
啓
蒙
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

歴
史
観

・
世
界
観
の
変
容

大
和
高
校

　

西

　

浜

　

士
口
　

晴

一
　

は
じ
め
に

「先
生
、
世
界
史

っ
て
、
な
ん
の
役
に
立

つ
の
」
と
い
う
生
徒
の
問
い
に
答

え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
世
界
史
の
面
白
さ
の

一
端
は
現
代
と
は
異

な
る
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
時
代
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
通
し

て
生
徒
は
、
現
代
の
世
界
で
は
あ
た
り
ま
え
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と
が
、
必
ず

し
も
当
然
の
こ
と
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
を

理
解
す
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の
結
果
、
歴
史
的
現
在
を
相
対
化
し
、
生
徒
の
な

か
に
健
全
な
批
判
力
が
育

つ
こ
と
が
高
校
の
世
界
史
教
育
の
め
ざ
す
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。
大
和
高
校
で

「世
界
史
の
授
業
を
受
け
て
、
世
界
の
観
方
が
変
わ

っ

た
か
。
」
と
い
う
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
「
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
ア
メ
リ
カ
な
ん
て
、

ま
だ
ま
だ
若
ゾ
ウ
さ
」
「
国
の
囲
い
な
ん
て
ア
イ
マ
イ
さ
」
と
書

い
た
生
徒
が

い
た
。
こ
れ
だ
け
で
充
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
生
徒
の
批
判
力
を
育
て
、
世

界
の
観
方
を
変
え
る
た
め
に
は
、
新
し
い
視
点
に
よ
る
刺
激
的
な
世
界
史
解
釈

の
枠
組
み
を
生
徒
に
提
示
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
世
界
史
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
中
国
史
の
偏
重

（
一
九
世
紀
の
西
欧
型
知
性
と
中
華
主
義
史
観
の
合
体
）
、
②

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
モ

デ
ル
と
し
た

「進
歩
」
主
義
的
歴
史
観
、
③
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
を

欠

い
た
各
国
史
の
寄
せ
集
め
、
④
政
治
史

。
外
交
史
の
偏
重
と
文
化
史
の
軽
視

な
ど
が
指
摘
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
を
克
服
し
た
世
界
史
像
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

二
　
な
ぜ
、
啓
蒙
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ま
ず
、
歴
史
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
の
時
代
の
最
後
に
成
立
し
た
と
い
う

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
、
現
在
の
高
校
の
世

界
史
教
育
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ

で
は

一
六
世
紀
以
降
、
他
の
世
界
と
遭
遇
し
、　
一
人
世
紀
の
啓
蒙
の
時
代
に
大

き
な
知
的
変
貌
が
お
こ
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地

支
配
を
正
当
化
す
る
知
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
知
が

現
代
の
高
校
生
を
も
含
ん
だ
現
代
の
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
ず
、
そ
の
知
の
枠
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

三
　
啓
蒙
の
時
代
の
歴
史
観
の
変
容

（
１
）
聖
書
に
基
づ
く
人
類
史
と
そ
の
危
機

ヽ
紀
元
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
始
ま
り
を
設
定
す
る
と
い
う
意
味

で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
三
世
紀
に
エ
ウ
ゼ
ビ
オ
ス
は
、
創
世

（天
地
創
造
）

紀
元
に
よ
る
歴
史
叙
述
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
六
世
紀
に
は
デ
イ
オ
ニ
シ
ウ
ス

が
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
用
い
始
め
た
。
キ
リ
ス
ト
紀
元
は

一
〇
世
紀
末
ま
で
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
定
着
す
る
が
、
イ
エ
ス
生
誕
以
前
の
で
き
ご
と
は
創
世
紀
元
で
示
す

こ
と
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
聖
書
に
基
づ
く
人
類
史
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
次

の
二
つ
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
イ
エ
ス
生
誕
約
四
千
年
前
と
考
え
ら

れ
て
い
た
創
世
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と

つ
は
イ
エ
ス
生
誕
約
二
千
数
百
年
前
と
さ

れ
た
大
洪
水
で
あ
る
。
聖
書
で
は
大
洪
水
の
後
に
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
、
ア
ジ
ア
人
、

ア
フ
リ
カ
人
の
先
祖
が
き
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

聖
書
で
は
人
類
の
歴
史
は
、
た
だ

一
つ
の
発
生
源

（人
類
創
造
）
か
ら
広
が
っ

た
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
が
、
他
の
世
界
と
遭
遇
し
、
他
の
世
界
を
発
見
す
る

こ
と
で
知
的
枠
組
み
の
変
容
が
促
さ
れ
た
。
す
で
に
、

エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
の
古
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さ
や
、
中
国
の
歴
史
の
古
さ
は
聖
書
に
基
づ
く
人
類
史
を
悩
ま
せ
て
い
た
が
、

ア
メ
リ
カ
大
陸
の

「発
見
」
は
、
そ
れ
以
上
の
難
問
で
あ

っ
た
。
聖
書
に
よ
れ

ば
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
は
人
類
は
い
な
い
は
ず
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、　
一
六
世

紀
に
教
皇
が

「イ
ン
デ
イ
オ
も
人
間
で
あ
る
」
と
認
定
し
、
彼
ら
は
ア
ジ
ア
か

ら
渡
来
し
た
も
の
と
し
て
聖
書
の
考
え
方
を
維
持
し
た
。

そ
の
後
、
宗
教
改
革
を
経
る
な
か
ラ
テ
ン
語
訳
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
訳
、
ギ
リ
シ

ア
語
訳
聖
書
の
年
代
計
算
の
違
い
か
ら
年
代
学
論
争
が
お
こ
っ
た
。
そ
し
て
、

一
七
世
紀
に
は
、
ペ
タ
ヴ
イ
ウ
ス
が
キ
リ
ス
ト
紀
元
を
キ
リ
ス
ト
生
誕
以
前
の

時
代
に
適
用
し
は
じ
め
た
。
こ
こ
に
、
現
在
ま
で
続
く
紀
元
前
の
考
え
方
が
生

ま
れ
た
。
た
だ
し
、
基
本
は
あ
く
ま
で
も
創
世
紀
元
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
以
前

の
年
号
は
補
助
的

・
便
宜
的
に
使
用
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

（２
）
啓
蒙
主
義
的
歴
史
観
の
成
立

ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
は

『
ル
イ
十
四
世
の
世
紀
』
を
著
し
、
そ
の
な
か
で
ギ
リ
シ

ア
古
典
文
明
、
ロ
ー
マ
古
典
文
明
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
ル
イ

一
四
世
の
時
代
を
重

視
し
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
観
方
を
離
れ
、
理
性
を
重
視
し
た
進
歩

の
段
階
を
設
定
し
た
。
年
号
は
キ
リ
ス
ト
や
主
と
い
う
言
葉
を
は
ず
し
て
キ
リ

ス
ト
紀
元
を
使
用
し
、
紀
元
前
も
使
用
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
時

間
を
否
定
し
て
も
新
し
い
表
記
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は

『歴
史
哲
学
』
に
お
い
て
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ

ス
ラ
ー
ム
の
文
明
に
高
い
評
価
を
与
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
相
対
化
し
、
フ
ラ
ン

ス
の
現
状
の
批
判
を
試
み
た
。
世
界
史
を

「中
国
史
」
か
ら
始
め
る
こ
と
は
、

中
国
の
古
さ
を
認
め
る
と
と
も
に
、
大
洪
水
の
年
代
を
否
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教

的
伝
統
だ
け
で
は
な
く
古
典
古
代
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

そ
の
後
、
シ
ユ
レ
ツ
ツ
ア
ー
は
創
世
紀
元
を
否
定
し
、
過
去
に
無
限
に
伸
び

る
時
間
を
想
定
し
た
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
紀
元
は
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
に
よ

っ
て

世
俗
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
時
間
は
シ
ユ
レ
ツ
ツ
ア
ー
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
、
不
確
定
な
創
世
か
ら
計
算
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
古
代
の

歴
史
的
事
実
の
年
代
が
ほ
ぼ
確
定
し
、　
一
九
世
紀
の

「歴
史
学
の
時
代
」
を
む

か
え
る
準
備
が
な
さ
れ
た
。

（３
）
啓
蒙
主
義
的
歴
史
観
の
展
開

創
世
紀
元
を
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
は
中
性
的

・
数
学
的
年

号
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
創
世
も
終
末
も
排
除
し
た
無

限
の
時
間
を
構
想
し
、
進
歩

。
文
明
化
史
観
を
う
ち
だ
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

神
か
ら
解
放
さ
れ
た
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
狩
猟
↓
遊
牧
↓
農
耕
↓

商
業
と
法
則
的
に
進
歩
す
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ー
ス
は
原
始
状
態
↓

野
蛮
状
態
↓
半
啓
蒙
状
態
↓
啓
蒙
状
態
と
い
う
発
展
段
階
を
想
定
し
た
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
世
界
各
地
の
民
族
を
人
類
史
と
い
う
ひ
と

つ
の
時
間
軸
に
の
せ
、

同
時
代
の

「未
開
」
民
族
に
人
類
の
歩
み
の
太
古
を
重
ね
る
試
み
で
あ

っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
他
世
界
の
発
見
は
、
文
明
化
さ
れ
た
人
類
が

「未
開
」

な
祖
先
か
ら
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
の
か
と
い
う
議
論
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
近
代
の
植
民
地
支
配

。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
ヘ
と
続
く

「進
歩
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
停
滞
し
た
ア
ジ
ア
ー
未
開

・
野
蛮
な
ア
ジ
ア
周
辺
、

ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
三
重
構
造
が
成
立
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
こ
と
は
、
文
明

・
未
開

（野
蛮
）
の
概
念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
野
蛮
を
開
化
、

文
明
化

へ
と
引
き
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
文
明
化
さ
れ

た
国
民
は
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
あ
る
種
の
支
配
権
を
持

っ

て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「高
貴
な
野
蛮
人
」
観
や
東
洋

趣
味
は
称
賛
の
名
の
も
と
に
政
治
的
支
配
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
実

際
、
ロ
コ
コ
様
式
に
お
け
る
シ
ノ
ヮ
ズ
リ
ー
の
流
行
は
単
な
る
デ
ザ
イ
ン
の
借
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用
で
し
か
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四
　
啓
蒙
の
時
代
の
世
界
観
の
変
容

（１
）

一
八
世
紀
以
前
の
世
界
観

中
世
に
お
い
て
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
世
界
―
異
教
徒
の
世
界
―
怪
物
の

世
界
」
と
い
う
二
重
構
造
で
あ

っ
た
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
聖
書

（キ
リ
ス

ト
教
）
、
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
ー
マ
の
学
問
に
基
づ
く
世
界
観
が
成
立
し
た
。
そ
の

世
界
観
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
諸
帝
国
に
対
し
て
は
専
制
政
治

へ
の
批
判

が

一
般
的
で
、
中
国
に
関
し
て
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
報
告
か
ら
高
度
な
中
央
集

権
化
、
官
僚
制
、
長
い
歴
史

へ
の
称
賛
が
見
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
よ
り
劣

っ
て
い
る
奴
隷
が
居
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ア
フ
リ

カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と

っ
て
嫌
悪
感
、
優
越
感
の
対
象
で
あ

っ
た
。

（２
）

一
八
世
紀
の
ア
ジ
ア
観

一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
人
が
、
ア
ジ
ア
の
特
色
と
み
な
し
た
点
は
二

つ
あ

つ
た
。　
一
つ
は
ア
ジ
ア
の
保
守
性

・
停
滞
性
と
不
活
発

・
怠
惰
な
ア
ジ
ア

人
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
専
制
君
主
体
制
と
ア
ジ
ア
の
風
土
が
指
摘
さ

れ
た
。
専
制
君
主
体
制
は
、
支
配
者
と
民
衆
の
間
に
介
在
し
て
進
歩

へ
の
指
向

性
を
も

つ
中
間
層
が
存
在
し
な
い
た
め
進
歩
の
芽
を
摘
む
と
考
え
ら
れ
た
。
ま

た
、
ア
ジ
ア
の
風
土
は
豊
か
な
土
壌
で
あ
る
た
め
働
く
必
要
に
迫
ら
れ
な
い
う

え
、
暑
い
気
候
は
働
く
意
欲
を
そ
ぐ
と
さ
れ
た
。

い
ま
ひ
と

つ
は
ア
ジ
ア
の

「奇
怪
な
」
宗
教
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
対

し
て
は

一
定
の
関
心
を
示
し
た
も
の
の
、
結
局
は
進
歩
し
な
い
宗
教
で
あ
る
と

さ
れ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
偶
像
崇
拝
で
あ
り
、
仏
教
も
偶
像
崇
拝
の
無
神
論

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
儒
教
は

「
天
」
を
創
造
主
と
す
る

一
神
教
な
の
か
偶

像
崇
拝
の
無
神
論
な
の
か
、
と
い
う
議
論
が
続
け
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
の
宗
教
は
人
間
の
精
神
の
情
熱
、
自
発
性
を
ゆ
が
め
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

一
人
世
紀
末
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と

っ
て

ア
ジ
ア
は
無
知
で
偏
狭
な
宗
教
心
の
せ
い
で
無
知
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
地

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
認
識
が

「新
し
い
商
品
や
市
場
を
開
拓
で
き
る

ア
ジ
ア
」
と
い
う
帝
国
主
義
的
思
考
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

（３
）

一
八
世
紀
の
中
国
観

「文
明
化
」
を
国
家
的
平
和
、
経
済
的
安
定
な
ど
と
考
え
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
に
と

っ
て
も
中
国
は
文
明
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
か

っ
た
。　
一
七
世
紀
末
に
は
中
国
の
皇
帝
直
属
の
官
僚
に
よ
る
安
定
し
た
統

治
、
官
僚
が
国
民
の
倫
理
道
徳
を
律
し
て
い
る
よ
う
す
に
対
す
る
称
賛
が
あ

っ

た
。　
一
人
世
紀
に
お
い
て
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
社
会
、
と
り
わ
け
、
国
王
の
独
裁
、
特
権
貴
族
、
教
会

の
偏
狭
さ
に
対
す
る
代
替
案
と
し
て
中
国
の
支
配
体
制
に
公
共
の
福
祉
を
見
る

な
ど
し
た
。
（た
だ
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
し
て
も
中
国
の
科
学

・
学
問
の
停

滞
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
全
面
的
な
称
賛
で
は
な
い
。
）

し
か
し
、　
一
人
世
紀
末
に
は
中
国
統
治
の
安
定
性
、
皇
帝
の
家
父
長
制
、
公

平
無
私
の
官
僚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
崩
れ
る
。
そ
の
原
因
は
中
国
に
関
す
る
情

報
源
が
北
京
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
か
ら
広
州
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
人
に
代
わ

っ
た
こ

と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、　
一
人
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
文
明
に
対
す

る
考
え
が
変
化
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
は
じ
め
、
文
明
化
と
は
国
家
的
平

和
、
経
済
的
安
定
な
ど
を
さ
す
と
い
う
考
え
方
が
強
か

つ
た
が
、
や
が
て
、
文

明
化
と
は
自
由
な
個
人
、
自
由
な
個
人
の
行
動
様
式
、
公
共
性
な
ど
を
さ
す
よ

う
に
変
わ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（４
）

一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
先
住
民
観

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
に
対
し
て
、
後
の

「
野
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卑
な
野
蛮
人
」
「高
貴
な
野
蛮
人
」
に
つ
な
が
る

「残
酷
」
「魂
の
平
安
」
と
い

う
二
つ
の
評
価
が
あ

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
文
明
化
を
批
判
す
る
ル
ソ
ー
ら
は

「高
貴
な
野
蛮
人
」
を
崇
拝
し
、
逆
に
、
モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
は
先
住
民
の
専
制

体
制
を
批
判
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
求
め
る
像
を
北
ア
メ
リ

カ
の
先
住
民
に
投
影
し
た
と
い
う
側
面
が
強
い
。
結
局
、　
一
八
世
紀
末
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
で
は
悪
意
に
満
ち
、
狡
猾
で
あ
る
と
い
う
先
住
民
像
が
定
着
し
た
。

（５
）

一
八
世
紀
の
西
ア
フ
リ
カ
黒
人
観

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
黒
人
を
優
越
感
と
蔑
視
の
ま
な
ざ
し
で
な
が
め
た
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
か
ら
見
て
西
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
に
つ
い
て
は

「皮
膚
の
色
」
「奴
隷

制
」
と
い
う
二
つ
の
問
題
が
あ

っ
た
。
同
じ
く
ら
い
の
緯
度
の
ア
ジ
ア
人
と
比

べ
て
黒
人
の
皮
膚
の
色
は
黒
く
、
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

先
住
民
の
先
祖
を
説
明
す
る
以
上
の
難
問
で
あ

っ
た
。
奴
隷
制
に
関
し
て
は
、

そ
の
擁
護
論
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
う
が
よ
り
良

い

生
活
が
で
き
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
に
し
、
廃
止
論
は
批
判
の
矛
先
を
中
間
航
路

の
惨
状
と
西
イ
ン
ド
諸
島
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
た
。
こ
こ
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
フ
リ
カ
自
体
に
対
す
る
関
心
は
う
す
く
、

ア
フ
リ
カ
の
黒
人
に
対
し
て
は
批
判
的
で
、
北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
に
対
し
て

く
だ
さ
れ
た
よ
う
な
称
賛
は
な
か

っ
た
。

（６
）

一
八
世
紀
の
南
太
平
洋
諸
島
観

一
人
世
紀
の
南
太
平
洋
を
観
る
視
点
に
は
、
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
＝
ク
ル
ー
ソ
ー
』

（
一
七

一
九
）
の
視
点
と

『ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
（
一
七
二
六
）
の
視
点
と
表

現
さ
れ
る
二
通
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
＝
ク
ル
ー
ソ
ー
』

の
視
点
と
は
、
南
太
平
洋
の
人
々
に
攻
撃
性
、
盗
み
、
人
食
い
、
放
埓
な
セ
ク

シ
ャ
リ
テ
ィ
な
ど
を
見
出
し
、
野
卑
な
未
開
人
と
み
な
す
視
点
で
あ
る
。
一
方
、

『ガ
リ
ヴ

ァ
ー
旅
行
記
』
の
視
点
と
は
南
太
平
洋
の
人
々
を
高
貴
な
未
開
人
と

み
な
す
視
点
で
あ
る
。
特
に
タ
ヒ
チ
は
、
地
上
の
楽
園
と
夢
見
ら
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
野
卑
で
下
等
な
人
々
と
み
な
す
考
え
方
と
南
太
平
洋
の
楽
園
伝
説
と
の

対
立
は
、　
一
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
南
太
平
洋
の
先
住
民
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
基
層
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
側
か
ら
の

一
方
的
観
方
と
い
え
よ
う
。

五
　
啓
蒙
主
義
と
は
何
か

（
１
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
の
変
貌

啓
蒙
主
義
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
の
変
貌
で
あ

っ
た
。　
一
五
世
紀
ま
で
キ
リ

ス
ト
教
的
な
人
間
観
、
歴
史
観
、
宇
宙
観
が
支
配
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、

一
六
世
紀
に
人
文
主
義
、
「地
理
上
の
発
見
」
（他
世
界
と
遭
遇
）
を
、　
一
七
世

紀
に
科
学
革
命
、
数
学
的
合
理
主
義
を
経
験
し
た
。
そ
し
て
、　
一
人
世
紀
に
啓

蒙
主
義
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
観
は

否
定
さ
れ
、
自
然
的

。
社
会
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
、
新
し
く
も

っ

と
人
間
的
に
、
科
学
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

聖
書

・
教
会

・
神
学
に
お
い
て
保
証
さ
れ
て
い
た
人
間

・
社
会

・
自
然
を
理
解

す
る
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
思
想
が
世
俗
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
従

来
の
教
会
の
教
理
、
君
主
の
絶
対
的
な
知
恵
に
か
わ
る
、
も
の
ご
と
の
新
し
い

根
拠

・
基
準
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、
単

一
の
普
遍
的
な
正
義
の
基
準
で
あ

る
理
性
で
あ

っ
た
。

同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ア
ジ
ア
な
ど
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
と
の
関
係
が
本

格
化
し
、
異
文
化
と
の
接
触
が
深
ま
り
、
博
物
学
、
民
族
学
、
人
類
学
の
端
緒

が
開
か
れ
た
。
信
仰
と
科
学
の
は
ざ
ま
で
、
時
間
的

・
空
間
的
な
世
界
の
広
が

り
に
刺
激
さ
れ
、
知
的
好
奇
心
が
全
面
的
に
開
花
し
た
時
代
で
あ

っ
た
。

そ
の
結
果
、
知
識
と
教
育
を
媒
介
と
し
て
、
人
類
を
無
知
と
迷
信
と
誤
謬
か
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ら
解
放
し
、
経
済
的
繁
栄
、
穏
健
な
統
治
、
宗
教
上
の
寛
容
、
知
的
自
由
な
ど

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
お
こ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活

領
域
で
変
化
が
生
じ
た
。
科
学

・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

。
生
産
活
動
が
重
視
さ
れ
た
。

医
学
に
お
け
る
悪
魔
の
存
在
や
死
に
際
し
て
の
地
獄
は
否
定
さ
れ
、
復
讐

・
報

復
の
刑
罰
か
ら
抑
止

・
改
悛
の
刑
罰

へ
と
変
わ

っ
た
。

（２
）
文
明
批
判
と
政
治
思
想

こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
は
、　
一
面
で
は
、
現
実
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明

へ
の
批

判
と
な

っ
た
。
外
国
や
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
「
原
始
社
会
」
や
歴
史
な
ど
を
用
い

て
現
実
の
社
会

・
政
治

。
文
明
を
批
判
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
ま
た
、
キ
リ

ス
ト
教
的
な
価
値
観
に
対
す
る
否
定
か
ら
、
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
は
理
神
論
か
ら
無

神
論

へ
と
向
か

っ
た
。

し
か
し
、
啓
蒙
主
義
が
政
治
思
想
と
し
て
機
能
す
る
場
合
、
そ
れ
は
多
面
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。　
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
代
議
制
度
、
立
憲

政
治
、
個
人
の
自
由
、
宗
教
的
寛
容
、
出
版
の
自
由
が
あ
る
程
度
、
確
立
し
て

お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る

「
イ
ギ
リ
ス
熱
」
を
ひ
き
お
こ
し
た
。

つ

ま
り
、
啓
蒙
主
義
者
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
現
実
の
体
制
を
擁
護
し
、
中
央

。
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
君
主
に
そ
の
運
命
を
託
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
も

っ
と
も
不
安
定
化
し
、
革
命

へ
と
つ
な
が

つ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（３
）
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
む
け
て

一
人
世
紀
に
開
花
し
た
啓
蒙
主
義
は
、
世
紀
後
半
に
は
宗
教
上
の
寛
容
、
人

権
の
自
由
、
人
間
の
自
立
、
思
考
の
批
判
的
方
法
と
い
う
も
の
を
自
明
な
も
の

と
し
、
身
分
や
宗
教
、
性
別
な
ど
の
社
会
的
東
縛
か
ら
の
個
人
の
解
放
と
い
う

考
え
方
も
出
現
し
た
。
し
か
し
、
反
面
、
進
歩
と
理
性
の
も
と
に
、
現
代
に
ま

で
持
ち
越
さ
れ
る
新
し
い

「科
学
的
」
差
別
が
う
ま
れ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と

は
で
き
な

い
。
た
と
え
ば
、
人
種
差
別
で
あ
る
。　
一
人
世
紀
末
に
は

「
人
種
」

の
概
念
が
う
ま
れ
た
。
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ツ
ハ
は

「
コ
ー
カ
サ
イ
ド
」
―

「
ア
メ

リ
カ
」
「
マ
レ
ー
」
―

「
モ
ン
ゴ
ル
」
「
エ
チ
オ
ピ
ア
」
と

い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

を
想
定
し
、
身
体
的
特
徴
に
美
醜
の
価
値
を
付
与
し
、
知
性
や
道
徳
性
ま
で
あ

ら
わ
す
危
険
性
を
持
ち
込
ん
だ
。
ま
た
、
性
差
も
そ
う
で
あ
る
。　
一
人
世
紀
に

は
身
体
的
特
色
か
ら
性
差
が
う
ま
れ
た
。

マ
イ
ナ
ー
ス
は
男
女
の
性
差
が
出
る

こ
と
を
進
歩
の
証
と
考
え
た
。
そ
う
し
た
発
想
か
ら
、　
一
九
世
紀
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
宗
主
国
と
植
民
地
の
関
係
が
、
男
性
と
女
性
の
関
係
に
重
ね
あ
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
人
ョ
ー
ロ
ッ
パ
男
性
は

「科
学
」
の
名
に
お
い
て
、
世

界
の
民
族

・
女
性
を
他
者
と
し
て
、
自
由

・
平
等
か
ら
排
除
し
て
い
つ
た
。
そ

し
て
、　
一
九
世
紀
の
市
民
社
会
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
健
全
な
白
人
男
性
が

他
者

（女
性
、
社
会
的
不
適
応
者
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
前
近
代
人
）
を
排
除

す
る
社
会
と
な

っ
た
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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