
評書

北
川
勝
彦
編
著

　
　
　
『
脱
植
民
地
化
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
』

山
　
口
　
育
　
人

　
本
書
『
脱
植
民
地
化
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
騙
は
、
二
〇
〇
四
年
目
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
か
ら
刊
行
が
は
じ
ま
っ
た
「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
2
0
世
紀
」
シ
リ
ー
ズ

の
第
四
巻
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
で
の
当
面
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
み
る
た

め
に
も
、
本
書
の
基
本
的
な
性
格
を
ま
ず
確
認
し
た
い
。
本
書
の
構
成
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

総
論
　
脱
植
民
地
化
と
イ
ギ
リ
ス
帝
国
（
北
川
勝
彦
）

第
工
部
　
イ
ギ
リ
ス
本
国

第
一
章
　
脱
植
民
地
化
と
イ
ギ
リ
ス
対
外
政
策
一
公
式
帝
国
・
非
公

　
　
　
　
式
帝
国
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
ー
（
小
用
浩
之
）

第
二
章
　
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
の
黄
金
時
代
と
脱
植
民
地
化
（
北
川
勝

　
　
　
　
彦
）

第
三
章
　
ア
メ
リ
カ
「
帝
国
」
の
形
成
と
脱
植
民
地
化
過
程
へ
の
対
応

　
　
　
　
（
菅
英
輝
）

コ
ラ
ム
ー
　
ト
ム
・
ブ
ラ
ウ
ン
た
ち
の
大
英
帝
国
（
石
井
昌
幸
）

第
H
部
　
帝
国
内
航
地
域

第
四
章
　
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
た
「
イ
ギ
リ
ス
と
ス
エ
ズ
戦
争
」
（
鹿
島

　
　
　
　
正
裕
）

第
五
章
　
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
一
南
ア
ジ
ア
と
の

　
　
　
　
比
較
を
視
野
に
　
　
　
（
松
島
泰
勝
）

第
六
章
　
英
領
ア
フ
リ
カ
の
脱
植
民
地
化
と
フ
ェ
ビ
ア
ン
植
民
地
局

　
　
　
　
　
里
…
人
経
済
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ル
イ
ス
の
役
割
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
て
i
（
峯
陽
一
）

第
七
章
　
バ
ン
ド
ン
会
議
と
日
英
関
係
！
イ
ギ
リ
ス
の
対
ア
ジ
ア
、

　
　
　
　
対
国
連
政
策
の
変
容
を
軸
に
　
　
　
（
都
丸
潤
子
）

コ
ラ
ム
H
　
ウ
ガ
ン
ダ
の
「
脱
植
民
地
化
」
と
ア
ジ
ア
入
の
脱
出
（
北

　
　
　
　
川
勝
彦
）

第
皿
部
　
帝
国
の
諸
相

第
八
章
　
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
脱
植
民
地
化
と
イ
ン
ド
系
移
民
（
脇
村
孝

　
　
　
　
平
）

第
九
章
　
女
た
ち
の
脱
植
民
地
化
ー
フ
ン
ミ
ラ
ヨ
・
ラ
ン
サ
ム
ー
ク

　
　
　
　
テ
ィ
の
場
合
一
（
井
野
瀬
久
美
恵
）

第
十
章
　
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
脱
植
民
地
化
と
文
化
（
ゴ
ー
ド
ン
・

　
　
　
　
サ
イ
ラ
ス
・
ム
ア
ン
ギ
／
北
川
勝
彦
）

コ
ラ
ム
皿
　
脱
植
民
地
化
と
芸
能
・
音
楽
！
東
ア
フ
リ
カ
・
タ
ン
ザ

　
　
　
　
ニ
ア
の
事
例
i
（
鶴
田
格
）

　
本
書
は
、
｝
九
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
を
中
心
に
第
二
次
世
界
大
戦
後

「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
終
焉
と
脱
植
民
地
化
の
展
開
に
関
す
る
学
問
的
分
析
」

の
試
み
の
一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
を
み
る
と
、
門
脱
植
罠

地
化
」
と
い
う
醤
葉
が
タ
イ
ト
ル
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
章
題
で
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
に
な
る
だ
ろ
う
。
煩
雑
な
の
を
覚
悟
の
う
え

で
副
題
ま
で
含
め
て
そ
の
構
成
を
紹
介
し
た
の
に
は
、
「
脱
植
民
地
化
」
プ
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ロ
セ
ス
と
そ
こ
に
含
ま
れ
た
問
題
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の

解
体
と
い
う
歴
史
的
事
象
は
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
で
も
っ
て
論
じ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
本
書
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
た

だ
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
非
常
に
多
様
な
テ
ー
マ
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
か
（
そ
れ
で
も
編
者
は
実
際
に
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

テ
ー
マ
に
は
、
そ
の
範
囲
に
限
定
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
）
。
そ
れ
は
ま
ず

も
っ
て
、
脱
植
民
地
化
が
権
力
移
行
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
だ
け
で
は
決
し
て

説
明
で
き
な
い
「
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
お
よ
び
知
的
現

象
」
で
あ
り
、
支
配
側
の
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
被
支
配
側
の
植
民
地
と
の
双
方

を
と
り
ま
く
「
様
々
な
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
」
の
な
か
で
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
と
本
書
は
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
門
植
民
地
支
配
と

脱
植
民
地
化
を
対
話
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
始
め
た
漏
帝
国
史
研
究
の
潮
流
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
は
脱
植
民
地
化

が
「
植
民
地
の
世
界
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
世
界
を
架
橋
す
る
歴
史
的
局

面
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
も
っ
て
本
書
は
編
集
さ
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て

い
う
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
従
属
し
た
地
域
自
体
そ
の
数
は
多
く
、
地

理
的
に
も
広
範
囲
に
及
ん
で
い
た
。
ま
た
独
立
の
時
期
に
つ
い
て
も
南
ア
ジ

ア
諸
国
の
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
、
本
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
太
平
洋
諸

島
の
事
例
で
い
う
と
～
九
七
〇
年
代
、
そ
し
て
香
港
返
還
の
一
九
九
〇
年
代

に
ま
で
わ
た
っ
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
も
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
も

っ
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
過
程
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

　
か
か
る
脱
植
民
地
化
プ
ロ
セ
ス
を
と
り
ま
く
歴
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
多

様
さ
を
考
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
終
焉
を
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇

年
代
に
か
け
て
の
「
予
定
さ
れ
、
秩
序
だ
っ
た
権
力
移
譲
」
の
集
合
な
ど
と

し
て
は
も
は
や
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
視
点
で
み
た

と
し
て
も
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
再
編
戦
略
が
追
求
さ
れ
た
こ
と
を
含
め
、

植
民
地
支
配
の
終
結
プ
ロ
セ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
政
治
に
お
け
る
影
響
力

や
名
声
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
動
き
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
第

一
章
が
確
認
し
て
い
る
。
「
公
式
帝
国
か
ら
の
撤
退
」
、
つ
ま
り
植
民
地
独
立

を
認
め
る
流
れ
が
「
相
対
的
に
迅
速
で
議
論
が
少
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と

仮
に
評
価
す
る
と
し
て
も
「
非
公
式
帝
国
に
つ
い
て
は
同
じ
こ
と
は
い
え
な

い
」
と
す
る
研
究
者
の
見
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
際
政
治
構
造
の
変
動
に
言

及
し
な
が
ら
葬
公
式
帝
国
や
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
強
化
の
試
み
と
そ
れ
が
行
き

当
た
っ
た
壁
に
着
落
し
て
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
半
ば
に
か

け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
政
策
を
整
理
、
僚
平
し
て
い
る
第
一
章
は
興
味
深

い
。

　
さ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
に

つ
い
て
民
族
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
切
り
ロ
で
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し

ょ
う
と
す
る
立
場
か
ら
い
う
と
、
本
書
は
大
き
く
二
つ
の
論
点
に
関
わ
っ
て

わ
れ
わ
れ
の
知
見
を
深
め
て
く
れ
る
。
二
つ
の
論
点
と
は
、
　
　
つ
に
は
新
た

に
成
立
す
る
国
家
の
枠
組
み
と
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
状
況
と
の
相
克
と
い

う
脱
植
民
地
化
過
程
が
抱
え
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
民
族
自
決
権
と
主
権
国
家
間
の
平
等
を
原
則
と
す
る
戦
後
世
界
の
編
成

原
理
の
な
か
で
脱
植
民
地
化
が
進
行
し
た
こ
と
に
関
わ
る
論
点
で
あ
る
。
こ

れ
ら
二
つ
の
論
点
に
関
心
を
も
つ
読
み
手
に
と
っ
て
、
本
書
が
何
を
教
え
て

く
れ
る
の
か
確
認
す
る
こ
と
を
こ
の
書
評
の
中
心
課
題
と
し
た
い
。
な
お
こ

こ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
終
焉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
民
族
や
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
現
在
的
な
事
象
に
欝
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
脱
植
民
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評書

地
化
を
経
て
旧
イ
ギ
リ
ス
帝
国
各
地
、
そ
し
て
帝
国
を
失
っ
た
連
合
王
国

（
イ
ギ
リ
ス
）
自
体
が
民
族
・
人
種
問
題
と
い
う
帝
国
の
「
民
族
」
政
策
の

遺
産
（
そ
の
多
く
は
負
の
遺
産
で
あ
ろ
う
）
を
抱
え
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
生
じ
て
い
る
問
題
は
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
が
、
こ
う
い
つ
た
よ
り
現
在
的
な
関
心
を
お
持
ち
の
読
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
ら
に
シ
リ
ー
ズ
の
第
五
巻
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
帝
国
を
い
か
に
定
義
す
る
の
か
、
そ
の
論
争
に
入
り
込
む
こ
と
は
避
け
た

い
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
異
民
族
を
支
配
・
統
治
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
と
理
解
し
て
お
く
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
え
ば
、
被
支
配
民
族
が

帝
国
支
配
を
脱
す
る
こ
と
が
脱
植
民
地
化
の
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
む
ろ
ん
ど
の
時
代
に
あ
っ
て
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
と
り

わ
け
二
〇
世
紀
後
半
に
お
い
て
脱
植
民
地
化
と
は
、
あ
る
民
族
が
被
支
配
状

態
か
ら
脱
し
、
権
力
を
獲
得
し
、
自
決
権
を
回
復
し
た
と
説
明
を
終
え
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
複
雑
な
様
網
を
は
ら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
脱
植
民
地
化

は
基
本
的
に
、
帝
国
の
あ
る
支
配
地
域
を
、
領
域
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
い
て
現
代
国
家
、
多
く
は
国
民
国
家
と
し
て
の
新

た
な
枠
を
は
め
る
過
程
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
植
民
地
支
配
が
開

始
さ
れ
る
以
前
の
民
族
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
ま
と
ま
り
と
は
齪
瀦
が

生
じ
る
な
か
で
独
立
国
の
国
家
建
設
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ

け
時
間
的
に
長
い
帝
国
支
配
を
お
こ
な
い
、
ま
た
帝
国
内
外
で
数
多
く
の

（
事
例
の
数
に
お
い
て
も
、
移
動
し
た
人
の
数
に
お
い
て
も
）
人
の
移
動
を

発
生
さ
せ
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
植
民
地
支
配
と
終
焉
に
は

そ
う
し
た
齪
酷
が
多
く
伴
っ
た
こ
と
が
特
質
と
い
え
た
。
本
書
で
は
第
五
章

の
太
平
洋
諸
島
、
第
六
章
の
ア
フ
リ
カ
、
第
八
章
の
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
や
コ
ラ

ム
■
の
ウ
ガ
ン
ダ
を
事
例
に
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
特
質
に
着
目
し

て
脱
植
民
地
化
過
程
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ア

フ
リ
カ
植
民
地
の
多
く
の
場
合
、
東
ア
フ
リ
カ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
の
よ
う
に

白
人
定
住
者
が
存
在
す
る
「
複
合
社
会
」
、
あ
る
い
は
西
ア
フ
リ
カ
の
門
準

複
合
社
会
」
で
あ
っ
た
植
民
地
の
一
体
誰
に
権
力
を
委
譲
す
べ
き
な
の
か
と

い
う
深
刻
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
独
立
す
る
国
家
の
領
域
を
ど
こ
で
線
引
き
を
し
、
あ
る
い
は
い

か
な
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
構
成
で
国
家
の
枠
組
み
・
政
体
を
つ
く
る
の
か
と
い
う

問
題
に
答
え
る
だ
け
で
は
「
脱
植
民
地
化
プ
ロ
セ
ス
の
着
地
点
」
を
見
い
だ

し
た
こ
と
に
は
当
然
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ま
触
れ
た
三
つ
の
章
で
は
、
独
立

後
に
向
け
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
や
統
治
シ
ス
テ
ム
の
政
治
経
済
を
い
か

に
構
想
す
る
の
か
と
い
う
難
題
が
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ
た
の
か
（
そ
の

失
敗
を
含
め
）
、
政
治
過
程
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
特
に
、
「
経
済
開
発
と
福
祉
、
人
的
資
本
、
土
地
制
度
と
農
業
近
代
化
、

地
方
分
権
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
っ
た
論
点
と
格
闘
し
、

フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
植
民
地
局
で
「
異
彩
を
は
な
っ
た
」
植
民
地
知
識
人
ル
イ

ス
を
通
し
て
英
領
ア
フ
リ
カ
の
脱
植
民
地
化
プ
ロ
セ
ス
を
問
い
直
し
た
の
が

峯
論
文
で
あ
る
。

　
ま
た
第
九
章
や
コ
ラ
ム
皿
に
あ
る
よ
う
に
、
新
た
に
線
引
き
を
し
て
国
民

国
家
を
形
成
す
る
と
い
う
植
民
地
独
立
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
「
民
族
漏
の
単

純
な
「
回
復
や
自
立
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
新
た
な
国
民
ア
イ

デ
ン
テ
イ
が
模
索
さ
れ
、
ま
た
そ
こ
で
は
重
層
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形

成
さ
え
み
ら
れ
た
。
井
野
瀬
論
文
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
・
ヨ
ル
バ
ラ
ン
ド
出
身

の
フ
ン
ミ
ラ
ヨ
・
ラ
ン
サ
ム
ー
ク
テ
ィ
の
長
き
に
わ
た
る
運
動
を
例
と
し
て
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
切
り
口
に
、
彼
女
の
「
イ
ギ
リ
ス
経
験
」
や
独
立
へ

至
る
な
か
の
植
民
地
社
会
・
経
済
の
変
化
を
受
け
て
、
帝
国
経
験
の
「
脱
構
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築
過
程
扁
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
が
い
か
な
る
展
開
を
た
ど
り
、
ま
た

そ
こ
に
い
か
な
る
曲
折
が
あ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
二
〇
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
脱
植
民
地
化
を
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
視
点
か
ら
考
え
る
際
に
わ
れ
わ
れ
が
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
も
う
ひ

と
つ
の
論
点
は
、
す
べ
て
の
民
族
の
自
決
権
を
認
め
、
理
念
上
・
形
式
上
は

対
等
な
主
権
国
家
か
ら
な
る
国
家
関
係
を
世
界
編
成
の
基
本
に
す
べ
き
と
す

る
論
理
に
直
面
し
な
が
ら
帝
国
解
体
、
脱
植
民
地
化
が
進
行
し
た
と
い
う
事

実
に
関
わ
る
。
世
界
各
地
域
に
植
民
地
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
ら
の
独
立
が
時

間
的
ず
れ
を
抱
え
た
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
帝
国
の
解
体
と
は
単
に
支
配
側

と
被
支
配
側
の
あ
い
だ
で
の
双
務
関
係
を
集
積
さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

国
際
情
勢
、
国
際
関
係
の
動
向
が
英
善
悪
の
脱
植
民
地
化
の
展
開
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
民
族
自
決
権
と
主
権
国
家
間
の
平
等
と
い
う
論

理
を
武
器
に
し
た
反
植
民
地
主
義
の
波
は
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
以
降
、
イ

ギ
リ
ス
の
帝
国
支
配
や
独
立
付
与
プ
ロ
セ
ス
に
襲
い
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
抱
い
た
危
機
感
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の

が
一
九
五
五
年
に
開
か
れ
た
バ
ン
ド
ン
会
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
バ
ン
ド
ン
会

議
に
対
す
る
保
守
党
内
閣
の
対
応
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
に
も
た
ら
し
た
会

議
の
申
長
期
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
論
じ
た
の
が
第
七
章
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
地

域
に
影
響
力
を
残
そ
う
と
し
、
ま
た
現
実
問
題
と
し
て
マ
レ
ー
半
島
や
ボ
ル

ネ
オ
の
植
民
地
統
治
を
い
か
に
継
続
・
改
変
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
影
響
力

を
保
つ
か
た
ち
で
独
立
さ
せ
る
の
か
模
索
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
帝

国
支
配
に
終
焉
を
迫
る
戦
後
世
界
構
造
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か
で
あ
く
ま

で
帝
国
政
策
の
行
方
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ょ
う
と
苦
悶
し
た
す
が
た
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
日
本
を
反
植
民
地
主
義
の

波
へ
の
緩
和
役
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
な
ら
ず
し
も

成
功
し
た
と
は
い
え
ず
、
イ
ギ
リ
ス
の
身
勝
手
な
発
想
で
は
あ
っ
た
が
、
敗

戦
国
日
本
が
戦
後
国
際
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
に
は
な
い
役
割
を
期
待
さ

れ
た
一
例
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
ま
た
ア
ジ
ア
に
留
ま
ら
ず
バ
ン
ド
ン
会
議
の

余
波
は
、
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
統
治
継
続
（
将
来
の
独
立
を
認
め
る
場
合
で

あ
っ
て
も
）
を
目
指
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
支
配
に
お
け
る
自
身

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
反

植
民
地
主
義
の
う
ね
り
に
直
面
し
て
、
植
民
地
支
配
の
命
運
を
自
ら
の
主
導

権
の
も
と
で
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
し
、
ま
た
世
界
的
影
響
力
を
残
存
さ
せ
よ
う

と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
（
と
そ
の
修
正
）
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て

国
連
を
舞
台
に
試
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
都
丸
論
文
の
第
三
節
が
こ
の
問

題
を
論
じ
て
い
る
が
、
単
独
の
章
を
も
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

わ
れ
る
ほ
ど
の
重
要
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
に
か
わ
っ
て
「
覇
権
国
と
な

る
」
道
を
歩
み
は
じ
め
た
ア
メ
リ
カ
の
視
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
「
自
由
主

義
的
資
本
主
義
的
秩
序
の
構
築
」
を
追
求
す
る
自
由
主
義
「
帝
国
」
の
論
理

は
、
か
た
や
反
植
民
地
主
義
、
民
族
自
立
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
理
、
も

う
一
方
で
は
帝
国
の
論
理
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
三
つ
の
論
理
が
せ
め
ぎ
あ
う
と
こ
ろ
に
、
「
冷
戦
の
論
理
」
や
「
安

定
し
た
国
家
構
築
の
論
理
」
が
作
用
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
は
展

開
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
を
直
接
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
第
三
章
と
第
四

章
で
あ
る
。
菅
論
文
で
は
、
大
戦
終
結
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ

ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
脱
植
民
地
化
過
程
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
権
の

政
策
を
分
析
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
そ
し
て
菅
は

こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
の
反
植
民
地
主
義
、
自
決
や
主
権
へ
の
「
あ
い
ま
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蕃書

い
」
な
姿
勢
を
、
西
半
球
で
の
影
響
力
行
使
や
勢
力
圏
の
あ
り
方
と
対
比
さ

せ
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
「
帝
国
」
形
成
過
程
に
お
け
る
国
際
政
治
上
の
位
概
を

反
映
し
て
い
る
と
し
、
あ
る
意
味
で
過
渡
期
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
「
民
族
」
と
い
う
視
点
で
書
評
を
す
る
こ
と
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
の
で
以

下
は
簡
潔
に
済
ま
せ
た
い
が
、
脱
植
民
地
化
に
は
、
独
立
を
迎
え
た
植
民
地

の
経
済
的
国
家
建
設
と
い
う
大
き
な
課
題
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
一
九
五

〇
年
代
末
以
降
（
南
ア
ジ
ア
の
場
合
は
も
っ
と
時
期
的
に
早
い
が
）
、
宗
主

国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
植
民
地
の
経
済
開
発
に
第
一
義
的
に
関
与
す
る
状
況
に
変

化
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
経
済
的
「
帝
国
の
終
焉
」
の
あ
と

に
い
か
な
る
か
た
ち
で
新
規
に
独
立
し
た
国
々
を
世
界
経
済
に
取
り
込
む
か
、

あ
る
い
は
そ
の
経
済
開
発
に
関
与
す
る
の
か
、
そ
う
し
た
問
題
は
い
わ
ゆ
る

西
側
世
界
全
体
と
し
て
の
主
要
課
題
と
な
る
状
況
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
で
は
開
発
援
助
の
問
題
が
十
分
に
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
検
討
を
進
め
る
な
ら
ば
、

冷
戦
政
策
や
国
際
通
貨
政
策
と
い
っ
た
観
点
で
ア
メ
リ
カ
の
動
向
に
着
目
す

る
こ
と
に
な
り
、
戦
後
世
界
政
治
・
経
済
の
全
体
的
な
展
開
な
か
で
脱
植
民

地
化
と
い
う
も
の
を
位
置
づ
け
る
試
み
に
一
段
の
貢
献
が
で
き
た
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
、
経
済
的
に
は
帝
国
の
終
焉
を
否
定
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
た
後
も
、
ポ
ン
ド
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
国
際
通
貨
と
し
て
の

役
割
が
残
っ
た
。
た
だ
し
、
一
九
五
〇
年
代
末
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
ス
タ
ー
リ

ン
グ
が
植
民
地
帝
国
と
い
う
「
狭
い
」
領
域
を
離
れ
よ
り
広
く
「
世
界
偏
通

貨
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
目
標
を
変
え
た
、
と
い
う
理
解
は
シ
ェ
ン
ク
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
っ
て
疑
問
符
を
突
き
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
女
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
で
は
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
す
で
に
、
ス
タ
ー

リ
ン
グ
の
準
備
通
貨
と
し
て
の
役
割
が
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
と
っ
て
重
荷
で
あ

る
と
の
考
え
が
優
勢
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
七
〇
年
代
ま
で
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
国
際
準
備
通
貨
と
し

て
の
役
割
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
国
際

政
治
・
経
済
情
勢
の
文
脈
で
も
っ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て

い
る
。
旧
植
民
地
の
経
済
開
発
や
援
助
と
結
び
つ
く
か
た
ち
で
イ
ギ
リ
ス
が

抱
え
た
国
際
通
貨
・
金
融
上
の
役
割
が
続
い
た
事
実
は
、
一
九
六
〇
年
代
以

降
、
途
上
国
の
開
発
・
援
助
問
題
が
西
側
全
体
と
し
て
の
主
要
ア
ジ
ェ
ン
ダ

と
な
っ
た
と
い
う
文
脈
や
国
際
通
貨
体
制
の
動
揺
と
い
う
広
い
観
点
か
ら
理

解
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
脱
植
民
地
化
過
程
や
帝
国
終
焉
プ
ロ
セ
ス

の
経
済
的
側
面
を
、
イ
ギ
リ
ス
と
帝
国
各
領
域
と
の
関
係
の
推
移
と
し
て
捉

え
る
だ
け
で
は
も
は
や
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
本
書
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
脱
植
民
地
化
過
程
の
歴
史
的
考
察
と
い

う
課
題
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
な
お
残
さ
れ
た
問
い

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
そ
の
ひ
と
つ
に
触
れ
て
書
評
を
終
え

た
い
。
本
書
の
編
者
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
帝
国
の
解
体
・
終
焉
の
進
行
が
イ
ギ
リ
ス
人
自
身
に
と
っ
て
い
か
な

る
経
験
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
イ
ギ
リ
ス
人

の
経
験
は
、
帝
国
か
ら
の
「
撤
退
の
あ
り
方
扁
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
経
済
的
な
側
面
に
つ
い
て
い
う
と
、
総
生
産
や
生
活
水
準

と
い
っ
た
数
字
か
ら
評
価
し
た
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
～
九
五
〇
年
代
か
ら

六
〇
年
代
に
か
け
て
の
帝
国
衰
退
・
解
体
と
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
「
黄
金
時

代
」
は
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
第
二
章
の
北
川
論
文
が
こ
の
歴
史
状
況
を
い

か
に
理
解
す
べ
き
か
議
論
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
十
章
の
第
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二
節
が
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
脱
植

民
地
化
の
衝
撃
」
を
検
討
し
、
そ
の
衝
撃
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
、
社
会
や
経

済
活
動
に
「
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
経
路
」
を
分
析
す
る
こ
と
は
ま
だ
な

お
残
さ
れ
た
課
題
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
課
題
と
関
連
す
る
が
、
イ
ギ

リ
ス
文
化
や
民
衆
の
自
覚
に
お
い
て
帝
国
や
帝
国
主
義
に
対
す
る
意
識
が
い

つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
程
度
に
お
い
て
後
景
に
退
い
て
い
っ
た
の
か
。

こ
の
問
い
も
さ
ら
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
問
題
を

掘
り
下
げ
て
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
独
立
後
の
イ
ギ
リ
ス
現
代

史
に
お
い
て
帝
国
要
素
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
な
い
ク
ラ
ー
ク
の
よ
う
な
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
極
端
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
時
期
的
に
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
や
イ
ン
ド
の
喪
失
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
直
面
し
た
帝
国
終
焉

の
経
験
か
ら
考
察
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
捌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

①
木
畑
洋
編
著
現
代
世
界
と
イ
ギ
リ
ス
帝
理
（
二
〇
〇
七
年
）
。
　
　
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
②
都
丸
氏
が
註
で
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
テ
ー
マ
の
さ
ら
な
る
理

　
解
に
は
、
半
澤
朝
彦
「
国
連
と
イ
ギ
リ
ス
二
二
の
消
滅
一
一
九
六
〇
～
六
三
年

　
一
」
魍
三
際
政
治
輪
第
1
2
6
号
（
工
O
O
～
年
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