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◇書 評◇

EdwardW.Said

1乳e防r砿 翫 θ1セ鵬 απ硯 ゐθα εfεo

HarvardUniversityPress,1983

有田 亘

本
書
は
序
章

・
終
章
を
含
め
て
全
部
で
十
四
の
論
文
集
の
形
を
と

っ
て
お

り
、
そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
序
、

一
章
、
及
び
終
章
は
本
書

の
全
体
的
な
議
論
。
二
～
四
章
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
、

コ
ン
ラ
ッ
ド
の
作
品
分
析
。

五
、
六
章
は
そ
れ
ぞ
れ
反
復
と
独
創
性
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
。
七
～
十
章

は
前
半
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
の
現
代
批
評
理
論
の
批
判
的
検
討

(具
体
的

に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
)。

そ
し
て
十

一
、
十
二
章
は
本
書
の
議
論
の
オ
リ
エ
ソ
タ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論

へ
の
適
用
で
あ
る
。

著
者
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
イ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
彼
の

一
九
七
五
年
の
著

作

『始
ま
り
の
現
象
』
を
は
さ
む

一
九
六
九
年
か
ら
八

一
年
ま
で
の
十
二
年
間

に
わ
た

っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
書
の
議
論
は
基
本
的
に

『始
ま
り
の
現
象
』
の
議
論
を
踏
ま
え
る
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
『
始
ま
り

の
現
象
』
の
問
題
意
識
が
テ
ク
ス
ト
を

「ど
う
始
め
る
か
」
で
あ

っ
た
と
す
れ

ば
、
本
書
の
問
題
意
識
は

「
ど
う
続
け
る
か
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
こ
の
観
点
か
ら
、
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
五
、
六
章
の
議
論
を
中
心
に

据
え
つ
つ
、
本
書
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

続
け
る
方
法

-

本
書

で
は
、
結
び

つ
き

(お
冨
二
〇
口
ω
三
b
)
や
連
続
性

(o
o
暮
宣
巳
蔓
)
を
ど
う
見
い
出
す
か
、
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
る

ー

に
は

二
つ
あ

っ
て
、
嫡
出
関
係

(h一一一9
什一〇昌
)
と
非
嫡
出
関
係

(巴
注
一壁

o
ロ
)
が
そ

れ
で
あ
る
。
嫡
出
関
係
と
は
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫

へ
と
い
う
生
物
学
的

連
鎖
の
よ
う
な
連
続
性
を
持

つ
形
で
作
ら
れ
る
結
び

つ
き
を
意
味
す
る
。
た
と

え
ば

「
こ
の
小
説
は
こ
の
作
家
の
作
品
だ
」
と
言
う
と
き
、
嫡
出
関
係
に
よ
る

結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
嫡
出
関
係
に
あ
る
も
の
の
間
で
の
、
自
然
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で
固
有
な

(昌
舞
霞
巴

曽
口
塵
買
o
b
奠
)
結
び

つ
き
に
よ

っ
て
権
威
凵
著
者
性

(㊤ロ
些
o
臣
矯
)
や
起
源
11
独
創
性

(oユ
αq
ぼ
9澤
団
)
が
維
持

・
存
続
さ
れ
る
、
と

テ
ク
ス
ト
の
水
準
で
は
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

だ
が
近
代
社
会
に
お
い
て
は
こ
の
自
然
な
嫡
出
性
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う

か
究
極
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
は
ル
カ
ー
チ
と
次
の
よ
う
な
ヴ
ィ

ジ

ョ
ン
を
共
有
し
て
い
る
。
物
象
化

-

人
間
が
生
み
出
し
た
も
の
か
ら
の
人

間
の
疎
外

1

の
進
ん
だ
近
代
社
会

に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
自
然

な
結
び

つ
き
す
ら
現
実
に
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
原

子
化
さ
れ
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
互
い
に
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え

「子
供
の
な
い
カ

ッ
プ
ル
、
孤
児
、
中
絶
、
独
身
者
は
高
度
な
近
代
主
義
的

世
界
の
特
徴
的
な
住
民
で
あ
り
、
そ
れ
は
嫡
出
的
関
係
の
困
難
さ
を
示
し
て
い

る
。
」

嫡
出
関
係
は
次
第
に
非
嫡
出
関
係

に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
嫡
出
関
係
の
自

然
な
絆
を
、
非
嫡
出
関
係
は
超
個
人
的
な
形
態

-

仲
間
意
識
、

コ
ン
セ
ソ
サ

ス
、
専
門
家
的
観
点
、
階
級
、
支
配
的
文
化
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
な
ど

ー

に
変
化

さ
せ
る
。

つ
ま
り
非
嫡
出
関
係
と
は
、
あ
る
種
の
共
同
体
的
な
も
の
へ
の
参
加

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
結
び
つ
き
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
、
嫡
出
関
係
が
自

然
と

「生
」
の
領
域
に
属
し
て
い
る
の
に
対
し
、
非
嫡
出
関
係
は
文
化
と
社
会

に
属
す
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
も
は
や
家
系
的
な
縦
の
つ
な
が
り
が
見
い
出
さ

れ
な
い
と
き
、
代
わ
り
に
横
の
つ
な
が
り
が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
失
わ

れ
た
権
威
や
起
源
を
復
元
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
生
じ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解

で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
サ
イ
ー
ド
の
立
場
の
下
敷
き
と
な

っ
て
い
る
の
は
ヴ
ィ
ー

コ
の

『新
し
い
学
』
の
思
想
で
あ
る
。
ヴ

ィ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
人
類
を
存
続
さ
せ
る

知
的
パ
タ
ー
ン
は
反
復
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
は
常
に
非
合
理
性

へ
と
陥
る
可

能
性
を
孕
ん
で
い
る
が
、
人
間
精
神
は
、
あ
る
固
定
的
な
出
来
事
の
推
移
に
従

っ
て
同
じ
こ
と
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
間
の
歴
史
を
存
続
さ
せ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
無
限
の
性
交
の
代
わ
り
に
婚
姻
が
あ
る
、
抑
制
を
欠

い
た
独
裁
政
治
の
代
わ
り
に
法
と
民
主
主
義
が
あ
る
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
。

こ
の
婚
姻
、
法
、
国
家
な
ど
の
制
度
の
反
復
は
、
神
性
の
反
映
で
は
な
く
、
人

類
が
知
性
に
よ

っ
て
、自
発
的
な
選
択
に
よ

っ
て
行
う
も
の
で
あ
る
、と
ヴ
ィ
ー

コ
は
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
不
変
的
な
も
の

(神
性
)
が
保
た
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
自
発
的
な
選
択
の
結
果
反
復
と
い
う
形
で
同
じ
も
の

(結
果

的
に
不
変
な
も
の
)
が
見
つ
か
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
の

歴
史
は
人
間
に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
歴
史
が
自
ら
を
反
復

す
る
円
環
に
従
う
こ
と
に
よ

っ
て
も
作
ら
れ
る
ゆ

こ
こ
で
反
復
は
、歴
史
と
現
実
は
す
べ
て
人
間
の
存
続
に
か
か
わ

つ
て
お
り
、

神
の
起
源
目
独
創
性
に
か
か
わ

っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に
役
立

つ
、
と
い
う
認
識
論
的
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ヴ

ィ
ー
コ
は
人
類
り
歴
史

を

「世
俗
凵
地
上
的

(σq
窪
慈
o
)
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
が
、
そ
れ
は
第

一
に
、

人
知
を
超
越
し
た
唯

一
不
変

の
普
遍
的
原
理

(神
)
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
用
語
法
は

一
連
の
関
連
し
た
意
味
群
を

踏
ま
え
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
αq
①昌
窪
Φ
に
は
第

二
に
、
「
異
教

徒
的
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ

ィ
ー
コ
は
人
類
を
巨
人
の

末
畜
で
あ
る
異
教
徒
と
ヘ
ブ

ラ
イ
人
の
二
つ
に
区
別
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
歴

史
は
別
々
に
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
人
類
の
歴
史
は

ヘ
ブ
ラ
イ
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人
と
い
う

一
民
族
に
特
有
の
歴
史

(旧
約
聖
書
に
記
さ
れ
た
歴
史
)
だ
け
に
限

定
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
世
俗
n
地
上
的
歴
史

は
氏
族

(αq
Φ
口
ω)
の
歴
史
で
も
あ
る
。
「
氏
族
」
と
い
う
語
の
派
生
語
を
め
ぐ

る
語
源
学
的
な
語
呂
合
わ
せ
に
ヴ
ィ
ー
コ
は

(サ
イ
ー
ド
も
)
強
く
魅
了
さ
れ

て
い
た
。
歴
史
は
男
女
が
子
を
生
み
、
苦
労
し
て
育
て
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

仕
方
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
、
生
産
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
.

こ
う
し
て
ヴ
ィ
ー
コ
の
歴
史
イ
メ
ー
ジ
は
生
物
学
的
で
家
系
的
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
世
俗
11
地
上
的
と
い
う
用
語
は
サ
イ
ー
ド
の
言
う
嫡
出
関
係
と
同
義
語
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ヴ
ィ
ー

コ
は
反
復
を
嫡

出
関
係
と
み
な
し
て
い
る
が
、
嫡
出
関
係

と
い
う
の
は
問
題
を
孕
ん
で
お
り
、
不
用
意
に
必
然
的
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ヴ
ィ
ー

コ
の
歴
史
叙
述

に
は
嫡
出
関
係
に
対
す
る
強
迫
観
念
が
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
重
視

さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
、
と
サ
イ
ー
ド
は
指

摘
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
歴
史
が
も
は
や
不
変
の
神
性
の

介
入
の
結
果
と
み
な
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ

れ
、
ど
の
よ
う
に
自
ら
を
再
生
産
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ー
コ
の
同
時
代
人

(ビ

ュ
フ
ォ
ン
な
ど
)
は
、
世
代
間
の
伝
達

(遺
伝
)

を
志
向
し
て
い
る
。
再
生
産
と
は
あ
る
世
代
か
ら
次
の
世
代

へ
と
有
機
的
要
素

.

の
伝
達
さ
れ
る
過
程
の
こ
と
で
あ
り
、
特
徴
の
反
復
は
次
の
世
代
の
中
に
保
証

さ
れ
る
。
つ
ま
り
反
復
と
は
同
質
性

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
ヴ
ィ
ー
コ
も
、
彼
が

「歴
史
は
精
神
か
ら
生
じ
る
」
な
ど
と
言
う
と
き
に
は
こ
の
意
味
の
反
復
概
念

を
用
い
て
い
る
。
だ
が
遺
伝
は
発
生
理
論
を
含
ん
で
お
り
、
受
動
的
な
記
憶
な

の
で
は
な
い
。
世
代
は
闘
争
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ー

コ
の
世
俗
目
地

上
的
歴
史
の
本
質
で
も
あ
る
。
父
と
子
の
世
代
間
で
の
闘
争
に
よ

っ
て
反
復
と

同
時
に
差
異
が
生
ま
れ
る
。
単
に
祖
先
か
ら
の
遺
伝
な
ら
、
神
性
の
保
存
と
特

に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
嫡
出
関
係
は
あ
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
再
現
だ
が
、

別
の
観
点
、
つ
ま
り
人
間
の
存
在
形
態
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
そ
れ
は
差
異
で
あ
る
。
反
復

(再
現
)
と
差
異
と
の
間
で
嫡
出
関
係
に
つ

い
て
の
ヴ
ィ
ー

コ
の
思
考
は
た
め
ら
い
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
は
本
当
は
、

一
方

の
不
変
の
、
普
遍
的
な
、
定
常
的
で
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
へ
の
関
心
と
、
他
方

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
変
革
的
で
ユ
ニ
ー
ク
で
偶
発
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
の
間
の

た
め
ら
い
な
の
で
あ
る
。

結
局
ヴ
ィ
ー
コ
は
反
復
の
同
質
性
を
語
り
な
が
ら
、
反
復
の
中
で
失
わ
れ
た

も
の
と
得
ら
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
差
異
に
敏
感
に
着
目
し
て
し
ま
う
。
以
上
の

こ
と
か
ら
嫡
出
関
係
と
非
嫡
出
関
係
の
複
雑
な
関
わ
り
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
単

に

「嫡
出
関
係
か
ら
非
嫡
出
関
係

へ
」
と
い
う
よ
う
な
発
展
図
式
で
は
な
い
。

む
し
ろ
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
二
項
対
立
的
な
闘
争
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
嫡
出

関
係
に
お
い
て
は
、
権
威
目
著
者
性
や
起
源
11
独
創
性
と
い
っ
た
同

一
性
が
、
あ

ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
自
然
で

固
有
な
性
格
ゆ
え
に
、
同

一
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
る
結
び
つ
き
と
い
う
も

の
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
今
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同

一
性

の
維
持
に
基
づ
く
結
び

つ
き

(嫡
出
関
係
)
は
不
可
避
的
に
差
異
を
孕
み
、
そ

れ
だ
け
で
は
存
続
し
え
な
い
。
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
同

一

性
を
生
み
出
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
同

一
性
を
再

生
産
す
る
結
び

つ
き

(非
嫡
出
関
係
)
、
つ
ま
り
政
治
的
な
過
程
が
当
然
の
こ

と
な
が
ら
介
入
し
て
く
る
。
こ
れ
が
ヴ
ィ
ー
コ
を
批
判
的
に
摂
取
す
る
こ
と
で
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サ
イ
ー
ド
が
描
き
出
し
た
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
の
読
み
、
生
産
、
伝
達
に
は
政
治
的

・

社
会
的

・
人
間
的
価
値
が
入
り
込
み
、
そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
巧
妙
に
隠
蔽

さ
れ
て
お
り
、
批
判
意
識
の
た
ど
る
道
は
、
そ
れ
を
暴
き
出
す
こ
と
に
不
可
避

的
に
行
き
着
く
、
と
サ
イ
ー
ド
は
主
張
す
る
。
テ
ク
ス
ト
の
嫡
出
性
目
正
統
性

を
疑

っ
て
も
み
ず
、
テ
ク
ス
ト
を
単

に
現
実
の
状
況
に
翻
訳
し
て
み
せ
る
だ
け

の
者
は
批
評
家
と
は
言
え
ず
、
聖
職
者
、
錬
金
術
師
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
批
評

(「巴
σq
δ
昜

o居三
皀
ωヨ
)
に
代
わ

っ
て
必
要

と
さ
れ
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
は
ど
ん
な
と
き
で
も
常
に
状
況
や
社
会
に
と
ら
わ

れ
た
存
在
の
仕
方
を
持

っ
て
お
り
、
批
評
家
は
状
況
の
生
産
者
で
あ
る
と
同
時

に
そ
の
影
響
を
被

っ
て
も
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
批
評
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
テ
ク
ス
ト
は
世
界
の
中

に

(一昌
けげ
O
ミ
O『一q
)
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
世
俗
的

(耄
〇
二
臼
団
)
な
の
で
あ

る
。
サ
イ
ー
ド
が
そ
の
よ
う
な
批
評
を
世

俗
的
批
評

(ωΦ
Oロ
一pσ「
O
「一け一〇一ωbP)

と
名
づ
け
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
サ
イ
ー
ド
は
嫡

出
関
係
11
同
質
性
と
非
嫡
出
関
係
11
差
異
と

い
う
対
立
す
る
二
項
の
う
ち
ど
ち
ら
か
を
最
終
的
に
選
択
し
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
は
両
者
の

「有
機
的
共
犯
関
係
」
に

つ
い
て
、
「非
嫡
出
関
係
は
自
然
に
見

い
出
さ
れ
た
嫡
出
的
過
程
を
表
象
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嫡
出
関

係
は
非
嫡
出
関
係
に
よ

っ
て
い
わ
ば

「
で

っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
」
も
の
だ
が
、
そ

れ
で
も
嫡
出
関
係
が
な
い
こ
と
に
は
、
非
嫡
出
関
係
は
正
当
化
さ
れ
た
社
会

・

文
化
形
態
と
は
な
り
え
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

「わ
れ
わ
れ
」
、
つ
ま
り
非
嫡
出

的
絆
を
持

つ
者
た
ち
は
、

一
方
で
、
自
然
で
固
有
で
正
当
な
も
の
の
結
び

つ
き

(嫡
出
関
係
)
を
維
持
し
よ
う
し
て
テ
ク
ス
ト
に
政
治
的
次
元
を
持
ち
込
む
。

だ
が
同
時
に
、
そ
の
政
治
的
次
元
を
隠
蔽
し
よ
う
と
も
す
る
。
嫡
出
関
係
が
実

は
非
嫡
出
関
係
と
い
う
自
然
で
も
固
有
で
も
正
当
で
も
な
い
も
の
の
産
物
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
の
痕
跡
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
自
身
の
言

葉
に
よ
れ
ば
、
「
私
の
立
場
は
、
現
代

の
批
判
的
意
識
は
、
二
つ
の
批
判
的
意

識
に
関
わ
る
力
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
た
誘
惑
の
間
に
存
在
す
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

一
つ
は
批
評
家
が
嫡
出
的
に
確
定
す
る
文
化
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

非
嫡
出
的
に
獲
得
さ
れ
た
方
法
と
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。」

と
こ
ろ
で
、
嫡
出

・
非
嫡
出
関
係
に
よ

っ
て
起
源
凵
独
創
性
を
め
ぐ
る
問
題

-

つ
ま
り

「始
ま
り
」
の
問
題

1

を
取
り
扱
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ま

で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
サ
イ
ー
ド
は
自
然
で
不
変
な
も
の
を
普
遍

的
で
優
越
し
た
存
在
と
し
て
定
言
的
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
議
論
を
批
判
し
て

い
る
。
こ
れ
は
批
評
理
論
に
と

っ
て
、
理
論
的
的
興
味
の
単
位

(亘
巳
e)
の
見

直
し
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
を
理
論
的
に
探
求
す
る
場
合
、
何
に
焦
点
が

当
て
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
?

テ
ク
ス
ト
、
著
者
、
時
代
、
あ
る
い
は
思
想
と

い
っ
た
伝
統
的
な
興
味
の
単
位
に
は
不
満
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の

議
論
に
お
い
て
は
常
に
、
起
源
11
独
創
性
が
質
的
価
値
と
し
て
仮
定
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
に
と

っ
て
、
起
源
11
独
創
性
と
は
あ
る
人
の
経
験

を
別
の
人
に
対
し
て
、
限
り
な
く
そ
し
て
多
分
場
合
に
よ

っ
て
は
暴
力
的
に
置

き
換
え
る
こ
と
だ
、
と
す
ら
言
え
る
。

し
か
し
そ
の
点

で
そ
れ
を
放

っ
て
お
く
よ
り
も

、
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル

(篝

三
昌
αq
)
自
体
を
、
同
定
可
能
な
力
が
行
使
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
結
び
つ
け

ら
れ
、
他
の
も
の
は
置
き
換
え
ら
れ
、
さ
ら
に
別
の
も
の
は
取
り
戻
さ
れ
る
よ

134



う
な
活
動
と
し
て
研
究
す
る
、
と
い
う
方
向
が
提
示
さ
れ
る
。
分
析
対
象
と
し

て
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
価
値
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
印
象
的

・
感
覚
的
に
起
源

11
独
創
性
と
結
び

つ
け
て
い
る
、
存

在

(
テ
ク
ス
ト
)
と
不
在

(嫡
出
的
同

一

性
)
の
交
錯
を
よ
り
正
確
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
仮
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
書
こ
う
と
い
う
決
心
が
出
て
く
る
偶
発
的
で
世
俗
的
な

状
況
あ
る
い
は
条
件
で
あ
る
。
研
究
の
単
位
は
、
作
者
に
意
図
さ
れ
た
行
為

(娼
Φほ
o
門ヨ
き
8
)
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
は
問
題
の
作
家
に
と

っ
て
書
く
と
い

う
意
図
を
可
能
に
し
た
り
生
み
出
し
た
り
し
た
と
思
え
る
そ
れ
ら
の
状
況
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
文
体

(な
い
し
個
人
言
語
)
や
構
造
と
い

っ
た

比
較
的
最
近
の
図
式
は
、
興
味
深
い
分
析
方
法

(文
体
分
析
と
構
造
分
析
)
を

生
み
出
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
文
献
学
の
よ
う
な
伝
統
的
な
方
法
よ
り
、
現
代

言
語
学
と
提
携
し
て
い
る
。
現
代
言
語
学
は
そ
れ
自
体
、
言
語
行
為
を
可
能
に

す
る
言
語
世
界
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
起
源
11
独
創
性
は
朋
ら
か
に
補
助
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
創
造
的
1ー
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
著
作
は

一
次
的
で
、
批
判
的
11

解
釈
的
著
作
は
二
次
的
だ
と
い
う
区
別
に
西
欧
の
文
学
研
究
は
ふ
り
ま
わ
さ
れ

て
き
た
が
、
内
在
的
に
は
所
与
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
著
作
と
し
て

の
文
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
絶
え
間
の
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
、
高
度
に
不
自

然
で
抽
象
的
な
書
き
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
生
じ
た
そ
の
文
学
を
自
然
で
具
体

的
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
サ
イ
ー
ド
は
嫡

出
的
な
神
学
に
お
け
る
起
源
11
独
創
性
で
は
な
く
、
社
会
に
非
嫡
出
的
に
加
わ

る
こ
と
に
よ

っ
て
自
然
に
対
抗
し
て
書
く
こ
と
を
主
張
す
る
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
非
嫡
出
性
自
体
が
嫡
出
性
の
で
っ
ち
あ
げ
と
そ
の

隠
蔽
か
ら
成

っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
著
者
や
作
品
と
い

っ
た
機
能
的

な
限
界
を
純
粋
に
超
越
し
た
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
は
そ
の

す
べ
て
を
研
究
す
る
時
間
も
能
力
も
な
い
の
だ
か
ら
、
明
確
に
区
分
さ
れ
た
エ

ク
リ
チ

ュ
ー
ル
を
起
源
11
独
創
的
な
も
の
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
は

っ

き
り
と
し
た
意
図
や
欲
望
を
分
析
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
代
文
学
の
起
源
11
独

創
性
か
ら
の
離
脱

(引
用

・
反
復

・
パ
ロ
デ

ィ
な
ど
)
が
、
か
え

っ
て
起
源
11

独
創
性
を
強
化
す
る
と
い
う
逆
説
が
こ
う
し
て
生
じ
る
。

彼
の
批
評
は
、
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
る
と

一
貫
し
て

「
対
抗
的

(o
寒

oω
幣

ユ
o
嵩
巴

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
も
し
批
評
が
あ
る
教
義
や
個

個
の
問
題
に
対
す
る
政
治
的
立
場
に
還
元
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
ま
た
そ
れ
が

世
俗
的
で
自
覚
的
な
も
の
な
ら
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
文
化
的
活
動
や

思
考
の
体
系
と
は
異
な

っ
た
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ

う
な
批
評
的
言
説
と
は
具
体
的
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
?

サ
イ
ー
ド
は
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ヴ
を
見
い
出
せ
な
い
、
あ
る
種
の
膠
着

的
な
議
論
を
展
開
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
膠
着
性
が
現
代
の
わ

れ
わ
れ
が
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
特
殊
な
状
況
に
深
く
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
を
、
彼
は
示
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
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