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前
世
紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
帝
国
と
地
理

ー

1
1帝
国
意
識
」
形
成
の
歴
史
的
背
景
｜
｜

川

本

真

浩

は

じ

め

に

前
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
帝
国
に
属
す
る
人
々
に
共
通
の
記
憶
を
も
た
せ
る
べ
く
、
帝
国
の
歴
史
を
た
ど
る
書
物
が

刊
行
さ
れ
た
り
、
歴
史
教
育
が
重
視
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
、
他
の
近
代
国
家
で
も
み
ら
れ
た
寸
国
民
意
識
」
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

の
形
成
過
程
と
も
共
通
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
実
体
と
し
て
の
帝
国
は
｜
！
と
く
に
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は

1
1
ま
ず

地
理
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
帝
国
の
現
状
に
か
ん
す
る
知
識
や
認
識
こ
そ
が
、
帝
国
に
た
い
す
る
意
識
の

（

1）
 

み
な
ら
ず
自
己
認
識
や
世
界
観
の
前
提
と
も
な
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
帝
国
を
対
象
と
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
基
盤
も
、
そ
の
歴
史
意
識
の
み
な
ら
ず
、
地
理
的
な
認
識
に
よ
っ
て
も
固
め
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
か
ん

27 

し
て
は
、
地
理
学
と
帝
国
、
帝
国
主
義
、
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
と
の
関
係
を
論
じ
る
研
究
が
、
近
年
棺
次

（

2）
 

い
で
刊
行
さ
れ
て
き
て
い
る
。
実
際
、
帰
属
意
識
と
し
て
の
帝
国
意
識
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
地
理
学
や
地
理
教
育
が
歴
史
学
や
歴



28 

（

3
）
 

史
教
育
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
国
家
レ
ベ
ル
で
の
教
育
制
度
の
整
備
が
急
速
に
進
展
し
た
こ
と
は
見
落
と

せ
な
い
。

一
八
七
O
年
の
初
等
教
育
法
の
制
定
以
来
、

い
わ
ゆ
る
労
働
者
階
級
に
属
す
る
人
々
も
含
め
た
「
国
民
的
L

な
規
模
で
の
公

教
育
が
拡
充
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
あ
る
意
味
で
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
が
擁
し
た
広
大
な
帝
国
の
存
在
と
は
不
即
不
離
の
関
係

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
教
育
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
帝
国
史
研
究
の
な
か
で
学
校
の
カ
リ

（

4
）
 

キ
ュ
ラ
ム
や
教
科
書
を
対
象
と
し
て
研
究
が
か
な
り
進
め
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
に
も
、
帝
国
教
育
と
し

て
の
地
理
教
育
へ
の
言
及
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
帰
属
意
識
と
し
て
の
帝
国
意
識
が
形
成
さ
れ
る
歴
史
的
過
程
に
注
目
す
る
立
場
か
ら
、
先
行
研
究
の
成
果
に
依
拠

さ
ら
に
具
体
的
な
事
例
も
加
え
つ
つ
、
前
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
寸
歴
史
地
理
学
L

の
登
場
か
ら
そ
の
初
等

（

5）
 

教
育
へ
の
影
響
ま
で
を
包
括
的
に
と
ら
え
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
な
が
ら
、

と
く
に
引
用
し
た
具
体
的
な
事
例
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
三
章
で
扱
う
地
理
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
ロ
ン

ド
ン
で
の
様
子
を
概
観
す
る
。
参
考
と
し
た

L
C
C
（円。ロ色。ロ

h
o
E
q
n
o
c
Dの己）

の
「
ロ
ン
ド
ン
の
初
等
学
校
に
お
げ
る
地
理
科

の
教
育
方
法
に
か
か
る
会
議
の
報
告
書
L

（
以
下
、
本
文
中
で
は
「
L
C
C
報
告
L

と
記
す
。
）

は
、
初
等
学
校
に
お
け
る
地
理
教
育
に

つ
い
て
議
論
・
検
討
す
る
た
め
に

L
C
C
が
結
成
し
た
、
現
役
の
学
校
教
員
や
教
育
専
門
家
、
行
政
担
当
者
か
ら
な
る
審
議
会
が
作
成

（

6）
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
章
で
扱
う
教
材
作
成
事
業
に
つ
い
て
は
、

一
九
O
二
年
末
に
設
立
さ
れ
た
植
民
地
省
視
覚
教
材
作
成

（

7
）
 

の
活
動
を
と
り
あ
げ
る
。

委
員
会

n
o
Z
E
m二
）
呂
8
5∞
ロ
色
目
口
洋
E
2
Zロ
ロ
。
5
5言
。
。
（
以
下
、
「
C
O
V
I
C
L
と
記
す
。
）

し
た
が
っ
て
本
稿
の
構
成
は
、

ま
ず
前
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
歴
史
地
理
学
」

の
登
場
の
様
子
を
た
ど
り
、
次
に
同



時
期
の

（
主
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
）
初
等
学
校
で
の
地
理
教
育
に
つ
い
て
概
観
し
、

さ
ら
に
両
者
を
つ
な
ぐ
位
置
に
存
在
す
る
教

材
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
C
O
V
I
C
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
る
、

と
い
う
も
の
に
な
る
。

帝
国
地
理
学
と
し
て
の
「
歴
史
地
理
学
」
の
登
場

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
地
理
学
の
展
開
に
は
、

一
八
三

O
年
に
創
設
さ
れ
た
王
立
地
理
学
協
会
問
。

E
－
の

g唱
a
E
g－

（

8）
 

ω。
わ
目
。
ミ
（
以
下
、
－
R
G
S
」
と
記
す
。
）
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。

R
G
S
は
社
会
上
層
の
地
理
的
な
関
心
を
集
約
し
て
お
り
、

（

9）
 

そ
し
て
地
理
教
育
の
奨
励
が
活
動
の
主
眼
で
あ
っ
た
。

地
理
的
情
報
の
収
集
、
実
際
の
探
検
活
動
の
支
援
、

（日）

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
地
理
学
が
地
質
学
や
歴
史
学
の
下
に
従
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
状
況
が
長
く
続
い
て
い
た
。

R

G
S
は
一
八
八

0
年
代
半
ば
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
「
地
理
学
自
体
、
そ
の
一
部
が
歴
史
学
に
、
商
業
に
、
あ
る
い
は
地
質
学
に
属
し
て
い

る
と
い
う
、
漠
然
と
し
て
散
漫
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
L

と
し
て
、
地
理
学
が
独
立
し
た
学
問
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
懸

（日）

念
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
世
紀
後
半
に
は
、
地
質
学
の
中
で
専
門
分
化
が
進
ん
で
必
ず
し
も
野
外
調
査
や
探
検
と
直
結

し
な
く
な
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
有
力
な
地
理
学
者
の
な
か
か
ら
独
立
し
た
学
問
と
し
て
の
1

新
し
い
し
地
理
学
を
希
求
す
る
動
き
も

高
ま
っ
て
き
て
い
た
。
こ
の
「
新
し
い
」
地
理
学
へ
の
志
向
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
質
や
背
景
が
認
め
ら
れ
る
。

（ロ）

そ
れ
ま
で
の
地
理
学
は
歴
史
学
に
対
し
て
も
従
属
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

地
理
学
を
独
立
し
た
学
問
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
中
で
、
地
理
学
は
歴
史
学
と
は
議
離
す
る
方
向
で
は
な
く
密
接
な
関
係

を
強
め
る
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
地
質
学
に
対
し
て
距
離
を
お
く
方
向
へ
進
ん
だ
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。

R
G

29 

S
に
あ
っ
て
「
新
し
い
」
地
理
学
の
展
開
を
支
え
た
当
事
者
で
あ
っ
た
ケ
ル
テ
イ
』
・

ω・
同
巳
氏
。
も
、
「
歴
史
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
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に
は
地
理
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
多
く
の
と
こ
ろ
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
お
そ
ら
く
、
完
壁
な
意
味
で
、
い
か

（日）

な
る
学
知
に
も
ま
し
て
地
理
学
は
歴
史
学
に
光
を
あ
て
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
L

、
と
述
べ
て
い
た
。
寸
歴
史
地
理
学
し
の
登

場
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
地
理
学
と
歴
史
学
の
緊
密
な
関
係
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
同
時
代
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
異
な
る
特
殊
イ
ギ
リ
ス
的
な
背
景
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
は

自
国
の
支
配
す
る
広
大
な
帝
国
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
地
理
を
叙
述
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
を
「
帝
国
L

と
と
ら
え
る
概
念
と
と
も
に
一
六
世
紀
は
じ
め
に
登
場
し
、

（

M）
 

世
紀
初
め
の
時
期
に
ひ
と
つ
の
隆
盛
を
見
い
出
せ
る
。
さ
ら
に
、
二
ハ
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
、
帝
国
内
外
の
世
界
各
地

ハ
ク
ル

l
ト
ら
が
活
躍
し
た
同
世
紀
後
半
か
ら
一
七

てに
イつ
ギい
リて
スの
に情
大報
量が

5探
た検
らり
さ ロ己
れ（録

た！§1
7 関
長言己

主整
歴詰
史
的地

草間
虫類
Eロヲ＂＇

国 Iら
情移

努塁
本動
国誘
羊す
宏る
で雄

の誌
広記
が事
りま
かで
「F，、
にさ
影ま
響ざ
しま
たな
だ形
けで
でも
なっ

く
、
地
理
的
な
叙
述
に
歴
史
的
要
素
を
取
り
込
む
こ
と
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
理
学
の
動
き
に
強
い
影
響
を
及
ぽ
し
た
の
は
シ

l
リ
l
』
・
戸
∞

g－
aの
『
英
園
護
展
史
論
斗
宮
何
M
G
E
m－
。
ロ
え

開
口

m
－S
E
の
刊
行
（
一
八
八
三
年
）
で
あ
っ
た
。
シ

1
リ
1
の
思
想
は
必
ず
し
も
正
確
に
継
受
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ

（

Mm）
 

そ
の
著
作
が
ル

1
カ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の
「
帝
国
研
究
L

者
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

る
が
、

い
わ
ゆ
る
「
帝
国
の
時
代
し
に
さ
し
か
か
り
、
国
内
外
の
状
況
は
否
応
な
し
に
帝
国
の
状
況
と
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

（口）

な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
地
理
学
が
学
問
の
一
分
野
と
し
て
自
己
確
立
を
果
た
す
に
は
、
帝
国
に
か
ん
す
る
知
識
を
綜

お
り
し
も
、

合
す
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
有
望
な
方
途
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
さ
き
に
、
集
積
し
た
知
識
を
社
会
に
広
め
る
事
業
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
教
育
と
「
新
し
い
L

地
理
学
と
の
密
接
な
関



係
も
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

R
G
S
の
一
部
に
は
、

一
八
七

0
年
代
か
ら
す
で
に
、
地
理
教
育
の
新
し
い
手
法
を

案
出
す
る
の
に
熱
心
な
者
も
い
た
が
、
本
格
的
に
そ
う
し
た
動
き
が
盛
ん
に
な
る
の
は
一
八
八
0
年
代
半
ば
以
降
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ

に
な
る
と

R
G
S
は、

（問）

た
り
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
を
は
じ
め
主
要
都
市
で
教
材
や
教
育
機
器
の
展
示
会
を
聞
い
た
り
、
教
師
向
げ
の
講
演
会
を
主
催
し

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

R
G
S以
外
の
民
間
団
体
も
教
育
関
連
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
な
か
で
も
、

も
っ
と
も
帝
国
の
地
理
に
か
ん
し
て
は
、

一
八
六

八
年
設
立
の
王
立
植
民
地
協
会
開

o
E】

（

U
O
Z
E色

H
S民
E
Z
は
、
早
く
か
ら
資
料
・
情
報
の
収
集
か
ら
帝
国
に
か
ん
す
る
議
論
の
拠

（四）

点
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、

一
八
九
三
年
に
R
G
S
の
内
紛
を
契
機
に
設
立
さ
れ
た
地
理
学
協
会
。

g
m
E℃
E
S
－

〉
g
o
n
g丘
O
ロ
は
、
機
関
誌
『
地
理
教
師
。
。
。
明
者
庄
の
色
、

P
R
Z
Eを
刊
行
し
、

ス
ラ
イ
ド
基
金
を
募
っ
て
寄
付
を
寄
せ
て
き
た
学

（初）

校
に
地
理
教
育
用
の
ス
ラ
イ
ド
を
供
給
す
る
な
ど
、
地
理
教
育
の
拡
充
を
と
く
に
意
識
し
た
団
体
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
団
体

に
も
こ
の
時
期
に
現
れ
た
寸
歴
史
地
理
学
」
を
形
作
っ
た
人
物
が
深
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
、
帝
国
主
義
的
な
思
考
や
理
念
の
啓
発
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
色
彩
を
帯
び
た
帝
国
地
理
学
た
る

寸
歴
史
地
理
学
L

が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
し
て
は
、

マ
ッ
キ
ン
ダ
1
国・』・

伊
向

m
n｝

向
日
ロ

ao円、

ル
ー
カ
ス
ロ
・
M
M

－

FEnmmw、

（幻）

出
角
川
円
宮
吋
仲
田

O
D

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

エ
ジ
ャ

1
ト
ン
国
・
開
・
開
問
ゆ
え
O
口
、
ジ
ョ
ー
ジ
同
・
回
・
の
0
2
m
o、
ハ
1
パ
1
ト
ソ
ン
〉
・
』
・

（

n）
 

た
だ
、
こ
の
「
歴
史
地
理
学
L

は
方
法
論
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
萌
芽
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
寸
歴
史
地
理
学
」

書
は
内
容
も
方
法
論
も
論
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ト
リ
ン
は
、

ル
1
カ
ス
が
編
集
し
た
『
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の

31 

歴
史
地
理
学
』
シ
リ
ー
ズ
（
以
下
、
『
歴
史
地
理
学
シ
リ
ー
ズ
』
と
記
す
。
）
と
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
著
作
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
歴
史
地
理
学
』
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（お）

（
以
下
、
『
帝
国
の
歴
史
地
理
学
』
と
記
す
。
）
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
状
況
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、
『
歴
史
地
理
学
シ
リ
ー
ズ
』
は
、
刊
行
に
時
間
と
労
力
を
要
し
た
こ
と
、
改
訂
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
内
容
・

（

M）
 

構
成
と
も
時
期
や
執
筆
者
に
よ
る
違
い
が
か
な
り
あ
っ
た
。
た
だ
、
た
い
て
い
の
巻
は
地
理
と
歴
史
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
別
個
に
わ
か
れ

た
構
成
と
な
っ
て
い
た
。
パ
ト
リ
ン
に
よ
る
と
、

ル
l
カ
ス
の
叙
述
は
、
歴
史
の
部
で
は
植
民
・
入
植
の
歴
史
や
本
国
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
の
国
制
上
の
基
礎
に
叙
述
が
集
中
し
て
お
り
、
ま
た
地
理
の
部
で
は
形
式
・
内
容
と
も
基
礎
的
な
も
の
で
、
新
し
い
商
業
や

交
通
の
発
展
に
力
点
を
お
い
て
い
る
、

と
い
う
。
と
く
に
、
地
質
学
的
な
説
明
は
金
鉱
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
鉱
に
か
ん
し
て
さ
え
全
く
な

（お）

く
、
景
観
の
性
質
や
そ
の
変
化
を
述
べ
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
ロ
ジ
ャ

l
ズ
の
執

（お）

パ
ト
リ
ン
は
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

筆
し
た
第
五
巻
の
「
カ
ナ
ダ
の
地
理
」
に
は
、

一
方
、
ジ
ョ
ー
ジ
の
『
帝
国
の
歴
史
地
理
学
』

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
事
実
よ
り
意
味
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
、
帝
国
の
正
当
性
を

イ
ギ
リ
ス
に
敵
対
す
る
国
々
の
悪
意
を
引
き
合
い
に
出
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
、
植
民
地
の
先
住
民
に
対
す
る
白
人
の
優
位
を
は
っ
き

り
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
点
で
ル

1
カ
ス
の
「
歴
史
地
理
学
」
と
は
対
照
的
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
「
歴
史
地
理
学
L

書
は
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
そ
っ
て
帝
国
の
歴
史
と
地
理
に
つ
い
て
叙
述
し
た
も
の

で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
し
た
が
っ
て
書
か
れ
て
い
た
わ
げ
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

そ
れ
ぞ
れ

の
「
歴
史
地
理
学
」
書
は
、
程
度
差
は
あ
れ
、

（幻）

な
が
ら
、
帝
国
の
表
象
を
提
示
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
著
作
が
海
外
帝
国
と
本
国
と
の
地
理
的
・
理
念
的
な
位
置
関
係
を
構
築
し
描
写

い
ず
れ
も
進
歩
史
観
、
環
境
決
定
論
、

さ
ら
に
は
自
民
族
中
心
主
義
の
要
素
を
内
包
し

し
た
こ
と
に
着
目
し
て
み
れ
ば
、
帰
属
意
識
と
し
て
の
帝
国
意
識
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
観
点
か
ら
し
て
も
、
寸
新
し
い
」
地
理
学
の
ひ

と
つ
と
し
て
現
れ
た
帝
国
地
理
学
と
し
て
の
「
歴
史
地
理
学
L

は
け
っ
し
て
無
視
で
き
な
い
重
要
な
存
在
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。



初
等
学
校
に
お
け
る
帝
国
教
育
と
し
て
の
地
理
教
育

と
り
わ
け
初
等
教
育
制
度
は
一
八
七

O
年
教
育
法
を
皮
切
り
に
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。
時
期
的
な

（お）

符
合
か
ら
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
帝
国
教
育
の
要
素
は
実
際
に
そ
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
公
教
育
制
度
、

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

と
く
に
、

一
八
九
九
年
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
ボ

l
ア
戦
争
を
境
に
、
初
等
教
育
は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
。
こ
の
戦
争
の
後
、
若
者
の
体

格
の
悪
さ
や
体
力
の
な
さ
が
問
題
と
な
り
、
体
を
鍛
え
る
た
め
、
も
っ
と
直
接
的
に
言
え
ば
「
よ
い
兵
隊
を
育
て
る
L

た
め
に
、
初
等

学
校
で
も
教
練
や
体
育
が
熱
心
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
初
等
教
育
の
変
化
に
わ
ず
か
に
先
ん
じ
る
形
で
、
内
容
的
に

帝
国
教
育
に
直
結
す
る
教
科
で
あ
る
地
理
科
と
歴
史
科
が
初
等
学
校
で
の
必
修
科
目
と
さ
れ
た
の
も
、

一
九

O
O年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ボ

l
ア
戦
争
以
前
に
は
帝
国
教
育
へ
の
志
向
は
弱
か
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
と
く
に
、
歴
史
・
地
理
の
両
科
目
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
初
等
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
始
め
た
ご
く
初
期
か

ら
、
そ
れ
も
前
者
よ
り
も
む
し
ろ
後
者
に
帝
国
教
育
に
お
け
る
中
心
的
な
役
割
を
担
わ
せ
て
き
た
と
解
釈
で
き
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。

そ
う
し
た
解
釈
の
前
提
と
し
て
、
両
科
目
が
教
え
ら
れ
た
度
合
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
政
府
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ

1
ル
ズ

に
か
ん
す
る
統
計
に
よ
れ
ば
、

一
八
八

0
年
代
後
半
に
は
公
教
育
初
等
学
校
に
属
し
た
男
子
科
・
女
子
科
・
共
学
科
の
な
か
で
、
地
理

が
全
体
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
の
科
で
教
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
歴
史
は
全
体
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の
科
で
教
え
ら
れ
て
い
た

（加）

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
八
九

0
年
代
に
な
る
と
歴
史
を
教
え
る
科
は
か
な
り
増
え
た
が
、
そ
れ
で
も
必
修
化
直
前
の

33 

一
八
九
八
九
九
年
度
で
総
科
数
二
一
二
、

一
九
一
科
の
う
ち
、
地
理
を
教
え
て
い
た
の
が
約
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
七
、

八
七
二
科
）
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で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
歴
史
を
教
え
て
い
た
の
は
約
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
五
、

八
七
九
科
）

（初）

で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
地
理
科
で
の
帝
国
に
か
ん
す
る
事
項
の
扱
い
は
、
「
教
育
令
」
な
ど
政
府
の
教
育
内
容
に
か
ん
す
る
規
定
に
も
明
記
さ
れ

て
い
た
。
寸
教
育
令
L

と
同
時
に
出
て
い
た
寸
視
学
官
向
け
指
針

E
2
2
2
Z
E
E
－ロ唱。
2
0
2」
で
は
、
す
で
に
一
八
七
八
年
に
「
イ

ギ
リ
ス
国
王
の
諸
領
」
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
旨
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
「
教
育
令
」
そ
の
も
の
で
は
一
八
八
二
年
に
は
じ
め
て

（幻）

第
六
学
年
の
地
理
科
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報
を
加
え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

一
八
八
五
年
の
寸
視
学

官
向
げ
指
針
L

に
お
い
て
も
、
高
学
年
を
対
象
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
お
よ
び
そ
の
生
産
物
、
政
府
、
資
源
、

ま
た
、
移
民
や

事
業
に
適
し
た
場
所
で
あ
れ
ば
気
候
や
そ
の
他
の
諸
状
況
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

各
学
年
の
指
導
内
容
の
例
も
示
し
て
み
よ
う
。
以
下
に
示
し
た
の
は
L
C
C報
告
に
引
用
さ
れ
た
一
八
八
五
年
に
政
府
が
示
し
た
と

（幻）

い
う
寸
地
理
教
育
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
あ
る
。

第
一
学
年
：
：
：
学
校
や
運
動
場
の
見
取
り
図
を
説
明
。
基
本
方
位
（
北
南
東
西
）
。
地
図
の
意
味
と
使
用
。

第
二
学
年
：
：
：
世
界
の
大
き
さ
と
形
。
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
地
図
に
触
れ
る
こ
と
で
簡
単
に
説
明
し
示
せ
る
地
理
用
語
。
丘
陵
や
河
川
。

第
三
学
年
：
：
：
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
然
地
理
と
政
治
地
理
。
学
校
の
あ
る
地
域
の
特
別
な
知
識
。

第
四
学
年
：
：
：
イ
ギ
リ
ス
諸
島
、
英
領
北
ア
メ
リ
カ
、

オ
l
ス
ト
ラ
レ
イ
シ
ア
の
自
然
地
理
と
政
治
地
理
、

そ
の
生
産
物
。

第
五
学
年
：
：
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
地
理
と
政
治
地
理
。
緯
度
経
度
。
昼
と
夜
。
四
季
。

第
六
学
年
・
・
・
・
・
・
世
界
全
般
、

と
く
に
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
・
保
護
領
。
生
産
物
の
交
易
。
気
候
を
決
定
す
る
諸
条
件
。

第
七
学
年
：
：
：
大
洋
。
潮
流
と
海
流
。
天
体
系
の
概
要
。
月
の
満
ち
欠
け
。



こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
イ
ギ
リ
ス
諸
島
と
な
ら
ん
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
先
に
カ
ナ
ダ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
自
治
領
植
民
地
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
世
界
全
般
を
扱
う
第
六
学
年
に
お
い
て
も
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
に

力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

い
く
つ
か
の
点
で
改
訂
さ
れ
る
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
こ
う
し
た
傾
向
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ

た

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

こ
の
よ
う
に
「
教
育
令
」
の
規
定
な
ど
か
ら
み
た
地
理
教
育
は
た
し
か
に
帝
国
関
連
の
事
項
に
か
な
り
の
比
重
を
お
い
て
い
た
が
、

実
際
の
地
理
の
授
業
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

ロ
ン
ド
ン
の
な
か
で
も
貧
し
い
ス
ラ
ム
の
多
く

分
布
す
る
イ
ー
ス
ト
エ
ン
ド
で
育
っ
た
あ
る
人
物
の
自
伝
で
は
、
「
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
が
、
い
や
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
存
在
が
、
も
み
消
さ
れ
て
い
た
。
：
・
地
理
の
授
業
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
た
・
：
L

、
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
と

（お）
い
う
。
こ
れ
は
や
や
極
端
な
証
言
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
実
際
の
授
業
で
も
帝
国
重
視
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま

し3
0 

一
般
に
は
ま
ず
教
科
書

zuaσgw
が
想
起
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
時
期
の
地
理
の
教
科
書
に
は

（泊）

帝
国
に
か
ん
す
る
事
項
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
実
際
に
は
、
労
働
者
階
級
の
子
供
が
多
か
っ
た
初
等
教
育
の
段

使
用
さ
れ
る
教
材
と
い
え
ば
、

階
で
は
高
価
な
教
科
書
が
用
い
ら
れ
る
乙
と
は
少
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
安
価
な
読
本
店
包
－

q
が
広
ま
っ
て
い
た
。
し
か
も
、

帝
国
に
か
ん
す
る
ト
ピ
ッ
ク
は
地
理
に
限
ら
ず
歴
史
や
公
民
の

E
N
O
B
E切
と
い
っ
た
教
科
の
読
本
で
、

（お）

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
と
り
あ
げ

35 

ま
た
、
「
：
・
定
期
的
に
博
物
館
見
学
を
す
る
学
校
も
あ
れ
ば
、
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
ト
に
生
徒
を
連
れ
て
行
く
か
わ

（お）

り
に
校
内
で
生
産
物
類
を
展
示
し
て
い
る
学
校
・
：
」
も
あ
っ
た
。
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
ト
は
、

一
八
九
三
年
に
文
字
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（幻）

ど
お
り
鳴
り
物
入
り
で
ロ
ン
ド
ン
・
サ
ウ
ス
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
に
開
館
し
た
帝
国
の
事
物
を
専
門
に
扱
う
博
物
館
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
報
告
書
が
出
た
こ
ろ
の
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
ト
は
、
設
立
当
初
の
構
想
と
は
か
け
は
な
れ
た
か
な
り
み
す
ぼ
ら

し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
ト
を
見
学
せ
ず
に
校
内
展
示
で
す
ま
せ
る
と
い
う
の
も
、
あ
る
い
は
そ

う
し
た
状
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
帝
国
産
品
の
見
本
な
い
し
現
物
が
初
等
学
校

に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
が
用
い
ら
れ
た
。

ス
ラ
イ
ド
、
絵
葉
書
、
地
球
儀
と
い
っ
た
典
型
的
な
教
材
は
も
ち
ろ
ん
、
広
大

な
帝
国
を
擁
し
た
固
な
ら
で
は
の
教
材
も
授
業
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
「
・
：
な
か
に
は
、
図
版
入
り
の
新
聞
類
、
鉄
道
や
船
会
社
の
ポ
ス

タ
l
、
移
民
や
入
植
を
斡
旋
す
る
エ

l
ジ
ェ
ン
シ

l
（
の
資
料
）
、
そ
の
他
の
資
料
か
ら
と
っ
た
大
判
の
写
真
を
使
う
教
師
：
・
し
も
い
た

（お）

の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
は
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
全
土
で
こ
の
種
の
資
料
が
比
較
的
容
易
に
入
手
で
き
た
こ
と
は
、
当
時
の
移
民
情
報
の

（鈎）

あ
り
か
た
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

一
九
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
整
備
・
拡
充
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
初
等
教
育
に
お
い
て
、
地
理
教
育
は
選
択
科
目
で
あ
っ

た
段
階
か
ら
広
く
採
用
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
用
い
て
子
供
た
ち
に
帝
国
の
姿
、
帝
国
理
念
の
素
地
と
な
る
も
の
を
提
供
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
多
様
な
教
材
を
用
い
た
地
理
の
授
業
が
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
受
げ
止
め
ら
れ
て
い
た
か
を
正
確

に
た
ど
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
。
た
だ
、
も
っ
ぱ
ら
学
校
の
外
に
あ
る
子
供
や
教
育
の
あ
り
よ
う
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た

（却）

近
年
の
研
究
に
た
い
し
て
、
若
干
の
見
直
し
を
促
す
向
き
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
こ
の
時
期
の
初
等
学
校

は
必
ず
し
も
「
憎
し
み
の
場
釦
立
ωの
ゆ
え

F
E
Z
P
と
い
う
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
受
け
る
印
象
以
上
に
楽

し
く
学
校
へ
行
っ
て
い
た
子
供
は
多
か
っ
た
、

と
い
う
。
そ
う
し
た
視
点
を
採
る
な
ら
、
初
等
学
校
で
の
地
理
授
業
の
受
け
止
め
ら
れ



方
も
あ
な
が
ち
否
定
的
な
も
の
だ
と
は
い
え
ま
い
。

実
証
で
き
な
い
以
上
、
受
け
手
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
再
検
討
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
留
め
た
い
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
初
等
教
育
の
地
理
教
育
の
場
に
お
い
て
帝
国
の
表
象
が
ふ
ん
だ
ん
に
提
示
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

固

帝
国
規
模
で
の
地
理
教
材
作
成
の
試
み

l
l
c
o
v
l
C
の
活
動
を
中
心
に

l
i

c
o
v
I
C
は
一
九

O
二
年
末
に
教
育
省
の
サ
ド
ラ
ー
に
よ
る
植
民
地
担
当
大
臣
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
あ
て
の
提
言
を
も
と
に
設
立
さ
れ

（

H
U）
 

た
植
民
地
省
内
の
組
織
で
あ
る
。
た
だ
、
財
政
面
で
は
一
時
期
の
一
部
人
件
費
を
除
い
て
国
庫
か
ら
の
支
由
は
受
け
な
か
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
政
府
機
関
で
教
材
作
成
の
た
め
の
事
業
を

l
l
そ
れ
も
本
国
に
留
ま
ら
ず
帝
国
規
模
の
事
業
と
し
て
｜
｜
お
こ
な
う
の
は
前
例

の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
植
民
地
省
下
の
組
織
ゆ
え
に
、
植
民
地
行
政
府
と
の
交
渉
や
通
信
に
公
式
の
ル

l
ト
を
使
え
る
だ
げ

で
な
く
、
資
料
や
情
報
の
収
集
に
も
政
府
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
民
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
両
方
が
利
用
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
当

時
、
文
字
通
り
世
界
規
模
で
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か

（必）
っ
た
。委

員
は
当
初
七
名
で
あ
っ
た
が
、

の
ち
に
一
二
名
ま
で
増
え
た
。
も
ち
ろ
ん
、
設
立
を
提
言
し
た
サ
ド
ラ

l
も
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た

37 

が
、
実
際
に
こ
の
組
織
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
形
作
り
、
事
業
を
主
導
し
た
の
は
ル

l
カ
ス
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
際
の
原
稿
作
成
や
ス
ラ
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イ
ド
図
版
の
選
定
作
業
に
は
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
が
招
請
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
委
員
に
は
植
民
地
の
事
情
に
詳
し
い
人
や
教
育
関
係
者
が

任
命
さ
れ
た
。
「
帝
国
記
念
日
」
制
定
運
動
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で
有
名
な
ミ
l
ズ
伯
プ
ラ
パ
ゾ
ン
同
∞
E
σ
ω
N。
ロ
が
委

そ
の
ほ
か
に
も
帝
国
関
連
の
啓
蒙
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
民
間
団
体
と
つ
な
が
る
人
物
が
参
加
し
て
い
た
。

員
長
に
任
じ
ら
れ
た
し
、

た
と
え
ば
、

ス
ミ
ス
わ
－

n・
ω
5
5戸
は

R
C
Iや
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ

l
ト
に
関
与
し
て
い
て
王
領
植
民
地
で
の
豊
富

な
経
験
も
あ
る
と
い
う
人
物
、

の
ち
に
く
わ
わ
っ
た
ハ
ッ
チ
ン
ス
何
回

E
n
E
5
は
イ
ン
ド
省
と
帝
国
連
盟

T
出
m
z
o
o同
開
自
立
話

（必）

に
関
係
す
る
人
物
、
同
じ
く
イ
ム
・
サ
l
ン
同
－
E
叶
F
Z
E

は
熱
帯
植
民
地
に
詳
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。

c
o
v
I
Cの
設
立
目
的
は
、
サ
ド
ラ

1
の
提
言
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
、
「
帝
国
の
一
体
性
と
帝
国
市
民
た
る
意
識
を
高
め
る
た
め

の
教
育
的
な
手
段
L

と
し
て
、
帝
国
の
状
況
を
伝
え
る
ス
ラ
イ
ド
と
講
義
原
稿
の
セ
ッ
ト
教
材
を
作
る
組
織
を
設
立
し
よ
う
、
と
い
う

（斜）

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
連
合
王
国
内
の
多
く
の
人
々
が
植
民
地
の
社
会
状
況
と
経
済
的
な
機
会
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と

と
同
時
に
、
植
民
地
で
も
本
国
で
の
生
活
の
興
味
深
い
、
選
り
す
ぐ
り
の
図
版
を
見
せ
る
し
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と

く
に
学
校
に
頒
布
す
る
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
に
強
い
印
象
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。

た
だ
、
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

c
o
v
I
Cは
英
語
以
外
で
教
材
を
作
成
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ

（
必
）

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

サ
ド
ラ
l
の
提
言
で
明
言
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、

c
o
v
I
Cの
教
材
は
あ
く
ま
で
英
語
に

よ
る
教
育
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て
お
り
、
海
外
帝
国
に
か
ん
し
て
は
事
実
上
、
白
人
な
い
し
社
会
上
層
の
子
弟
に

関
心
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
有
力
な
自
治
領
植
民
地
が
こ
の
事
業
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
本
国
で
意
図
さ
れ
た
帝
国
意
識
が
本
国
へ
の
帰
属
意
識
と
し
て
の
特
性
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
を
、
帝
国
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
あ
り
ょ
う
か
ら
も
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



業
と
し
て
、

一
九

O
七
年
に
は
そ
の
財
源

c
o
v
I
C
の
活
動
は
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
具
体
的
な
段
階
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

c
o
v
I
Cが
て
が
げ
た
の

は
、
植
民
地
の
子
供
た
ち
に
本
国
の
様
子
を
伝
え
る
た
め
の
ス
ラ
イ
ド
と
講
義
原
稿
の
セ
ッ
ト
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
試
行
事

セ
イ
ロ
ン
、
海
峡
植
民
地
、
香
港
の
三
植
民
地
が
そ
れ
ぞ
れ
三

0
0ポ
ン
ド
を
拠
出
し
、
そ
れ
を
財
源
に
イ
ギ
リ
ス
本
国

内
の
事
物
や
景
観
を
見
せ
る
ス
ラ
イ
ド
と
そ
れ
を
解
説
す
る
講
義
原
稿
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九

O
五
年
三
月
に

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

は
三
六

O
枚
の
ス
ラ
イ
ド
と
組
み
に
な
っ
た
七
講
演
の
原
稿
が
完
成
し
た
。
こ
の
三
植
民
地
向
げ
の
教
材
セ
ッ
ト
「
東
方
植
民
地
版
」

は
、
講
義
原
稿
五

O
部、

ス
ラ
イ
ド
セ
ッ
ト
二
組
、

ア
セ
チ
レ
ジ
幻
燈
機
二
台
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
植
民
地
に
送
ら

れ
た
。第

二
段
階
と
し
て

C
O
V
I
C
は
、
完
成
し
た
教
材
を
も
と
に
そ
れ
以
外
の
植
民
地
の
行
政
当
局
あ
て
に
同
事
業
へ
の
協
力
を
求
め

る
こ
と
に
し
た
。
本
国
と
の
位
置
関
係
や
現
地
の
状
況
の
多
様
直
に
も
対
応
す
る
必
要
か
ら
、

ほ
ぽ
帝
国
全
体
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
よ
う

に
八
種
類
の
版
を
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
植
民
地
が
芙
同
で
出
資
す
る
こ
と
で
各
版
を
作
成
す
る
、

と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。

だ
が
植
民
地
省
文
書
上
で
完
成
を
確
認
で
き
る
の
は
、
初
め
の
東
方
植
民
地
版
の
ほ
か
に
は
、

（必）

西
イ
ン
ド
諸
島
版
、
イ
ン
ド
版
だ
砂
で
あ
っ
た
。

モ
l
リ
シ
ャ
ス
版
、
西
ア
フ
リ
カ
版
、

さ
ら
に
第
三
段
階
と
し
て

C
O
V
I
C
は
、
帝
国
各
地
を
紹
介
す
る
教
材
の
作
成
に
と
り
か
か
っ
た
。

確
保
の
た
め
に
、
皇
太
子
妃
を
パ
ト
ロ
ン
に
据
え
た
基
金
を
設
立
し
、
三
七

0
0ポ
ン
ド
余
り
の
資
金
を
調
達
し
た
。

一
九

O
七
年
九

月
か
ら
は
、
三
年
間
の
契
約
で
、

マ
ツ
キ
ン
ダ

l
と
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
〉
・
出
・
回
田
町

R
に
そ
れ
ぞ
れ
講
演
原
稿
の
作
成
と
写
真
・
図
版
製

（幻）

一
九

O
七
年
一

O
月
か
ら
帝
国
各
地
を
旅
行
し
た
。
だ

作
を
任
せ
た
。
船
会
社
か
ら
渡
航
費
免
除
の
特
典
を
得
た
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
は、

39 

が
、
イ
ン
ド
編
が
完
成
し
た
だ
け
で
マ
ツ
キ
ン
ダ
ー
が
辞
任
し
、
後
任
者
に
引
き
継
が
れ
た
仕
事
も
完
成
を
み
な
い
ま
ま
、

c
o
v
I
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C
は
第
一
次
大
戦
で
休
止
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

き
る
。 こ

う
し
て
C
O
V
I
C
が
作
成
し
た
教
材
の
普
及
・
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
存
史
料
か
ら
い
く
ら
か
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

（必）

そ
れ
ま
で
の
教
材
セ
ッ
ト
の
販
売
数
は
六
六
し
か
な
い
。
こ
れ
以
外
に
パ
ラ

一
九
一
一
年
九
月
の
植
民
地
省
文
書
に
よ
る
と
、

売
り
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
あ
と
の
事
業
の
停
滞
ぶ
り
も
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
第
一
次
大
戦
ま
で
の
販
売
数
は
お
そ
ら
く
一

0
0

セ
ッ
ト
に
も
満
た
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
販
売
先
が
ほ
と
ん
ど
は
該
当
す
る
植
民
地
行
政
当
局
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら

各
植
民
地
内
で
教
育
現
場
へ
ど
れ
だ
け
頒
布
（
貸
出
）

さ
れ
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
ゆ
え
、
販
売
数
だ
け
か
ら
教
材
と

し
て
の
実
際
の
利
用
程
度
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
事
実
、
最
初
に
製
作
さ
れ
た
こ
セ
ッ
ト
を
割
り
当
て
ら
れ
た
香
港
か
ら

（

ω）
 

は
、
各
学
校
で
使
用
さ
れ
て
好
評
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
書
簡
が
送
ら
れ
て
き
て
い
る
。

で
は
、

c
o
v
I
C
の
教
材
が
描
き
、
伝
え
よ
う
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
本
国
・
帝
国
像
を
具
体
的
に
示
し
て
み
よ
う
。
実
際
に
作
成
さ

れ
た
の
は
本
国
を
紹
介
す
る
教
材
と
後
期
の
イ
ン
ド
紹
介
編
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
本
国
の
表
象
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
第
一
、
第

二
段
階
で
作
成
さ
れ
た
本
国
の
様
子
を
植
民
地
に
知
ら
せ
る
た
め
の
教
材
に
は
、

マ
ツ
キ
ン
ダ
l
の
構
成
し
た
本
国
「
イ
ギ
リ
ス
L

の

姿
が
表
れ
て
い
る
。
本
国
を
主
題
と
し
た
教
材
と
て
、
帝
国
植
民
地
の
住
人
に
「
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
L

と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
意
図
に
基
づ
い
て
、
帝
国
と
本
国
と
の
位
置
関
係
の
解
説
か
ら
始
め
て
い
る
点
で
、
間
接
的
に

（閃）

は
帝
国
観
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

最
初
に
作
ら
れ
た
「
東
方
植
民
地
版
」
は
、

一
、
東
方
植
民
地
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
の
旅
（
五

O
）
、
二
、
帝
国
都
市
ロ
ン
ド
ン

（五

九
）
、
三
、
連
合
王
国
の
情
景
（
五
二
）
、

四
、
園
内
に
あ
る
歴
史
を
伝
え
る
事
物
と
そ
の
影
響
（
四
四
）
、

と
し3

つ
七
講
か
ら
な

五てコ 、
て 同
い（ヒピ
た~g

暮
ら
し
と
小
都

市
（
六
ご
、
六
、
大
都
市
、

工
業
、
商
業
（
四
七
）
、
七
、
帝
国
の
防
衛
（
四
九
）
、



ま
ず
第
一
講
は
、

そ
れ
ら
の
植
民
地
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ド
・
ル

l
ト
し
を
イ
ギ
リ
ス
へ
向
か
っ
て
場
面
が
展
開
す
る
と
い
う
、

（位）

三
植
民
地
の
地
理
的
な
位
置
を
意
識
さ
せ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
各
地
の
地
図
も
提
示
し
つ
つ
、
港
や
そ
の
町
並
み
、
あ
る
い
は
航

路
上
の
船
舶
、
海
峡
や
運
河
な
ど
の
重
要
地
点
が
続
く
中
で
、

と
く
に
日
を
引
く
の
が
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ス
ワ
ン
ダ
ム
と
ゴ
ー
ド
ン
将
軍

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
公
式
」
帝
国
で
は
な
い
こ
の
地
域
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
強
調
す
る
に
は
、

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

格
好
の
題
材
で
あ
る
。

帝
国
の
首
都
た
る
ロ
ン
ド
ン
を
と
り
あ
げ
た
第
二
講
で
は
、
地
図
、
景
観
、
建
造
物
や
王
族
の
肖
像
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

（日）

帝
国
の
中
心
に
位
置
す
る
ロ
ン
ド
ン
像
を
描
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三

l
六
講
で
は
よ
り
広
範
に
本
国
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
あ
と

に
も
述
べ
る
よ
う
に
全
体
の
傾
向
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
主
体
の
構
成
が
印
象
的
で
あ
る
。
と
く
に
第
四
講
で
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
図
版
が
四
四
枚
中
一
五
枚
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

マ
ッ
キ
ン
ダ
l
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
と

は
い
え
、
目
に
つ
く
特
徴
で
あ
る
。
最
後
の
第
七
講
は
、
南
ア
フ
リ
カ
で
の
戦
場
の
様
子
な
ど
実
録
的
な
図
版
も
あ
る
が
、

（日）

は
部
隊
や
兵
器
、
施
設
の
図
版
で
あ
っ
た
。

ほ
と
ん
ど

こ
う
し
た
教
材
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、

ま
ず
は
帝
国
の
中
心
に
位
置
す
る
本
国
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
空
間
的
に
は
第
一
講
で

示
さ
れ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
り
、
理
念
的
に
は
第
二
講
の
帝
国
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
姿
と
第
七
講
で
の
帝
国
防
衛
に
あ
た
る
軍
事
力
の

強
調
と
い
う
か
た
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
国
そ
の
も
の
の
姿
は
、
歴
史
を
伝
え
る
事
物
を
紹
介
す
る
第
四
講
と
現
在
の
状
況
を
中

心
に
詳
細
に
解
説
す
る
第
三
、

五
、
六
講
と
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
特
定
の
建
造
物
の
外
観
や
人
工
物
（
建
造
物
の
ほ
か
、
機
械
な
ど
）
を
中
心
に
据
え
た
景
観
の
園
版
と
お
も
に
自
然
景

41 

観
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
図
版
が
そ
れ
ぞ
れ
約
三
分
の
一
以
上
を
占
め
、

と

つ
い
で
行
事
や
人
間
の
動
作
を
対
象
と
し
た
図
版
が
多
い
、
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（

日

）

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
人
の
動
き
を
図
版
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
、

（

日

）

マ
ツ
キ
ン
ダ
ー
が
と
く
に
意
識
し
た
方
針
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
図
版
の
構
成
が
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
な
特
徴
で
あ
る
。
第
三
講
こ
そ
、

五
二
枚
の
ス
ラ
イ
ド
の
う

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
二
一
枚
、
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
は
二
枚
で
あ
る
が
、
第
四
講
は
数
枚
の
図
版
を
除
き
ほ

（
閉
山
）

と
ん
ど
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
の
歴
史
的
な
建
造
物
や
旧
跡
で
あ
る
。
第
五
、
六
講
の
図
版
に
つ
い
て
も
場
所
の
同
定
は
で
き
な
い
も

（
白
川
）

の
の
、
や
は
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
偏
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
こ
と
は
オ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
図
版
が
多
か
っ
た
こ
と
と
は
や
や

ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
二
九
枚
、

異
な
る
解
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
初
等
学
校
で
用
い
ら
れ
た
読
本
で
紹
介
さ
れ
る
本
国
も
圧
倒
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン

（

ω）
 

ド
偏
重
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
五
講
と
第
六
講
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
田
舎
や
農
業
と
大
都
市
や
商
工
業
の
扱
い
を
く
ら
べ
る
と
、
や
や
前
者
の

ほ
う
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

お
お
む
ね
前
者
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
図
版
の
内
容
は
も
と
よ
り
、

ス

ラ
イ
ド
の
枚
数

l
l
前
者
が
六
一
枚
で
後
者
が
四
七
枚
ー
ー
か
ら
も
想
像
に
難
く
な
い
。
全
体
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
偏
重
で
あ
っ
た
と
日

ち
ょ
う
ど
同
時
期
あ
た
り
か
ら
「
イ
ン

（

ω）
 

グ
ラ
ン
ド
的
な
る
も
の
」
が
し
ば
し
ば
「
田
園
」
や
「
田
舎
L

に
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
と
す
る
見
方
に
も
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
る
こ
と
と
、
こ
う
し
た
「
田
舎
L

の
姿
に
関
心
を
寄
せ
る
本
国
の
表
象
の
あ
り
か
た
は
、

c
o
v
I
C
が
作
成
し
た
教
材
に
表
れ
た
本
国
像
、
帝
国
像
は
、
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
意
識
の
面
で
帝
国
の
一

体
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
企
図
さ
れ
た
C
O
V
I
C
の
事
業
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
り
そ
の
構
想
を
実
現
す
る
こ
と
な
く
頓
挫

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

c
o
v
I
C
の
失
敗
は
、
映
画
が
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
中
で
時
代
遅
れ
の
ス
ラ
イ
ド
教
材
を
作
ろ
う
と
し

た
こ
と
や
、

カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
有
力
な
自
治
領
植
民
地
の
行
政
当
局
が
協
力
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
た

び
た
び
作
業
の
遅
れ
を
責
め
ら
れ
て
い
た
マ
ツ
キ
ン
ダ

1
が
中
途
で
辞
任
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
、

い
く
つ
か
の
事
情
が
重
な
り



あ
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
だ
が
最
後
に
、
帝
国
の
表
象
に
か
ん
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

7
自
己
」
対
「
他
者
」
の
図
式
が
C
O
V

I
C
の
事
業
に
は
き
わ
め
て
顕
著
に
み
て
と
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
、

c
o
v
I
C
の
事
業
そ
の
も
の
が
本
国
の
支
配
層
の
み
で
企
図
・
遂
行
さ
れ
て
い
た
。

c
o
v
I
C
の
委
員
に
植
民
地

代
表
は
い
な
か
っ
た
し
、
植
民
地
当
局
に
協
力
を
求
め
る
と
い
う
の
も
あ
く
ま
で
既
決
事
項
の
受
け
入
れ
を
求
め
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

前世紀転換期イギリスにおける帝国と地理

た
と
え
ば
、

c
o
v
I
C
の
協
力
要
請
に
対
し
て
ニ
ュ

l
サ
ウ
ス
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
州
が
共
同
で
教
材
を
作
成
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
て
き

（

m
U）
 

た
と
き
も
、

c
o
v
I
C
は
全
く
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

c
o
v
I
C
の
教
材

作
成
事
業
に
込
め
ら
れ
た
意
図
は
、
「
本
国
の
人
に
植
民
地
の
状
況
を
」
「
植
民
地
の
人
に
本
国
の
状
況
を
」
そ
れ
ぞ
れ
広
く
知
ら
し
め

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
発
想
か
ら
し
て
す
で
に
本
国
と
植
民
地
の
対
置
関
係
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
本
国
L

対
「
海
外
帝
国
L

、
「
わ
れ
わ
れ
」
対
「
か
れ
ら
」
と
い
う
図
式
は
二
重
の
意
味
で
C
O
V
I
C
に
よ
っ
て
体

現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
図
式
が
「
帝
国
の
一
体
化
」
を
達
成
す
る
の
で
は
な
く
「
本
国
の
一
体
化
L

を
推
し
進
め
る
要
因
と
し
て
機
能

（位）

し
た
こ
と
は
、
今
後
の
議
論
で
は
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

五

お

わ

り

に

前
世
紀
転
換
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
登
場
し
た
「
歴
史
地
理
学
L

は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
全
体
の
な
か
で
の
本
固
と
海
外
植
民
地
と
の
関
係

を
、
地
理
的
空
間
と
歴
史
的
時
間
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
措
定
し
た
。
「
歴
史
地
理
学
」
も
含
め
た
地
理
学
の
成
果
に
よ
っ
て
描
か
れ
た

帝
国
像
す
な
わ
ち
帝
国
の
構
図
は
、
各
レ
ベ
ル
で
の
地
理
教
育
を
通
じ
て
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、
帝
国
意
識

43 

を
形
成
・
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
に
な
じ
み
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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も
と
よ
り
、
当
時
の
つ
歴
史
地
理
学
」
が
帝
国
主
義
の
時
流
に
与
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
自
体
に
、

さ
し
た
る
意
義
が
あ

る
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
「
歴
史
地
理
学
L

や
地
理
教
育
が
そ
の
形
成
に
か
か
わ
っ
た
と
目
さ
れ
る
帰
属
意
識
と
し
て
の

帝
国
意
識
と
い
う
も
の
が
、
近
年
イ
ギ
リ
ス
の
学
界
で
議
論
が
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

釈
す
べ
き
な
の
か
、

∞
円
山
江
田
町
ロ
釦
昨
日

O
Bご門目。耳目
3
1
（
以
下
、
「
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
記
す
。
）
と
ど
う
い
う
位
置
関
係
に
あ
る
と
解

（臼）

と
い
う
こ
と
に
筆
者
の
関
心
は
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
帝
国
が
地
理
的
に
崩
壊
し
た
あ
と
も
帝
国
意
識
が
残
存

す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
帝
国
の
地
理
的
な
存
在
が
そ
う
し
た
意
識
に
作
用
し
た
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
歴
史
地
理
学
L

は
、
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
で
は
な
く
本
国
イ
ギ
リ
ス
を
単
位
と
し
た
意
識
の

上
で
の
一
体
化
を
促
す
た
め
の
知
的
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
c

ま
さ
し
く
、
「
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
は
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ

（制）

の
で
あ
る
。

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
地
理
的
に
表
現
し
た
」

イ
ギ
リ
ス
の
「
歴
史
地
理
学
L

が
描
い
た
帝
国
の
構
図
は
、
こ
の
あ
と
帝
国
自
体
が
本
格
的
な
崩
壊
過
程
に
は
い
っ
て
か
ら
も
、

し

ば
ら
く
は
一
定
の
有
効
性
を
保
ち
続
け
る
。
た
と
え
ば
、
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
で
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
帝
国
宣
伝
活
動
｜
民
間
団

体
に
よ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
博
覧
会
の
開
催
や
帝
国
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
委
員
会
の
宣
伝
活
動
な
ど
ー
ー
は
、

（邸）

い
は
地
理
的
な
知
識
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
帝
国
の
表
象
と
帰
属
意
識
と
し
て
の
帝
国
意
識
の
形
成
過

い
ず
れ
も
教
育
、
あ
る

程
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
ヘ
1

サ
イ
l
ド
の
著
名
な
研
究
は
、
地
理
的
な
知
識
と
意
識
上
の
帝
国
と
の
関
係
を
と
ら
え
た
点
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
ま
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