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か
つ
て
の
植
民
地
地
域
が
今
も
貧
し
い
場
合
、
そ
の

植
民
地
経
験
に
そ
の
一
因
を
求
め
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
イ
ン
ド
に
つ
い
て
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
数
世
紀

に
わ
た
り
そ
の
富
を
収
奪
し
た
が
ゆ
え
に
貧
し
い
現
在

が
あ
る
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
る
。
象
徴
的
に
言

及
さ
れ
る
例
は
、
世
界
最
古
と
も
い
わ
れ
る
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
、
今
は
ロ
ン
ド
ン
塔
に
展
示
さ
れ
る
コ
イ
ヌ
ー
ル
。

イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
に
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
女
王
へ
と
献
上
さ
れ
（
持
ち
去
ら
れ
）
た
話
は
イ

ン
ド
に
て
一
度
な
ら
ず
耳
に
し
た
。

　

よ
り
学
術
的
に
は
綿
業
や
徴
税
制
度
が
好
例
と
さ
れ

る
。
一
八
世
紀
前
半
ま
で
イ
ギ
リ
ス
市
場
を
席
巻
し
た

イ
ン
ド
製
の
綿
製
品
（
キ
ャ
ラ
コ
）
を
イ
ギ
リ
ス
本
国

製
の
綿
製
品
に
対
し
て
関
税
に
よ
り
不
利
に
な
る
よ
う

に
す
る
な
ど
し
て
打
撃
を
与
え
、
イ
ン
ド
を
綿
花
の
生

産
に
特
化
さ
せ
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
が
綿
業
を
中
心

に
産
業
革
命
を
な
し
と
げ
た
と
い
う
よ
う
な
ス
ト
ー
リ

ー
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
地
税
の
徴
収
な

ど
を
通
じ
て
安
定
化
と
階
層
化
を
促
し
、
か
つ
、
そ
の

た
め
に
ザ
ミ
ン
ダ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
徴
税
請
負
人
に
広

範
な
権
利
を
認
め
、
こ
れ
が
大
地
主
化
し
た
た
め
に
後

に
農
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
方
向
に
社
会
が
向
か

わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
議
論
も
有
力
で
あ
る
。
こ
う
し

た
植
民
地
支
配
に
よ
る
搾
取
、
脱
工
業
化
、
一
般
庶
民

の
貧
困
化
な
ど
の
側
面
を
重
視
す
る
言
説
は
歴
史
学
や

経
済
史
な
ど
の
分
野
で
も
広
く
展
開
さ
れ
て
き
た
（
た

と
え
ば
参
考
文
献
③
）。

　

対
照
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
領
時
代
の
植
民
地
政
府
の
評

価
と
し
て
、
綿
や
茶
な
ど
の
世
界
商
品
の
交
易
を
通
じ

て
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
と
世
界
経
済
を
結
び
つ
け
、
か
つ

地
域
内
の
広
域
市
場
を
形
成
す
る
作
用
を
も
っ
た
と
い

う
側
面
を
重
視
す
る
議
論
が
あ
る
。
植
民
地
政
府
の
直

接
的
な
影
響
（
搾
取
）
は
さ
し
て
強
く
な
く
、
た
だ
し

植
民
地
政
府
に
主
導
さ
れ
た
港
湾
や
鉄
道
の
建
設
に
よ

り
経
済
が
活
性
化
し
た
こ
と
、
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
は

開
放
的
な
自
由
経
済
で
あ
り
、
現
地
の
商
人
や
民
間
企

業
も
活
発
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
に
光
を
当
て
、
ま
た

植
民
地
時
代
に
イ
ン
ド
亜
大
陸
で
脱
工
業
化
が
本
当
に

起
こ
っ
た
と
い
え
る
の
か
、
な
ど
の
議
論
も
展
開
し
て

い
る
（
た
と
え
ば
参
考
文
献
⑤
）。
こ
う
し
た
立
場
は
、

現
代
イ
ン
ド
の
低
い
経
済
水
準
の
お
も
な
理
由
を
植
民

地
経
験
に
求
め
る
議
論
に
疑
義
を
呈
す
る
傾
向
が
あ
る
。

●
豊
か
さ
と
貧
し
さ
→
制
度
・
歴
史
へ
の
注
目

　

こ
う
し
た
視
角
の
違
い
は
、
植
民
地
政
府
が
行
っ
た

法
制
度
の
導
入
に
関
す
る
評
価
に
も
反
映
す
る
。
植
民

地
政
府
は
一
九
世
紀
後
半
か
ら
次
々
に
イ
ギ
リ
ス
領
イ

ン
ド
に
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
モ
デ
ル
に
し
た
法
律
を
導
入

し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
改
正
は
も
ち
ろ
ん
経
て
い
る

も
の
の
、
イ
ン
ド
契
約
法
（
一
八
七
二
年
）
な
ど
、
イ

ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
現
行
法
で

あ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
法
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
、
植
民
地
支
配
に
よ
る
収
奪
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、

た
と
え
ば
土
地
関
連
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
売
買
制
約
な

ど
に
着
目
し
て
収
奪
手
段
の
一
環
と
し
て
の
側
面
を
重

視
し
、
世
界
経
済
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
考
え
方

は
契
約
法
な
ど
を
例
示
し
て
当
時
の
市
場
経
済
の
発
展

に
適
し
た
普
遍
的
な
ル
ー
ル
の
確
立
と
し
て
の
側
面
を

重
視
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
植
民
地
時
代
に
形
成
さ
れ
た
法
制
度
を
現

在
の
経
済
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
要
因
と
し
て
重
視
す
る

ア
セ
モ
グ
ル
ら
の
議
論
が
近
年
脚
光
を
浴
び
た
（
参
考

文
献
②
）。
と
く
に
重
視
さ
れ
た
制
度
は
所
有
権
と
契

約
に
関
す
る
法
体
系
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
互
い
に
知

ら
な
い
者
同
士
が
様
々
な
取
引
を
行
う
市
場
に
不
可
避

の
諸
問
題
（
取
引
費
用
）
を
小
さ
く
し
て
、
投
資
を
活

発
化
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と
に
深
く
か

か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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実
際
、
制
度
の
役
割
を
重
視
す
る
新
制
度
派
経
済
学

の
先
駆
者
の
一
人
ノ
ー
ス
は
、
長
期
の
経
済
成
長
を
分

け
る
も
の
は
近
代
的
な
意
味
で
の
契
約
法
体
系
（
そ
の

前
提
と
し
て
の
所
有
権
と
そ
れ
ら
を
担
保
す
る
裁
判
な

ど
の
執
行
シ
ス
テ
ム
）
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
に
あ
る
と
議
論
し
て
い
る
（
参
考
文
献
④
）。

所
有
権
や
契
約
に
関
す
る
法
制
度
を
社
会
が
確
立
で
き

ず
、
あ
ま
つ
さ
え
強
権
的
に
国
有
化
し
た
り
契
約
を
反

故
に
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
こ
れ
を
侵
す
よ
う
な
政
府

を
持
つ
国
は
停
滞
状
況
を
抜
け
出
せ
な
い
と
指
摘
す
る
。

　

次
に
、
で
は
適
切
な
制
度
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
あ

れ
ば
発
展
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
偶
然
の

要
因
を
多
々
孕
む
制
度
の
史
的
展
開
（
経
路
依
存
性
）

を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
議
論
さ
れ
、
歴
史
が
重
要

と
さ
れ
る
。
ノ
ー
ス
自
身
は
制
度
展
開
に
影
響
す
る
要

因
と
し
て
民
主
制
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
役
割
を
重
視
し

た
が
、
ア
セ
モ
グ
ル
ら
の
枠
組
み
は
「
ど
う
西
欧
列
強

が
非
西
欧
世
界
の
制
度
を
変
化
さ
せ
た
か
」
と
問
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
を
ご
く
簡
略
化
す
る
と
、
列
強

が
も
た
ら
し
た
制
度
に
は
、
個
々
の
主
体
の
経
済
活
動

を
活
発
化
さ
せ
る
包
括
的
な
制
度
と
一
部
の
階
層
の
利

益
の
み
に
資
す
る
収
奪
的
な
制
度
が
あ
り
、
前
者
が
支

配
的
な
制
度
と
な
っ
た
国
（
天
然
資
源
も
さ
し
て
な
く

欧
州
人
が
入
植
し
た
地
域
）、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
や

カ
ナ
ダ
は
現
在
豊
か
と
な
り
、
後
者
が
支
配
的
と
な
っ

た
国
（
天
然
資
源
の
採
掘
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
発

達
し
て
社
会
階
層
の
分
化
が
激
し
か
っ
た
地
域
や
熱
帯

病
の
た
め
に
欧
州
人
の
入
植
が
難
し
か
っ
た
地
域
）、

た
と
え
ば
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
現
在
も
経
済
的

に
低
水
準
に
あ
る
と
い
う
説
明
を
展
開
し
て
い
る
。

●
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
時
代
の
法
制
度
を
め
ぐ
っ

て
　

ア
セ
モ
グ
ル
ら
の
説
に
は
様
々
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ

た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
は
こ
の
仮
説
で
は
近
年
の
中
国
や

イ
ン
ド
の
経
済
状
況
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
中
国
は
民
主
制
も
近
代
的
な
所
有
権
制
度
も
な

く
し
て
経
済
成
長
し
て
お
り
イ
ン
ド
は
世
界
最
大
の
民

主
制
を
誇
り
か
つ
イ
ギ
リ
ス
領
時
代
か
ら
蓄
積
し
た
所

有
権
・
契
約
法
に
関
す
る
法
体
系
と
司
法
シ
ス
テ
ム
を

有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
ら
く
停
滞
し
て
き
た
。

　

先
に
紹
介
し
た
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
の
世
界
経
済
と

の
関
わ
り
を
重
視
す
る
立
場
の
論
客
ロ
イ
が
ア
セ
モ
グ

ル
ら
の
説
を
批
判
す
る
直
接
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
当
時
存

在
し
て
い
た
当
地
の
法
慣
習
と
そ
の
変
容
を
軽
視
し
す

ぎ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
参
考
文
献
⑥
）。
イ
ギ

リ
ス
勢
力
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
存
在
し
た
西
欧
の
ギ
ル

ド
に
相
当
す
る
様
々
な
商
人
組
合
や
職
能
組
合
が
欧
州

の
そ
れ
よ
り
も
強
力
か
つ
複
雑
で
あ
る
と
認
識
し
、

一
八
世
紀
ま
で
は
こ
の
「
ギ
ル
ド
」
勢
力
を
保
護
す
る

ル
ー
ル
で
も
っ
て
経
済
関
係
を
結
び
、
た
だ
し
紛
争
が

起
こ
っ
た
際
に
採
用
す
べ
き
紛
争
解
決
「
手
続
」
に
つ

い
て
の
み
イ
ギ
リ
ス
流
へ
の
画
一
化
を
進
め
た
。
次
第

に
、
綿
花
や
イ
ン
デ
ィ
ゴ
な
ど
の
交
易
に
関
わ
る
契
約

上
の
紛
争
が
頻
発
し
、
共
有
的
な
家
族
財
産
権
に
対
す

る
相
続
や
分
割
の
紛
争
も
絶
え
ず
、
裁
判
官
が
ヒ
ン
ド

ゥ
法
典
や
コ
ー
ラ
ン
に
答
え
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
多
様
な
現
地
慣
習
を
規
範
と
す
る
シ
ス
テ
ム
が
機

能
不
全
に
陥
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
ら
な
い
者
同
士
の

人
間
が
市
場
に
て
取
引
す
る
こ
と
に
適
し
た
所
有
権
や

契
約
に
関
す
る
制
度
、
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
的
な
近
代
法

へ
の
転
換
や
法
典
の
整
理
が
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
ロ
イ
は
議
論
す
る
。　

そ
の
う
え
で
、
独
立
後
の

イ
ン
ド
の
停
滞
は
、
植
民
地
期
の
所
有
権
や
契
約
に
関

す
る
法
制
度
導
入
と
の
関
係
は
小
さ
く
、
独
立
直
後
に

輸
入
代
替
工
業
化
に
舵
を
切
っ
て
閉
鎖
的
な
経
済
体
制

に
マ
ッ
チ
し
た
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
が
重
要
で
は
な

い
か
と
ロ
イ
は
指
摘
す
る
。

　

紙
幅
も
尽
き
て
紹
介
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、

も
ち
ろ
ん
ロ
イ
の
見
方
に
対
し
て
、
価
値
中
立
的
に
み

え
な
が
ら
、
自
由
貿
易
や
植
民
地
支
配
を
暗
に
擁
護
し

て
は
い
な
い
か
、
な
ど
の
批
判
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
生
き

る
こ
の
現
在
の
世
界
に
は
な
ぜ
豊
か
な
国
と
貧
し
い
国

が
あ
る
の
か
、
そ
の
原
因
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
経
済
学
者
が
い
ま
な
お

苦
悶
呻
吟
し
、
あ
る
い
は
激
し
く
論
争
し
続
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
所
有
権
と
債

権
の
近
代
社
会
に
お
け
る
重
要
性
を
喝
破
す
る
論
文
を

次
々
に
上
梓
し
た
日
本
民
法
学
の
泰た

い

斗と

、
我
妻
栄
は
そ

の
論
文
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
踏
破

し
來
つ
た
道
の
困
難
な
り
し
に
比
し
、
到
達
し
た
る
峠

の
如
何
に
低
き
こ
と
よ
。
収
め
得
た
る
展
望
の
如
何
に

狭
き
こ
と
よ
」（
参
考
文
献
①
、
三
一
九
ペ
ー
ジ
）。

（
さ
と
う　

は
じ
め
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所　

南
ア
ジ

ア
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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