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村
井
　
紀
著
『
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

発
生
日
田
国
男
と
植
民
地
主
義
』

中
　
　
村
　
　
春
　
　
作

こ
の
と
こ
ろ
相
次
い
で
出
さ
れ
る
多
く
の
柳
田
論
の
中
で
も
、
村
井
紀
著

『
南
島
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
生
』
は
、
新
渡
戸
稲
造
や
金
田
一
京
助
、
折
口
信

夫
な
ど
同
時
代
の
知
識
人
に
共
通
す
る
問
題
性
の
な
か
で
柳
田
民
俗
学
を
論
じ

る
、
と
り
わ
け
大
き
な
視
野
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
(
共
通
す
る
問

題
性
、
す
な
わ
ち
)
植
民
地
政
策
=
「
政
治
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
柳
田

民
俗
学
の
基
本
的
な
範
疇
、
「
南
島
」
、
「
山
人
」
、
「
常
民
」
な
ど
の
歴
史
的
な

意
味
を
明
ら
か
に
し
ま
う
と
し
た
、
斬
新
か
つ
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
。
そ
う

し
た
、
こ
の
著
の
問
題
設
定
の
斬
新
さ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
書
評
や
広
範
な

視
野
か
ら
の
討
議
が
な
さ
れ
て
お
り
(
芦
健
次
「
書
評
」
『
思
想
』
八
一
八
号
、

山
口
昌
男
ほ
か
「
共
同
討
議
」
『
批
評
空
間
』
七
号
な
ど
)
、
本
稿
で
は
な
る
べ

く
そ
れ
ら
と
の
重
複
を
避
け
つ
つ
、
本
著
の
意
義
や
そ
こ
か
ら
展
望
さ
れ
る
課

題
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
昨
今
盛
ん
な
柳
田
論
の
背
景
に
は
、
私
た
ち
に
共
通
の

課
題
と
し
て
の
「
近
代
」
　
の
再
検
討
、
す
な
わ
ち
、
近
代
に
「
創
ら
れ
た
伝

統
」
(
E
・
ホ
プ
ズ
ボ
ウ
ム
)
の
解
体
、
見
直
し
へ
の
欲
求
が
あ
り
、
ま
た
そ

う
し
た
動
向
に
沿
っ
て
の
、
柳
田
の
学
問
方
法
へ
の
懐
疑
(
そ
の
「
実
証
性
」

の
内
に
隠
さ
れ
て
在
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
そ
の
　
「
想
像
性
」
　
の
発
掘
)
が
あ

る
。
村
井
の
議
論
も
そ
う
し
た
大
き
な
流
れ
の
中
の
例
外
で
は
な
く
、
柳
田
民

俗
学
一
個
の
内
部
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
(
日
本
)
近
代
の

「
知
」
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
広
が
り
の
中
で
の
議
論
で
あ
る
。
村
井
は
、

度
々
著
書
中
に
も
引
用
す
る
、
B
・
ア
ソ
ダ
ー
ソ
ソ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
な

ど
の
た
す
け
を
も
借
り
つ
つ
、
「
琉
球
処
分
」
・
「
日
韓
併
合
」
・
台
湾
支
配
・
ア

イ
ヌ
排
除
な
ど
、
い
わ
ば
「
外
部
」
の
「
切
断
/
隠
蔽
」
(
「
政
治
の
隠
蔽
」
)

に
よ
る
自
己
同
一
性
神
話
の
構
築
=
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
と
い
う
図
式
の
中

に
、
柳
田
「
民
俗
学
」
が
内
包
す
る
問
題
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
特
に
彼
の

議
論
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
「
体
験
が
原
因
で
「
民
俗
学
」
が
兄
い
だ
さ
れ
た

の
で
は
な
い
。
体
験
が
兄
い
だ
さ
れ
る
の
は
〝
場
所
″
で
あ
る
。
」
　
と
し
て
、

柳
田
民
俗
学
を
「
実
際
に
彼
が
い
た
〝
場
所
″
か
ら
」
、
「
「
日
韓
併
合
」
に
関

与
し
た
事
態
か
ら
見
よ
う
」
と
す
る
立
場
、
つ
ま
り
言
説
の
思
想
性
を
言
説
が

産
出
さ
れ
る
「
場
」
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
、
そ
の

分
析
視
角
で
あ
る
。
こ
の
分
析
視
角
そ
の
も
の
が
村
井
の
議
論
の
真
骨
頂
で
あ

り
、
そ
の
な
か
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
柳
田
民
俗
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
、
確

か
に
、
こ
れ
ま
で
の
柳
田
論
を
一
新
す
る
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
村
井
の
す
る
議
論
が
よ
り
強
烈
な
印
象
を
も
っ
て
私

た
ち
に
対
し
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が
単
に
、
か
つ
て
の
西
欧
の
人
類
学
者
に
似

た
「
知
的
禿
鷹
」
(
Ⅴ
・
デ
ロ
リ
ア
)
ぶ
り
を
告
発
す
る
に
止
ど
ま
る
も
の
で

は
な
く
、
著
者
自
身
の
歴
史
的
体
験
に
も
基
づ
く
、
再
生
産
さ
れ
、
よ
り
強
固

な
も
の
と
な
る
言
説
と
し
て
の
柳
田
民
俗
学
へ
の
内
省
か
ら
出
発
す
る
も
の
で

あ
る
が
故
で
あ
り
、
ま
た
、
柳
田
な
ど
の
関
与
し
た
近
代
日
本
の
歴
史
が
「
は

る
か
な
「
歴
史
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
関
与
し
た
そ
れ
」
で
あ
る
と
す

る
、
強
い
当
事
者
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

柳
田
の
『
海
上
の
這
』
お
よ
び
「
三
部
作
」
(
『
後
狩
詞
記
』
・
『
石
神
問
答
』
・

『
遠
野
物
語
』
)
の
産
出
さ
れ
る
　
「
場
」
　
を
軸
と
し
て
、
渦
を
巻
く
よ
う
に
し

て
展
開
さ
れ
る
本
署
の
議
論
を
、
今
こ
こ
で
詳
細
に
論
ず
る
余
裕
は
な
い
が
、
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主
要
主
題
の
一
つ
で
も
あ
る
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
起
源
」
を
論
じ
る
こ
と

と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
印
象
を
記
し
て
お
き
た
い
。

近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
諸
言
説
が
、
そ
の
主
題
と
し
て
民
族

や
、
国
家
の
「
起
源
」
を
好
ん
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
「
起
源
」
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
起
源
」
を

神
秘
化
し
「
隠
蔽
」
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
村
井
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
着

目
し
、
柳
田
や
金
田
一
ら
の
(
そ
し
て
現
代
の
「
日
本
回
帰
」
　
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
も
連
な
る
)
、
「
「
起
源
」
　
へ
の
遡
行
」
や
他
民
族
を
巻
き
こ
ん
で
の
「
同

祖
論
」
論
議
が
、
外
へ
向
か
っ
て
の
「
起
源
/
侵
略
(
失
地
回
復
)
と
い
う
共

通
し
た
パ
タ
ー
ソ
」
　
に
、
そ
し
て
ア
イ
ヌ
な
ど
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
1
に
対
し
て
の

「
同
化
」
政
策
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
つ

ま
り
は
、
村
井
の
言
う
「
他
者
性
の
切
断
/
隠
蔽
」
　
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
味

で
　
「
「
起
原
」
　
に
関
わ
る
言
説
こ
そ
奇
怪
で
あ
り
、
醜
悪
な
も
の
だ
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
　
の
で
あ
る
。
本
署
は
、
そ
う
し
た
問
題
性
を
柳
田
の
言
説

生
成
の
政
治
的
「
場
」
に
お
い
て
内
在
的
に
論
じ
て
、
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

そ
う
し
た
本
署
に
お
け
る
議
論
の
上
に
立
っ
て
、
評
者
の
関
心
に
沿
い
つ
つ

感
想
を
記
す
な
ら
は
、
事
柄
は
、
柳
田
民
俗
学
の
「
政
治
」
　
へ
の
参
与
で
あ
る

の
と
同
時
に
、
.
「
日
本
」
を
主
題
と
し
て
語
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
「
語
り
」

に
お
い
て
成
立
す
る
か
と
い
う
、
板
の
深
い
問
題
に
も
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
柳
田
の
『
海
上
の
這
』
に
お
け
る
「
流
通
・
交
流
」
　
へ
の
視
点
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が
、
い
か
に
し
て
、
同
一
文
脈
中
に
お
い
て
「
固
有
・
土
着
」
　
の
命
題
へ
と
融

合
し
、
変
容
し
て
い
く
か
、
そ
し
て
更
に
は
「
日
本
の
二
千
六
百
年
は
、
ほ
と

ん
と
一
統
き
の
移
住
拓
殖
の
歴
史
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
最
近
の
北
海

道
・
樺
太
・
台
湾
・
朝
鮮
の
経
営
に
至
る
ま
で
、
つ
ね
に
隅
々
の
空
野
に
同
胞

を
分
ち
送
っ
て
、
新
た
な
る
村
を
創
立
せ
し
め
る
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ

と
ご
と
く
記
録
の
上
で
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
」
(
『
日
本
の
祭
』
)
と
述
べ
る
に

至
る
か
は
、
彼
に
お
け
る
「
政
治
」
の
表
出
で
あ
る
と
共
に
、
ま
さ
し
く
主
題

と
し
て
「
日
本
」
を
語
る
思
想
家
に
共
通
の
、
「
語
り
」
の
問
題
で
も
あ
る
。

「
同
時
的
な
空
間
を
時
間
的
な
も
の
に
転
換
す
る
、
…
他
者
・
歴
史
を
消
去
す

る
装
置
」
　
(
前
出
　
「
共
同
討
議
」
　
に
お
け
る
柄
谷
の
評
)
は
ど
の
よ
う
に
し
て

語
ら
れ
得
た
の
か
。
「
つ
ま
り
は
海
上
の
交
通
は
遅
か
れ
早
か
れ
、
い
っ
た
ん

は
断
絶
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
『
海
上
の
道
』
)
　
と
い
う
発
言

が
、
な
ぜ
(
こ
れ
は
本
署
が
明
快
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
)
、
そ
し
て
ど
の
よ

ぅ
に
「
破
綻
な
く
」
語
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
は
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
お

け
る
、
あ
る
種
の
廻
環
す
る
よ
う
な
論
証
法
へ
の
興
味
に
も
通
じ
る
、
ま
だ
ま

だ
儲
諭
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た

「
閉
域
」
　
の
論
証
法
を
無
化
す
る
「
語
り
」
と
し
て
、
何
が
想
定
さ
れ
得
る
の

か
、
著
者
が
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
比
定
し
て
い
る
ら
し
い
折
口
信
夫
=
「
中

間
老
」
の
議
論
が
今
後
更
に
ど
う
展
開
さ
れ
る
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

(
一
九
九
二
年
四
月
一
五
日
　
福
武
書
店
刊
　
二
五
六
頁
　
二
四
〇
〇
円
)




