
一
八
五
〇
年
に
峡
陥
が
あ
ら
わ
れ
、
本
國
の
自
由

　
　
　
　
紐
介
と
批
評

主
義
者
た
ち
の
非
難
が
激
し
く
な
る
。
か
れ
ら
は
、
政
府
企
業
の
彊
制
勢
働
と

貿易獅占

に
反
封
し
、
十
九
世
紀
的
経
濟
原
理
、
つ
ま
り
《
自
然
の
法
則
V
を

主
張
し
た
。
一
八
七
〇
年
に
は
、
強
制
栽
培
制
度
は
實
質
的
に
塵
止
さ
れ
、
彊

制
的
生
産
品
は
コ
ー
ヒ
ー
だ
け
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
同
年
、
通
常
農
業
法
と
い

わ
れ
る
土
着
人
の
土
地
所
有
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
た
。
こ

う
し
て
、
政
府
の
政
策
輔
換
に
よ
つ
て
自
由
主
義
的
企
業
方
式
が
實
行
さ
れ
、

イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
生
産
は
大
い
に
高
ま
つ
た
。
も
つ
と
も
こ
れ
は
、
自
由
主
義

経
濟
の
原
理
的
適
用
だ
け
に
よ
つ
た
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
。
そ
の
他
の
要

因
、
と
く
に
ス
エ
ズ
蓮
河
の
開
通
、
オ
ラ
ソ
ダ
人
の
商
業
活
動
に
封
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
投
入
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
に
は
、
私
的
企
業

の
護
展
と
と
も
に
、
多
藪
の
貿
易
會
肚
や
銀
行
が
つ
く
ら
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ヘ
の
投
資
熱
が
盛
ん
に
な
つ
た
。

　
か
つ
て
は
、
東
方
3
0
8
“
と
莫
然
と
考
え
ら
れ
、
本
國
で
喰
い
つ
め
た

者
や
艦
乗
り
た
ち
の
冒
陰
に
し
か
す
ぎ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
、
そ
し
て
知
識
人
で

さ
え
も
十
九
世
紀
の
竿
ば
ま
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
便
値
を
信
じ
よ
う
と
せ

ず
、
議
會
に
お
い
て
も
、
そ
の
聞
き
慣
れ
ぬ
地
方
名
に
喚
笑
が
起
つ
た
く
ら

い
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
い
ま
や
、
オ
ラ
ソ
ダ
人
の
最
大
の
關
心
の
的
と
な
つ

た
。
こ
の
態
度
壁
化
は
、
ま
た
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
吐
會
に
と
つ
て
も
、
少
な
か
ら

ぬ
影
響
を
も
つ
て
い
る
。
植
民
當
初
に
は
、
ア
ジ
ア
人
と
の
あ
い
だ
に
人
種
的

差
別
な
ど
ま
つ
た
く
な
か
つ
た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
白
人
の
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九
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七
七
三
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

優
位
と
い
う
憩
話
が
根
を
お
ろ
し
て
ゆ
く
。
経
濟
的
合
理
性
、
人
間
吐
會
の

昏
亀
3
目
詳
『
を
匡
正
す
る
こ
と
が
、
自
朋
の
権
利
で
あ
る
か
の
ご
と
き
観
念

が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
終
り
に
は
、
纒
濟
的
伸
長
は
も
と
よ

り
、
軍
事
的
な
武
力
干
渉
が
公
然
と
お
こ
な
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
同
化
、
文
化
璽
容
と
い
う
こ
と
が
眞
面
目
に
考

え
ら
れ
、
オ
ラ
ソ
ダ
の
學
者
に
よ
る
學
問
的
な
研
究
が
立
派
な
成
果
を
お
さ
め

　
　
　
ダ

た
こ
と
も
見
逃
し
え
な
い
。
国
自
宥
o
且
O
を
は
じ
め
＜
o
躍
O
β
『
O
く
9
国
臼
P

膨
鐸
昌
q
①
9
国
8
目
と
い
っ
た
學
者
の
名
前
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
も
　
　
ね
　
　
つ
　
　
い
　
　
ヤ

し
か
し
こ
の
歴
史
の
護
掘
、
過
去
の
復
元
が
、
じ
つ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
主

義
者
に
封
し
て
、
み
ず
か
ら
の
（
歴
史
V
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。

　
四
　
自
由
主
義
政
策
は
ア
ッ
チ
ェ
間
題
を
契
機
と
し
て
後
退
し
、
ふ
た
た
び

政府の

力
が
強
大
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
本
國
に
お
い
て
も
、
植
民
地
行
政

に
封
す
る
批
到
が
高
ま
り
、
今
世
紀
に
入
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
た
め
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

く
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
人
の
た
め
の
統
治
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
《
倫
理

政
策
V
へ
の
輔
換
が
準
備
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
政
策
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
イ

ソ
ド
ネ
シ
ア
人
自
身
に
と
つ
て
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
環
境
徳
生
を
よ
く
し
、

學
校
を
た
て
る
、
ヨ
；
ク
て
ハ
人
の
行
爲
が
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
、
非
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
領
土
に
か
れ
ら
が
占
櫨
す
る
恒
久
的
槽
利
が
あ
た
え
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
オ
ラ
ソ
ダ
に
よ
る
教
育
の
普
及
が
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
七
七
四
）

識
人
を
自
畳
さ
せ
、
民
族
主
義
者
を
培
養
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
は
皮
肉
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

る
。
そ
れ
は
西
欧
化
の
逆
機
能
と
い
5
バ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
で
あ
る
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
主
義
の
畿
展
は
、
き
わ
め
て
複
難
な
経
緯
を
た
ど
る
。

そ
の
特
徴
的
な
一
面
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
大
衆
蓮
動
に
み
ら
れ
る
が
、
わ
け
て
も

サ
レ
カ
ッ
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
民
族
主
義
の
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
的
類
型
を
代
表

し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
そ
れ
は
も
と
も
と
華
商
に
封
す
る
反
封
感
情
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
セ

て
出
護
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
宗
数
組
織
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
以
上
に
政
治

ヨ

的
組
織
で
あ
つ
た
。
サ
レ
カ
ッ
ト
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
次
第
に
マ
ル
ク
ス
主
義
へ

傾
斜
し
て
ゆ
く
。
一
九
二
一
年
の
第
六
同
全
國
大
會
で
、
ハ
ジ
．
ア
グ
ス
・
サ

リ
ム
が
左
翼
分
子
の
し
め
だ
し
を
は
か
り
、
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
は
、
す
で
に
マ
ル

ク
ス
の
生
れ
る
十
二
世
紀
も
前
に
、
コ
ー
ラ
ソ
の
な
か
で
史
的
唯
物
論
を
教
え

て
い
る
」
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
ト
を
な
し
た
。
イ
ス
ラ
、
・
・
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義

と
の
奇
妙
な
接
合
と
分
離
は
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
民
族
主
義
の
歴
史
の
リ
フ
レ
イ

ソ
で
あ
る
。

　
オ
ラ
ソ
ダ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
留
學
生
が
民
族
主
義
蓮
動
に
主
役
的
役
割
を
は

た
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
、
レ
ー
ニ

ソ
の
理
論
と
實
践
に
感
銘
を
う
け
て
臨
國
し
た
。
同
時
に
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
共

産
窯
は
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
の
國
際
的
影
響
と
も
不
可
分
の
關
係
に
あ
り
、
そ
の
直

接
行
動
へ
の
志
向
は
、
一
九
二
七
年
の
蜂
起
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
れ

が
共
産
黙
自
身
の
破
減
を
招
い
て
し
ま
う
。
そ
の
他
、
知
識
階
級
を
中
心
と
す



る
ブ
デ
ィ
・
ウ
ト
モ
、
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
國
民
蕪
な
ど
、
多
種
多
様

な
政
治
集
團
、
文
化
團
鵠
が
結
成
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
三
〇
年
代
の
中
頃
ま

で
に
、
オ
ラ
γ
ダ
の
彊
屡
政
策
が
成
功
し
、
民
族
主
義
蓮
動
は
曲
り
角
に
く

る
。
そ
れ
か
ら
は
國
民
参
議
會
（
＜
〇
一
寄
層
島
時
一
九
一
六
年
に
設
置
さ
れ

た
）
を
通
じ
て
、
從
來
の
《
非
協
力
》
か
ら
《
協
力
V
の
態
度
を
と
る
よ
う
に

な
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
に
は
組
織
の
多
様
性
が
い
ち
じ
る
し

い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
的
統
一
へ
の
感
情
は
彊
い
。
そ
れ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
ち
　
　
り
　
　
む
　
　
る

う
の
も
、
共
通
の
利
害
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
の
歴
史
的
蓮
命
と
い
っ

た
も
の
の
民
族
的
自
豊
が
基
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
四
〇
年
五
月
、
オ
ラ
ン
ダ
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
侵
略
を
う
け
、
政
府
は
ロ

ソ
ド
ソ
に
亡
命
し
て
し
ま
う
。
東
南
ア
ジ
ア
の
情
勢
も
悪
化
し
た
。
蘭
印
政
府

は
東
京
で
載
闘
準
備
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た
。
だ
が
か
れ
ら
は

ま
つ
た
く
無
力
で
あ
り
、
も
つ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
軍
に
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い

た
。
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
に
よ
つ
て
、
ジ
ァ
ワ
の
蓮
命
は
つ
き
た
。
ジ
ァ
ワ
海

職
は
マ
ラ
ヤ
の
ド
ラ
マ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
し
か
す
ぎ
な
か
つ
た
。
本
書
は
こ
こ

で
終
つ
て
い
る
。
日
本
占
領
ぼ
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
に
と
つ
て
み
れ
ば
、
掲
立
へ
の

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
つ
た
。
著
者
が
本
書
に
つ
い
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
現
代
史

を
書
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

　
本
書
は
、
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
史
で
は

な
く
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
歴
史
で
あ
る
。
飯
塚
浩
二
教
授
が
そ
の
『
ア
ジ
ア
の

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

な
か
の
日
本
』
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
研
究
の
心
構
え
と
し
て
、
西
洋
へ
の
プ
レ

デ
ィ
レ
ク
シ
翼
ン
ズ
を
い
ま
し
め
て
お
ら
れ
る
が
、
本
書
は
西
洋
人
の
手
に
な

る
、
奮
植
民
地
宗
主
國
の
學
者
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
信
用
の
お
け
る
も
の

で
あ
る
。
ア
ジ
ス
的
見
方
に
よ
る
歴
史
の
再
楡
討
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し

　
　
　
や
　
　
セ
　
　
セ
　
　
セ

か
し
、
ア
ジ
ア
的
と
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
史
學
の
方
法
t
そ
れ
は
西

洋
の
所
違
だ
ー
は
、
歴
史
の
事
實
に
封
し
て
、
西
洋
的
と
か
東
洋
的
と
か
い

う
差
別
を
つ
け
な
い
。
歴
史
學
者
は
、
確
實
な
事
實
を
確
實
に
す
る
こ
と
を
最

上
の
仕
事
と
す
る
。
ア
ジ
ア
的
歴
史
は
、
往
々
に
し
て
、
民
族
主
義
と
歴
史
と

の
複
合
髄
と
し
て
の
新
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
だ
す
。
ア
ジ
ア
的
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ち

う
こ
と
が
、
か
つ
て
の
植
民
史
が
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
今
度
は
東
洋
的
エ

セ
　
　
め
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
ヨ
　
　
る

ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
、
反
西
厭
的
な

民
族
主
義
者
の
思
考
傾
向
に
と
つ
て
、
こ
の
危
瞼
は
ま
さ
に
不
可
避
的
な
危
瞼

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
こ
の
危
瞼
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
イ
ソ
ド
ネ

シ
ア
史
の
知
識
の
と
ぼ
し
い
わ
が
國
に
は
、
本
書
の
魏
鐸
く
ら
い
あ
っ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
和
重
）
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