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オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
成
立

「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
は
西
欧
(
近
代
)
人
の
世
界
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
東
方
」
と
い
う
人
為
的
地
理
認
識
で
あ
り
、

そ
の
内
実
は
場
合
に
よ
っ
て
伸
び
縮
み
す
る
錯
綜
体
を
な
す
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と
い
え
ば
エ
ジ
プ
ト
か
ら
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
に
い
た
る
肥
沃
な
三
日
月
地
帯
に
限
定
さ
れ
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
近
束
、
中
東
、
さ
ら
に
は
中
国
、
日
本
を
含
む

極
東
ま
で
も
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
西
欧
の
南
に
あ
た
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
み
な
ら
ず

そ
の
西
南
に
あ
た
る
モ
ロ
ッ
コ
も
イ
ス
ラ
l
ム
の
支
配
す
る
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
に
属
す
る
。
お
お
よ
そ
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ

ジ
プ
ト
遠
征
(
一
七
九
八
年
)
以
来
、
こ
の
暖
味
な
領
域
に
関
与
す
る
西
欧
の
人
び
と
が
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
」
と
呼
ば

れ
て
き
た
。
一
九
世
紀
に
は
そ
こ
に
主
と
し
て
二
つ
の
分
野
が
認
め
ら
れ
た
。

」
つ
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
風
物
を
描
い
た
西
欧
人
画
家
た
ち
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
の
事
蹟
を
描
い
た
グ
ロ

を
そ
の
は
じ
め
と
す
る
の
が
定
説
だ
。
つ
い
で
ギ
リ
シ
ア
独
立
戦
争
に
取
材
し
た
《
キ
オ
ス
島
の
虐
殺
》
や
古
代
オ
リ
エ
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J.ーL ジェローム〈囚人)(1863年サロン出品作，ナント美術館蔵)

悠久のエジプトを舞台とする豪箸と隠謀と残虐の絵巻。オリエンタリズム絵画に結晶した東洋像

は現代の娯楽大作映画にいたるステレオタイプの原型を提供する。

ン
ト
史
に
題
材
を
と
っ
た
《
サ
ル
ダ
ナ
パ
ロ
ス
王
の
最
期
》

な
ど
を
描
い
た
後
、
実
際
に
北
ア
フ
リ
カ
を
旅
行
し
て
写
生

を
持
ち
帰
っ
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
。
ま
た
《
オ
ダ
リ
ス
ク
》
、
《
ト

ル
コ
風

E
V
な
ど
想
像
上
の
夢
幻
的
世
界
を
描
い
た
ア
ン
グ

ル
。
さ
ら
に
は
虚
実
こ
も
ご
も
の
オ
リ
エ
ン
ト
を
「
真
迫
」

に
描
い
て
絶
大
な
人
気
を
博
し
た
ジ
エ
ロ

l
ム
な
ど
に
い
た

る
{
阿
部
一
九
九
0
1
近
く
は
ギ
リ
シ
ア
訪
問
か
ら
聖
地
エ

ル
サ
レ
ム
巡
礼
、
遠
く
は
イ
ン
ド
旅
行
に
い
た
る
東
方
旅
行

は
、
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
の
弱
体
化
(
ギ
リ
シ
ア
独
立
戦

争
一
八
一
一
一
よ
五
)
や
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
統
治
、
交
通
機

関
の
発
達
(
ス
エ
ズ
運
河
開
通
一
八
六
九
年
)
な
ど
を
背
景
に
流

行
し
、
一
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
の
潮
流
も
あ
い
ま
っ

て
パ
イ
ロ
ン
、
サ
ッ
カ
レ
ー
か
ら
フ
ロ

l
ベ
l
ル
、
ネ
ル
ヴ

ア
ル
に
い
た
る
多
く
の
文
学
者
に
霊
感
を
与
え
た

E
R各
2

5
∞
旦
。
サ
ン
サ
l
ン
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
サ
リ
ヴ
ァ
ン

『
ミ
カ
ド
』
、
プ
ッ
チ
l
ニ
『
蝶
々
夫
人
』
な
ど
の
極
東
も
の

に
い
た
る
音
楽
の
異
国
趣
味
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
般
に

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

「
東
方
趣
味
」
と
呼
ぶ
。

も
う
一
方
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
は
オ
リ
エ
ン
ト
を
専

277 
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門
と
す
る
学
者
を
指
す
。
『
東
方
詩
集
」
(
一
八
二
九
年
)
を
出
版
し
た
ユ

l
ゴ
l
は
「
か
つ
て
は
ギ
リ
シ
ア
古
典
学
者
と
呼

ん
だ
が
、
最
近
で
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
西
欧
に
お
け
る
学
問
知
識
の
視
野
が
拡
大

す
る
と
と
も
に
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
シ
ナ
、
日
本
な
ど
が
新
た
な
研
究
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
『
諸
宗
教
の
精
髄
』
(
一
八
四
一
年
)
の
著
者
エ
ド
ガ

l
ル
・
キ
ネ
は
「
ギ
リ
シ
ア
や
ロ

l
マ
よ
り
も
い
っ
そ
う
哲
学

的
で
詩
的
な
古
代
が
ア
ジ
ア
の
奥
か
ら
た
ち
現
れ
つ
つ
あ
る
」
と
述
べ
る
。
世
界
の
果
て
に
隠
さ
れ
て
あ
る
は
ず
の
真
理

の
探
究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
秘
主
義
の
底
流
を
な
し
、
す
で
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
た
と
え
ば
ギ
ヨ

l
ム
・
ポ
ス
テ
ル
は
、

ザ
ピ
エ
ル
の
訪
れ
た
黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
の
遍
在
を
証
し
す
る
極
東
の
隠
さ
れ
た
鍵
と
解
釈
し
て
い
た

{
嫡
永
一
九
八
七
}
。
ま
た
一
七
八
四
年
に
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
協
会
を
設
立
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ

l
ン
ズ
は
、
八
六

年
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
欧
米
の
諸
言
語
と
血
縁
関
係
を
も
っ
と
の
仮
説
を
提
起
し
て
、
失
わ
れ
た
印
欧
祖
語
を
措
定

す
る

znygrsg}。
こ
の
よ
う
な
究
極
の
真
理
、
普
遍
の
源
泉
へ
の
渇
望
な
い
し
夢
想
に
裏
打
ち
き
れ
、
世
界
を
一

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ム

元
的
に
把
握
し
つ
く
そ
う
と
す
る
学
問
意
欲
が
、
東
方
趣
味
の
根
底
に
は
潜
ん
で
い
た
。

278 

E 

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
政
治
性

だ
が
世
界
の
秘
密
の
鍵
を
手
に
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
覇
権
を
握
る
こ
と
で
も
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
の
研

究
は
、
西
欧
の
世
界
進
出
と
呼
応
し
て
そ
の
領
域
を
広
げ
て
い
っ
た
が
、
ま
た
同
時
に
そ
の
学
問
的
成
果
は
容
易
に
植
民

地
支
配
と
結
託
し
、
そ
れ
を
正
当
化
し
、
そ
の
お
先
棒
を
か
つ
ぐ
役
割
を
も
担
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
単
に
政
策
・
行
政

術
、
軍
事
・
土
木
測
量
、
運
輸
・
通
信
技
術
と
い
っ
た
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
見
中
立
に
み
え

る
学
術
調
査
記
録
の
集
積
が
、
無
意
識
の
ま
ま
、
知
の
世
界
に
お
け
る
世
界
制
覇
に
貢
献
し
て
し
ま
う
。
オ
リ
エ
ン
ト
世
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界
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
抽
出
・
蒐
集
し
、
回
収
・
固
定
し
、
観
察
・
分
類
す
る
。
見
虫
採
集
さ
な
が
ら
の
こ
の
作
業
に
よ
っ

て
、
西
欧
は
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
を
西
欧
の
認
識
論
的
な
格
子
に
そ
っ
て
解
剖
し
、
剥
製
化
し
て
み
ず
か
ら
の
分
類
範
時
に

閉
じ
込
め
、
み
ず
か
ら
の
普
遍
主
義
へ
と
取
り
込
ん
で
い
く
。
そ
の
背
後
に
は
現
地
に
お
け
る
遺
跡
略
奪
が
、
母
国
に
お

い
て
は
「
発
掘
」
、
「
文
物
招
来
」
と
い
う
名
の
「
学
問
的
貢
献
」
へ
と
変
貌
す
る
知
的
風
土
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
西
欧
は
非
西
欧
世
界
に
関
す
る
由
緒
正
し
い
情
報
の
独
占
的
供
給
者
の
位
置
を
も
っ
て
任
ず
る
に
い
た
る
。

そ
れ
に
呼
応
し
て
、
非
西
欧
世
界
は
西
欧
の
世
界
認
識
に
お
い
て
も
つ
ば
ら
そ
の
存
在
を
受
動
的
に
承
認
さ
れ
る
だ
け
の

「
対
象
」
へ
と
格
下
げ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
関
す
る
「
科
学
的
」
な
貢
献
と
は
、
あ
く
ま
で
西
欧
の
学
問

的
手
続
き
に
則
り
、
専
門
的
議
論
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
成
果
の
み
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
は
か
く

し
て
オ
リ
エ
ン
ト
に
関
す
る
学
問
の
主
体
た
る
権
利
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
西
欧
の
学
問
に
よ
る
こ
う
し
た
「
オ
リ
エ

ン
ト
纂
奪
」
|
|
の
陰
に
潜
む
不
可
視
の
政
治
性
ー
ー
を
声
高
に
弾
劾
し
た
の
が
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
出
身
の
在
米
知
識
人

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
l
ド
の
著
書
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
{
サ
イ
l
ド
一
九
八
六
]
で
あ
る
。

『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
知
的
背
景
と
方
法
論

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
認
識
そ
の
も
の
を
す
べ
て
サ
イ
!
ド
の
独
創
に
帰
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
む
し
ろ
西
欧
の
知

的
風
土
に
お
け
る
最
近
の
二
つ
の
潮
流
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
一
つ
は
そ
れ
ま
で
の
西
欧
中
心
主
義
に
対
す
る
、
一
九
六

0
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
第
三
世
界
」
の
視
点
か
ら
す
る
反
論
と
自
己
主
張
で
あ
る
。
先
駆
者
と
し
て
は
、
互
い
に
必

ず
し
も
意
見
を
等
し
く
は
し
な
い
が
、
レ
オ
ポ

1
ル
・
サ
ン
ゴ

l
ル
、
エ
メ
・
セ
ゼ

1
ル
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
な
ど

の
「
黒
人
」
知
識
人
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
公
民
権
運
動
と
も
並
行
す
る
。
い
ま
一
つ
は
「
六

m-5 
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八
年
」
の
学
生
紛
争
に
お
け
る
「
異
議
申
し
立
て
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
学
問
的
権
威
へ
の
疑
義
で
あ
る
。
と
り
わ

け
解
釈
学
、
構
造
主
義
、
精
神
分
析
学
の
流
行
、
実
証
主
義
論
争
、
あ
る
い
は
科
学
基
礎
論
・
科
学
社
会
学
に
よ
る
科
学

信
仰
の
打
破
な
ど
を
通
じ
て
、
旧
来
の
学
的
認
識
そ
の
も
の
の
「
中
立
性
」
、
「
客
観
性
」
の
根
拠
が
聞
い
直
さ
れ
、
掘
り

く
ず
さ
れ
た
。
こ
の
両
者
の
潮
流
が
い
や
お
う
な
く
混
ざ
り
合
っ
た
地
点
に
サ
イ
!
ド
の
問
題
意
識
も
芽
生
え
て
く
る
。

政
治
と
学
問
と
の
聞
に
は
、
直
接
的
依
存
で
は
な
い
だ
け
に
か
え
っ
て
強
固
で
不
可
視
な
構
造
的
癒
着
が
あ
る
。
そ
れ

を
指
摘
す
る
た
め
に
サ
イ
l
ド
が
こ
の
著
書
で
依
拠
し
て
い
る
の
が
フ
l

コ
l
の
『
監
獄
の
誕
生
』
、
『
知
の
考
古
学
』
に

お
け
る
権
力
構
造
分
析
と
、
グ
ラ
ム
シ
の
「
文
化
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
論
だ
。
そ
こ
に
摘
出
さ
れ
る
の
は
、
単
純
に
い
え
ば
、

あ
る
「
理
性
」
が
自
分
の
秩
序
と
は
あ
い
容
れ
ぬ
不
都
合
な
異
物
を
「
非
理
性
的
な
も
の
」
と
し
て
排
除
し
囲
い
込
む
こ

と
で
お
の
が
秩
序
の
内
に
組
み
入
れ
、
手
な
ず
け
る
機
構
で
あ
る
。
不
都
合
な
対
象
を
自
分
の
都
合
で
一
方
的
に
「
暴

力
」
と
名
づ
け
、
排
除
す
る
。
こ
の
「
暴
力
」
排
除
の
〈
暴
力
〉
に
よ
っ
て
当
の
〈
暴
力
〉
の
暴
力
性
は
隠
蔽
さ
れ
る
。

こ
の
〈
暴
力
〉
隠
蔽
装
置
は
あ
ら
ゆ
る
権
力
に
本
質
的
な
完
全
犯
罪
の
ト
リ
ッ
ク
だ
が
、
そ
れ
は
西
欧
に
お
け
る
「
狂

気
」
や
「
犯
罪
者
」
の
隔
離
装
置
を
介
し
て
、
〈
支
配
者
〉
と
〈
被
支
配
者
〉
と
の
聞
に

l
lも
は
や
現
実
の
「
暴
力
」

関
係
と
し
て
で
は
な
く
|
|
言
説
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
象
徴
的
次
元
で
隅
々
ま
で
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
。
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言
説
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

言
説
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
文
学
、
学
問
的
知
識
、
政
治
演
説
な
ど
を
横
断
す
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
を
文
学
の
対
象
と
し

て
西
欧
読
者
む
け
に
描
く
の
が
西
欧
の
文
人
な
ら
ば
、
学
問
的
知
識
の
対
象
と
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
を
取
り
扱
う
の
も
西
欧

の
学
会
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
論
法
を
経
済
の
世
界
に
も
ち
こ
め
ば
、
オ
リ
エ
ン
ト
は
経
済
的
纂
奪
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
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「
政
治
」
の
世
界
に
も
ち
こ
め
ば
、
い
か
に
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
を
扱
う
か
の
決
定
権
も
西
欧
に
存
在
す
る
、
と
い
う
覇
権

リ

プ

リ

ゼ

ン

ト

主
義
に
な
る
。
そ
こ
に
一
貫
し
て
あ
る
の
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
は
み
ず
か
ら
を
「
表
象
H
代
表
」
で
き
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
西
欧
が
代
わ
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
を
表
象
H

代
表
し
て
や
ろ
う
、
と
い
う
す
り
か
え
の
論
理
だ
。
政
治
的
次
元
と
同
様
に

リ

プ

リ

ゼ

ン

ト

認
識
論
的
次
元
に
お
い
て
も
、
対
象
の
口
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
、
そ
の
「
代
理
を
演
ず
る
」
行
為
主
体
の
偽
善
性
が
西
欧

の
オ
リ
エ
ン
ト
観
の
根
底
に
潜
む
。
学
的
認
識
そ
の
も
の
が
、
こ
う
し
て
人
知
れ
ず
植
民
地
政
策
に
お
け
る
支
配
者
と
被

支
配
者
の
関
係
を
な
ぞ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

こ
の
代
理
行
為
が
、
ひ
と
た
び

(「
国
際
秩
序
」
な
り
「
学
問
」
な
り
の
名
で
)
公
認
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ
の
公
認

の
背
後
に
あ
っ
た
政
治
的
強
権
発
動
も
ま
た
不
問
に
付
さ
れ
、
不
可
視

(す
な
わ
ち
隠
蔽
さ
れ
た

〈暴
力
〉)
に
な
っ
て
し
ま

う
。
い
い
か
え
れ
ば
一
般
に

〈政
治
〉
と
は
、
「
合
法
性
」
の
根
拠
を
我
知
ら
ず
棚
上
げ
に
し
て
そ
の
責
任
主
体
を
シ
ス

テ
ム
全
体
に
霧
散
さ
せ
る
無
l

責
任
体
制
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
も
は
や
そ
の
責
任
を
問
う
べ
き
主
体
が
消
去
さ
れ
て
不

在
な
れ
ば
こ
そ
根
絶
し
が
た
く
、
あ
ら
か
じ
め
「
合
法
」
だ
か
ら
敵
対
者
を
否
応
な
く
非
合
法
と
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ

は
、
も
は
や
「
公
権
力
」

l
l
政
治
、
行
政
、
司
法
l
l
の
舞
台
で
は
糾
弾
も
統
制
も
で
き
ず
、
「
暴
力
」
と
は
認
定
し

え
な
い
、
と
い
う
意
味
で
の

〈暴
力
〉
を
、
「
加
害
者
」
な
き
ま
ま
に
発
揮
す
る
。
そ
の
限
り
で
こ
れ
は
一
つ
の
「
文
化

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」

(グ
ラ
ム
シ
)
な
の
で
あ
る
。

「
ア
ジ
ア
的
停
滞
と
無
知
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
観
念
、
「
呪
縛
さ
れ
た
ア
ジ
ア
と
、
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
ヨ
1

ロ
ヅ

パ
」
と
い
う
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
l
の
観
念
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
/
東
洋
の
対
比
図
式
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
も
の
こ

そ
、
右
に
素
描
し
た
、
支
配
/
被
支
配
を
正
当
化
す
る

〈暴
力
〉
隠
蔽
の
論
理
H
機
構
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
見
シ
ン
メ

ト
リ
カ
ル
な
「
東
と
西
」
の
下
に
隠
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
観
察
行
為
者
た
る
西
洋

(西
欧
)
と
観
察
対
象
た
る
東

洋

(東
方
)
と
の
、
決
し
て
客
観
的
で
も
同
列
・
可
逆
で
も
な
い
偏
務
的
依
存
・
寄
生
関
係
、
だ
。
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
は
だ
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〈
他
者
認
識
〉
の
営
み
が
「
他
者
支
配
」
の
正
当
化
へ
と
隠
微
に
接
続
さ
れ
て
い
る
、
「
存
在
論
的
に
し
て
地
理
学

想
像
的
に
し
て
政
治
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
把
握
さ
れ
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
一
八
世
紀
以
来
の
西
欧
に
お
い
て
、
東
方
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
l
ム
圏
、
ア
ラ
ブ
世
界
の

「
表
象
」
の
あ
り
方
が
い
か
に
「
権
力
機
構
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
か
(
つ
ま
り
狭
義
の
「
政
治
」
)
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

そ
の
逆
に
、
い
か
に
「
権
力
機
構
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
こ
の
〈
表
象
機
構
〉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し

て
い
か
に
両
者
が
互
い
に
無
関
係
だ
と
い
い
張
り
合
う
ま
さ
に
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
な
ぞ
り
合
い
、
依
存
し
合
っ
て
い

る
か
(
つ
ま
り
〈
政
治
〉
)
の
解
析
で
あ
る
。
東
方
学
者
た
ち
の
学
識
と
東
方
「
政
策
」
の
推
進
者
た
ち
。
こ
の
二
つ
の
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
相
互
の
交
換
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
複
合
し
た
言
説
|
|
西
欧
(
と
り
わ
け
英
、
仏
、
米
)
の
握
造

し
た
東
方
像
と
そ
の
働
き
1

1

を
サ
イ
l
ド
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
名
づ
け
る
。
一
八
世
紀
百
科
全
書
的
な
「
表

象
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
」
か
ら
一
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
オ
リ
エ
ン
ト
へ
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
の

実
証
科
学
信
仰
に
根
ざ
す
「
文
献
学
的
オ
リ
エ
ン
ト
」
か
ら
「
帝
国
主
義
的
オ
リ
エ
ン
ト
」
へ
。
そ
し
て
今
日
の
世
界
管

理
・
行
政
補
助
学
と
し
て
の
「
社
会
科
学
的
オ
リ
エ
ン
ト
」
へ
。
こ
の
展
開
は
、
大
枠
に
お
い
て
お
お
よ
そ
納
得
さ
れ
よ

、つノ。
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政
治
性
の
隠
蔽
と
暴
露
の
政
治
性
と

放
縦
で
淫
蕩
、
退
廃
し
停
滞
し
、
備
惰
で
横
暴
、
無
秩
序
で
粗
野
な
オ
リ
エ
ン
ト
。
そ
れ
は
西
欧
の
ネ
ガ
と
し
て
の
世

界
像
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
い
か
に
も
融
通
無
碍
な
表
象
で
あ
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て
「
真
実
」
を
突
き
つ
け
ら
れ
で
も
容
易

に
は
根
絶
で
き
な
い
固
定
観
念
と
な
る
。
そ
う
し
た
否
定
的
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
像
が
い
か
に
手
前
勝
手
に
形
成
さ
れ
、
西
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欧
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
ト
支
配
の
正
当
化
に
格
好
の
口
実
を
与
え
た
か
を
、
サ
イ
l
ド
は
執
揃
に
「
暴
露
」
し
て
い
く
。
だ

が
、
そ
の
際
の
サ
イ
l
ド
の
論
法
も
、
彼
の
扱
う
「
研
究
対
象
」
に
劣
ら
ず
、
お
そ
ろ
し
く
融
通
無
碍
か
つ
手
前
勝
手
な

の
で
あ
る
。
次
に
そ
う
し
た
方
法
論
の
揺
ら
ぎ
と
問
題
点
と
を
整
理
し
よ
う
。

ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
サ
イ
l
ド
の
著
作
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
「
意
図
」
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
れ
は
オ

リ
エ
ン
ト
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
言
説
・
表
象
を
打
破
し
て
、
イ
ス
ラ
l
ム
の
内
在
的
理
解
や
正
し
い
ア
ラ
ブ
世
界
認
識
を

訴
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
本
書
へ
の
書
評
に
お
い
て
黒
田
毒
郎
は
、
イ
ス
ラ
1
ム
理
解
の
核
と
な

る
タ
ウ
ヒ

l
ド
(
一
化
の
原
理
)
や
シ
ャ
リ
l
ア
(
イ
ス
ラ
t
ム
法
)
の
検
討
が
中
東
研
究
に
お
い
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
「
奇
妙
な
欠
落
」
を
み
て
、
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
言
説
の
虚
構
性
が
、
こ
の
地
域
の
現
実
の
解
明
に
大
き
な

障
害
因
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
も
そ
も
サ
イ
i
ド
が
検
証
し
た
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
ご
と
く
「
現
実

の
不
在
を
存
在
の
基
礎
と
す
る
よ
う
な
学
は
、
果
た
し
て
真
実
の
解
明
に
い
か
な
る
寄
与
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
」

[
黒
田
一
九
八
七
}
。
イ
ス
ラ
l
ム
学
の
権
威
た
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
西
欧
の
中
東
学
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
こ
の
糾
弾

は
た
し
か
に
妥
当
し
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
黒
田
が
虚
構
で
は
な
い
「
実
在
の
オ
リ
エ
ン
ト
」
を
措
定
し
、
そ
の
認
知
を

要
請
す
る
に
い
た
っ
て
、
そ
の
論
点
は
サ
イ
l
ド
の
著
作
に
内
在
す
る
「
暖
昧
さ
」
を
は
か
ら
ず
も
暴
露
す
る
こ
と
に
な

る。
と
い
う
の
も
サ
イ
1

ド
の
方
法
論
で
当
然
の
前
提
と
な
る
の
が
、
「
虚
構
」
対
「
実
在
」
と
い
っ
た
区
別
に
対
す
る
認

識
論
的
な
疑
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
認
識
論
的
に
「
真
理
」
の

言
説
を
掌
握
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
言
説
の
対
象
を
支
配
す
る
政
治
的
「
権
力
」
へ
と
媒
介
さ
れ
る
機
構
で
あ
り
、
こ

う
し
た
「
権
力
」
機
構
と
表
象
と
の
相
互
依
存
に
よ
る
相
互
規
定
、
相
互
正
当
化
の
〈
メ
カ
ニ
ズ
ム
〉
こ
そ
が
問
題
視
さ

れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
(
西
欧
の
手
に
な
る
)
言
説
・
表
象
が
「
現
実
」
の
中
東
を
い
か
に
歪
曲
し
た
か
を
指
摘
す
る
こ

m-5 
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と
は
、
単
に
サ
イ
l
ド
の
「
意
図
」
を
越
え
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
〈
裏
切
る
〉
勇
み
足
と
な
る
は
ず
だ
。
も

と
も
と
「
客
観
的
な
事
実
」
な
る
も
の
は
、
「
西
欧
入
学
者
」
の
専
有
物
で
も
な
け
れ
ば
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
当
事
者
た

る
「
東
洋
人
」
な
ら
当
然
所
有
で
き
る
、
と
い
う
筋
合
い
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
「
歪
曲
」
の
度
合

い
を
測
る
た
め
の
「
客
観
的
な
事
実
」
と
か
、
偽
の
表
象
に
対
す
る
「
真
の
特
権
的
表
象
」
と
か
と
い
っ
た
も
の
を
も
ち

だ
そ
う
と
す
る
考
え
方
そ
れ
自
体
が
、
サ
イ
l
ド
の
批
判
す
る
実
証
科
学
の
残
淳
|
|
実
定
性

G
o
a
t
-
q
)
の
幻
想

ー
ー
に
他
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。

284 

E 

サ
イ

l
、ド
の
知
識
人
と
し
て
の
位
置

す
で
に
サ
イ
l
ド
の
媛
味
さ
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
一
方
で
「
事
実
」
を
抹
殺
し
、
濫
用
し
た
政
治
家
、
御
用

学
者
へ
の
断
罪
。
他
方
で
表
象
の
「
虚
構
性
」

(な
い
し
よ
り
正
確
に
は
、
表
象
が
真
偽
の
彼
方
に
あ
る
こ
と
)
に
無
神
経
な
|
|

そ
れ
ゆ
え
に
「
真
の
表
象
」
な
る
も
の
を
か
つ
ぎ
だ
す
|
|
実
証
主
義
へ
の
批
判
。
こ
の
融
合
不
可
能
な
は
ず
の
両
者
が
、

サ
イ
l
ド
に
あ
っ
て
は
津
然
一
体
と
な
り
、
収
拾
の
つ
か
ぬ
混
線
を
呈
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
被
害
者
た
る
パ
レ
ス
テ
ィ

ナ
人
が
加
害
者
の
論
理
で
あ
る
西
欧
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
批
判
す
る
の
は
当
然
、
と
い
っ
た
短
絡
し
た
「
理
解
」

が
、
サ
イ
l
ド
の
「
批
判
の
射
程
を
見
誤
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
鵜
飼
哲
も
指
摘
す
る
通
り
だ
[
鵜
飼
一
九
九
二
。
だ

が
、
そ
う
し
た
「
誤
解
」
を
招
く
種
は
、

P
L
O
議
長
ア
ラ
フ
ァ
ト
の
国
連
で
の
政
治
演
説
の
草
稿
を
執
筆
し
た
こ
と
も

あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
当
局
の
ブ
ラ

ッ
ク
リ
ス
ト
に
も
載
っ
て
い
る
著
者
サ
イ
1
ド
自
身
の
実
存
そ
の
も
の
と
も
わ
か
ち
が

た
く
絡
ま
り
合
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
本
書
に
い
わ
ば
毒
あ
る
魅
力
す
ら
与
え
て
い
る
。 歪

曲
し
、



オ
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エ
ン
タ
リ
ズ
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こ
の
よ
う
に
、
学
問
的
分
析
と
政
治
的
糾
弾
と
を
「
混
同
」
さ
せ
た
論
争
口
調
を
と
る
サ
イ
l
ド
の
性
急
さ
は
、
実
際

本
書
に
安
易
な
告
発
書
で
あ
る
か
の
印
象
を
与
え
た
。
そ
の
典
型
例
が
中
東
史
研
究
の
大
御
所
と
目
さ
れ
る
バ
ー
ナ
ー
ド

・
ル
イ
ス
と
の
論
争
で
あ
る
{
ル
イ
ス
一
九
八
三
]
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
文
献
学
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
規
定
す
る
ル
イ

ス
は
、
サ
イ
l
ド
の
専
門
的
知
識
の
「
欠
落
」
、
「
誤
謬
」
、
「
偏
り
」
、
「
不
正
確
さ
」
を
指
弾
し
、
サ
イ
1

ド
の
書
物
が
学

者
へ
の
敵
意
に
満
ち
た
動
機
に
導
か
れ
た
被
害
者
妄
想
的
な
詮
索
に
終
始
し
て
お
り
、
「
学
問
的
水
準
」
に
お
い
て
ま
っ

た
く
お
話
に
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
イ
ス
ラ
!
ム
文
献
学
者
の
「
真
撃
」
で
「
誠
実
」
な
解
明
の
努
力
と
学
問

的
寄
与
を
、
サ
イ
l
ド
は
あ
た
か
も
ア
ラ
ブ
世
界
か
ら
の
「
略
奪
行
為
」
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
歪
曲
し
、
文
献
学
者
た

ち
が
実
は
イ
ス
ラ
l
ム
に
対
す
る
敵
意
と
ア
ラ
ブ
の
人
び
と
に
対
す
る
偏
見
に
支
え
ら
れ
た
「
陰
謀
」
を
抱
い
て
い
る
か

の
よ
う
に
語
る
、
と
ル
イ
ス
は
不
快
感
を
隠
さ
な
い
。
そ
う
い
う
ル
イ
ス
は
、
公
平
無
私
な
学
問
と
い
う
口
実
で
、
ア
ラ

ビ
ア
人
や
イ
ス
ラ
l
ム
を
慰
勲
無
礼
に
も
中
傷
し
、
ま
た
公
然
と
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
政
治
的
片
棒
担
ぎ
を
し
な
が
ら
、
自
分

の
業
績
は
そ
れ
と
は
無
関
係
な
純
然
た
る
学
問
的
貢
献
で
あ
る
、
な
ど
と
良
心
的
学
者
ぶ
っ
た
虚
構
の
煙
幕
を
は
っ
て
悪

質
な
読
弁
を
弄
す
る
。
こ
う
し
た
嫡
着
を
糊
塗
す
る
こ
と
こ
そ
、
帝
国
主
義
的
意
識
と
の
恥
ず
べ
き
親
和
性
の
証
拠
だ
、

と
サ
イ
l
ド
は
再
反
論
す
る
。

は
た
し
て
サ
イ
l
ド
は
自
分
自
身
の
学
問
的
射
程
を
あ
え
て
裏
切
る
よ
う
な
自
己
撞
着
を
意
図
的
に
犯
し
て
い
る
の
か

否
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
サ
イ
1
ド
に
よ
れ
ば
、
問
題
な
の
は
「
政
治
」
と
「
学
問
」
の
結
託
な
ど
「
立
証
不
可
能
」
だ

か
ら
両
者
は
無
関
係
だ
と
し
て
却
下
し
度
外
視
す
る
学
者
の
態
度
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
政
学
分
離
こ
そ
が
、
あ
る
べ
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き
問
題
の
隠
蔽
な
の
だ
。
だ
が
逆
に
両
者
の
聞
に
隠
蔽
さ
れ
た
構
造
的
共
犯
性
(
つ
ま
り
〈
政
治
〉
)
を
「
立
証
」
し
て
み

せ
た
サ
イ
l
ド
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
〈
政
治
〉
を
「
政
治
」
へ
と
引
き
戻
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

286 

「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
批
判
の
(
戦
術
的
?
)
短
絡

E 

サ
イ
l
ド
に
お
け
る
こ
う
し
た
方
法
論
適
用
の
自
家
中
毒
を
、
あ
く
ま
で
も
テ
キ
ス
ト
に
内
在
し
て
組
織
的
に
批
判
し

た
の
が
、
『
幻
想
の
東
洋
』
の
著
者
禰
永
信
美
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
通
り
、
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
問
わ
れ
る

の
は
「
支
配
権
力
」
と
認
識
論
的
秩
序
と
の
錯
綜
体
(
つ
ま
り
〈
権
力
〉
)
と
し
て
の
言
説
編
成
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し

た
表
象
の
錯
綜
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
ら
の
表
象
を
ま
か
り
通
ら
せ
る
〈
権
力
〉
が
(
し
ば
し
ば
「
権
力
」

に
は
還
元
さ
れ
な
い
形
で
)
機
能
す
る
場
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
サ
イ
l
ド
は
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
意
図
的
政
治
性
と
無
意
識
的
共
犯
性
と
の
二
重
性
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
峻
別
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
同
一
視
し
、
と
い
っ
た
、
変
幻
自
在
な
ふ
る
ま
い
を
み
せ
る
。
つ
ま
り
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
は
「
表
向

き
」
は
中
立
で
「
客
観
的
な
学
識
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
な
が
ら
、
「
実
際
に
は
」
、
そ
の
「
宣
(
意
」
と
し

て
は
「
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
露
呈
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
あ
た
か
も
サ
イ
l
ド
の

意
図
で
あ
る
か
に
み
え
る
、
と
調
永
は
指
摘
す
る
{
禰
永
一
九
八
八
}
。

こ
の
よ
う
に
表
向
き
の
建
て
前
の
下
に
潜
む
本
音
を
「
暴
露
」
し
て
み
せ
る
サ
イ
1

ド
の
論
法
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
サ
イ

l
ド
自
身
、
「
表
向
き
は
」
あ
く
ま
で
〈
権
力
〉
分
析
で
あ
る
か
に
装
い
な
が
ら
、
「
実
際
に
は
」
そ
の
「
真
意
」
に
お
い

て
「
政
治
権
力
」
糾
弾
を
目
的
と
し
た
二
枚
舌
を
弄
し
て
い
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
「
露
呈
」
す
る
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
サ
イ
l
ド
は
、
表
象
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
ト
と
そ
の
実
証
的
裏
づ
け
の
有
効
性
/
無
効
性
に
関
す
る
議
論
に



お
い
て
も
、
ま
た
支
配
/
被
支
配
の
図
式
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は
「
政
治
」
と
〈
政
治
〉
と
の
聞
に
作
業
仮
説
と
し
て

は
必
要
な
は
ず
の
理
念
的
区
分
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
も
み
ず
か
ら
の
仕
掛
け
た
毘
に
は
ま
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
そ
の

結
果
サ
イ
l
ド
は
「
歴
史
を
残
忍
な
加
害
者
と
悲
惨
な
被
害
者
が
繰
り
展
げ
る
崇
高
悲
劇
」
に
還
元
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
の
だ
が
、
む
し
ろ
大
切
な
の
は
「
一
方
を
「
抑
圧
者
」
と
い
う
記
号
に
、
他
方
を
「
抵
抗
者
」
と
い
う
記
号
に
仕
立
て

あ
げ
る
歴
史
の
か
ら
く
り
を
可
能
な
限
り
理
解
す
る
こ
と
」
で
は
な
い
か
、
と
嫡
永
は
提
案
す
る
{
粥
永
一
九
八
八
]
0

オリエンタリズム論一一異文化理解の限界と可能性

『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』

の
排
除
し
た
も
の

こ
う
し
た
「
抑
圧
/
抵
抗
」
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
が
サ
イ
l
ド
の
視
点
か
ら
は
必
然
的
に
脱
落
し

て
お
り
、
そ
の
排
除
に
は
西
欧
の
形
而
上
学
的
・
神
学
的
な
背
景
が
あ
る
、
と
摘
出
し
た
の
が
丹
生
谷
貴
志
で
あ
る
[
丹

生
谷
一
九
八
七
]
。
オ
リ
エ
ン
ト
に
「
西
欧
に
対
す
る
非
西
欧
」
と
い
う
対
立
項
の
役
割
を
授
け
、
そ
う
す
る
こ
と
で
オ
リ

エ
ン
ト
世
界
を
西
欧
の
思
惟
に
お
け
る
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
だ
の
は
ヘ
l
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
は

西
欧
が
西
欧
た
る
た
め
の
下
部
構
造
と
な
り
、
歴
史
の
弁
証
法
的
過
程
の
中
に
否
定
的
に
ま
き
こ
ま
れ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト

の
古
代
帝
国
は
そ
の
滅
亡
に
よ
っ
て
西
欧
世
界
の
自
立
に
貢
献
す
る
。
だ
が
イ
ン
ダ
ス
河
以
東
の

〈東
洋
〉
は
も
は
や
興

亡
の
「
歴
史
」
に
は
組
み
込
ま
れ
ず
、
た
だ
永
遠
に
反
復
し
て
現
れ
る
静
的
な
「
非
歴
史
」
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

西
欧
の
真
理
へ
の
意
志
た
る
「
知
」
と
は
「
歴
史
」
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ン
ダ
ス
河
以
東
の
「
非

歴
史
」
の

〈東
洋
〉
は
も
は
や
「
知
」
に
は
属
し
え
な
い
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
帝
国

(の
専
制
)
が
西
欧
(
市
民
社
会
)
の
歴

史
的
「
根
拠
」
を
提
供
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
東
の
「
非
歴
史
」
の

〈東
洋
〉
は
そ
う
し
た
西
欧
の
「
歴
史
」
の
「
根

拠
」
を
掘
り
く
ず
し
か
ね
な
い
脅
威
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
諸
国
を
「
歴
史
」
(
つ
ま
り
西
欧
理
性
の
弁
証
法
)
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の
外
部
へ
と
排
除
し
忘
却
す
る
こ
と
が
、
西
欧
の
「
知
」
を
可
能
に
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
な
っ
た
。

。0
0
0
 

サ
イ
l
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
は
、
端
的
に
い
っ
て
こ
の
ヘ

1
ゲ
ル
の
図
式
に
暗
黙
の
う
ち
に
依
存
し
て
お
り
、

2

そ
れ
ゆ
え
に
二
重
の
限
界
を
露
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
サ
イ
l
ド
は
自
分
の
西
欧
弾
劾
H
否
定
の
論
理
ゆ
え

に
こ
そ
、
か
え
っ
て
西
欧
の
知
の
強
化
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
支

配
に
対
抗
す
べ
く
イ
ス
ラ
l
ム
/
ア
ラ
ブ
側
の
大
義
を
も
ち
だ
す
こ
と
が
問
題
の
履
き
違
い
で
あ
る
こ
と
は
サ
イ
1

ド
自

身
も
指
摘
し
て
い
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
側
か
ら
の
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
倒
立
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
他
な
ら
ず
、

そ
う
し
た
逆
襲
、
逆
差
別
は
「
東
西
」
聞
の
単
純
な
政
治
的
覇
権
争
い
に
退
行
す
る
。
日
本
で
い
え
ば
、
「
脱
亜
入
欧
」

に
よ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
内
在
化
が
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
、
「
近
代
の
超
克
」
、
さ
ら
に
は
「
ア
ジ
ア
主
義
」
と
い
う

映
し
鏡
へ
と
焼
き
直
さ
れ
た
過
程
で
あ
る
{
柄
谷
一
九
九
0
1
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
、
サ
イ
i
ド
の
図

式
が
「
東
西
の
対
立
」
と
い
う
構
図
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
も
か
え
っ
て
明
白
に
な
る
。

そ
の
論
理
的
帰
結
が
第
二
の
限
界
だ
。
つ
ま
り
サ
イ
1
ド
の
視
点
か
ら
は
、
支
配
/
被
支
配
、
加
害
者
/
被
害
者
と
い

う
こ
の
構
図
そ
の
も
の
の
有
効
性
を
自
壊
さ
せ
、
西
欧
の
知
を
内
部
か
ら
崩
壊
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
オ
リ
エ
ン
ト
1

1

1

つ

ま
り
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
で
は
不
在
の
〈
東
洋
〉

l
lが
み
ご
と
に
排
除
さ
れ
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
排
除
が
何
を
意

味
す
る
か
に
も
気
づ
い
て
は
い
な
い
。

E 

西
欧
の
内
な
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判

か
く
し
て
サ
イ
l
ド
の
戦
略
は
二
つ
の
局
面
を
必
然
的
に
見
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
つ
は
西
欧
内
部
に
お
け
る
自

己
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
内
部
植
民
地
化
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
忘
却
さ
れ
た
〈
ア
ジ
ア
〉
を
テ
コ
に
知
の
可
能
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性
と
限
界
と
を
問
い
直
す
姿
勢
で
あ
る
。
最
初
の
点
に
つ
い
て
関
暖
野
は
「
本
書
で
サ
イ
l
ド
が
い
い
そ
こ
ね
て
い
る
最

も
重
要
な
事
実
、
そ
れ
は
西
欧
資
本
主
義
に
よ
る
世
界
の
植
民
地
化
は
、
西
欧
自
身
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
H

ロ
ゴ
ス
的
な

る
も
の
」
に
よ
っ
て
長
期
間
に
わ
た
り
植
民
地
化
さ
れ
た
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
一
関
一
九

八
七
]
。
神
学
、
法
学
、
医
学
と
い
う
西
欧
の
高
等
教
育
が
養
成
し
た
専
門
職
が
、
他
な
ら
ぬ
植
民
地
政
策
に
お
い
て
そ

の
先
兵
と
な
っ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
矛
盾
を
体
現
し
、
認
識
論
的
な
危
機
を

み
ず
か
ら
に
招
き
寄
せ
た
フ
ロ

l
ベ
l
ル
の
よ
う
な
小
説
家
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ

l
パ
ー
の
よ
う
な
学
者
の
「
病
理
」
に

対
す
る
サ
イ
l
ド
の
批
判
は
、
い
さ
さ
か
度
相
な
揚
げ
足
取
り
に
終
わ
っ
て
い
る
{
萎
一
九
八
七
}
。

異
文
化
理
解
の
限
界
と
可
能
性

二
つ
め
の
視
点
は
、
結
局
他
者
の
文
化
は
ど
の
程
度
ま
で
解
釈
で
き
、
ま
た
理
解
と
は
こ
こ
で
何
を
意
味
す
る
の
か
、

と
の
論
点
に
い
た
り
つ
く
。
先
の
ル
イ
ス
/
サ
イ
l
ド
論
争
に
も
ど
れ
ば
、
ヒ
ト
の
認
識
が
先
入
観
か
ら
自
由
に
な
る
こ

と
が
不
可
能
な
以
上
、
あ
く
ま
で
学
問
と
い
う
枠
を
尊
重
す
る
こ
と
が
他
者
理
解
の
前
提
と
し
て
必
要
か
つ
有
利
と
す
る

ル
イ
ス
と
、
辞
書
編
纂
と
い
っ
た
死
ん
だ
業
績
ば
か
り
も
ち
あ
げ
て
、
学
開
業
績
へ
と
集
積
さ
れ
る
こ
と
か
ら
排
除
さ
れ

る
「
生
き
た
」
要
素
に
は
無
感
覚
な
ル
イ
ス
の
態
度
こ
そ
問
題
と
す
る
サ
イ
l
ド
と
の
対
立
が
浮
か
び
上
が
る
。
初
期
の

実
証
主
義
日
本
学
者
チ
エ
ン
パ
レ
ン
の
冷
徹
な
日
本
観
察
と
、
日
本
人
作
家
小
泉
八
雲
と
な
っ
て
西
欧
へ
の
退
路
を
断
ち

な
が
ら
最
後
ま
で
英
語
圏
の
読
者
に
英
語
で
「
心
」
の
日
本
を
語
り
続
け
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

l
ン
と
の
対
比
も
紡
併

と
し
ょ
、
つ
{
平
川
一
九
八
七
}
0

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
争
で
提
起
さ
れ
た
こ
の
ジ
レ
ン
マ
は
、

m-5 

289 

フ
ラ
ン
ス
圏
で
は
八

0
年
代
を
通
じ
て
、

お
り
か
ら
の



移
民
労
働
者
問
題
、
イ
ス
ラ

l
ム
原
理
主
義
と
の
共
存
の
聞
い
を
背
景
に
、
思
索
の
糧
と
な
っ
た
。
ふ
れ
よ
う
と
す
る
ほ

ど
に
遠
ざ
か
る
理
解
不
可
能
な
他
者
に
さ
ら
さ
れ
た
自
己
の
喪
失
に
賭
け
る
セ
ガ
レ
ン
の
エ
ク
ソ
テ
ィ
ス
ム
論
や
、
痛
み

を
決
し
て
共
有
で
き
な
い
他
者
の
顔
に
こ
そ
か
け
が
え
な
さ
の
根
拠
を
問
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
な
ど
が
時
な
ら
ぬ
流
行

を
み
、
離
反
と
喪
失
に
よ
る
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
と
の
友
愛
を
語
る
ジ
ャ
ン
・
ジ
ュ
ネ
の
遺
作
が
話
題
と
な
る
。
一
方
九

0
年

代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
大
衆
化
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
意
識
の
先
鋭
化
に
と
も
な
っ
て
、
む
し
ろ
性
差
、

民
族
の
自
己
隔
離
H

ゲ
ッ
ト

l
化
の
傾
向
が
昂
進
し
、
し
ょ
せ
ん
他
者
H

よ
そ
者

(白
人
、
入
植
者
)
に
は
自
分

?
黒人、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
先
住
民
)
は
理
解
で
き
ぬ
、
と
す
る
孤
立
感
の
内
向
化
と
、
外
へ
の
攻
撃
性
が
目
立
っ
て
き
た
。

外
部
か
ら
の
眼
差
し
は
つ
い
に
内
部
を
理
解
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
間
い
に
逆
説
的
な
返
答
を
し
た
一
人
に
人
類
学
者

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア

l
ツ
が
あ
る
お
m
E
N
S∞
∞
一
。
ル

l
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
著
作
『
菊
と
万
』
を
再
読
し
た
彼
は
、

こ
の
本
は
こ
と
さ
ら
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
日
本
の
場
合
と
を
対
比
さ
せ
て
分
析
を
進
め
る
が
、
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
日

本
が
突
拍
子
も
な
い
国
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
徐
々
に
薄
れ
、
か
わ
っ
て
、
日
本
は
不
可
解
だ
と
み
て
い
る
西
欧
読
者
の

見
方
の
ほ
う
が
不
可
解
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
。
東
洋
の
神
秘
の
謎
解
き
の
は
ず
が
、
終
わ
っ
て
み
る
と
、
か
え
っ
て

西
欧
の
論
理
の
明
断
さ
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
に
す
り
か
わ
る
。
他
者
性
の
探
求
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
が
内
な
る
他
者
性
の

発
見
へ
と
転
倒
し
、
自
己
な
る
も
の
を
肯
定
/
否
定
す
る
地
盤
そ
の
も
の
を
い
っ
た
ん
捨
象
す
る
契
機
と
な
る
。
自
己
と

他
者
、
主
体
と
客
体
、
内
部
と
外
部
と
い
っ
た
区
別
を
前
提
と
し
た
「
理
解
」
過
程
そ
の
も
の
の
枠
組
が
自
壊
す
る
、

そ
の
変
容
の
軌
跡
を
文
化
問
翻
訳
の
現
場
と
し
て
生
き
る
こ
と
[
大
塚
一
九
九
二
。
そ
れ
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
か
な

た

に

、

つ

ま

り

目

的

論

と

し

て

の

歴

史

の

か

な

た

で

、

を

待

つ

底

無

し

の

誘

惑

で

は

な

い

の

だ

ろ

う

Aμ 

イスラームへの視座E 

わ
れ
わ
れ
の
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