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本
書
は
『
異
郷
の
イ
ギ
リ
ス
――
南
ア
フ

リ
カ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
と
い

う
優
れ
た
研
究
書
を
著
し
、キ
ー
ス
・
ブ
レ
ッ

ケ
ン
リ
ッ
ジ
『
生
体
認
証
国
家
―
―
グ
ロ
ー

バ
ル
な
監
視
政
治
と
南
ア
フ
リ
カ
の
近
現

代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
の
翻
訳

も
手
掛
け
た
気
鋭
の
南
ア
フ
リ
カ
史
、
イ
ギ

リ
ス
帝
国
史
研
究
者
に
よ
る
ネ
ル
ソ
ン
・
マ

ン
デ
ラ
の
評
伝
で
あ
る
。
著
者
が
「
あ
と
が

き
」
で
、
当
初
は
マ
ン
デ
ラ
の
よ
う
な
「
人

た
ら
し
」
の
人
物
に
は
近
づ
き
た
く
な
い
と

思
い
、
彼
の
話
題
を
避
け
て
い
た
と
記
し
て

い
る
の
は
意
外
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
う
し
た
対
象
と
の
距
離
感
は
、
マ

ン
デ
ラ
と
い
う
「
偉
大
な
」
人
物
に
関
す
る

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
分
析
を
可
能
に
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

柔
軟
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

　

著
者
は
、
本
書
の
目
的
を
「
マ
ン
デ
ラ
の

ハ
ン
デ
ィ
な
評
伝
を
目
指
す
」
こ
と
だ
と
す

る
（
vi
頁
）。
本
書
は
そ
の
目
的
を
高
い
レ

ベ
ル
で
達
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
著
者
が
マ
ン
デ
ラ
の
「
聖
人
視
」

を
避
け
つ
つ
、
そ
の
う
え
で
、
な
ぜ
彼
が
人

種
隔
離
政
策
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
）
の
終
結
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や
南
ア
フ
リ
カ
社
会
の
分
断
の
克
服
―
―

そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
肌
の
色
の
人
々
が
共
生

す
る
「
虹
の
国
」
と
し
て
表
象
さ
れ
た
―
―

な
ど
に
大
き
な
貢
献
（
た
だ
し
後
述
す
る
よ

う
に
限
界
も
あ
っ
た
）
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
の
か
を
、
冷
静
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
理

由
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
デ
ラ
は
一
貫
し
た

思
想
を
説
き
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
傑
出

し
た
理
論
家
や
時
代
を
超
越
し
た
思
想
家
で

も
な
か
っ
た
。
ま
た
、
キ
ン
グ
牧
師
ほ
ど
の

演
説
の
妙
手
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
歴

史
研
究
者
と
し
て
の
著
者
は
、
マ
ン
デ
ラ
の

人
生
を
南
ア
フ
リ
カ
近
現
代
史
の
中
に
位
置

づ
け
て
論
じ
つ
つ
、次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
人
は
す
べ
て
時
代
の
所
産
で
あ
り
、
時
代

背
景
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
原
則
を
踏
ま
え
た
上
で
、
人

物
が
傑
出
し
て
い
る
理
由
に
迫
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
マ
ン
デ
ラ
の
場
合
、
そ
れ
は
感

化
能
力
や
自
己
演
出
力
、
も
し
く
は
リ
ア
リ

ズ
ム
だ
ろ
う
か
」（
一
六
八
頁
）。

　

本
書
で
は
特
に
マ
ン
デ
ラ
の
柔
軟
な
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
が
、

マ
ン
デ
ラ
自
身
も
、
自
伝
『
自
由
へ
の
長
い

道
』
の
中
で
、「
人
と
人
の
あ
い
だ
に
あ
る

偏
見
を
拭
い
去
る
、
そ
し
て
、
狂
信
的
で
暴

力
的
な
国
家
主
義
の
息
の
根
を
止
め
る
と
い

う
目
的
を
あ
と
押
し
し
て
く
れ
る
も
の
な

ら
、
わ
た
し
は
な
ん
で
も
役
立
て
る
つ
も
り

だ
っ
た
」と
書
い
て
い
る（
三
九
頁
に
引
用
）。

共
産
主
義
と
の
「
共
闘
」
の
背
景

　

マ
ン
デ
ラ
と
共
産
主
義
の
関
係
に
つ
い
て

踏
み
込
ん
で
議
論
し
て
い
る
の
も
、
本
書
の

特
長
の
一
つ
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
で
ア
パ

ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
時
期

（
一
九
四
八
〜
九
一
年
）
が
、
冷
戦
期
と
ほ

ぼ
重
な
っ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
国

民
党
政
権
は
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
反
共
の

砦
を
自
任
し
、米
英
な
ど
の
西
側
主
要
国
も
、

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
南
ア
フ
リ
カ
を
冷
戦
下

の
地
域
的
な
同
盟
国
ま
た
は
「
警
察
官
」
と

し
て
支
え
る
と
い
う
戦
略
的
な
相
互
依
存
関

係
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
運
動
の
指
導
者
か
つ
象
徴
で
あ
っ
た
マ
ン

デ
ラ
が
共
産
主
義
者
か
否
か
と
い
う
問
い

は
、
非
常
に
政
治
的
か
つ
論
争
的
な
も
の
と

な
っ
た
。
冷
戦
期
に
は
南
ア
フ
リ
カ
の
国
民

党
政
権
や
西
側
諸
国
の
指
導
者
ら
が
マ
ン
デ

ラ
を
し
ば
し
ば
共
産
主
義
者
と
し
て
非
難
し

た
の
に
対
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
研
究
者
な
ど

が
そ
れ
を
否
定
す
る
構
図
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　

例
え
ば
、
南
ア
フ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
史

学
の
代
表
的
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
た
レ

ナ
ー
ド
・
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
マ
ン
デ
ラ
や
オ

リ
ヴ
ァ
ー
・
タ
ン
ボ
な
ど
ア
フ
リ
カ
民
族

会
議
（
Ａ
Ｎ
Ｃ
）
の
最
高
指
導
者
た
ち
は

共
産
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
（『
南

ア
フ
リ
カ
の
歴
史 

最
新
版
』
明
石
書
店
、

二
〇
〇
九
年
、
三
八
〇
頁
）。
他
方
、
冷
戦
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下
で
の
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体

制
と
共
産
主
義
勢
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
は
、
歴

史
的
文
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
背
景

に
も
な
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家

グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
の
小
説
『
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
フ
ァ
ク
タ
ー
』（
一
九
七
八
年
）
で
は
、

ソ
連
に
対
抗
す
る
た
め
に
南
ア
フ
リ
カ
政
府

と
共
謀
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
反
発
す
る
白

人
の
イ
ギ
リ
ス
情
報
部
員
（
か
つ
て
南
ア
フ

リ
カ
共
産
党
に
よ
っ
て
黒
人
の
妻
を
救
出
さ

れ
た
経
験
を
持
つ
）
が
、
二
重
ス
パ
イ
と
し

て
ソ
連
に
協
力
し
、
や
が
て
モ
ス
ク
ワ
に
亡

命
す
る
。

　

で
は
、
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
マ
ン

デ
ラ
と
共
産
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
著
者

の
議
論
は
、
史
実
の
丁
寧
な
分
析
に
基
づ
い

て
お
り
、
説
得
的
で
あ
る
。
著
者
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
マ
ン
デ
ラ
は
一
九
六
〇
年
代
初

め
に
Ａ
Ｎ
Ｃ
の
戦
闘
的
な
指
導
者
の
一
人

で
あ
っ
た
時
期
に
、（
当
時
は
公
表
さ
れ
な

か
っ
た
も
の
の
）
南
ア
フ
リ
カ
共
産
党
の
中

央
執
行
委
員
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
、
共
産

党
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
マ
ン
デ
ラ
が
共
産
党
と
の
関

係
を
深
め
た
の
は
、
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の

武
装
闘
争
を
進
め
る
た
め
の
便
宜
的
な
意

図
に
基
づ
く
面
が
大
き
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

マ
ン
デ
ラ
に
と
っ
て
「
本
当
の
ヒ
ー
ロ
ー
」

は
、
ス
タ
ー
リ
ン
で
も
毛
沢
東
で
も
、
そ
し

て
ガ
ー
ン
デ
ィ
ー
で
さ
え
も
な
く
、
イ
ン
ド

を
独
立
に
導
く
と
と
も
に
そ
の
初
代
首
相
を

長
年
務
め
、
社
会
主
義
と
資
本
主
義
の
混
合

経
済
を
志
向
し
た
ネ
ル
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
五
一
、五
七
頁
）。

解
放
の
陰
で
放
置
さ
れ
た
不
平
等

　

現
代
の
南
ア
フ
リ
カ
が
抱
え
る
困
難
に
目

を
向
け
、
マ
ン
デ
ラ
ら
に
よ
る
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
の「
終
わ
ら
せ
方
」に
そ
の
一
因
が
あ
っ

た
と
論
じ
る
こ
と
も
、
本
書
の
重
要
な
点
だ

ろ
う
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
デ
ラ
は
「
独
自
路

線
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
」も
の
の
、

基
本
的
に
は
「
欧
米
諸
国
に
と
っ
て
優
等
生

だ
っ
た
」。
そ
し
て
、
彼
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
終
結
の
際
に
白

人
た
ち
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
と
引
き
換
え

に
、
経
済
的
不
平
等
の
問
題
を
放
置
す
る
結

果
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
。「
マ
ン
デ
ラ

政
権
は
黒
人
の
貧
困
解
消
や
土
地
の
権
利
回

復
よ
り
も
、
財
政
の
再
建
と
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
優
先
し
た
」
の
で
あ
る
（
一
五
八

〜
一
五
九
頁
）。

　

一
九
九
一
年
に
南
ア
フ
リ
カ
で
人
種
隔
離

に
関
す
る
法
律
が
全
廃
さ
れ
、
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
が
終
焉
し
て
か
ら
、
す
で
に
三
〇
年
以

上
が
経
過
し
た
。
マ
ン
デ
ラ
は
二
〇
一
三
年

に
九
五
歳
で
逝
去
し
、
九
三
年
に
彼
と
共
に

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
デ
ク
ラ
ー
ク

元
大
統
領
も
、
二
一
年
一
一
月
に
八
五
歳
で

亡
く
な
っ
た
。
マ
ン
デ
ラ
の
妻
で
急
進
的
な

反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
活
動
家
で
も
あ
っ
た
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ウ
ィ
ニ
ー
や
、
本
書
に
登
場
す
る
マ
ン
デ
ラ

と
同
世
代
の
反
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
活
動
家
た

ち
の
多
く
も
、
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
直
近
で
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

に
対
す
る
非
暴
力
の
解
放
闘
争
を
指
導
し
、

一
九
八
四
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し

た
ツ
ツ
元
大
主
教
が
、
二
一
年
一
二
月
末
に

九
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

と
そ
れ
へ
の
反
対
運
動
は
基
本
的
に
過
去
の

も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
終
結
か
ら

三
〇
年
以
上
を
経
た
南
ア
フ
リ
カ
の
現
状

は
、
依
然
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
満
ち

て
い
る
。南
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

し
ば
ら
く
前
ま
で
は
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
い
う
言

葉
が
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
ア

メ
リ
カ
の
投
資
銀
行
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ

ク
ス
が
、
投
資
家
向
け
の
レ
ポ
ー
ト
で
、
ブ

ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
と
い
う

四
つ
の
新
興
大
国
の
英
語
の
頭
文
字
を
と
っ

て
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
と
い
う
略
語
を
紹
介
し
た
。

そ
れ
に
南
ア
フ
リ
カ
を
加
え
た
の
が
Ｂ
Ｒ
Ｉ

Ｃ
Ｓ
で
あ
り
、
南
ア
フ
リ
カ
は
新
興
大
国
の

一
角
を
占
め
る
存
在
と
し
て
注
目
を
浴
び
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
経
済
成
長
を

続
け
る
中
国
と
イ
ン
ド
、
経
済
の
低
迷
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、

南
ア
フ
リ
カ
と
の
間
で
二
極
分
化
が
生
じ
、

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
い
う
言
葉
自
体
も
ほ
と
ん
ど

語
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

南
ア
フ
リ
カ
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ア
フ
リ

カ
で
初
め
て
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

の
開
催
国
と
な
っ
た
頃
ま
で
は
、
経
済
発
展

と
国
際
的
地
位
の
向
上
を
順
調
に
達
成
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
た
。
し
か
し
著
者
が
、

そ
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
決
勝
に
先
立
ち
、

す
で
に
老
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

マ
ン
デ
ラ
が
ゴ
ル
フ
カ
ー
ト
で
ス
タ
ジ
ア
ム

を
一
周
し
た
の
を
最
後
に
、
公
の
場
に
姿
を

見
せ
る
機
会
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
言
及
す

る
の
は
、
マ
ン
デ
ラ
の
衰
え
と
あ
る
意
味
で

軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
一
〇
年
代
以
降
、

南
ア
フ
リ
カ
の
経
済
が
徐
々
に
低
迷
の
度
合

い
を
強
め
、
政
治
が
汚
職
の
蔓
延
な
ど
で
混

乱
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ

う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
年
以

降
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

に
と
も
な
う
経
済
の
急
激
な
落
ち
込
み
が
、

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後
も
根
強
く
残
る
貧
困
や

人
種
間
の
格
差
の
問
題
を
よ
り
深
刻
化
さ
せ

た
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
を
マ
ン
デ
ラ
と
結
び
つ
け

て
論
じ
る
の
は
、
む
ろ
ん
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後
の
南
ア

フ
リ
カ
が
「
虹
の
国
」
や
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
一

角
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
一
方
で
、
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
時
代
か
ら
残
さ
れ
た
貧
困
や
人
種

を
め
ぐ
る
問
題
に
苦
悩
す
る
様
子
は
、
反
ア

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
運
動
の
指
導
者
か
つ
象
徴
で

あ
り
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
後
に
黒
人
初
の
大

統
領
を
務
め
た
マ
ン
デ
ラ
の
功
罪
に
つ
い

て
、
あ
ら
た
め
て
多
面
的
に
捉
え
直
す
必
要

性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
●




