
東
南
ア
ジ
ア
を
世
界
史
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か

外
語
短
期
大
学
付
属
高
校
　
　
石

　

橋

功

一
　
は
じ
め
に

東
南
ア
ジ
ア
史
が
世
界
史
教
育
の
中
で
今
ま
で
な
か

っ
た
く
ら
い
、
注
目
を

集
め
て
い
る
。
今
ま
で
世
界
史
の
教
科
書
の
中
で
東
南
ア
ジ
ア
は
、
イ
ン
ド
文

化
圏
の
波
及
場
所
、
中
国
文
化
圏
の
波
及
場
所
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
の
波
及
の

場
所
、
大
航
海
時
代
の
目
的
地
、
欧
米
列
強
の
植
民
地
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア

ｅ
ｔ
ｃ
と

い
っ
た
受
動
的
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
そ
し
て
第
二
次
大
戦
後
―

独
立
し
て
い
く
東
南
ア
ジ
ア
で
東
南
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
主
体
性
が
出
て
く
る
と

い
う
流
れ
で
あ

つ
た
。
こ
の
流
れ
に
東
南
ア
ジ
ア
の
文
化
は
独
自
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
が
日
本
で
も
進
ん
だ
こ

と
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
海
を
主
体
に
考
え
て
い
く
歴
史
観

の
広
が
り
が
、
世
界
史
の

一
つ
の
中
心
的
な
地
域
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
を
押
し

上
げ
て
く
る
よ
う
に
な

つ
た
。

ま
た
従
前

の
欧
米
中
心
史
観
で
あ
る
発
展
段
階
論
で
の
古
代

・
中
世

。
近

代

・
現
代

（近
年
は

ｏ
”〓

日
０
８
日

＝
近
世
を
中
世
と
近
代
の
間
に
入
れ
る

こ
と
が
多
く
な

っ
た
）
と
い
っ
た
時
代
区
分
が
ほ
と
ん
ど
使
え
な
い
地
域
で
あ

る
こ
と
も
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
今
後
教
え
て
い
く
意
味
を
多
く
持

っ
て
い

る
。
さ
ら
に
今
ま
で
の
政
治
史
中
心
の
欧
米
史

・
中
国
史

・
イ
ス
ラ
ム
史
に
対

し
て
、
重
要
な
王
朝

・
人
名
よ
り
も
都
市

。
商
業

・
ネ

ツ
ト
ワ
ー
ク
を
中
心
に

し
て
見
て
い
く
東
南
ア
ジ
ア
史
学
習
の
部
分
は
従
前
中
心
的
な
部
分
の
学
習
内

容
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
も
の
を
持

っ
て
い
よ
う
。

一
一　
発
展
段
階
論
、
陸
中
心
政
治
史
中
心
の
世
界
史

へ
の
批
判

学
問
と
し
て
の
歴
史
学
が
細
分
化
さ
れ
す
ぎ
た
結
果
、
○
○
史
観
な
る
言
葉

自
身
が
死
語
化
し
つ
つ
あ
る
。
結
果

「事
実
」
の
羅
列
を
も

っ
て
の
世
界
史
学

習
が
増
え
、
旧
来
よ
り

つ
ま
ら
な
い
世
界
史
、
日
本
史
学
習
と
な

っ
て
き
た
。

こ
れ
に
い
い
意
味
で
も
悪

い
意
味
で
も
問
題
提
起
し
た
の
が

「教
科
書
を
つ
く

る
会
」
で
あ

つ
た
。
こ
こ
で
は
本
題
で
は
な
い
の
で
別
稿
に
譲
る
が
問
題
提
起

だ
け
は
し
て
お
き
た
い
。

ソ
連
を
中
心
と
し
た
共
産
主
義
体
制
と
い
う
全
体
主
義
体
制
を

「社
会
主
義

段
階
」
と
位
置
づ
け
る
発
展
段
階
論
は

一
九
九

一
年
の
ソ
連
解
体
を
も

っ
て
そ

の
有
効
性
は
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
亡
霊
が
さ
ま
よ
い
続
け
て
い

る
。
「市
民
革
命
」
な
る
言
葉
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
証
左

で
あ
る
。
全
体
主
義
を
賛
美
す
る
よ
う
な
世
界
史
を
教
え
て
い
く
限
り
、
民
主

主
義
を
暴
力
で
圧
殺
す
る

「革
命
」
を
美
化
し
て
い
く
歴
史
を
教
え
て
い
く
限

り
民
主
主
義
を
担
う
生
徒
の
育
成
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

陸
中
心
史
観
は
ソ
連
を
異
常
に
巨
大
な
国
と
し
て
、
日
本
を
ち

っ
ぽ
け
な
島

国
と
す
る
見
方
を
生
徒
に
与
え
続
け
て
き
た
。
ま
た
陸
で
の
つ
な
が
り
を
重
視

す
る
あ
ま
り
国
民
国
家
と
し
て
形
成
さ
れ
た

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
歴
史
的
ま
と

ま
り
と
い
う
認
識
を
生
徒
に
与
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

政
治
史
中
心
の
歴
史
に
対
し
て
の
批
判
と
し
て
は
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お

け
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。　
一
五
世
紀
最
後
の
イ
ギ
リ
ス
王
を
知

っ
て
い
る
生
徒
は

神
奈
川
県
知
事
の
名
前
を
知

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

教
師
は
現
在
の
文
部
科

学
大
臣
そ
の
前
の
人
物
名
を
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
？

欧
米
中
心
の
歴
史
の
見
方
の
象
徴
的
な
も
の
が
東
南
ア
ジ
ア
史
の
古
典
的
名

著
で
あ
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
＝
リ
ー
ド
の

三日
す。
＞
”
。
。
「
０
。
ヨ
８
８
８
〓
を

「大
航

海
時
代
の
東
南
ア
ジ
ア
」
と
訳
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
＝
リ
ー
ド
の
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〓り
０

＞
”
Ｏ

ｏ
〔
Ｏ
ｏ
日
ヨ
９
８
〓
は
鄭
和
以
降
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海

時
代
は

．↓
す
ｏ
＞
∞
ｏ
ｏ
「
ｏ
ｏ
３
８
８
８
．
へ
の
参
入
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
い
う
と

お
か
し
い
の
で
あ
る
が
そ
れ
を
訳
者
が
指
摘
し
つ
つ
も
こ
う
し
た
題
を

つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど

「歴
史
」
の
病
弊
は
深
い
の
で
あ
る
。

三
　
豊
か
な
東
南
ア
ジ
ア

昨
年
度
、
東
南
ア
ジ
ア
専
門
の
教
育
実
習
生
の
授
業
を
聞
い
て
い
て
気
づ
い

た
こ
と
を
ま
ず
書
い
て
お
き
た
い
。
実
習
生
は
東
南
ア
ジ
ア
に
ほ
と
ん
ど
知
識

が
な
い
生
徒
を
相
手
に

「東
南
ア
ジ
ア
は
豊
か
だ

っ
た
の
、
チ
ャ
ン
パ
で
は
沈

香
が
、
ジ
ャ
ワ
で
は
胡
椒
が
、
モ
ル
ッ
カ
諸
島
で
は
ク
ロ
ー
ブ
と
ナ
ッ
メ
グ
が
、

チ
モ
ー
ル
で
は
自
檀
が
取
れ
る
の
」
と
盛
ん
に
紹
介
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

聞
い
て
い
る
生
徒
は
言
わ
れ
て
い
る
物
が
わ
か
ら
な
い
、
ま
た
胡
椒
等
の
も

つ

意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で
何
で
東
南
ア
ジ
ア
が
豊
か
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ

っ

た
。
こ
れ
は
、
今
現
在
の
物
の
価
値
の
置
き
方
と
昔
と
違
う
こ
と
を
指
摘
し
な

い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
物
に
関
し
て
言
え
る
こ
と
な

の
で
物
の
歴
史
的
に
持

つ
意
味
の
検
証
が
別
途
必
要
に
な
ろ
う
。

ま
ず
前
提
と
し
て
こ
れ
ら
の
物
は
世
界
で
そ
の
地
し
か
取
れ
な
い
物
で
あ

っ

た
こ
と
を
生
徒
に
認
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
よ
う
に
植
え
替
え
が

簡
単
に
出
来
な
か

っ
た
こ
と
は
こ
う
い
つ
た
話
の
出
発
点
で
あ
る
。

胡
椒
、
ク
ロ
ー
ブ
、
ナ
ツ
メ
グ
と
い
っ
た
香
辛
料
に
関
し
て
は

「
一
九
九
四

年
度
歴
史
分
科
会
研
究
報
告
」
と

「身
の
ま
わ
り
の
世
界
史
」
に
書
い
た
の
で

詳
し
く
は
ふ
れ
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
に
と

っ
て
こ
れ
ら
の
香
辛
料
は
富
と

権
力
の
象
徴
で
あ

っ
た
。　
一
七
世
紀
香
辛
料
に
代
わ

っ
て
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖
が

そ
の
立
場
に
な

っ
て
い
く
と
、　
一
人
世
紀
以
降
の
オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
は
、
海
の

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
支
配
か
ら
陸
中
心
の
支
配

へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
完
成

が

一
九
〇
四
年
の
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
の
成
立
で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
、
砂
糖

プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
、
そ
の
過
程
で
の
砂
糖
精
製
職
人
と
し
て
の
中
国

人
の
流
入
が
華
僑
の

一
つ
の
出
発
点
で
あ

っ
た
。

沈
香
は
水
に
沈
む
木
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
香
木

で
あ
る
が
、
中
国
文
化
圏
で
は
珍
重
さ
れ
中
国

へ
の
朝
貢
の
見
返
り
と
し
て
中

国
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
沈
香
の
高
級
品
は
伽
羅
と
よ
ば
れ
、

現
在
も
教
材
用
に
簡
単
に
購
入
出
来
な
い
位
高
価
な
物
で
あ
る
。
伽
羅
の
最
高

級
品
と
さ
れ
る
正
倉
院
御
物

「蘭
奢
待
」
が
本
能
寺
の
変
の
理
由
に
あ
げ
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
沈
香
の
持

つ
意
味
は
従
前
の
歴
史
以
上
の
影
響
が

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
沈
香
の
産
地
―
現
在
の
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
の
内
陸
部
に
中

国
が
進
出
し
た
こ
と

（
ロ
ー
マ
皇
帝

マ
ル
ク
ス
＝
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
使
い
を
名

乗

っ
た
商
人
が
訪
れ
た
の
も
こ
の
地
で
あ
る
）
、
港
市
国
家
連
合
チ
ャ
ン
パ
が
栄

え
続
け
た
こ
と
等
の
説
明
は
沈
香
の
重
要
性
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

白
檀
は
中
国
文
化
圏
で
も
香
木
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
が
ヒ
ン
ド
ウ
教
徒
は
こ

れ
を
宗
教
上
重
視
し

（白
檀
を
ペ
ー
ス
ト
状
に
し
て
額
に
塗

っ
て
邪
悪
を
避
け

る
風
習
や
、
白
檀
の
棺
で
焼
か
れ
る
こ
と
が
最
高
の
葬
儀
と
い
っ
た
こ
と
が
自

檀
の
消
費
を
支
え
続
け
た
等
々
）
、
イ
ン
ド
に
と

っ
て
極
め
て
貴
重
な
物
で
あ

っ

た
。
こ
の
産
地
テ
ィ
モ
ー
ル
は
白
檀
が
取
れ
る
が
故
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
オ
ラ

ン
ダ
が
分
割
し
た
結
果
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
と
な

っ
て
キ
リ
ス

ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
が
根
付
き
、
西
テ
ィ
モ
ー
ル
は
オ
ラ
ン
ダ
領
と
な
り
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の

一
部
と
な

っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
が
根
付
い
て
分
断
化
が
進
ん
だ

（こ

の
結
果
、
世
界
最
大
の
ム
ス
リ
ム
人
口
の
国
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
東
テ
ィ
モ
ー

ル
が
独
立
す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。

こ
う
し
た
観
点
で
乳
香
と
没
薬
を
見
て
い
く
と

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
持
つ
歴
史
的
な
意
味
と
、
そ
の
延
長
に
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
が
乳
香
ロ
ー
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ド
の
中
核

マ
ツ
カ
に
起
こ

っ
た
説
明
が

つ
く
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。

四
　
世
界
商
業
の
中
心
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア

世
界
商
品
で
あ

っ
た
香
辛
料
、
沈
香
、
白
檀
を
算
出
す
る
東
南
ア
ジ
ア
は
早

い
時
期
か
ら
世
界
の
商
人
を
引
き

つ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
紀
元
前
に
ギ
リ

シ
ア
商
人
の

『
エ
リ
ュ
ト
ラ
ー
航
海
記
』
に
東
南
ア
ジ
ア
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
扶
南
の
外
港
オ
ケ
オ
の
遺
跡
か
ら

マ
ル
ク
ス
＝
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
金
貨
が

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
こ
の
地
に
イ
ン
ド
経
由
で
来

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
ル
コ
＝
ポ
ー
ロ
等
の
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
例
外
を
除
い

て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
ジ
ア
を
訪
れ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
ム
ス
リ

ム
商
人
が
来
る
必
要
の
な
い
量
の
品
物
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
供
給
し
た
こ
と
に
他

な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
「大
航
海
時
代
」
の
過
度
の
強
調
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
中
心

史
観
そ
の
も
の
で
あ
り
問
題
多

い
も
の
で
あ
る
。

杉
山
正
明
氏
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

（絹
の
道
）
・
海

の
道
と
い
う
言
い
方
自
体
検
証
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
道
は
起
点
と
終
点
を
結
ぶ

も
の
で
あ
り
、
道
の
通

っ
て
い
る
地
域
を
単
な
る
通
過
点
と
し
て
し
ま
う
と
こ

ろ
に
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
は
中
国
か
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

も
イ
ン
ド
か
ら
も
商
人
を
集
め
た
地
域
で
あ
る
こ
と
は
触
れ
て
き
た
が
、
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
も
絹
を

一
方
通
行
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
運
ん
だ
だ
け
で
は
な
い
。
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
が
栄
え
た
時
代
、
中
央
ア
ジ
ア
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
上
に
繁
栄
し
て

い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い

（サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
よ
う
な
大
都
市
は
ョ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
）
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
の
双
方
か
ら
繁
栄
す
る

中
央
ア
ジ
ア
ヘ
至
る
道
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
終
点
と
さ

れ
る
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
で
絹
工
業
が
栄
え
た
の
は
暗
示
的
な
事
実
で
あ

る
。
日
本
人
は
永
く
シ
ル
ク
に
惹
か
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
世
界
中
の
人
も
同

じ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
も
同
様
と
考
え
る
あ
ま
り
過
度
に
強
調
し
て
き
た
気
が

す
る
。
今
、
こ
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

豊
か
な
東
南
ア
ジ
ア
が
逆
に
他
の
地
域
か
ら
求
め
た
も
の
は
何
か
と

い
う
と

ま
ず
イ
ン
ド
の
綿
織
物
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
各
地
域
の
富
と
権
力
の

一
つ
の

象
徴
が
綿
織
物
で
あ

っ
た
こ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ま
た
中
国
製
陶
磁
器

も
求
め
た
も
の
で
あ

っ
た
。
日
本
が
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
は
銀
で

あ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た

「交
易
の
時
代
」
以
降
は
戦
闘
員
と
し

て
の
人
間
で
あ

っ
た
。

七
世
紀
後
半
、
マ
レ
ー
半
島
を
横
断
す
る
ル
ー
ト
に
代
わ

っ
て
マ
ラ
ッ
カ
海

峡
を
通
る
ル
ー
ト
が
成
立
す
る
と
、
ム
ス
リ
ム
商
人
の
ダ
ウ
船
が
人
世
紀
に
唐

に
至
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
結
果
、
扶
南
は
没
落
し
オ
ケ
オ
の
繁
栄
が
失
わ

れ
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
重
要
性
が
今
日
に
続
く
ま
で
始
ま
る
。
こ
れ
は
港
市
国
家

シ
ュ
リ
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ

（室
利
佛
逝
）
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
の
地
域
を
支
配
し
、

季
節
風
の
関
係
で
速
度
が
低
下
す
る
の
を
狙

っ
た
海
賊
を
押
さ
え
た
か
ら
で
あ

る

（八
世
紀
以
降
、
困
難
で
あ

っ
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
通
過
が
航
海
術
の
発
達

で
可
能
に
な

っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
）
。　
一
〇
世
紀
後
半
青
磁
や
自
磁
の

よ
う
な
す
ぐ
れ
た
陶
磁
器
が
生
産
さ
れ
、
中
国
か
ら
ジ
ャ
ン
ク
船
に
よ

っ
て
東

南
ア
ジ
ア
全
般
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
ク
船
が
活
躍
す
る
南
シ
ナ

海
を
中
心
と
す
る

「中
国
商
人
の
海
」
と
ダ
ウ
船
が
活
躍
す
る
イ
ン
ド
洋
を
中

心
と
す
る

「
ム
ス
リ
ム
商
人
の
海
」
が
交
錯
す
る
こ
の
海
域
世
界
に
は
シ
ュ
リ

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
を
始
め
と
す
る
多
く
の
港
市
国
家
が
繁
栄
し
て
い
く
。
こ
の
港
市

国
家
の
繁
栄
と
東
南
ア
ジ
ア
の
豊
か
さ
を
狙

っ
た
の
が
モ
ン
ゴ
ル
の
東
南
ア
ジ

ア
ヘ
の
征
服
活
動
で
あ

っ
た
。

こ
の
繁
栄
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が

一
五
世
紀
初
頭
の
鄭
和
の
遠
征
で

あ
り
、
こ
の
遠
征
に
よ
り
南
シ
ナ
海
か
ら
イ
ン
ド
洋
ま
で
結
ぶ

「交
易
の
時
代
」
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の
基
盤
が
出
来
上
が

っ
て
い
く
。
こ
の
基
盤
に

一
六
世
紀
初
頭
以
降
食
い
込
ん

で
い
っ
た
の
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
等
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
商
人
で
あ

つ
た
。

五
　
港
市
国
家

今
回
の
指
導
要
領
の
改
訂
の
大
き
な
目
玉
は
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
海
域
世

界
の
登
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
指
導
要
領
が
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
考
え
方

を
取
り
込
ん
で
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
海
域

世
界
を
理
解
す
る

一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
港
市
国
家
で
あ
る
。

従
前
か
ら
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
シ
ド
ン

・
テ
イ
ル
ス
、
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ

ェ
ネ
チ

ァ

・
ジ

ェ
ノ
ヴ
ァ
、

マ
ラ
ッ
カ
王
国
等
陸
地
に
そ
の
領
土
を
陸
に
拡
大
し
て
こ

な
か

っ
た
都
市
国
家
の
学
習
を
し
て
き
た
が
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見
る
こ

と
の
な
い
港
市
タ
イ
プ
の
国
家
が
東
南
ア
ジ
ア
で
は
主
流
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

港
市
国
家
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
自
分
の
交
易
の
相
手
都
市
に
置

き
、
周
辺
の
農
村
と
の
結
合
に
は
置
い
て
い
な
い
。
代
表
的
国
家
が
チ
ャ
ン
パ
ー

で
あ
る
。
チ
ャ
ン
パ
ー
滅
亡
後
、
住
民
は
現
在
の
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
地
に
残
ら
た
だ

け
で
は
な
く
海
を
越
え
て
他
の
港
市
国
家
に
移
住
し
て
い
る
。
ま
た

一
一
世
紀

の
南
イ
ン
ド
の
チ
ョ
ー
ラ
朝
は
領
域
拡
大
を
北
イ
ン
ド
に
向
け
る
こ
と
な
く
ス

マ
ト
ラ
に
遠
征
軍
を
送
り
三
仏
斉
と
い
う
港
市
国
家
連
合
を
つ
く

つ
た
こ
と
な

ど
も

一
つ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

東
南
ア
ジ
ア
の
港
市
国
家
の
繁
栄
は
東
南
ア
ジ
ア
の
中
に
東
南
ア
ジ
ア
し
か

と
れ
な
い
生
産
物
が
あ

っ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
こ
れ
を
め
ざ
し
て
世
界
か
ら
多

く
の
船
が
訪
れ
た
こ
と
で
中
継
地
た
る
多
く
の
港
市
国
家
が
生
ま
れ
栄
え
た
の

で
あ
る
。
ま
た
海
域
世
界
の
発
達
が
遠
隔
地
商
業
を
促
進
し
、
「交
易
の
時
代
」

は
港
市
国
家
の
繁
栄
を
保
証
し
続
け
た
。
し
か
し
国
民
国
家
の
形
成
以
降
、
国

民
意
識
を
核
と
す
る
商
業
活
動
の
展
開
が
港
市
国
家
の
存
在
を
許
さ
な
く
な

つ

た
が
、
現
在
東
南
ア
ジ
ア
に
は
港
市
国
家
と
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
存
在
す
る
。

琉
球
も
港
市
国
家
の
典
型
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
明
の
海
禁
策
に
巧
妙
に
対
応

し
て
マ
ラ
ッ
カ
王
国
と
同
様
の
繁
栄
を
誇

っ
た
琉
球
は

「交
易
の
時
代
」
の
終

了
と
と
も
に

「陸
の
国
家
」
薩
摩
藩
に
征
服
さ
れ
た
。
繁
栄
は
な
お
続
く
が
、

こ
の
時
点
で
独
立
し
た
港
市
国
家
で
あ
る
こ
と
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

六
　
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係

気
候
の
共
通
性
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
基

層
文
化
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
魚
と
米
を
中
心
と
し
た
食
生
活
、
腰
巻

き
な
ど
の
着
衣
に
見
る
衣
生
活
、
木
造
高
床
式
な
ど
の
住
生
活
等
々
の
共
通
性

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
基
層
文
化
の
上
に
、
日
本
と
同
時
期
に
大
乗
仏

教
を
受
け
入
れ
た
こ
と
も
興
味
深
い
。
東
大
寺
が
建
設
さ
れ
た
ほ
ぼ
同
時
期
に

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
寺
院
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
こ
れ
以
降
大
乗
仏
教

が
根
付
い
て
い
っ
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
以
後
ヒ
ン
ド
ウ
教
、
上
座
部
仏
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
、
キ
リ
ス
ト
教

（カ
ト
リ
ッ
ク
）
が
や
つ
て
く
る
。
現
在
で
は
大

陸
部
で
上
座
部
仏
教
、
島
嶼
部
で
イ
ス
ラ
ー
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
が
根
付
き
、
日

本
と
の
文
化
的
差
異
を

つ
く

つ
て
い
つ
た
。

だ
が

「交
易
の
時
代
」
の
日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
は
深
い
も
の
が
あ

っ

た
。
日
本
に
来
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
日
本
に
持
参
し
た
の
は
東
南
ア
ジ
ア
物
産

品
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
か
ら
持
ち
込
ん
だ
物
で
は
な
か

っ
た
。
代
表

的
な
も
の
が
鮫
皮

・
鹿
皮
で
あ

っ
た
。
日
本
で
描
か
れ
た
南
蛮
人
の
姿
も
、
東

南
ア
ジ
ア
で
生
活
し
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
等
の
姿
か
た
ち
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
本
国
で
の
姿
か
た
ち
で
は
な
か

っ
た
。

一
六
世
紀
後
半
か
ら
朱
印
船
貿
易
が
開
始
さ
れ
る
と
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
の
生
糸
の
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需
要
が
高
ま

つ
て
い
っ
た
。
ま
た
朱
印
船
を
迎
え
る

「
日
本
町
」
も
各
地
で
発

達
し
た
。
過
疎
地
域
で
あ

っ
た
東
南
ア
ジ
ア
で
は
日
本
人
傭
兵
に
対
す
る
需
要

も
多
く
、
山
田
長
政
の
よ
う
な
人
物
も
多
く
輩
出
し
た
。
し
か
し
日
本
の
海
禁

策
＝
鎖
国
に
よ

っ
て
朱
印
船
の
来
航
は
な
く
な
り
、
日
本
町
と
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
の

繁
栄
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
化
が
進
ん
だ
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
豊

か
さ
は
近
代
化
日
本
以
上
で
あ

つ
た
よ
う
だ
。
こ
の
証
拠
に

「
か
ら
ゆ
き
さ
ん
」

と
言
わ
れ
た
日
本
人
売
春
婦
の
存
在
が
あ
る
。
逆
に

「
じ
ゃ
ぱ
ゆ
き
さ
ん
」
の

存
在
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は

一
九
八
ｏ
年
代
以
降
の
こ
と
を
考
え
る

と
近
代
化
イ
コ
ー
ル
民
衆
の
豊
か
さ
で
は
な
い
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う

（江
戸

時
代
の
農
民
と
明
治
時
代
の
農
民
の
ど
ち
ら
が

「
い
い
生
活
」
を
し
て
い
た
か

考
え
て
み
れ
ば
国
家
と
地
主
の
収
奪
が
行
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
江
戸
時
代
の
方

が
良
か

っ
た
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
）
。
こ
う
し
た
東
南
ア
ジ
ア
で
も
し
だ

い
に
国
民
国
家
形
成
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
大
き
な
希
望
を
与
え
た
の
が
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
侵
攻
で
あ

っ

た
。
第
二
次
大
戦
で
大
東
亜
共
栄
圏
を
か
か
げ
た
東
南
ア
ジ
ア
侵
攻
は
、
占
領

下
の
日
本
語
教
育
の
強
制
の
ご
と
く
現
地
の
人
々
に
大
き
な
失
望
を
残
し
た
が

（今
も
残
る
日
本
語
が

「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
」
と

「
ト
ク
ム
＝
特
務
」
と
い
う
の
も

悲
し
い
話
で
あ
る
）
、
百
歩
譲

っ
て
も
ア
ウ
ン
＝
サ
ン
の
ビ
ル
マ
独
立

・
建
国

と
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立

・
建
国
に
日
本
の
侵
攻
が
大
き
な
力
に
な
っ

た
こ
と
は
歴
史
的
に
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
上
に
日
本
と
の
歴
史
的
関
係
の
深
い
東
南
ア
ジ

ア
で
あ
る
が
日
本
の
教
育
の
中
で
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
？

残
念
な
が
ら
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
表
れ
が
世
界
史
に
お
け
る
東
南
ア
ジ

ア
軽
視
で
あ

つ
た
。
今
次
の
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
東
南
ア
ジ
ア
世
界
を
ひ

と
つ
の
ま
と
ま

っ
た
世
界
と
し
て
扱
う
教
科
書
も
出
現
し
て
き
た
。
歴
史
の
軸

を
欧
米
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
移
す
時
期
が
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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