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帝国政治から国際政治へ

帝
国
政
治
か
ら
国
際
政
治
へ

︱
︱
一
九
二
〇
年
代
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
国
際
シ
ス
テ
ム
の
転
換
︱
︱

山　
　

本　
　

信　
　

人

は
じ
め
に

第
一
章　

ヒ
ト
の
移
動
と
安
全
保
障

第
二
章　

一
九
二
三
年

第
三
章　

一
九
二
五
年

お
わ
り
に
か
え
て
︱
︱
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
し
い
地
域
国
際
関
係
へ

は
じ
め
に

　

一
九
三
〇
年
代
の
初
頭
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
植
民
地
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ

と
い
う
帝
国
間
で
、
政
治
的
脅
威
に
関
す
る
情
報
・
諜
報
交
換
網
が
制
度
化
さ
れ
た
（Foster 1995; 2010; Black 2013; 

鬼
丸 

二
〇

〇
六
））

1
（

。
こ
う
し
た
諜
報
の
共
有
化
は
植
民
地
国
家
間
で
共
通
の
脅
威
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
の
具
体
的
な
共
通
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の
脅
威
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
東
・
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
影
響
力
を
構
築
し
は
じ
め
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
（
国
際
共
産
主
義
運
動
）

で
あ
っ
た
。
情
報
・
諜
報
の
共
有
に
よ
っ
て
、
東
・
東
南
・
南
ア
ジ
ア
地
域
で
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
活
動
を
監
視
し
、
不
測
の
事
態

に
備
え
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
に
植
民
地
国
家
間
で
の
情
報
・
諜
報
共
有
網
が
機
能
し
は
じ
め
た
の
に
は
契
機
が
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
か
ら
二

七
年
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
領
海
峡
植
民
地
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
、
政
府
の
観
点
か
ら
す
る
と
公
共
の
秩

序
が
脅
か
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
一
九
二
六
年
一
二
月
と
二
七
年
一
月
に
は
そ
れ
ぞ
れ
東
イ
ン
ド
の
西
ジ
ャ
ワ
と
西
ス
マ
ト
ラ

に
お
い
て
共
産
主
義
者
の
反
乱
が
あ
り
（M

cV
ey 1960: 323-346

）、
二
七
年
三
月
か
ら
数
ヵ
月
、
海
峡
植
民
地
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
国
民
党
左
派
の
関
与
し
た
暴
動
が
発
生
し
た
（D
ixon 1936: 126-138

）。
こ
う
し
た
反
乱
は
植
民
地
当
局
に
し
て
み
る
予
期
せ
ぬ

出
来
事
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
触
手
が
東
南
ア
ジ
ア
の
植
民
地
各
地
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
当
局
に
確

認
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
い
う
共
通
の
脅
威
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
三
〇
年
代
の
東
南
ア
ジ
ア
の
事
例

の
場
合
、
植
民
地
国
家
間
関
係
は
同
盟
に
ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
脅
威
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
軍
事
的
な
脅

威
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
具
体
的
に
脅
威
と
し
て
想
定
す
る
対
象
国
が
存

在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
脅
威
の
均
衡
」
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た）2
（

。
も
ち
ろ
ん
共
通
の
脅
威

が
そ
れ
を
共
有
す
る
関
係
国
間
の
協
調
関
係
を
促
し
た
と
い
う
点
で
は
進
展
が
あ
っ
た
も
の
の
、
共
通
の
脅
威
認
識
が
成
立
す
る
に

は
ハ
ー
ド
ル
が
あ
っ
た
。
当
時
の
東
南
ア
ジ
ア
で
の
政
治
的
脅
威
で
あ
っ
た
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
は
、
第
一
義
的
に
は
共
産
主
義
と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
西
洋
諸
国
が
そ
れ
ま
で
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
政
治
的
な
脅
威
へ
の
対
処

と
い
う
新
し
い
課
題
に
直
面
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
以
上
に
植
民
地
国
家
に
と
っ
て
不
都
合
だ
っ
た
の
は
、
植
民
地
の
境
界

を
越
え
て
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
活
動
が
展
開
し
て
い
た
事
実
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
特
定
の
国
家
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
成
立
し
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
本
論
で
議
論
す
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
東
南
ア
ジ
ア
工
作
に
関
し
て
は
東
・
東
南
ア
ジ
ア
的
な
特

殊
な
要
素
と
文
脈
も
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
対
す
る
脅
威
認
識
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
の
時
点
で
各
植

民
地
政
府
や
宗
主
国
が
有
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
植
民
地
の
境
界
を
越
え
る
共
通
の
脅
威
と
認
識
す
る
ま
で
に
は
時
間
が
か

か
っ
た
。

　

で
は
一
九
二
〇
年
代
の
東
南
ア
ジ
ア
で
は
な
に
が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
一
九
二
〇
年

代
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
国
際
政
治
環
境
の
変
化
と
宗
主
国
の
植
民
地
統
治
の
質
的
転
換
に
着
目
す
る
。
そ
れ
は
、
一
九
二

〇
年
代
ま
で
の
植
民
地
統
治
は
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
帝
国
政
治
の
文
脈
で
実
施
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以

降
は
植
民
地
統
治
が
国
際
政
治
の
材
料
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
制
度
化
さ
れ
た
移

民
に
対
す
る
監
視
と
管
理
が
植
民
地
東
南
ア
ジ
ア
で
は
制
度
と
し
て
定
着
し
に
く
か
っ
た
点
に
着
目
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
イ

ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
文
書
を
紐
解
く
こ
と
で
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
植
民
地
秩
序
の
質
的
変
容
に
迫
っ
て
み
た
い
。
そ
の

た
め
に
、
脅
威
認
識
に
関
す
る
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
二
つ
の
転
換
点
に
着
目
す
る
。
そ
れ
は
、
一
九
二
三
年
と
一
九
二
五
年
に
帝

国
内
を
流
通
し
た
外
交
文
書
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
定
の
ヒ
ト
の
移
動
が
（
想
像
上
の
あ
る
い
は
実
体
の
あ
る
）
政
治
的
脅
威
と

な
り
、
植
民
地
帝
国
に
と
っ
て
の
安
全
保
障
の
課
題
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
垣
間
み
る
。

第
一
章　

ヒ
ト
の
移
動
と
安
全
保
障

　

ヒ
ト
の
移
動
が
安
全
保
障
に
関
係
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
を
受
け
て
、
ヒ
ト
の
移
動
や
移
民
が

安
全
保
障
上
の
懸
案
と
な
っ
て
き
た
。
移
民
の
受
け
入
れ
国
に
と
っ
て
は
治
安
、
経
済
、
社
会
保
障
上
の
課
題
を
突
き
つ
け
る
こ
と
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に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
移
民
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
フ
リ
カ
あ
る
い
は
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
地
球
規
模
の
統
治
と
い
う
課
題

に
も
な
っ
た
（Grugel &

 Piper 2007

）。

　

ヒ
ト
の
移
動
と
安
全
保
障
の
関
係
性
と
い
う
場
合
、
象
徴
的
な
事
例
は
、
二
一
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
の
欧
米
諸
国
の
主
導
に
よ

る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
戦
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
国
領
土
外
か
ら
の
攻
撃
に
対
す
る
警
戒
を
強
め
る
と
い
う
政
府
の
意
図
が
存

在
し
機
能
し
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
国
民
に
対
し
て
も
直
接
・
間
接
に
高
度
で
精
密
な
監
視
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
い
う
対

応
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
ア
ラ
ブ
諸
国
と
い
う
特
定
地
域
出
身
者
の
移
動
に
対
す
る
監
視
の
度
合
い
は
急
速
に
高
ま
っ
た
。

同
時
に
、
そ
う
し
た
移
民
の
う
ち
市
民
権
を
獲
得
し
た
自
国
民
す
ら
も
、
国
外
の
過
激
思
想
に
共
鳴
し
テ
ロ
行
為
に
走
る
者
、
す
な

わ
ち
ホ
ー
ム
グ
ロ
ウ
ン
・
テ
ロ
リ
ス
ト
に
な
り
う
る
と
い
う
想
定
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

冷
戦
後
の
世
界
に
あ
っ
て
、
移
民
は
安
全
保
障
上
の
懸
案
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
に
一
国
の
安
全
保
障
と
い

う
領
域
に
留
ま
ら
ず
、
地
域
や
地
球
規
模
で
の
安
全
保
障
上
の
課
題
と
し
て
、
政
策
担
当
者
や
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
非
伝
統
的
安
全
保
障
と
い
う
概
念
と
政
策
課
題
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
く
、
移

民
、
海
賊
行
為
、
感
染
症
、
気
候
変
動
、
金
融
危
機
、
貧
困
な
ど
の
非
軍
事
的
な
脅
威
が
含
ま
れ
る
。
従
来
の
安
全
保
障
が
一
国
の

領
域
・
主
権
に
対
す
る
軍
事
的
脅
威
を
軽
減
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
、
軍
事
的
な
対
応
が
中
心
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば

（W
altz, 1979; Schelling, 1960

）、
非
伝
統
的
安
全
保
障
は
一
国
で
は
対
処
不
可
能
な
越
境
的
な
脅
威
を
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
措

定
し
、
そ
れ
ら
へ
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
な
対
応
を
一
国
単
位
で
は
な
く
地
域
的
協
力
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
協
調
の
も

と
で
実
施
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
（Buzan, et. al., 1998; e.g., Collins, 2010; Em

m
ers, 2004; Caballero-A

nthony et. al., 

2006; Curley &
 W

ong, 2008; Fierke, 2007; Booth, 2007

）。

　

と
こ
ろ
が
歴
史
的
に
は
、
移
民
が
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
は
二
〇
世
紀
末
以
降
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
世
界
の
歴
史
は
移
民
あ
る
い
は
ヒ
ト
の
移
動
が
作
り
あ
げ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
移
民
は
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物
品
、
考
え
方
、
文
化
の
移
動
と
接
触
を
と
も
な
う
行
為
で
あ
る
。
時
に
は
そ
れ
が
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
時
に
は
そ
れ
が
貧
困
の

解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
（Goldin et. al., 2011

）。
な
か
で
も
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
は
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
本
国
か
ら
植
民

地
へ
の
移
住
や
植
民
地
か
ら
本
国
へ
の
移
民
、
あ
る
い
は
植
民
地
間
の
住
民
移
動
と
い
う
形
で
、
ヒ
ト
の
移
動
が
常
態
化
し
て
い
た

（H
arper &

 Constantine, 2010; Ferguson, 2002; M
cK

eow
n 2004

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
の
導
入
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
は
一
種
の
ヒ
ト
の
移
動
に
関
す
る
レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
（T

orpey 

2000

）。

　

ヒ
ト
の
移
動
の
量
的
お
よ
び
質
的
な
変
化
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
政
府
の
対
応
に
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀

末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、「
白
人
奴
隷
貿
易
」（W

hite Slave T
rade

）、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
へ
の
対
応
と
い
う
現
実
的
な

社
会
的
・
政
治
的
な
課
題
を
前
に
、
い
わ
ゆ
る
「
国
際
犯
罪
」
が
構
成
さ
れ
る
時
期
で
も
あ
っ
た
（K

nepper 2010

）。
な
か
で
も
、

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
最
盛
期
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
た
一
九
世
紀
末
の
時
点
か
ら
、
移
民
は
社
会
の
治
安
維
持
上
の
懸
案
と
い
う
考
え

方
が
西
洋
諸
国
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
た
（Bell 2007

）。
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
や
中
国
系
住
民
に
対
す
る
差

別
や
嫌
悪
感
が
公
共
の
場
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
に
反
ユ
ダ
ヤ
人
法
と
し
て
知
ら
れ
る
反

移
民
法
が
成
立
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
反
中
国
人
感
情
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
黄
禍
論
は
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
サ
ッ

ク
ス
・
ロ
ー
マ
ー
（Sax Rohm

er

）
が
連
載
を
始
め
た
フ
ー
・
マ
ン
チ
ュ
ー
博
士
（D

r. Fu M
anchu

）
の
シ
リ
ー
ズ
で
大
衆
化
し

た
）
3
（

。

　

そ
こ
に
一
九
一
四
年
か
ら
一
八
年
ま
で
続
い
た
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
。
大
戦
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
の
移
動
が
西
洋
諸
国
で

共
通
の
安
全
保
障
上
の
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
大
戦
は
大
量
の
難
民
を
生
み
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
歴
史
上
初
め
て
、

難
民
と
い
う
名
の
移
民
管
理
が
安
全
保
障
上
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
象
徴
的
な
動
き
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
出
入
国
管
理
制
度
の
再
編
が
あ
る
。
一
九
一
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
外
務
省
に
設
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置
さ
れ
た
旅
券
管
理
局
が
、
出
入
国
管
理
業
務
を
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
業
務
担
当
で
あ
る
旅
券
管
理
官
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国

各
地
に
派
遣
さ
れ
、
出
入
国
の
管
理
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
か
れ
ら
の
業
務
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
情
報
機
関

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
警
察
な
ど
と
の
協
力
関
係
を
構
築
し
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
や
革
命
運
動
家
の
活
動
に
関
す
る
情
報
収
集
と
い
う

任
務
も
含
ま
れ
て
い
た
（A

ndrew
 1986: 240-241

）。
し
か
し
、
本
稿
で
示
す
イ
ギ
リ
ス
の
「
混
乱
」
ぶ
り
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ

う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
に
は
い
る
東
ア
ジ
ア
や
植
民
地
東
南
ア
ジ
ア
は
第
二
義
的
な
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

む
し
ろ
植
民
地
間
の
情
報
交
換
や
そ
の
制
度
化
は
、
旅
券
管
理
官
の
業
務
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
イ
ギ

リ
ス
が
帝
国
主
義
的
な
秩
序
の
維
持
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
〇
年
に
国
際
連
盟
は
パ
ス
ポ
ー
ト
に
関
す
る
国
際
会
議
を
開
催
し
た

（T
he 1st League of N

ations Conference on Passports and Frontier Form
alities

）。
そ
こ
に
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
に
よ
り

ヒ
ト
の
移
動
を
管
理
・
監
督
し
よ
う
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
国
際
会
議
で
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
は
①
安
全
保
障
上
の
問
題
に
つ

な
が
る
点
、
②
難
民
の
統
御
、
③
労
働
市
場
の
過
剰
拡
大
の
制
御
、
④
疫
病
流
行
の
予
防
と
い
う
、
四
つ
の
観
点
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
無
国
籍
難
民
の
た
め
の
国
際
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
、
ナ
ン
セ
ン
・
パ
ス
ポ
ー
ト
（N

ansen passport

）
制
度
が
導

入
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
際
連
盟
で
の
会
議
に
出
席
し
た
各
国
代
表
者
た
ち
は
、
こ
の
ナ
ン
セ
ン
制
度
の
こ
と
を
、
国
際
政
治
状

況
が
通
常
の
状
態
に
戻
る
ま
で
の
一
時
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
（Salter 2003: 77-78

）。
そ
う
し
た
意
に
反
し
て
、
ナ
ン
セ
ン

制
度
は
二
一
世
紀
に
い
た
る
ま
で
も
継
続
し
て
い
る
の
は
、
難
民
問
題
の
根
の
深
さ
を
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
国
際
社
会

に
お
け
る
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
の
導
入
は
、
国
境
管
理
と
安
全
保
障
上
の
問
題
と
の
連
動
と
い
う
二
〇
世
紀
的
な
国
際
社
会
の
課
題
へ

の
対
応
で
あ
っ
た
。

　

移
民
へ
の
監
視
と
管
理
は
、
宗
主
国
だ
け
で
は
な
く
植
民
地
統
治
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
た
な
課
題
を
植
民
地
統
治
に

突
き
つ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
統
治
は
、
警
察
力
を
動
員
し
て
特
定
の
住
民
へ
監
視
と
統
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制
を
強
め
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
植
民
地
警
察
に
は
安
定
的
な
植
民
地
秩
序
と
法
治
を
実
現
す
る
と
い
う
任
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
（Sinclair and W

illiam
s 2007: 223

）。
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
各
地
で
実
践
し
た
間
接
統
治
と
は
、
ま
さ
に
こ
の

特
定
住
民
の
監
視
と
統
制
・
利
用
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
単
純
化
す
る
と
、
植
民
地
化
し
た
現
地
の
政
治
権
力
の

構
造
は
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
権
威
を
利
用
し
て
植
民
地
統
治
を
お
こ
な
う
こ
と
が
間
接
統
治
の
基
本
形
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
植
民
地
領
域
内
に
お
け
る
少
数
派
民
族
を
統
治
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
多
数
の
他
民
族
を
統
治
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
間
接
統
治
と
は
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
効
率
化
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ

り
、
そ
れ
が
独
立
後
の
政
治
的
、
社
会
的
紛
争
の
火
種
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
（M

am
dani 1996

）。
と
こ
ろ
が
、
移
動

す
る
民
や
移
民
を
経
済
的
な
観
点
や
労
働
力
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
（H

irschm
an 1986; T

rocki 2002

）、
政

治
的
な
観
点
か
ら
ヒ
ト
の
移
動
を
捉
え
る
と
い
う
意
識
と
政
策
は
一
九
二
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
植

民
地
帝
国
に
と
っ
て
は
新
し
い
挑
戦
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
章　

一
九
二
三
年

　

一
九
二
三
年
七
月
二
一
日
、
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
ヘ
ル
マ
ン
・
ア
ド
リ
ア
ン
・
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
（H

erm
an A

driaan 

van K
arnebeek

）
は
植
民
地
大
臣
シ
モ
ン
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
ー
フ
（Sim

on de Graaff

）
に
宛
て
た
一
通
の
極
秘
文
書
を
作
成
し
た）4
（

。

そ
の
内
容
は
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
に
対
す
る
不
安
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
中
国
人
民
族
主
義
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
警
戒
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の

オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
東
イ
ン
ド
は
最
大
の
植
民
地
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
経
済
成
長
を
支
え
る
重
要
な
資
源
供
給
地
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
に
東
イ
ン
ド
の
秩
序
と
安
寧
が
乱
れ
る
こ
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
の
死
活
問
題
に
直
結
し
て
い
た
。
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フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
の
懸
念
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
は
東
イ
ン
ド
の
国
内
秩
序
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。「
望
ま
し
か
ら
ぬ

分
子
」
が
東
イ
ン
ド
に
潜
入
し
、
か
れ
ら
の
活
動
は
社
会
秩
序
の
不
安
定
化
要
因
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ

植
民
地
文
書
の
秘
密
文
書
を
紐
解
く
と
、
一
九
一
九
年
か
ら
共
産
主
義
と
中
国
人
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一

九
一
九
年
に
は
中
国
労
働
党
（T

he Labour Party of China

））
5
（

に
関
す
る
記
述
、
二
一
年
に
は
共
産
主
義
者
の
中
国
人
医
師
に
関

す
る
記
述
、
二
二
年
に
は
中
国
と
東
イ
ン
ド
の
共
産
主
義
者
と
の
接
触
に
関
す
る
記
述
な
ど
で
あ
る）6
（

。
こ
の
よ
う
に
、
東
イ
ン
ド
で

の
中
国
人
政
治
活
動
の
活
発
化
の
兆
し
を
、
東
イ
ン
ド
政
庁
は
つ
か
ん
で
い
た
。

　

じ
つ
は
同
時
期
、
東
イ
ン
ド
で
は
ジ
ャ
ワ
を
中
心
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
政
治
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
。
と
く
に
東
イ
ン

ド
社
会
主
義
者
同
盟
（Indische Sociaal D

em
ocratische V

ereniging

）
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
支
部
を
も
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
同
盟

（Sarekat Islam

）
は
、
東
イ
ン
ド
当
局
に
し
て
み
る
と
厄
介
な
存
在
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
鉄
道
や
工
場
の
労
働
者
を
組
織
化
し
、

ス
ト
ラ
イ
キ
や
デ
モ
、
あ
る
い
は
新
聞
や
集
会
と
い
う
新
し
い
政
治
の
ス
タ
イ
ル
を
東
イ
ン
ド
に
定
着
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（Shiraishi 1990

）。
こ
う
し
た
東
イ
ン
ド
で
の
現
地
住
民
の
政
治
化
を
受
け
て
、
一
九
一
九
年
に
は
秘
密
警
察
が
設
立
さ
れ
た
。
従

来
の
「
原
住
民
顧
問
官
」
や
中
国
人
問
題
顧
問
官
に
加
え
て
、
社
会
の
安
寧
と
秩
序
を
体
現
す
る
公
的
機
関
と
し
て
、
情
報
収
集
と

政
治
工
作
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
現
地
住
民
の
政
治
活
動
は
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
（Shiraishi 1997

）。

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
一
九
二
三
年
二
月
に
東
イ
ン
ド
政
庁
は
、
総
督
に
よ
る
非
常
大
権
の
行
使
を
決
断
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
政
治
的
に
危
険
な
人
物
の
国
外
追
放
措
置
が
可
能
に
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
に
は
、
東
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
共
産
主
義
者
で
、
一

九
二
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
東
イ
ン
ド
共
産
主
義
同
盟
（
二
四
年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
と
改
称
）
の
初
代
議
長
で
あ
っ
た
ス
マ
ウ
ン

（Sem
aoen

）
を
国
外
追
放
処
分
（
オ
ラ
ン
ダ
行
き
）
に
処
し
て
い
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
、
二
三
年
は
六
月
ま
で
の
あ
い
だ
に
七
名

も
の
中
国
人
の
不
穏
分
子
を
国
外
追
放
に
処
し
た
。
か
れ
ら
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
経
由
で
中
国
へ
と
送
還
さ
れ
た
。

　

フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
の
第
二
の
懸
念
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
東
イ
ン
ド
に
領
域
外
か
ら
渡
来
す
る
外
国
人
、
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と
く
に
中
国
人
の
政
治
活
動
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
民
党
分
子
の
政
治
活
動
が
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
活
発

化
し
て
お
り
、
そ
れ
が
植
民
地
秩
序
に
と
っ
て
の
不
安
定
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク

は
中
国
人
の
政
治
活
動
に
、「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
外
国
の
影
響
」（buitenlansche bolshew

istische invloeden

）
を
嗅
ぎ
と
っ
て

い
た）7
（

。

　

こ
の
危
機
意
識
の
も
と
、
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
は
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
と
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
植
民
地
に
お
け
る
国

民
党
を
軸
と
す
る
中
国
人
の
政
治
活
動
に
関
す
る
政
治
情
報
の
交
換
を
す
る
よ
う
、
イ
ギ
リ
ス
当
局
に
申
し
出
て
い
た
。
し
か
し
イ

ギ
リ
ス
は
そ
の
申
し
出
を
受
諾
し
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
急
進
的
な
中
国
人
政
治
活
動
家
の
活
動
と
そ
の
影
響
力
の
拡
大
に
つ
い

て
、
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
ほ
ど
に
は
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
れ
の
文
書
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
急
進
的

な
中
国
人
政
治
活
動
家
に
対
し
て
寛
容
の
度
合
い
が
高
く
、
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
に
は
失
望
し
た
、
と
い
う
一
文
で
締
め
ら

れ
て
い
る）8
（

。

　

じ
つ
は
オ
ラ
ン
ダ
は
、
一
九
一
六
年
に
「
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
お
よ
び
外
国
人
の
渡
航
と
居
住
地
の
許
可
証
に
関
す

る
法
律
」
を
制
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
一
九
一
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
語
と
マ
レ
ー
語
の
両
語
併
記
の
冊
子
と
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
人
お
よ

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
内
務
官
僚
に
配
布
さ
れ
た
（Binnenlandsch Bestuur 1919

）。
本
規
則
に
は
、
入
国
の
際
に
利
用
可
能
な
一

四
の
船
舶
会
社
名
お
よ
び
上
陸
可
能
な
二
五
の
都
市
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る）9
（

。
ま
た
、
こ
こ
に
は
「
東
洋
外
国
人
」、
い
わ
ゆ
る
華

僑
は
原
則
適
用
外
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
明
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
華
僑
で
あ
る
「
中
国
人
」
全
般
に
対
し
て
は
本

規
則
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
東
イ
ン
ド
に
渡
航
し
て
く
る
中
国
人
に
は
特
殊
な
認
識
番
号

を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（Y

am
am

oto 2011

）。

　

で
は
中
国
人
民
族
主
義
者
の
政
治
活
動
と
は
な
に
を
指
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
一
九
一
〇
年
代
以
降
、
中
国
国
民
党
の
分
子
に

よ
る
政
治
活
動
で
あ
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
の
一
九
一
二
年
に
中
華
民
国
で
設
立
さ
れ
た
国
民
党
は
、
中
国
本
土
の
み
な
ら
ず
東
南
ア
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ジ
ア
各
地
で
も
政
治
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
も
そ
も
一
九
世
紀
末
か
ら
辛
亥
革
命
へ
導
く
孫
文
ら
の
革
命
運
動
を
資
金
的
に
支
え
て

い
た
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
の
華
人
で
あ
っ
た
。「
満
族
駆
逐
、
中
華
回
復
」
を
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
革
命
運
動
は
魅
力
的

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
植
民
地
に
お
け
る
華
人
の
地
位
向
上
を
中
国
の
近
代
化
の
な
か
に
み
い
だ
す
こ
と
で
、
植
民
地
に
お

け
る
政
治
・
社
会
的
な
活
動
を
組
織
化
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
華
僑
の
中
華
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
（D

uara 

1997; W
illiam

 1960

）。
し
か
し
、
華
人
の
運
動
は
中
国
国
民
党
の
政
治
工
作
と
同
一
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
と
海
峡
植
民
地
で
は
、
中
国
人
系
住
民
の
運
動
が
急
進
化
し
た
。
自
由
貿
易
港
と
し
て
東
南
ア

ジ
ア
交
易
の
ハ
ブ
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
継
続
的
に
大
量
の
中
国
人
労
働
者

が
中
国
南
部
か
ら
到
来
し
て
い
た
。
か
れ
ら
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
労
働
だ
け
で
は
な
く
、
マ
ラ
ヤ
半
島
で
開
拓
さ
れ
た
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
労
働
力
と
な
っ
た
。
中
華
民
国
独
立
後
の
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ

と
海
峡
植
民
地
の
各
地
に
国
民
党
支
部
が
設
立
さ
れ
た
。
国
民
党
は
労
働
者
の
組
織
化
や
政
治
的
動
員
を
政
治
活
動
の
一
つ
の
核
と

し
た
た
め
に
、
中
国
人
の
運
動
が
急
進
化
し
た
。
こ
う
し
て
国
民
党
支
部
の
政
治
活
動
が
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
政
庁
に
と
っ
て
は
治
安

維
持
上
の
懸
案
と
ま
で
に
な
っ
て
い
っ
た
（Y

ong &
 M

cK
enna 1990

）。

　

一
九
一
九
年
七
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
領
海
峡
植
民
地
の
要
で
あ
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
中
国
人
問
題
秘
書
官
が
再
編
さ
れ
た
。

そ
の
初
代
中
国
人
問
題
秘
書
官
と
し
て
（
再
）
任
命
さ
れ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ビ
ー
テ
ィ
（D

avid Beatty

）
は
、
中
国
人
問
題
の

専
門
家
と
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
中
国
人
の
政
治
活
動
の
な
か
に
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
分
子
が
潜
入
し
て
い
る
点
に
着
目
し
て
い

た
。
同
時
に
か
れ
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
海
南
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
無
政
府
主
義
的
共
産
主
義
者
が
含
ま
れ
て
い
る
事
実

を
つ
か
ん
で
い
た
（Y

ong &
 M

cK
enna 1990: 65-66

）。

　

一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
中
国
人
問
題
秘
書
官
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
主
た
る
関
心
を
寄
せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
内
に
お

け
る
在
外
中
国
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
全
般
か
ら
シ
フ
ト
し
て
、
植
民
地
内
で
の
中
国
国
民
党
の
活
動
を
監
視
の
矛
先
に
し
て
い
た
。
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こ
の
場
合
、
在
外
中
国
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
中
国
国
内
政
治
の
動
態
と
直
接
関
係
す
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
植
民
地
に

お
け
る
中
国
人
の
地
位
向
上
や
近
代
化
に
論
点
を
集
約
し
な
が
ら
、
中
華
民
国
の
近
代
化
を
資
金
面
か
ら
支
援
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
末
に
清
朝
が
近
代
化
を
図
る
こ
と
で
西
洋
列
強
の
圧
力
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
、
資
金
的
な
支
援
を
東

南
ア
ジ
ア
華
僑
に
依
頼
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
一
連
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
た
（D

uara 1997

）。
し
か
し
ビ
ー
テ
ィ
が
関
心
を
寄

せ
て
い
た
中
国
人
の
政
治
活
動
と
は
、
そ
う
し
た
華
僑
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
意
識
や
運
動
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
中
国
国

民
党
や
共
産
主
義
的
活
動
が
「
外
か
ら
」
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
触
手
を
伸
ば
し
て
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
新
た
な
政
治
的
な
脅
威
と
し

て
、
ビ
ー
テ
ィ
は
問
題
を
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
に
対
応
し
て
、
一
九
二
〇
年
に
海
峡
植
民
地
総
督
に
就
任
し
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ギ
レ
マ
ー
ド
（Laurence 

Guillem
ard

）
は
、
就
任
早
々
に
中
国
人
の
抑
圧
政
策
と
し
て
、
学
校
条
令
と
印
刷
条
令
を
制
定
し
た
。
ま
た
か
れ
は
、
一
九
二
二

年
に
は
政
治
情
報
局
を
設
立
し
て
、
公
安
部
門
の
強
化
を
図
っ
た
（
鬼
丸 

二
〇
〇
九
）。
そ
し
て
、
ギ
レ
マ
ー
ド
は
一
九
二
二
年
一

二
月
六
日
付
け
で
、
植
民
地
省
に
文
書
を
記
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
国
民
党
へ
の
強
い
警
戒
が
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
党

は
「
国
家
の
内
部
に
お
け
る
国
家
」（im

perium
 in im

perio

）
と
し
て
組
織
化
を
図
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が

政
治
工
作
の
一
環
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
の
国
民
党
支
部
に
す
で
に
細
胞
を
構
築
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
か
も
ギ
レ

マ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た
国
民
党
の
急
進
化
と
政
治
工
作
は
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
に
も
浸
透
し
て
い
る
、
と
明
記
し
て
い
た

（Y
ong &

 M
cK

enna 1990: 68-71

）。

　

三
ヵ
月
後
の
一
九
二
三
年
二
月
二
日
に
は
、
ギ
レ
マ
ー
ド
は
も
っ
と
突
っ
込
ん
だ
内
容
の
書
簡
を
記
し
た
。
そ
こ
で
は
、
中
国
国

民
党
は
レ
ー
ニ
ン
指
導
下
の
反
西
欧
的
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
分
子
と
秘
密
裡
に
連
携
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
、
国
民
党
総
裁
の
孫
文
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
反
英
団
体
は
国
民
党
系
列
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
事
実
に
も
言
及
し
て
い

る
（Y

ong &
 M

cK
enna 1990: 71-72

）。
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ギ
レ
マ
ー
ド
の
文
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ギ
レ
マ
ー
ド
に
は
中
国
人
問
題
秘
書
官
か
ら
充
分
な
情
報
が
行
き
届
い
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
評
価
も
あ
る
。
逆
に
そ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
ギ
レ
マ
ー
ド
の
国
民
党
に
対
す
る
評
価
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
関
す
る
個
人
的

な
嫌
悪
感
と
恐
怖
感
が
反
映
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
（Y
ong &

 M
cK

enna 1990: 71

）。
結
果
的
に
は
、
ギ
レ

マ
ー
ド
総
督
の
進
言
が
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
省
で
公
式
見
解
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
中
国

人
問
題
秘
書
官
が
海
峡
植
民
地
で
の
中
国
系
住
民
に
対
す
る
「
外
か
ら
」
の
政
治
的
働
き
か
け
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
い
う
分
析

も
、
充
分
に
本
国
に
は
届
い
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
一
九
二
三
年
の
時
点
で
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
中
国

国
民
党
の
越
境
的
な
政
治
活
動
と
そ
の
影
響
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
た
い
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
後
ろ

向
き
の
対
応
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
は
、
一
九
二
四
年
一
〇
月
の
中
国
に
お
け
る
国
共
合
作
で
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
中
国
で
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
な
政
党
組
織
化
を
推
進
し
て
い
た
国
民
党
が
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
の
下
に
設
立
さ
れ
た

共
産
党
と
手
を
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
や
海
峡
植
民
地
で
の
諜
報
活
動
と
中
国
人
問
題
専
門
家

の
分
析
に
基
づ
く
未
来
予
測
が
的
を
射
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
問
題
の
な
か
に
「
中
国
問
題
」
と

い
う
新
た
な
要
素
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
こ
ろ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
は
、
東
南
ア
ジ
ア
域
内
に
お
け
る
中
国
国
民
党
の
政
治
工
作

や
政
治
活
動
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
五
年
一
〇
月
二
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
で
す
べ
て
の
国
民
党
支

部
が
非
合
法
化
さ
れ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
っ
た
。

第
三
章　

一
九
二
五
年

　

一
九
二
五
年
四
月
一
一
日
、
在
上
海
英
国
領
事
館
の
総
領
事
代
理
で
あ
っ
た
ド
ラ
モ
ン
ド
・
ホ
ッ
グ
（J. D

rum
m

ond H
ogg

）
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は
在
パ
リ
英
国
大
使
館
宛
に
一
文
の
秘
密
文
書
を
認
め
た
。
そ
の
な
か
で
ホ
ッ
グ
は
、
信
頼
で
き
る
筋
の
情
報
は
き
わ
め
て
限
ら
れ

て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
共
産
主
義
者
の
扇
動
的
活
動
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
警
告
を
発
し

て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
来
る
べ
き
共
産
主
義
運
動
の
展
開
に
備
え
て
十
全
の
準
備
を
当
局
は
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
進
言
を
し

て
い
る
。

　

な
ぜ
在
上
海
の
英
国
総
領
事
代
理
が
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
政
治
的
脅
威
に
関
す
る
警
告
を
外
交
文
書
で
展
開
し
た
の

か
。
こ
の
問
い
の
裏
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
東
・
東
南
ア
ジ
ア
で
の
国
際
関
係
の
新
し
い
展
開
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

ホ
ッ
グ
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
は
三
つ
の
警
戒
す
べ
き
要
素
が
あ
る
。
第
一
は
共
産
主
義
の
負
の
影
響
で
あ
る
。
一
九
二
五

年
時
点
で
、
サ
イ
ゴ
ン
に
共
産
主
義
の
活
動
拠
点
が
あ
る
と
い
う
確
た
る
証
拠
は
な
い
。
第
二
は
植
民
地
政
府
へ
の
不
満
で
あ
る
。

一
部
の
住
民
は
、
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
当
局
の
許
可
を
取
る
こ
と
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
ア
メ
リ
カ
へ
渡
航
を
し
た
い
と
い
う
要

求
を
明
示
し
は
じ
め
て
い
た
。
第
三
は
教
育
で
あ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
で
は
フ
ラ
ン
ス
型
教
育
を
受
け
た
人
口
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で

も
中
国
同
様
に
そ
う
し
た
新
世
代
が
誕
生
し
て
き
て
い
る
た
め
に
、
旧
態
依
然
た
る
考
え
方
に
は
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
懸
念
を
表
明
し
た
う
え
で
、
ホ
ッ
グ
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
府
へ
の
不
信
を
吐
露
す
る
。
そ
の
内
容
と
は
、
近
年
フ
ラ

ン
ス
人
共
産
主
義
者
が
タ
バ
コ
業
者
と
い
う
身
分
で
イ
ン
ド
シ
ナ
全
土
を
旅
行
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、

外
国
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
旅
行
者
、
と
く
に
外
国
人
に
関
し
て
は
徹
底
し
た
監
視
、
場
合
に
よ
っ
て
は
行
動
の
制
限
を
課
す
べ
き

で
あ
る
と
、
ホ
ッ
グ
は
明
記
す
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ホ
ッ
グ
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
共
産
主
義
者
の
行
動
と
共
産
主
義
の
影
響
力
の
拡
大
に
関
す
る
警
戒
心

を
強
く
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
が
よ
り
鮮
明
に
で
て
い
る
の
が
、
五
ヵ
月
後
に
か
れ
が
配
信
し
た
極
秘
外
交
文
書
で
あ
る
。

　

一
九
二
五
年
九
月
九
日
に
、
ホ
ッ
グ
は
改
め
て
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
共
産
主
義
の
拡
大
へ
警
戒
を
促
す
秘
密
文
書
を
配
信
し
た
。

今
度
は
ロ
ン
ド
ン
の
外
務
省
本
局
宛
で
あ
り
、
外
務
大
臣
へ
の
報
告
文
書
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
在
パ
リ
大
使
、
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
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と
香
港
駐
在
領
事
へ
も
送
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
共
産
主
義
へ
の
警
告
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
じ
つ
は
中
国
国
民
党
の
影
響
力
が
イ
ン

ド
シ
ナ
で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
を
促
す
内
容
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
文
書
を
記
し
た
契
機
は
、
一
九
二
四
年
四
月
に
ト
ン
キ
ン
の
あ
る
農
村
で
起
こ
っ
た
デ
モ
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
当
局
の
解
釈

へ
の
不
信
で
あ
っ
た
。
元
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ウ
ー
ト
レ
ー
（Ernest O

utrey

）
の
解
釈

が
標
的
で
あ
っ
た
。
ウ
ー
ト
レ
ー
は
一
八
八
六
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
官
僚
と
し
て
滞
在
し
た
。

そ
の
保
守
的
な
姿
勢
は
現
地
住
民
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
帰
化
に
後
ろ
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
一
九
一
四
年
に
政
治
家
に

転
身
し
て
か
ら
も
イ
ン
ド
シ
ナ
統
治
政
策
に
影
響
力
を
も
ち
つ
づ
け
た
（Sm

ith 1969

）。
そ
の
ウ
ー
ト
レ
ー
は
一
九
二
四
年
の
出
来

事
を
、
共
産
主
義
者
の
扇
動
で
は
な
く
、
住
民
が
抱
え
て
い
た
行
政
へ
の
不
満
が
爆
発
し
た
も
の
、
と
い
う
見
解
を
雑
誌
に
投
稿
し

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
対
し
て
、「
共
産
主
義
」
と
い
う
題
目
の
下
に
ホ
ッ
グ
は
不
満
を
ぶ
つ
け
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

ホ
ッ
グ
に
よ
る
と
、
ウ
ー
ト
レ
ー
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
サ
イ
ゴ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
シ
ナ
各
地
で
共
産
主
義
の
触
手
は

活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
ホ
ッ
グ
は
、『
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
』（Im

perial

）
誌
が
ラ
イ
バ
ル
誌
で
あ
る
『
イ
ン
ド
シ
ナ
』

（L̓
Indochine

）
に
つ
い
て
告
発
し
て
い
る
事
実
を
重
視
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
イ
ン
ド
シ
ナ
』
の
役
員
に
、
中
国
国
民
党
の
イ
ン

ド
シ
ナ
で
の
法
律
専
門
家
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
『
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
』
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
中

国
で
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ）（（
（

が
『
イ
ン
ド
シ
ナ
』
に
荷
担
す
る
こ
と
で
、『
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
』
の
売
り
上
げ
や
影
響
力
が
伸
び
悩
む
危

険
性
を
排
除
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

同
じ
九
月
九
日
付
け
の
文
書
で
ホ
ッ
グ
は
さ
ら
に
続
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
中
国
人
と
中
国
国
民
党
に
関
す
る
説
明

を
付
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
中
国
人
は
お
お
む
ね
平
和
裡
に
過
ご
し
て
い
る
。
中
国
で
の
政
治
変
動
に
関
し
て

格
別
連
帯
の
意
思
を
表
示
す
る
者
は
い
な
い
。
と
は
い
え
国
民
党
の
活
動
を
支
え
る
べ
く
、
継
続
的
に
送
金
を
し
て
い
る
者
は
存
在

す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
国
民
党
シ
ン
パ
は
一
万
五
千
人
程
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
記
す
こ
と
で
、
ホ
ッ
グ
は
イ
ン
ド
シ
ナ
の
中
国
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人
と
国
民
党
左
派
と
し
て
共
産
主
義
的
な
活
動
を
し
か
ね
な
い
活
動
家
と
を
明
確
に
分
け
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
二
つ
の
文
書
か
ら
は
、
第
一
に
ホ
ッ
グ
が
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
共
産
主
義
の
浸
透
を
懸
念
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
共
産

主
義
と
中
国
国
民
党
の
活
動
と
を
同
一
視
し
て
い
た
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
研
究
で
は
、
一

九
二
五
年
時
点
に
共
産
主
義
活
動
が
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
一
九
二
五
年
時
点
と
い
え
ば
、

フ
ァ
ン
・
ボ
イ
・
チ
ャ
ウ
（
潘
佩
珠
）
の
主
導
し
て
き
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
主
義
運
動
が
下
降
線
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
時
期
で
あ

り
、
そ
れ
は
か
れ
が
上
海
で
フ
ラ
ン
ス
当
局
に
検
挙
さ
れ
る
こ
と
で
決
定
的
と
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
（D

uiker 1972: 475

）。

　

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
経
営
の
ゆ
く
末
を
め
ぐ
り
国
内
で
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
が
絶
え

な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
の
が
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
ロ
ー
（A

lbert Sarraut

）
で
あ
っ
た
。
か
れ
は

一
九
三
三
年
一
〇
月
か
ら
一
ヵ
月
ほ
ど
お
よ
び
三
六
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
二
度
に
わ
た
り
首
相
を
務
め
た
。
一
九
一
二
年
か
ら

一
四
年
お
よ
び
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
年
の
二
度
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
総
督
を
経
験
し
た
こ
と
か
ら
、
植
民
地
政
策
に
つ
い
て
は
第

一
人
者
と
目
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
の
植
民
地
政
策
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
一
に
経
済
政
策
で
あ
る
。
か
れ
が
第
一
次
世
界

大
戦
後
に
推
進
し
た
植
民
地
の
経
済
政
策
は
、
自
身
の
植
民
地
に
お
け
る
政
治
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
一
言
で
い
う
と
、

共
産
主
義
者
に
よ
る
植
民
地
政
府
の
転
覆
工
作
を
第
一
義
的
な
政
治
的
脅
威
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
一
九
二
〇
年

代
以
降
は
植
民
地
の
近
代
化
と
い
う
経
済
政
策
が
植
民
地
経
営
の
核
と
さ
れ
た
（T

hom
as 2005

）。
近
代
化
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会

的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
シ
ャ
ー
の
整
備
、
通
信
網
の
整
備
、
そ
し
て
商
業
の
活
性
化
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
。
こ
の
政
策
を
推
進

し
て
い
た
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
当
局
は
共
産
主
義
と
い
う
政
治
的
脅
威
へ
の
対
応
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ウ
ー
ト
レ
ー

の
解
釈
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

サ
ロ
ー
の
植
民
地
政
策
の
第
二
の
特
徴
は
、
監
視
と
善
導
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
移
動
す
る
民
へ
の

監
視
で
あ
る
。
共
産
主
義
は
大
衆
の
反
植
民
地
主
義
的
感
情
を
扇
動
す
る
も
の
と
い
う
認
識
を
、
フ
ラ
ン
ス
も
充
分
も
っ
て
い
た
。
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そ
の
た
め
に
植
民
地
内
で
は
、
共
産
主
義
的
指
導
者
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
組
織
者
、
民
族
主
義
者
、
お
よ
び
本
国
に
留
学
中
の
学
生
に

は
特
別
な
関
心
を
払
う
体
制
を
整
え
て
い
た
。
そ
の
対
応
は
主
と
し
て
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
に
制
度
化
さ
れ
、
政
府
転
覆
を
目

論
む
政
治
活
動
や
政
治
的
宣
伝
や
文
書
を
逐
一
モ
ニ
タ
ー
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
セ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
の
結
果
、

「
好
ま
し
か
ら
ぬ
外
国
人
」（undesirable aliens

）
の
排
除
も
辞
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た）（（
（

。
も
う
一
つ
に
、
道
徳
警
察

（m
oral police

）
力
の
強
化
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
抑
圧
的
な
対
策
よ
り
も
、
植
民
地
住
民
を
フ
ラ
ン
ス
的
な
文
化
や
考
え
方
に

「
同
化
」
さ
せ
、
正
し
い
方
向
へ
導
く
た
め
の
道
徳
警
察
の
活
動
に
よ
り
多
く
の
資
源
を
配
分
し
た
（T

hom
as 2005

）。
こ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
直
接
統
治
と
同
化
政
策
と
い
う
植
民
地
統
治
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
（M

am
dani 1996

）。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
経
営
に
あ
た
り
自
信
を
深
め
て
い
た
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
国
民
党
左
派
の
秘
密
裡
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
政
治
工
作
へ
警
戒
心
を
強
め
て
い
た
。
そ
れ
が
ホ
ッ
グ
の
外
交
文
書
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
に
し
て
も
、
自
国
の
植
民
地
経
営
と
い
う
内
向
き
の
論
理
が
際
立
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
は
フ
ラ

ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
は
脅
威
を
共
有
化
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
が
い
に
情
報
提
供
を
す
る
と
い
う
素
振

り
も
み
ら
れ
な
い
。
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
に
し
て
も
、
公
式
に
中
国
や
中
国
系
移
民
を
脅
威
と
し
て
提
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
は
あ
と
三
年
の
月
日
が
必
要
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に
か
え
て
︱
︱
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
し
い
地
域
国
際
関
係
へ

　

一
九
二
〇
年
代
、
東
南
ア
ジ
ア
に
植
民
地
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
三
ヵ
国
は
新
し
い
政
治
的
脅
威
と
対

面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
政
治
的
脅
威
と
は
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
と
中
国
国
民
党
が
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
具
現
化
し
て
い
た
。
震
源
地
は
中
国
に
あ
っ
た
。「
中
国
問
題
」
が
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東
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
変
動
点
と
し
て
浮
上
し
た
。
国
民
党
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
と
国
共
合
作
は
、
ボ
ル
シ
ェ

ヴ
ィ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
結
合
を
象
徴
し
た
。
そ
れ
は
、
理
論
的
に
は
融
合
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
二
つ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
化
学
反
応
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
植
民
地
帝
国
は
こ
う
し
た
化
学
反
応
に
戸
惑
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
で
も
オ
ラ
ン
ダ
領
で
も
、
一
九
二

〇
年
代
初
頭
か
ら
国
民
党
支
部
や
国
民
党
関
連
の
政
治
活
動
の
節
々
に
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
の
傾
向
が
観
察
さ
れ
て
い
た
。
当
初
は

そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
現
地
住
民
の
政
治
運
動
を
取
り
締
ま
る
方
法
で
対
応
し
た
。
実
体
が
詳
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
中
国
人

問
題
秘
書
官
や
中
国
人
問
題
顧
問
官
と
い
う
中
国
人
問
題
専
門
家
に
当
該
活
動
の
監
視
を
強
化
さ
せ
た
。
植
民
地
領
域
の
「
外
か

ら
」
や
っ
て
く
る
中
国
人
活
動
家
が
主
た
る
監
視
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
化
学
反
応
に
い
ち
早
く
対
応
し
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
東
イ
ン

ド
に
お
い
て
一
九
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
を
語
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
左
傾
化
を
経
験
し
て
い
た
。
一
九
二

三
年
の
時
点
で
、
オ
ラ
ン
ダ
外
務
大
臣
の
フ
ァ
ン
・
カ
ル
ネ
ビ
ー
ク
は
急
進
化
す
る
中
国
人
の
政
治
活
動
に
関
す
る
情
報
交
換
を
イ

ギ
リ
ス
に
呼
び
か
け
た
。
イ
ギ
リ
ス
自
身
も
一
部
の
植
民
地
官
僚
で
あ
る
と
は
い
え
、
マ
ラ
ヤ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
い
て
国
民
党

支
部
の
活
動
が
急
進
化
し
て
い
る
過
程
で
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
化
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
イ
ギ
リ

ス
の
植
民
地
政
策
を
変
更
さ
せ
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
打
診
を
冷
た
く
あ
し

ら
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
二
四
年
の
中
国
で
の
国
共
合
作
の
実
現
は
イ
ギ
リ
ス
に
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
二
五
年
以
降
の
イ
ギ
リ
ス

は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
国
民
党
支
部
の
活
動
と
共
産
主
義
的
な
動
向
を
重
ね
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
領

イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
の
甘
さ
と
対
応
の
「
遅
れ
」
に
イ
ギ
リ
ス
外
交
官
が
苦
言
を
呈
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

　

共
産
主
義
の
影
響
力
に
対
す
る
危
機
感
は
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
植
民
地
国
家
ご
と
に
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
一
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九
二
〇
年
に
東
イ
ン
ド
共
産
主
義
者
同
盟
が
設
立
さ
れ
た
東
イ
ン
ド
の
場
合
は
異
例
の
早
さ
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
ま
で
に

労
働
者
を
動
員
し
た
大
衆
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
植
民
地
政
庁
の
転
覆
を
謀
る
よ
う
な
過
激
な
活
動
に
も
手
を
染
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
ま
た
共
産
党
と
い
う
政
党
の
形
は
と
ら
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
領
マ
ラ
ヤ
で
は
国
民
党
支
部
が
共
産
主
義
的
な
政
治
工
作

の
実
行
部
隊
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
一
九
二
五
年
に
国
民
党
支
部
が
非
合
法
化
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
植
民
地
国
家
ご
と
の
対
応
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
内
に
お
け
る
中
国
国
民
党
系
や
共
産
主
義

者
系
の
活
動
に
関
す
る
帝
国
間
の
情
報
交
換
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
二
四
年
一
〇
月
に
、
東
イ
ン
ド
総
督
の
デ
ィ
ル

ク
・
フ
ォ
ッ
ク
（D

irk Fock

）
が
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
大
臣
の
デ
ィ
ル
ク
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
エ
フ
（D

irk de Graeff

）
に
宛
て
た
手
紙
の

な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
内
で
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
が
反
植
民
地
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
画
策
し
て
い
る
、
と

明
記
し
た
。
年
が
明
け
て
二
五
年
に
な
る
と
、
フ
ォ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
イ
ギ
リ
ス
領
海
峡
植
民
地
、
イ
ギ
リ
ス
領

イ
ン
ド
の
総
督
宛
に
、
類
似
の
内
容
の
手
紙
を
送
り
つ
け
た
。
そ
う
す
る
と
各
総
督
か
ら
は
一
定
の
条
件
の
下
で
情
報
交
換
を
す
る

こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
と
の
回
答
を
と
り
つ
け
た
（Foster 2010: 24

））
（（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
非
公
式
な
、
し
か
も
条
件

付
の
情
報
交
換
で
あ
り
、
公
式
な
情
報
共
有
の
レ
ベ
ル
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
に
は
、
植
民
地
の
問
題
は
帝
国
の
問
題
と
し
て
対
処
す
る
と
い
う
帝
国
主
義
的
な
姿
勢

を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
小
国
で
あ
り
、
東
イ
ン
ド
が
最
重
要
な
植
民
地
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勇
と
し
て
、
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
以
外
に
も
植
民
地
を
抱
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
の
「
国
際
問
題
」
に
関

す
る
意
識
の
差
は
埋
め
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
共
通
の
脅
威
認
識
の
形
成
に
は
時
間
が
か
か
り
、
宗
主
国
と
植
民
地
と
の
あ
い
だ
、

つ
ま
り
帝
国
内
の
情
報
流
通
と
は
異
な
る
、
帝
国
間
お
よ
び
植
民
地
間
の
情
報
流
通
の
制
度
化
に
は
共
産
主
義
系
勢
力
の
反
乱
の

「
連
鎖
」
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
定
国
家
の
動
向
で
は
な
く
、
境
界
を
越
え
て
動
く
政
治
主
体
の
出
現
と
そ
れ
へ
の

監
視
は
、
政
治
権
力
の
協
調
関
係
な
し
に
は
実
現
で
き
な
い
。
か
く
し
て
植
民
地
内
と
い
う
「
内
か
ら
」
の
脅
威
へ
の
対
処
で
は
な
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く
、「
外
か
ら
」
の
脅
威
と
い
う
新
し
い
政
治
課
題
が
、
帝
国
政
治
か
ら
国
際
政
治
へ
と
い
う
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
「
国
際
」
シ
ス

テ
ム
を
転
換
す
る
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

（
1
）　

本
稿
の
一
部
は
、
以
下
の
題
名
で
国
内
の
学
会
、
研
究
会
お
よ
び
韓
国
で
の
国
際
会
議
に
お
い
て
報
告
し
た
。「
戦
間
期
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
『
中
国
問
題
』
︱
一
九
二
〇
年
代
東
南
ア
ジ
ア
国
際
関
係
研
究
序
説
」
日
本
華
僑
華
人
学
会
研
究
大
会
、
南
山
大
学
、
二
〇

一
一
年
一
一
月
一
二
日
・
一
三
日
、
“The ʻChina Problem

ʼ of Colonial Southeast A
sia,

” the 2011 SIEA
S International 

Conference on Southeast A
sian Studies, 

“Transnational Connections and the M
aking of Southeast A

sia,

” Sogang 
U

niversity, Seoul, K
orea, 2-3 D

ecem
ber 2011; 

“Creating (B)O
rders and D

etecting N
ations,

” at 

“The Politics of 
D

etective Fiction

” Sem
inar organized by Izuoka N

aoya, K
eio U

niversity, 2 M
arch 2013

。

　

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
で
の
共
同
研
究
「
20
世
紀
初
頭
に
お
け
る
探
偵
小
説
・
犯
罪
の
国
際
化
と

国
内
化
」（
研
究
代
表
者
・
出
岡
直
也
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
2
）　
「
脅
威
の
バ
ラ
ン
ス
」（balance of threat
）
と
は
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ウ
ォ
ル
ト
（Stephen W

alt

）
が
『
同
盟
の
諸
起
源
』（T

he 
O

rigins of A
lliance

）
の
な
か
で
用
い
た
概
念
で
あ
る
。
か
れ
は
、
国
家
間
の
同
盟
形
成
と
い
う
行
為
は
他
国
か
ら
の
脅
威
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
と
し
、
戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
拡
張
主
義
に
対
抗
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
と
っ
た
同
盟
形
成
の
過
程
を

研
究
し
た
（W
alt 1987

）。

（
3
）　

フ
ー
・
マ
ン
チ
ュ
ー
博
士
（D

r. Fu M
anchu

、
傳
満
洲
博
士
）
は
、
世
界
征
服
の
野
望
を
も
つ
中
国
人
悪
人
と
い
う
設
定
。
ロ
ー

マ
ー
の
作
品
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
人
気
を
博
し
た
小
説
で
あ
っ
た
（Clegg 1994

）。

（
4
）　

“De m
inister van buitenlandse zaken van K

arnebeek aan zijn am
btgenoot van koloniën de graaff, 21 juli 1923

” 
(D

ocum
enten, 1923: 543-4).

（
5
）　

中
国
労
働
党
な
る
政
党
は
中
国
政
治
史
上
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
植
民
地
文
書
に
そ
の
よ
う
な
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
植
民
地
関
連
で
そ
の
よ
う
な
政
党
が
秘
密
裡
に
設
立
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
香
港
で
の
よ
う
に
、
労
働
者
の

組
織
化
と
か
れ
ら
の
植
民
地
当
局
に
対
す
る
抵
抗
活
動
は
、
中
国
国
民
党
や
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
政
治
工
作
と
は
異
な
る
文
脈
で
発
生
す
る
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こ
と
も
あ
っ
た
。
香
港
の
労
働
争
議
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
労
働
条
件
の
不
満
を
両
輪
と
し
て
い
た
（Chan 1994

）。

（
6
）　

一
九
一
九
年
か
ら
二
二
年
の
あ
い
だ
に
東
イ
ン
ド
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
本
国
に
送
ら
れ
た
秘
密
文
書
（m

ailrapporten

）
か
ら
。

（
7
）　

こ
れ
ま
で
の
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
中
国
人
」
政
治
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
プ
ラ
ナ
カ
ン
と
呼
ば
れ
た
現
地
生
ま
れ
の
華
人
の
政
治

活
動
を
扱
う
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
中
国
本
土
や
東
南
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
東
イ
ン
ド
に
や
っ
て
く
る
中
国
人
政
治
活
動
家
、
そ
の

活
動
、
そ
の
組
織
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
研
究
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。

（
8
）　

“De m
inister van buitenlandse zaken van K

arnebeek aan zijn am
btgenoot van koloniën de graaff, 21 juli 1923,

” 
in D

ocum
enten betreffende de buitenlandse politiek van N

ederland, 1919-1945, period A
, 1919-30, vol. 4, pp. 543-

544.

（
9
）　

東
イ
ン
ド
で
オ
ラ
ン
ダ
人
お
よ
び
外
国
人
の
上
陸
可
能
な
都
市
は
、
ジ
ャ
ワ
島
に
三
、
ス
マ
ト
ラ
島
に
一
〇
、
リ
ア
ウ
島
に
二
、
バ

ン
カ
島
に
二
、
ブ
リ
ト
ゥ
ン
島
に
一
、
ボ
ル
ネ
オ
島
に
四
、
セ
レ
ベ
ス
島
に
二
、
テ
ィ
モ
ー
ル
島
に
一
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
東

南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
交
易
の
拠
点
で
あ
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
の
距
離
が
近
く
、
天
然
資
源
の
豊
富
な
ス
マ
ト
ラ
、
バ
ン
カ
、
ブ
リ
ト
ゥ

ン
、
ボ
ル
ネ
オ
に
上
陸
可
能
地
が
集
中
的
に
配
分
さ
れ
て
い
た
事
実
が
わ
か
る
。

（
10
）　

筆
者
が
別
稿
で
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
（Y

am
am

oto 2013

）、
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
「
中
国
問
題
」
は
一
九
二
〇
年
代
の
東
ア

ジ
ア
国
際
秩
序
（
い
わ
ゆ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
）
に
お
け
る
中
国
問
題
と
は
質
を
異
に
す
る
。

（
11
）　P &

 J(S) 495, 1925 in India O
ffi

ce Library and Records (2000).

（
12
）　P &

 J(S)1432, 1925 in India O
ffi

ce Library and Records (2000).

（
13
）　

“Com
m

unism
,

” P &
 J. I (9), 495, 1925 in India O

ffi
ce Library and Records (2000).

（
14
）　

い
わ
ゆ
る
中
国
国
民
党
左
派
。

（
15
）　P &

 J(S), 1432, 1925 in India O
ffi

ce Library and Records (2000).

（
16
）　

フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
首
都
サ
イ
ゴ
ン
に
お
け
る
国
民
党
を
め
ぐ
る
中
国
人
政
治
に
つ
い
て
は
（Engelbert 2010

）
を
参
照
。

（
17
）　

サ
ロ
ー
が
格
別
な
関
心
を
払
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
留
学
経
験
を
も
ち
、
そ
の
後
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
活
動
家
と
な
っ
た
グ
エ
ン
・

ア
イ
・
ク
ォ
ッ
ク
（N

guyễn Á
i Q

uốc

、
阮
愛
國
、
の
ち
の
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
［H

ồ Chí M
inh

、
胡
志
明
］）
で
あ
っ
た
（T

hom
as 

2005

）。
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（
18
）　

フ
ォ
ス
タ
ー
は
こ
の
植
民
地
文
書
を
も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
は
共
産
主
義
に
関
す
る
情
報
の
交
換
を
開
始
し

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
議
論
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
部
の
情
報
の
交
換
に
留
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測

で
き
る
。
し
か
も
い
か
な
る
情
報
が
交
換
さ
れ
て
い
た
か
を
フ
ォ
ス
タ
ー
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
共
産
主
義
活
動
に
関

す
る
情
報
と
い
っ
た
場
合
に
、
中
国
国
民
党
支
部
の
政
治
活
動
を
ど
こ
ま
で
含
ん
で
い
た
か
も
明
確
で
は
な
い
。
管
見
の
限
り
、
こ
の
件

に
関
し
て
は
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
文
書
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
九
二
五
年
四
月
の
段
階
で
、

共
産
主
義
と
中
国
国
民
党
の
活
動
を
同
義
に
論
じ
た
イ
ギ
リ
ス
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
十
分
な
監
視
を
し
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
の

対
応
に
苦
言
を
呈
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

（
19
）　

本
稿
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
の
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
忍
び
寄

る
影
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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