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ェ
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イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
か
ら
生
活
史
ま
で
広
い
範
囲
に
お
よ
ぶ
川
北
氏
の
活
躍

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
著
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
氏
の
主
要
論
文
に

大
巾
な
加
筆
を
お
こ
な
い
、
さ
ら
に
全
体
の
お
よ
そ
五
分
の
二
に
お
よ
ぶ
新

稿
を
加
え
た
も
の
で
、
氏
の
長
年
に
わ
た
る
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
。

　
本
著
を
一
貫
す
る
テ
ー
マ
は
序
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
「
帝
国
」
と
「
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
イ
ギ
リ
ス
近
世
史
（
一
六
－
八
世

紀
）
に
つ
い
て
「
表
裏
一
体
」
の
も
の
と
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
氏
の
基

本
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
「
工
業
化
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
本
著
で
は

こ
の
「
帝
国
」
1
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
の
枠
組
の
な
か
で
も
っ
ぱ
ら
需
要
な

い
し
消
費
の
側
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
茂
自
身
は
こ
れ
を
従
来

の
生
産
偏
重
の
経
済
史
に
た
い
す
る
「
補
完
」
　
（
三
七
四
頁
）
の
作
業
と
こ

こ
ろ
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
「
工
業
化
」
の
経
済
史
的
な

説
明
と
し
て
は
不
十
分
な
ま
ま
に
お
わ
っ
て
い
る
。
評
者
自
身
は
謹
製
の
タ

イ
ト
ル
と
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
は
逆
に
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
よ
う
に
も
お
も

う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
著
の
最
大
の
功
績
は
近
世
を
こ
え
て
二
〇
世

紀
ま
で
イ
ギ
リ
ス
史
の
中
心
部
を
貫
く
帝
圏
の
展
開
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の

支
配
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
壮
大
な
歴
史
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
起
し
た
こ
と
に
求

め
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
か
つ
て
日
本
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
で
は
近

代
化
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
し
て
独
立
小
生
産
者
を
と
る
か
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
を
と

る
か
の
大
論
争
が
あ
っ
た
。
川
北
氏
自
身
も
そ
の
渦
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
お

も
う
が
、
本
著
で
は
氏
は
こ
の
論
争
自
体
に
は
薩
接
ふ
れ
ず
、
後
者
の
説
が

今
で
は
ほ
ぼ
「
定
説
」
化
し
て
い
る
と
ご
く
簡
単
に
そ
れ
を
片
付
け
て
い
る

（
序
お
よ
び
工
六
九
頁
）
。
「
定
説
」
化
し
た
と
言
え
る
の
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
評
箸
自
身
は
こ
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
六

世
紀
に
つ
い
て
の
越
智
武
製
織
、
一
九
世
紀
に
つ
い
て
の
村
岡
健
次
氏
の
す

ぐ
れ
た
研
究
の
あ
い
だ
の
時
代
を
埋
め
る
本
葬
の
刊
行
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
に
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
を
軸
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
史
の
一
貫
し
た
展
望
を
も

つ
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
の
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
ジ
ェ
ン

ト
リ
ー
を
主
軸
に
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
史
と
薔
い
て
き
た
が
、
川
北
氏
が
め
ざ
す
の
は
従
来
の
狭
い
意

味
で
の
国
民
史
の
枠
を
突
破
す
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
言
う
よ
う
に
一
九
六

〇
年
代
ま
で
の
歴
史
研
究
で
は
日
本
史
も
含
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
い
う

よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
に
し
た
「
一
国
史
的
・
単
線
的
な
発
展
段
階
論
」

（
三
七
九
頁
）
の
普
遍
的
な
妥
当
性
が
、
た
と
え
ば
か
つ
て
の
大
塚
史
学
を

め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
も
そ
の
両
楽
事
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
自
明
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。
氏
は
こ
の
前
提
そ
の
も
の
を
「
帝
国
」
史

の
方
向
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
合
に
氏
が

手
が
か
り
と
し
た
の
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に
代
表
さ
れ
る
従
属
理
論
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
氏
は
イ
ギ
リ
ス
史
に
つ
い
て
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
論
と
従
属
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評

理
論
と
を
結
び
付
け
る
も
の
と
し
て
西
イ
ン
ド
諸
島
に
注
目
し
た
。
本
著
の

第
二
部
、
「
『
商
業
革
命
』
の
展
開
」
は
西
イ
ン
ド
諸
島
の
砂
糖
貿
易
を
中
心

に
し
た
従
属
理
論
の
具
体
的
な
展
開
部
分
で
あ
り
、
本
書
の
白
眉
と
で
も
い
．

う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
ィ
ソ
、
お
よ
び
西
イ
ン
ド

諸
島
史
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
は
氏
自
身
が
訳
業
の
労
を
と
ら
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
二
部
で
示
さ
れ
た
氏
の
実
に
緻
密
な
実
証
作
業
を
み

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
シ
ェ
ー
マ
は
氏
に
よ
っ
て
完
全
に
消
化
さ
れ
、
お

ヨり
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
茂
は
単
な
る
最

新
流
行
の
学
説
の
紹
介
者
で
は
な
い
の
だ
。

　
こ
の
第
二
部
に
た
い
し
第
一
部
の
「
工
業
婚
前
の
経
済
変
動
」
は
そ
れ
の

導
入
部
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を
中
心
に
す

え
た
か
つ
て
の
歴
史
分
析
の
方
法
は
否
定
さ
れ
、
人
口
動
態
を
軸
に
一
六
一

入
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
社
会
と
経
済
の
動
向
が
分
析
さ
れ
る
。
第
三
部

の
「
帝
国
と
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
で
は
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
商
業
革
命
が

本
国
の
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
体
制
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
国

民
の
生
活
を
ど
う
変
え
た
の
か
が
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
生
産
に
対
す

る
消
費
、
労
働
に
対
す
る
レ
ジ
ャ
ー
」
　
（
三
八
○
頁
）
の
復
権
を
は
か
る
意

図
か
ら
生
活
史
の
視
点
が
重
視
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
従
来
の
生
産
申
心
の
経
済
史
に
た
い
し
て
は
人
口
史
、
生
活
史

な
ど
の
新
し
い
手
法
を
と
り
こ
ん
だ
経
済
史
が
、
そ
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
の
一
国
史
観
に
た
い
し
て
は
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
歴
史
観
が
対
置
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
下
、
内
容
の
要
点
と
私
な
り
の
問
題
点
を
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
も
う

一
言
、
全
般
的
な
印
象
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
川
北
氏
は
本
図
の
な
か
で
個

々
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
要
を
え
た
研
究
史
上
の
ま
と
め
と
論
点
の
整
理
を
お

こ
な
い
、
そ
の
う
え
で
着
実
な
実
証
作
業
を
ふ
ま
え
た
氏
自
身
の
見
解
を
そ

の
独
特
の
歯
切
れ
の
よ
い
（
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
の
専
門
家
に
と

っ
て
は
歯
切
れ
の
よ
す
ぎ
る
）
文
体
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。
論
理
の
展
開

も
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
一
気
に
読
み
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
書
で
あ
る
。

　
第
一
部
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
一
六
世
紀
前
半
ま
で

の
経
済
成
長
の
の
ち
後
半
以
降
は
「
経
済
の
拡
大
が
人
口
増
加
に
呑
み
込
ま

れ
る
」
　
（
二
一
頁
）
前
工
業
社
会
期
固
有
の
パ
タ
ー
ン
、
す
な
わ
ち
「
マ
ル

サ
ス
め
罠
」
の
状
態
に
な
る
。
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
を
批
判
し
つ
つ
川
北
氏
は
こ

の
こ
と
が
い
わ
ゆ
る
一
七
世
紀
の
全
般
的
危
機
の
本
質
な
の
だ
と
す
る
。
氏

に
よ
れ
ば
、
　
「
ボ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
の
議
論
は
、
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
と

い
う
公
式
を
む
き
出
し
の
形
で
呈
示
し
た
」
も
の
で
し
か
な
い
（
六
一
頁
）
。

こ
の
批
判
が
そ
の
ま
ま
、
か
つ
て
艮
本
の
学
界
で
あ
れ
ほ
ど
熱
烈
に
論
じ
ら

れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
論
に
た
い
す
る
批
判
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
本
論
の
出
発
点
は
人
口
動
態
に
お
か
れ
る
。
　
な
お
川
北
氏
は

コ
六
世
紀
の
人
口
増
加
の
窮
極
的
原
因
」
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
す
る

が
（
二
〇
頁
）
、
　
こ
れ
は
人
口
史
研
究
そ
の
も
の
の
内
在
的
な
限
界
に
よ
る

も
の
で
い
た
仕
方
な
い
。
し
か
し
、
氏
は
続
け
て
雷
う
、
　
「
そ
の
結
果
だ
け

は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
人
口
の
激
増
は
智
機
物
に
食
糧
だ
け
で
な
く
原
材
料

か
ら
動
力
源
ま
で
も
依
存
す
る
前
工
業
期
の
社
会
で
は
社
会
シ
ス
テ
ム
そ
の

も
の
の
危
機
を
意
味
し
た
。
つ
ま
り
人
口
の
激
増
は
そ
の
ま
ま
「
資
源
・
食

糧
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
（
六
二
頁
）
。
　
評
者
自
身

は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
因
果
関
係
の
シ
ス
テ
ム
論
的
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
的
な

説
明
に
は
大
い
に
共
鳴
す
る
け
れ
ど
も
、
現
在
の
日
本
の
学
界
で
そ
れ
が
ど
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こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
大
い
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
危
機
は
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
さ
れ
た
の
か
。
川
北
氏
に
よ
れ

ば
そ
れ
は
、
　
「
国
土
の
拡
大
…
…
新
た
な
貿
易
の
開
拓
、
農
業
改
良
、
工
業

用
の
原
料
や
燃
料
の
転
換
」
な
ど
の
道
筋
を
と
る
は
ず
で
あ
り
、
事
実
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
一
七
世
紀
の
後
半
以
降
、
こ
れ
ら
の
課
題
が
次
々
に
達
成
さ
れ
、

「
工
業
化
の
前
提
条
件
」
が
整
え
ら
れ
る
（
四
四
頁
）
。
　
そ
し
て
氏
は
そ
の

な
か
で
も
、
　
「
国
土
の
拡
大
、
す
な
わ
ち
重
商
主
義
帝
国
の
形
成
と
そ
れ
に

伴
う
『
商
業
革
命
』
」
こ
そ
「
最
大
の
脱
出
口
」
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ

る
　
（
六
二
頁
）
。

　
そ
の
他
の
脱
出
口
に
つ
い
て
も
、
の
ち
の
商
業
革
命
の
「
予
行
演
習
場
」

（
七
八
頁
）
と
な
る
一
六
二
〇
年
代
を
境
目
と
し
た
毛
織
物
貿
易
の
市
場
、

製
品
の
質
、
商
人
層
に
か
か
わ
る
構
造
的
な
転
換
が
記
述
さ
れ
、
さ
ら
に
農

業
改
良
に
つ
い
て
も
人
口
動
態
と
、
の
ち
の
「
生
活
革
命
」
と
の
関
連
で
分

析
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
工
業
用
の
原
料
や
燃
料
の
転
換
」
に
つ

い
て
は
氏
は
ほ
と
ん
ど
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
国
内
産
業
の

内
的
な
発
農
よ
り
も
海
外
市
場
か
ら
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
ほ
う
を
重
視
し
よ
う

と
す
る
氏
の
基
本
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実

は
氏
自
身
の
シ
ェ
ー
マ
の
な
か
で
こ
の
転
換
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
し
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
川
北
氏
に
よ
れ
ば
植
民
地
市
場
の
発
展
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
「
毛
織
物

を
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
輸
出
産
業
と
す
る
単
一
商
品
輸
出
型
経
済
か
ら
複
数
の

工
業
製
品
輸
出
を
も
つ
経
済
構
造
」
へ
の
転
換
を
と
げ
た
（
八
五
頁
）
。
　
こ

の
工
業
製
品
と
は
氏
が
「
雑
工
業
製
品
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
　
「
絹
や
綿
…
…
、

鉱
物
類
、
ガ
ラ
ズ
、
皮
革
、
石
け
ん
、
ロ
ウ
ソ
ク
」
等
を
そ
の
内
容
と
し
、

そ
し
て
そ
の
多
く
は
、
「
『
早
期
産
業
革
命
』
に
お
い
て
成
立
し
た
新
工
業
の

製
品
で
あ
っ
た
。
」
　
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
新
工
業
の
「
急
成
長
を

支
え
た
」
の
は
「
西
イ
ン
ド
諸
島
と
北
米
の
新
市
場
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、

「
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
物
産
の
再
輸
出
貿
易
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
植

民
地
に
輸
出
さ
れ
た
工
業
製
品
の
価
値
実
現
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
」
（
以
上
、
一
〇
六
一
七
頁
）

　
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
中
継
貿
易
の
拡
大
が
「
オ
ラ
ン
ダ
型
」
の
そ
れ

に
傾
斜
し
な
か
っ
た
の
は
こ
の
貿
易
に
平
行
し
て
「
早
期
産
業
革
命
」
に
よ

る
国
内
工
業
の
発
展
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
　
「
早
期
産
業
革
命
」
と
い
え

ば
す
ぐ
に
思
い
う
か
ぶ
の
は
ネ
フ
の
古
典
的
な
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

一
六
世
紀
の
後
半
か
ら
一
七
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
石
炭
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
大
転
換
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
大
陸
依
存
か
ら
自
主
的
な

技
術
開
発
へ
の
脱
皮
、
大
規
模
企
業
の
成
立
、
ガ
ラ
ス
に
み
ら
れ
る
、
工
芸

的
な
質
的
生
産
か
ら
量
的
生
産
へ
の
転
換
等
々
、
一
言
で
い
え
ば
「
工
業
文

明
」
の
成
立
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
川
北
氏
は
一
六
世
紀
の
後
半

を
経
済
の
停
滞
期
と
み
る
立
場
か
ら
そ
の
時
期
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ネ
フ
を

次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
。
　
「
少
数
の
マ
イ
ナ
ー
な
産
業
の
成
長
を
と
ら

え
て
、
全
国
的
な
経
済
動
向
を
論
じ
る
」
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
、
「
『
畢
期

産
業
革
命
』
な
ど
と
い
う
用
語
を
つ
く
り
あ
げ
た
ネ
フ
の
態
度
な
ど
も
、
誤

解
を
招
き
や
す
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
」
（
二
八
頁
）
と
こ
ろ
が
す
で
に
み
た

よ
う
に
一
七
世
紀
の
後
半
以
降
の
文
脈
で
は
逆
に
氏
は
「
早
期
産
業
革
命
」

の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
な
お
三
五
三
頁
も
参
照
）

　
ネ
フ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
い
え
ぼ
た
し
か
に
川
北
氏
が
批
判
し
た
よ
う
に

一
六
世
紀
の
後
半
に
彼
の
い
う
革
命
の
効
果
が
即
効
的
に
現
わ
れ
た
か
の
よ

う
に
主
張
す
る
の
は
誤
り
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
ネ
フ
の
テ
ー
ゼ
は
エ

ネ
ル
ギ
ー
転
換
を
中
心
と
す
る
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
短
期
的
な
も
の
で
は
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評書

あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
　
ネ
フ
の
テ
ー
ゼ
が
川
北
氏
の
い
う

「
雑
芸
下
智
贔
」
の
起
源
の
有
力
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

　
国
内
産
業
の
講
論
的
な
転
換
が
植
民
地
帝
国
の
成
立
を
う
な
が
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
そ
の
逆
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
川
北
氏
が
こ
れ
ま

で
支
配
的
で
あ
っ
た
前
者
の
見
方
に
た
い
し
、
後
者
の
見
方
が
あ
り
う
る
こ

と
を
論
証
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
「
早
期
産
業
革
命
」
一

「
雑
工
業
製
品
」
の
道
筋
を
氏
自
身
は
ど
う
と
ら
え
る
の
か
を
示
さ
な
い
限

り
、
最
終
的
な
回
答
を
出
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
部
は
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
本
著
の
最
も
特
色
を
な
す
部
分
で
あ
る
。

川
北
氏
は
そ
の
な
か
で
西
イ
ン
ド
諸
島
を
「
核
」
　
（
一
四
四
頁
）
と
す
る
一

八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
重
商
主
義
帝
国
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
か
で
も

一
四
一
頁
の
植
民
地
帝
国
の
構
造
の
図
解
は
大
変
貴
重
な
も
の
と
お
も
わ
れ

た
。
そ
し
て
第
六
章
で
西
イ
ン
ド
諸
島
の
社
会
と
経
済
の
構
造
が
見
事
に
解

明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
本
土
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
が
分
析
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
、
　
「
奴
隷
貿
易
こ
そ
が
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
も
っ
と
も
重
要
な
起
源

で
あ
っ
た
」
　
（
一
四
三
頁
）
と
す
る
刺
激
的
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ

し
て
氏
は
砂
糖
植
民
地
が
も
し
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
　
「
旧
植
民
地
・

重
商
主
義
体
制
が
成
立
し
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
第

三
部
を
射
程
に
入
れ
つ
つ
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
「
…
…
砂
糖
植
民
地
の
奴
隷
制
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
は
、
イ
ギ
リ
ス

本
国
に
市
場
と
原
・
材
料
、
い
ま
や
基
礎
食
品
化
し
つ
つ
あ
る
砂
糖
な
ど
を

供
給
し
、
工
業
化
の
資
金
の
一
部
を
提
供
し
な
が
ら
、
本
国
上
流
社
会
の
ラ

ン
チ
ェ
的
H
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
．
的
性
格
を
温
存
す
る
安
全
弁
と
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。
」
（
一
九
九
頁
）

　
つ
ま
り
紅
茶
に
は
砂
糖
と
い
う
生
活
様
式
か
ら
ジ
ェ
ン
ト
リ
…
支
配
ま
で

が
氏
に
よ
れ
ば
実
は
カ
リ
ブ
海
に
結
び
付
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
続
く
第
七
章
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
ら
の
従
属
理
論
が
本
構
の
な
か
で

は
最
も
意
識
的
に
応
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
川
北
氏
は
こ
こ
で
砂
糖
植

民
地
と
北
米
一
煙
草
植
民
地
に
つ
い
て
比
較
分
析
を
お
こ
な
い
、
何
故
、
前

者
は
「
徹
底
し
た
従
属
と
『
低
開
発
』
し
を
強
い
ら
れ
（
一
二
五
頁
）
、
一
方
、

後
者
は
「
辺
境
化
」
さ
れ
ず
、
　
「
独
立
し
、
や
が
て
工
業
化
し
て
ゆ
く
」
の

か
（
二
〇
三
頁
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
最
も
基
本
的
な
契
機
の
ひ
と
つ

は
、
　
「
紅
茶
と
一
体
と
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人
の
食
生
活
の
柱
の
ひ
と
つ
と
な

っ
た
砂
糖
と
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
嗜
好
品
の
域
を
出
な
か
っ
た
煙
草
と
の
商
品

そ
の
も
の
の
性
格
の
違
い
」
で
あ
っ
た
（
二
三
九
頁
）
。
　
そ
れ
に
よ
る
「
イ

ギ
リ
ス
市
場
へ
の
依
存
度
」
の
違
い
（
二
三
八
頁
）
が
こ
の
二
つ
の
植
民
地

の
運
命
を
わ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
川
北
茂
の
西
イ
ン
ド
諸
島
史
論
は
ま
さ
に
革
命
的
と
い
っ
て

も
よ
い
ほ
ど
に
大
胆
な
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
氏
が
先
に
引
用
し
た
よ
う

な
、
歴
史
家
に
と
っ
て
は
タ
ブ
ー
の
は
ず
の
「
イ
フ
」
の
論
法
ま
で
用
い
て

強
調
す
る
ほ
ど
に
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
西
イ
ン
ド
諸
島
が
重
要

だ
っ
た
か
ど
う
か
、
評
者
自
身
に
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
を
判
断
す
る
能
力
は

な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
研
究
に
追
随
し
て

い
る
限
り
け
っ
し
て
獲
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
琉
の
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
の

訳
業
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
の
な
か
で
氏
自
身
が
率
直
な
か
た
ち
で
述
べ
て

い
る
の
で
そ
れ
を
読
ま
れ
た
い
。

　
さ
ら
に
第
二
部
の
第
八
章
で
は
州
北
氏
は
同
じ
よ
う
な
乎
法
で
ボ
ル
ト
ガ
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ル
の
「
従
属
化
し
を
分
析
す
る
。
ま
た
第
五
夏
鳶
四
節
で
は
オ
ラ
ン
ダ
・
マ

ネ
ー
が
一
八
世
紀
の
英
仏
の
商
業
戦
争
の
帰
趨
を
決
し
た
の
で
は
な
い
か
と

す
る
、
こ
れ
も
ま
た
刺
激
的
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
部
で
は
そ
の
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
「
『
商
業
革
命
』
期
の
社
会
」
が

扱
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
第
九
、
一
〇
章
で
は
「
重
商
主
義
的
対
外
発
展
」
が

「
商
人
1
ー
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
ス
ト
ッ
ク
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
、
植
民
地
ジ

ェ
ン
ト
ル
マ
ン
と
い
っ
た
新
型
の
『
疑
似
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
』
を
大
量
に
生

み
」
だ
し
（
二
八
四
頁
）
、
　
そ
の
こ
と
が
一
八
世
紀
の
「
糧
対
的
安
定
」
を

も
た
ら
し
て
い
く
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
多
様
な
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
立
ち
入
っ
た
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
川
北
氏
は
当
晴
の
文
献
や
手
稿
を
駆
使
し
て
、
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン

の
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
本
図
の
第
轡
と
第
二
部
で
は
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

高
度
の
数
量
史
的
な
デ
ー
タ
ー
の
処
理
に
、
そ
し
て
こ
こ
で
は
氏
の
よ
り
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
史
料
操
作
の
手
腕
に
読
者
は
圧
倒
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
最
後
に
川
北
氏
は
一
八
世
紀
に
み
ら
れ
た
西
イ
ン
ド
諸
島
と
本
土
の
ジ
ェ

ソ
手
リ
ー
社
会
の
構
図
は
、
　
「
東
イ
ン
ド
で
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
、
ま

た
世
紀
が
進
行
し
て
も
同
じ
だ
っ
た
」
と
の
長
期
的
な
展
望
を
示
し
て
い
る

（
三
五
一
頁
）
。

　
最
終
章
の
「
工
業
化
の
生
活
史
的
前
提
」
は
評
者
に
と
っ
て
は
最
も
問
題

の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
川
北
氏
の
出
発
点
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

「
生
産
や
所
得
の
歴
史
は
、
ひ
と
が
な
に
ゆ
え
に
生
産
し
、
何
の
た
め
に
よ

り
多
く
の
所
得
を
望
ん
だ
の
か
と
い
う
『
生
活
史
』
的
考
察
に
よ
っ
て
、
つ

ね
に
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
三
七
四
頁
）
氏
の

い
う
工
業
化
の
生
活
史
的
な
考
察
と
は
生
産
－
蛍
働
を
捨
象
し
た
、
需
要
－

消
費
の
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
つ
き
つ
め
れ
ば
生
活
意
識
な
い
し
消
費
意
欲

の
そ
れ
で
あ
る
。

　
川
北
氏
に
よ
れ
ば
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
國
民
は
他
に
類
を
み
な
い
よ
う

な
、
　
「
強
烈
な
、
し
か
も
全
国
的
・
全
階
層
的
に
か
な
り
等
質
化
し
た
消
費

意
欲
」
　
（
三
七
三
頁
）
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
氏
の
み

る
と
こ
ろ
、
商
業
革
命
に
よ
る
「
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
か
ら
の
文
物
の
流
入
」

一
「
新
し
い
消
費
習
慣
し
　
（
三
五
八
頁
）
を
背
景
に
、
「
生
活
意
識
」
の
決
定

的
な
転
換
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
転
換
の
内
容
と
は
疑
似
ジ
ェ
ン
ト

ル
マ
ン
の
成
立
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
社
会
的
な
地
位
が
以
前
の
よ
う
な
出
自

に
よ
っ
て
よ
り
も
、
生
活
一
消
費
の
ス
タ
イ
ル
や
所
得
の
額
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
一
言
で
い
え
ば
、
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
社
会
構
成

の
原
理
が
で
き
あ
が
っ
た
」
　
（
三
六
五
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

氏
は
一
般
民
衆
も
ま
た
、
貴
族
を
頂
点
と
す
る
「
上
流
気
取
り
」
　
（
ス
ノ
ビ

ズ
ム
）
の
競
争
に
す
で
に
参
加
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
へ

す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
消
費
を
よ
り
下

層
の
民
衆
が
真
似
る
傾
向
が
急
速
に
拡
が
っ
た
。
」
（
三
五
七
頁
）
そ
う
し
て
、

「
労
働
老
は
よ
り
高
い
所
得
を
求
め
て
農
場
か
ら
工
場
へ
…
…
陸
続
と
し
て

移
動
し
は
じ
め
、
低
賃
金
で
生
活
に
窮
さ
な
い
限
り
労
働
の
意
欲
を
も
た
な

い
と
い
う
『
反
転
労
働
供
給
線
』
は
消
滅
す
る
。
」
（
三
七
〇
頁
）

　
こ
う
し
て
、
　
「
つ
ね
に
一
段
上
の
消
費
生
活
を
め
ざ
し
て
あ
く
せ
く
す
る

近
代
型
ス
ノ
ッ
ブ
」
こ
そ
「
工
業
化
の
生
活
史
的
前
提
の
ひ
と
つ
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
（
三
七
三
頁
）
。

　
以
上
に
要
約
さ
れ
る
よ
う
な
工
業
化
の
い
わ
ば
精
神
史
的
な
起
源
と
し
て

の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
論
が
、
か
つ
て
大
塚
史
学
で
い
わ
れ
た
生
産
ー
ピ
ュ
…
リ
タ
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評四

八
ズ
ム
の
禁
欲
精
神
の
構
図
を
文
字
通
り
裏
返
し
に
し
た
議
論
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
生
産
に
た
い
し
て
は
消
費
、
禁
欲
に
た
い
し
て
は
欲
望

の
開
放
。
そ
し
て
大
塚
史
学
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
理
想
主
義
」
的
な
要
素

は
こ
こ
に
は
少
し
も
な
く
、
そ
の
議
論
は
シ
ニ
カ
ル
で
さ
え
あ
・
る
。
事
の
善

悪
は
一
切
抜
き
に
し
て
、
こ
こ
に
、
常
に
生
産
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
貧
し
い
時
代
の
日
本
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
と
豊
か
な
時
代
の
そ

れ
と
の
違
い
を
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
本
著
は
ま
さ
に
八

○
年
代
的
で
あ
る
。

　
次
に
、
一
般
民
衆
に
つ
い
て
の
川
北
氏
の
記
述
は
あ
ま
り
に
も
印
象
主
義

的
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
段
階
論
的
で
あ
る
。

　
一
般
の
民
衆
が
川
北
氏
の
い
う
一
八
世
紀
の
「
生
活
革
命
」
に
ま
っ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

無
縁
で
あ
っ
た
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
本
著
の
よ
り
経
済
史
的
な
部

分
で
論
証
さ
れ
る
全
般
的
な
生
活
向
上
の
事
実
か
ら
十
分
推
測
で
き
る
こ
と

で
あ
る
（
第
四
章
参
照
）
。
　
し
か
し
な
が
ら
本
章
で
は
氏
は
当
時
の
イ
ギ
リ

ス
の
警
世
家
あ
る
い
は
外
国
人
旅
行
老
の
の
こ
し
た
文
章
を
も
と
に
し
て
一

般
民
衆
の
「
奢
修
」
の
傾
向
を
あ
ま
り
に
も
印
象
主
義
的
に
論
じ
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
三
五
九
頁
で
は
H
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
引
用
さ
れ
て
い

る
が
、
彼
は
首
都
の
治
安
の
問
題
を
殊
更
に
強
調
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
t

と
を
お
も
え
ば
、
そ
の
発
言
内
容
は
相
当
に
割
引
い
て
受
け
取
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
川
北
氏
が
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
引
用
し
た
よ

う
な
当
時
の
奢
修
論
は
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』
の
な
か
で
は
全
く

同
類
の
奢
修
論
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
川
北
氏
が
本
章
で
お
こ
な
う
三
池
禁
止
法
の
分
析
、
あ
る
い
は
重

商
主
義
者
の
賃
金
論
の
推
移
の
分
析
は
そ
れ
自
身
と
し
て
興
味
深
い
も
の
だ

が
、
そ
れ
も
一
般
民
衆
の
消
費
性
向
の
現
実
に
直
ち
に
結
び
付
く
も
の
か
ど

う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
生
活
意
識
」
あ
る
い
は
「
労
働
の
モ
テ
ィ
ヴ
ェ
イ
シ
ョ
ソ
」
の

変
化
に
つ
い
て
の
川
北
氏
の
議
論
は
あ
ま
り
に
も
段
階
論
的
で
あ
る
。
氏
が

い
う
「
必
要
」
か
ら
「
生
活
水
準
の
向
上
」
へ
の
「
労
働
の
モ
テ
ィ
ヴ
ェ
イ

シ
ョ
ソ
」
の
移
行
（
三
七
〇
頁
）
は
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
古
典
的
な

シ
ェ
ー
マ
で
い
わ
れ
る
資
本
主
義
的
な
賃
労
働
の
成
立
を
「
生
活
史
」
一
「
消

費
」
の
タ
ー
ム
で
患
い
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
氏

の
い
う
「
生
活
革
命
」
が
「
政
治
革
命
」
を
消
費
の
次
元
に
翻
訳
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
性
格
を
も
つ
よ
う
に
。
か
つ
て
の
政
治
革
命
と
工
業
化
の
単
線
論
的

な
結
び
付
き
を
否
定
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
「
革
命
的
」
な
変
化
と
縁
遠
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ず
の
生
活
史
な
い
し
社
会
史
の
領
域
で
「
生
活
革
命
」
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ

れ
を
工
業
化
に
直
結
さ
せ
る
の
は
い
さ
さ
か
皮
肉
で
あ
る
。

　
生
活
史
を
文
字
通
り
日
常
茶
飯
事
の
次
元
に
か
か
わ
る
歴
史
と
す
れ
ば
、

そ
し
て
そ
れ
を
工
業
化
の
歴
史
に
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た

と
え
ば
川
北
氏
に
よ
れ
ば
工
業
化
の
初
期
に
成
長
し
た
と
い
う
製
造
業
、
す

な
わ
ち
、
繊
維
品
、
装
身
具
、
陶
器
、
台
所
用
品
等
の
、
か
つ
て
は
「
半
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

修
好
と
考
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
消
費
材
」
　
（
三
七
四
頁
）
に
つ
い
て
、
他

の
部
分
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
な
数
蟻
史
的
な
手
法
に
よ
っ
て
分
析
を
進
め
る

べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
手
順
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
一

八
世
紀
、
一
般
民
衆
も
ふ
く
め
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
生
活
様
式
は
ど
こ
ま
で

変
わ
っ
た
の
か
、
　
あ
る
い
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
　
そ
し
て
工
業
化
と

「
生
活
革
命
」
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
は
じ
め
て
語

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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以
上
、
距
離
の
全
体
か
ら
み
れ
ば
「
辺
境
」
の
と
こ
ろ
で
批
判
を
お
こ
な

う
と
い
う
、
い
さ
さ
か
ア
ン
フ
ェ
ア
ー
な
書
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
本
著
の
最
大
の
功
績
は
、
評
者
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く

大
半
の
西
洋
史
研
究
老
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
「
劇
界
地
図
上
の
ち
っ
ぽ
け
な

し
み
」
　
（
一
五
九
頁
参
照
）
で
し
か
な
か
っ
た
西
イ
ン
ド
諸
島
が
実
は
近
世

イ
ギ
リ
ス
社
会
の
発
展
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
過
去
を
た
え
ず
再
発
見
し
、

再
構
成
し
て
い
く
歴
史
研
究
者
の
あ
る
べ
き
主
体
酌
な
営
み
の
姿
を
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
川
北
氏
の
姿
勢
は
イ
ギ
リ
ス
史
研
究
と
い
う
狭

い
専
門
領
域
の
粋
を
こ
え
て
広
く
う
っ
た
え
る
力
を
も
つ
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
八
一
頁
索
引
九
頁
　
一
九
八
三
年
一
一
月
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