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一

　
イ
ン
ド
ネ
ジ
ア
ン
族
、
イ
ン
ド
チ
ャ
イ
ニ
ー
ス
族
の
集
合
で
あ
る
と
こ
ろ
の
熊
襲
く
ま
そ
が
大
和
朝
廷
に
し
ば

し
ば
叛そむ
い
た
の
は
新
羅
が
背
後
か
ら
使
嗾
す
る
の
で
あ
る
と
観
破
さ
れ
、
「
熊
襲
を
お
討
ち
あ
そ
ば
す
よ

り
先
に
新
羅
を
御
征
伐
な
さ
い
ま
す
よ
う
に
」
と
神
功
皇
后
様
が
仲
哀
天
皇
様
に
御
進
言
あ
そ
ば
さ
れ
た

の
は
非
常
な
御
見
識
と
申
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
る
に
御
不
幸
に
も
仲
哀
天
皇
様
に
は
、
熊
襲
及
び
土
蜘
蛛
を
御
征
伐
中
に
御
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
た
。

　
そ
こ
で
神
功
皇
后
様
に
は
御
自
ら
新
羅
御
討
伐
の
壮
挙
を
御
決
行
あ
そ
ば
す
御
決
心
を
あ
そ
ば
さ
れ
、

群
臣
に
、

「
軍
を
興
し
兵
を
動
か
す
は
国
の
大
事
に
し
て
安
危
、
成
敗
は
繋
っ
て
焉
に
在
り
。
今
、
吾
、
海
を
超
え

て
外
国
を
征
せ
ん
と
す
。
も
し
事
破
れ
て
罪
爾
等
に
帰
せ
ん
か
、
甚
だ
傷
む
べ
し
。
仍よ
っ
て
吾
し
ば
ら
く

男
装
し
て
雄
略
を
起
こ
し
、
上
は
神
祇
の
霊
を
蒙
り
、
下
は
群
臣
の
助
を
籍
る
。
事
成
ら
ば
爾
等
の
功
な

り
、
事
破
れ
ば
吾
の
罪
な
り
。
」

　
と
仰
せ
ら
れ
、
大
い
に
船
舶
を
集
め
、
新
羅
征
伐
に
御
発
足
あ
そ
ば
さ
れ
た
。
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こ
の
御
壮
挙
に
は
二
つ
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
臣
下
の
将
兵
の
み
を
新
羅
討
伐
に
お

つ
か
わ
し
に
な
ら
な
い
で
、
や
ん
ご
と
な
い
皇
后
様
御
自
ら
総
帥
と
し
て
御
出
陣
あ
そ
ば
さ
れ
「
事
成
ら

ば
爾
等
の
功
で
あ
り
、
事
破
れ
な
ば
吾
の
罪
な
り
」
と
、
全
責
任
を
御
自
ら
御
執と
り
あ
そ
ば
さ
れ
た
、
そ

の
御
勇
猛
心
と
御
仁
慈
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
領
土
蚕
食
と
か
物
資
獲
得
と
か
の
侵
略
的
意
図
の
新
羅

討
伐
で
は
な
く
、
大
日
本
国
の
一
部
で
あ
り
大
和
朝
廷
の
治
下
に
あ
る
九
州
の
地
を
騒
が
し
、
熊
襲
族
を

煽
動
し
て
反
復
常
な
か
ら
し
む
る
も
の
が
新
羅
で
あ
り
、
そ
の
新
羅
は
と
う
て
い
平
和
の
外
交
手
段
を
以

て
し
て
は
そ
の
邪
よ
こ
し
まの
行
動
を
抑
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
お
ぼ
し
め
し
た
結
果
、
武
力
を
以
っ
て
御

征
し
あ
そ
ば
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
新
羅
御
討
伐
は
平
和
外
交
の
形
の
変
わ
っ
た
硬

外
交
、
武
力
外
交
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
硬
外
交
の
結
果
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
新
羅
王
波
沙
寐
錦
わ
が
舟
師
を
見
て
恐
怖
し
、

面
縛
し
て
降
を
乞
い
「
わ
れ
聞
く
、
東
方
に
神
国
あ
り
、
日
本
と
い
う
と
。
わ
れ
是これ
を
畏い
懼く
す
る
や
久
し
。

今
皇
師
大
挙
し
て
征
討
せ
ら
る
。
い
か
で
か
是
に
抗
し
奉
ら
ん
。
ね
が
わ
く
ば
爾
今
以
後
飼
部
と
な
り
、

船
柁
干
さ
ず
し
て
貢
物
を
納
め
、
ま
た
男
女
の
調
を
奉
ら
ん
。
こ
の
誓
や
神
明
の
前
に
於
て
す
。
東
よ
り

出い
ず
る
日
西
よ
り
出
で
、
北
よ
り
流
る
る
鴨
緑
江
南
よ
り
流
る
る
と
も
反そむ
く
こ
と
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
奏

上
し
た
。
そ
こ
で
皇
后
様
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
そ
の
乞
い
を
許
し
、
軍
を
進
め
て
首
都
に
入
り
、
府
庫
を
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封
じ
、
国
籍
を
収
め
、
躬み
が
杖つ
き
た
ま
え
る
矛
を
王
宮
の
門
に
立
て
、
占
領
の
証
と
し
、
平
和
条
約
を
結

び
、
毎
年
金
、
銀
、
彩
色
、
綾
羅
、
絹
縑
等
を
船
八
十
艘
に
積
ん
で
貢
物
と
す
べ
く
約
し
た
。

　
戦
果
は
是
ば
か
り
で
な
く
、
当
時
朝
鮮
半
島
は
、
新
羅
、
任
那
、
高
麗
、
百
済
の
四
つ
の
邦
に
分
か
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
最
強
を
以
て
目
せ
ら
れ
て
い
た
新
羅
が
、
こ
の
よ
う
に
早
く
降
伏
し

た
と
こ
ろ
か
ら
、
他
の
三
つ
の
邦
も
降
を
乞
い
、
神
功
皇
后
様
師
を
興
こ
さ
れ
て
以
来
僅わず
か
三
ヶ
月
で
朝

鮮
半
島
全
部
を
完
全
に
日
本
の
有
に
帰
せ
し
め
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
神
速
の
外
征
は
世
界
の

歴
史
に
在
っ
て
も
稀
有
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
爾
後
百
年
間
朝
鮮
は
日
本
政
府
の
命
に
服
し
た
。
し
か
も
そ
の
後
に
於
け
る
朝
鮮
の
我
国
に
貢
献
し
た

功
績
の
甚
大
さ
は
全
く
想
像
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
る
。

　
即
す
な
わ
ち、
大
陸
の
文
化
を
朝
鮮
が
媒
介
し
て
日
本
へ
渡
来
せ
し
め
日
本
の
文
化
を
促
進
せ
し
め
た
こ
と
で
あ

っ
て
、
兄
媛
、
弟
媛
、
呉
織
、
服
織
の
四
人
の
織
女
を
日
本
へ
送
り
、
機
織
の
業
を
伝
え
た
こ
と
や
、
阿

直
岐
、
王
仁
の
二
学
者
を
日
本
へ
渡
来
せ
し
め
、
論
語
、
千
字
文
等
を
伝
え
、
文
字
と
儒
教
と
を
我
国
へ

移
植
し
た
こ
と
や
、
数
千
人
の
朝
鮮
民
族
を
日
本
へ
帰
化
せ
し
め
、
土
木
そ
の
他
の
工
事
に
従
事
せ
し
め

た
こ
と
や
、
欽
明
天
皇
様
の
御
宇
に
仏
教
を
伝
来
さ
せ
て
、
わ
が
国
の
文
化
を
頓とみ
に
大
飛
躍
さ
せ
た
こ
と

な
ど
は
著
明
の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
尽
く
こ
の
神
功
皇
后
様
の
朝
鮮
御
討
伐
に
源
を
発
し
て
い
る
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の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二

　
次
に
推
古
天
皇
様
の
御
宇
十
五
年
に
、
隋
と
交
通
し
、
は
じ
め
て
わ
が
国
か
ら
遣
隋
使
と
し
て
小
野
妹

子
を
つ
か
わ
し
、
聖
徳
太
子
様
御
自
ら
お
認
め
あ
そ
ば
さ
れ
た
国
書
を
隋
の
煬
帝
に
遣
わ
さ
れ
た
が
、
そ

の
堂
々
た
る
大
文
章
は
わ
が
国
威
を
宣
揚
し
た
も
の
と
し
て
殆
ほ
と
んど
古
今
に
比
類
無
い
ほ
ど
立
派
な
も
の
で

あ
っ
た
。
即
、
そ
の
国
書
の
中
に
は
「
日
出
処
天
子
、
致
書
於
日
没
処
天
子
」
と
あ
り
、
日
本
と
支
那
と

を
対
等
の
位
置
に
置
い
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
眼
を
以
っ
て
す
れ
ば
何
ん
の
不
思
議
も
な

い
至
極
し
ご
く
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
併しか
し
そ
の
時
代
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
必
し
も
然そ
う
で
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
煬
帝
の
心
を
以
っ
て
す
れ
ば
支
那
は
大
国
で
あ
る
が
日
本
は
小
国
で
あ
り
、
支
那
は
文
化
古
く
世

界
の
中
国
で
あ
る
が
日
本
は
支
那
の
文
化
を
輸
入
し
て
僅
に
最
近
文
化
的
に
な
っ
た
ば
か
り
の
国
で
あ
り

且かつ
東
海
の
叢
爾
た
る
島
国
で
あ
る
。
日
本
の
如
き
は
寧むし
ろ
支
那
の
保
護
国
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
何
ん
ぞ
対
等
の
礼
を
執
っ
た
る
国
書
を
持
来
た
す
と
は
！
　
そ
こ
で
「
こ
れ
よ
り
後
蛮
夷
の
礼

を
失
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
之これ
を
奏
聞
す
る
こ
と
勿なか
れ
」
と
侍
臣
に
言
渡
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
聖
徳
太
子
様
の
御
見
解
は
そ
れ
と
は
反
対
で
、
成
程
最
初
こ
そ
朝
鮮
や
支
那
の
文
化
を
輸
入

し
て
日
本
の
文
化
を
促
進
さ
せ
た
が
、
今
日
に
於
て
は
日
本
民
族
独
特
の
抱
容
性
と
消
化
性
と
合
理
化
性

と
創
造
性
と
第
三
文
化
打
出
的
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
性
と
に
よ
っ
て
、
日
本
的
純
粋
の
高
度
文
化
を
築
上
げ
、

既
に
官
位
十
二
階
、
憲
法
十
七
条
を
定
め
、
朝
礼
を
改
正
し
、
暦
日
を
採
用
し
、
四
天
王
寺
、
法
隆
寺
等

の
世
界
的
優
秀
の
寺
院
を
も
建
立
し
、
儒
教
の
思
想
を
咀
嚼
し
仏
教
の
教
理
を
摂
取
し
、
し
か
も
日
本
古

来
よ
り
の
神
道
を
そ
の
上
に
位
せ
し
め
三
位
一
体
的
に
日
本
の
文
化
を
推
進
め
て
居
る
。
何
ん
ぞ
支
那
の

文
化
に
劣
る
こ
と
が
あ
ろ
う
や
。
　
　
こ
の
御
信
念
の
下
に
発
せ
ら
れ
た
の
が
彼
我
対
等
の
国
書
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
上
流
階
級
は
い
う
迄まで
も
な
く
中
流
階
級
ま
で
も
支
那
を
日
本
よ
り
も
格
段
に
文
化
国

で
あ
り
強
大
国
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
こ
の
時
代
に
於
て
、
敢
然
と
彼
我
対
等
の
外
交
を
行
わ
せ
ら

れ
た
聖
徳
太
子
様
の
御
信
念
と
御
勇
猛
心
と
は
真
に
讃
仰
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
柄
で
あ
り
、
太
子
様
の
執

ら
れ
た
外
交
こ
そ
は
、
平
和
外
交
中
で
の
硬
外
交
の
代
表
的
の
も
の
と
申
上
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
小
野
妹
子
の
帰
朝
に
際
し
煬
帝
は
裴
世
清
と
い
う
家
臣
を
随
行
さ
せ
煬
帝
よ
り
の
国
書
を
奉
呈
せ
し
め

た
。
そ
の
文
章
の
中
に
「
皇
帝
倭
皇
に
問
う
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
、
そ
の
他
不
遜
の
言
辞
が
連
ら
ね
て

あ
っ
た
の
で
、
天
皇
陛
下
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
、
そ
の
国
書
の
礼
に
適
え
る
や
否
や
を
聖
徳
太
子
様
に
お

問
い
遊
ば
さ
れ
た
と
こ
ろ
聖
徳
太
子
様
に
は
「
こ
れ
は
天
子
の
諸
王
侯
に
賜
わ
る
書
の
形
式
で
は
あ
り
ま
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す
る
が
「
皇
」
字
を
用
い
れ
ば
礼
無
し
と
も
申
さ
れ
ま
せ
ぬ
」
と
お
答
え
申
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
そ

の
国
書
は
取
納
め
あ
そ
ば
さ
る
る
こ
と
と
な
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
裴
世
清
は
饗
応
さ
れ
、
日
本
の
素
晴
ら

し
い
文
化
に
瞠
目
し
帰
国
し
た
が
、
そ
の
帰
国
す
る
裴
世
清
を
送
っ
て
再
び
妹
子
は
隋
に
向
か
っ
た
。
そ

の
際
聖
徳
太
子
様
の
御
起
草
に
な
る
国
書
が
矢や
張は
り
ふ
た
た
び
煬
帝
に
遣
わ
さ
れ
た
が
そ
の
文
章
は
「
東

天
皇
敬
ん
で
西
皇
帝
に
白
す
。
使
人
鴻
臚
寺
の
掌
客
裴
世
清
至
り
て
、
久
し
き
憶
方
に
解
け
ぬ
。
季
秋
薄

冷
、
尊
何
如
。
想
う
に
清
愈
な
ら
ん
。
此
れ
は
即
ち
常
の
如
し
。
今
大
礼
蘇
因
高
、
大
礼
乎
那
利
等
を
遣

わ
し
て
、
往
い
て
謹
白
せ
し
む
。
不
具
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
我
を
東
天
皇
と
云
い
彼
を
西
皇
帝
と
称
し

 

飽  

迄 

あ
く
ま
で

も
対
等
の
礼
を
以
っ
て
押
通
さ
れ
た
。
多
少
尊
大
に
過
ぎ
る
煬
帝
の
国
書
を
何
事
も
仰
せ
ら
れ
ず

取
納
め
、
こ
な
た
よ
り
遣
わ
す
国
書
は
依
然
堂
々
た
る
対
等
的
の
も
の
を
以
っ
て
な
さ
れ
た
聖
徳
太
子
様

の
外
交
は
、
硬
軟
自
在
で
あ
り
、
我
国
の
威
厳
を
昂たか
む
る
と
共
に
相
手
国
の
面
子
め
ん
つ
を
も
保
た
し
め
た
聖
君

子
的
外
交
で
在
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
想
的
外
交
の
結
果
、
日
本
と
隋
と
の
国
交
は
滑
ら
か
に
つ
づ

き
、
隋
滅
び
て
唐
と
な
っ
て
も
、
そ
の
国
交
は
継
続
さ
れ
、
支
那
大
陸
の
優
秀
な
る
文
化
は
い
よ
い
よ
我

国
へ
輸
入
さ
れ
我
国
の
文
化
は
ま
す
ま
す
高
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
神
功
皇
后
様
、
聖
徳
太
子
様
の
硬
外
交
の
真
髄
を
体
得
し
た
我
国
上
古
の
遣
外
使
臣
達
が
、
さ
ま
ざ
ま

の
形
に
於
て
同
じ
く
、
我
国
独
特
の
硬
外
交
的
行
動
を
行
為
し
国
威
を
揚
げ
た
こ
と
は
枚
挙
に
暇
い
と
ま無
い
。
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小
野
妹
子
の
風
采
閑
雅
威
儀
厳
然
た
る
様
子
を
見
て
、
煬
帝
が
驚
き
、
心
ひ
そ
か
に
我
国
の
隆
昌
を
察

し
、
裴
世
清
を
我
国
に
遣
わ
し
た
如
き
も
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
り
、
文
武
天
皇
様
の
大
宝
元
年
に
唐
に
使

い
し
た
栗
田
真
人
が
学
を
好
み
文
に
好
く
、
応
待
に
嫻なら
い
、
い
か
に
も
文
化
人
の
粋
を
為
し
て
い
る
の
を

見
「
吾
久
し
く
東
海
に
君
子
国
あ
り
て
、
人
民
豊
楽
、
礼
儀
敦
厚
な
り
と
聞
き
、
ひ
そ
か
に
是
を
怪
し
み

疑
い
け
る
が
、
い
ま
面
ま
の
あ
たり
使
人
を
見
て
そ
の
偽
な
ら
ざ
る
を
知
り
た
り
」
と
唐
の
官
人
を
嘆
美
さ
せ
た
の

も
そ
の
一
例
で
あ
り
、
阿
倍
仲
麿
が
聡
明
英
雋
、
到
所
可
な
ら
ざ
る
な
き
才
気
を
発
揮
し
、
加
う
る
に
稀

に
見
る
美
少
年
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
是
を
寵
用
し
、
帰
化
さ
せ
、
老
年
に
及
ぶ
や
光

禄
太
夫
の
大
官
に
昇
ら
せ
た
如
き
も
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
り
、
吉
備
真
備
、
弘
法
大
師
等
の
学
者
名
僧
が

唐
土
に
於
て
彼
地
の
碩
学
や
高
僧
等
を
そ
の
博
覧
強
識
に
由よ
っ
て
驚
嘆
さ
せ
た
の
も
そ
の
例
の
一
つ
で
あ

り
、
大
伴
古
麿
が
、
唐
朝
の
宮
中
席
次
に
於
て
、
西
畔
の
第
二
位
に
列
せ
た
る
を
怒
り
、
断
乎
と
し
て
抗

議
し
、
東
畔
の
第
一
位
に
変
更
さ
せ
た
如
き
も
そ
の
一
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
遣
唐
使
派
遣
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
菅
原
道
真
で
あ
っ
て
、
そ
の
航
海
の
困
難
と
い
う
こ
と
も
理
由

の
一
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
も
っ
と
重
大
な
原
因
は
、
隋
、
唐
と
国
交
を
重
ぬ
る
こ
と
推
古
天
皇
様
十
五
年

よ
り
宇
多
天
皇
様
寛
平
六
年
迄まで
二
百
八
十
八
年
に
及
び
こ
の
長
い
間
に
支
那
大
陸
の
文
化
の
尽
く
を
日
本

は
摂
取
し
、
最
早
彼
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
無
い
と
い
う
の
が
夫
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
長

9



年
月
の
間
い
か
に
我
国
の
官
民
が
、
硬
外
交
を
心
の
奥
に
蔵
し
、
し
か
も
終
始
表
面
的
に
は
軟
く
優
し
く

礼
儀
正
し
く
彼
に
対
し
た
か
！
　
そ
れ
は
驚
嘆
す
べ
き
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

10日本上古の硬外交



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
国
枝
史
郎
歴
史
小
説
傑
作
選
」
作
品
社

　
　
　2006
（
平
成18

）
年3

月30

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
外
交
評
論
」

　
　
　1942

（
昭
和17
）
年12

月

初
出
：
「
外
交
評
論
」

　
　
　1942

（
昭
和17

）
年12
月

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
阿
和
泉
拓

2010

年11

月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
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ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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