
『東方』438 号（2017 年 8 月）　　22

　

ア
ジ
ア
は
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
重
層
化
さ
れ
た
モ
ザ

イ
ク
の
集
積
体
と
し
て
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
今
日
、
ア
ジ
ア

は
地
理
的
空
間
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
島
国
に
住
む
我
々

の
生
活
の
身
近
な
所
に
も
、
ア
ジ
ア
の
人
・
モ
ノ
が
多
く
存
在
し
て
お

り
、
我
々
は
日
常
生
活
の
中
で
ア
ジ
ア
を
考
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
多
様
な
ア
ジ
ア
を
考
え
る
上
で
の
ヒ

ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
本
書
の
構
成
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

は
じ
め
に

総
論　

水
羽
信
男
「
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
論
の
深
化
の
た
め
に
―
―

本
書
の
ね
ら
い
と
構
成
」

第
一
部　

ア
ジ
ア
認
識
の
再
構
築
の
た
め
に
―
―
「
外
」
か
ら
み

る
日
本
・
ア
ジ
ア

多
様
な
ア
ジ
ア
を
知
る
た
め
の
書

嵯
峨　

隆

Book Review

A5判　286頁
有志舎

［本体 2,800円 + 税］

第
一
章　

大
池
真
知
子
「
ア
フ
リ
カ
で
ビ
ジ
ネ
ス
と
紛
争
に
か

か
わ
る
日
本
人
た
ち
―
―
日
本
の
現
代
小
説
に
み
る
ア
フ
リ
カ

の
イ
メ
ー
ジ
」、
第
二
章　

青
木
利
夫
「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
植

民
地
支
配
と
独
立
の
経
験
―
―
植
民
地
近
代
を
考
え
る
」、
第

三
章　

三
木
直
大
「
雑
誌
『
島
嶼
邊
縁
』
と
一
九
九
〇
年
代
前

半
期
台
湾
の
文
化
論
」、
第
四
章　

川
口
高
行
「
日
本
に
お
け

る
『
台
湾
』
／
台
湾
に
お
け
る
『
日
本
』」、第
五
章　

布
川
弘
「
ラ

イ
シ
ャ
ワ
ー
の
ア
ジ
ア
認
識
と
日
本
」、第
六
章　

西
佳
代
「『
放

射
能
と
と
も
に
生
き
る
』
―
―
残
留
放
射
能
問
題
と
戦
後
の
日

米
貝
類
貿
易
」

第
二
部　

日
本
と
ア
ジ
ア
の
交
流
・
比
較
―
―
「
ア
ジ
ア
」
の
実
相

第
七
章　

金
子
肇
「
中
国
の
憲
法
制
定
事
業
と
日
本
」、
第
八
章　

水
羽
信
男
「
大
正
期
東
京
の
中
国
人
留
学
生
」、
第
九
章　

丸
田

水
羽
信
男
編

ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る

日
本
人
が『
ア
ジ
ア
の
世
紀
』を

　
　
　
　
　   

生
き
る
た
め
に
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孝
志
「
竈
神
と
毛
沢
東
像
―
―
戦
争
・
大
衆
動
員
・
民
間
信
仰
」、

第
一
〇
章　

黄
自
進
「
和
解
へ
の
道
―
―
日
中
戦
争
の
再
検
討
」、

第
一
一
章　

長
坂
格
「
ア
ジ
ア
の
中
を
移
動
す
る
女
性
た
ち
―
―

結
婚
で
日
本
に
移
住
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
た
ち
」、
第
一
二

章　

八
尾
隆
生
「
近
現
代
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
日
本
人
の
関
与
」

あ
と
が
き

　

第
一
部
で
い
う
「
外
」
と
は
、
ア
ジ
ア
以
外
の
地
域
あ
る
い
は
ア
ジ

ア
内
部
の
他
者
を
指
し
、
彼
ら
の
視
座
か
ら
相
対
化
さ
れ
た
ア
ジ
ア
を

意
味
す
る
。各
章
の
著
者
た
ち
の
指
摘
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

他
者
の
立
場
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
と
な
る
我
々
日
本
人
の
ア
ジ

ア
に
対
す
る
認
識
の
歪
み
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
に
都
合
よ
く
解
釈
さ

れ
て
い
た
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
説
と
い
う
形

で
「
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
」
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
自
由
奔
放
に
描
く
様

は
、
日
本
人
の
他
者
イ
メ
ー
ジ
の
反
映
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
実
に
我
々

と
ア
ジ
ア
の
関
係
性
を
照
ら
し
出
す
鏡
で
も
あ
る
の
だ
し
（
第
一
章
）、

中
南
米
の
地
域
に
「
ラ
テ
ン
」
と
い
う
先
住
民
に
無
縁
な
名
称
を
与
え
、

且
つ
白
人
支
配
者
が
自
ら
を
文
明
の
使
徒
と
し
て
、
先
住
民
社
会
の
遅

れ
を
解
消
す
る
こ
と
を
使
命
と
考
え
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
か
つ
て

の
日
本
と
ア
ジ
ア
と
の
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
（
第
二

章
）。
そ
れ
に
比
し
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
再
評
価
と
残
留
放
射
能
問
題

に
つ
い
て
の
論
考
（
第
五
章
、
第
六
章
）
は
、
そ
れ
ら
を
媒
介
と
し
て
日

本
人
の
現
在
の
思
想
・
文
化
傾
向
、
そ
し
て
科
学
的
数
値
優
先
に
対
す

る
批
判
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
を
通
じ
て
の
ア

ジ
ア
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
、
ア
ジ

ア
の
持
つ
問
題
を
考
え
る
に
当
っ
て
は
意
外
な
一
面
を
知
る
上
で
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。

　

台
湾
を
「
外
」
と
分
類
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
持
つ
人
も
い
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
中

国
と
日
本
の
影
響
を
相
対
化
す
る
た
め
の
「
他
者
」
た
り
得
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
指
摘
か
ら
す
れ
ば
、
台
湾
は
対
中
国
と

い
う
側
面
と
自
ら
の
中
に
抱
え
る
少
数
者
と
の
関
係
の
間
に
あ
っ
て
、

二
重
の
他
者
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
第
三

章
）。
他
方
に
お
い
て
、
近
年
の
台
湾
映
画
の
中
に
は
自
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
問
う
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
し
ば
し

ば
日
本
支
配
の
時
代
が
題
材
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
だ
が
、
日
本
語
教
育

世
代
を
親
日
の
象
徴
と
す
る
一
部
の
見
方
に
対
し
て
、日
本
語
で
は「
語

ら
れ
な
か
っ
た
経
験
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
本
書
の
指
摘
は
「
親
日
」

の
背
後
に
あ
る
も
の
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
第
四
章
）。
ま
た
著

者
は
、
魏
徳
聖
の
作
品
「
セ
デ
ッ
ク
・
バ
レ
」
を
し
て
、
多
文
化
の
融

合
す
る
土
地
と
し
て
の
台
湾
と
い
う
存
在
を
我
々
に
提
示
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

　

第
二
部
は
中
国
近
現
代
史
と
東
南
ア
ジ
ア
を
扱
っ
た
論
考
で
構
成
さ
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れ
て
い
る
。
中
国
近
現
代
史
の
研
究
は
、
中
共
的
歴
史
観
か
ら
脱
却
し

て
久
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
本
書
の
著
者
た
ち
の
関
心
も
中
華
民
国
史

の
多
面
性
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
憲
政
史
は
現
代

政
治
と
の
関
わ
り
か
ら
関
心
を
惹
く
分
野
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
で

は
一
九
三
六
年
の
「
五
五
憲
草
」
と
中
共
に
よ
る
一
九
五
四
年
憲
法
制

定
へ
の
日
本
人
の
対
応
が
扱
わ
れ
て
い
る
（
第
七
章
）。
前
者
は
同
時
代

の
優
れ
た
観
察
と
し
て
、
後
者
は
冷
戦
と
い
う
緊
張
し
た
時
代
状
況
の

中
で
、
日
本
側
が
冷
静
か
つ
柔
軟
な
見
方
を
し
て
い
た
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
日
の
状
況
の
中
で
も
参
考
と
す
べ
き
も
の
で

も
あ
ろ
う
。
憲
政
と
同
様
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
ま
た
中
国
の
現
代
的

課
題
に
繋
が
る
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
で
取

り
上
げ
ら
れ
た
施
存
統
と
い
う
人
物
は
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、彼
の
思
想
に
は
個
の
尊
厳
を
最
重
視
す
る
発
想
が
あ
り
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
視
点
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
第
八
章
）。
そ

う
し
た
発
想
が
、
日
本
で
の
生
活
の
中
で
育
ま
れ
た
こ
と
を
知
る
時
、

我
々
は
中
国
の
み
な
ら
ず
今
日
の
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
在
り
方

と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
に
当
っ
て
の
素
材
と
な
し

得
る
だ
ろ
う
。

　

日
中
戦
争
期
間
中
に
中
国
共
産
党
が
力
量
を
強
め
た
最
大
の
要
因

は
、
農
民
大
衆
の
支
持
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
そ
の
こ

と
を
、
階
級
意
識
の
啓
発
や
利
益
誘
導
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
習
慣
や

信
仰
形
態
と
い
っ
た
情
緒
的
側
面
へ
の
訴
え
か
け
か
ら
分
析
す
る
（
第

九
章
）。
烈
士
の
追
悼
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
が
農
民
の
宗
族
観
念

や
家
族
観
念
に
配
慮
し
た
方
式
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、「
お
国
の
た
め
」
や
「
階
級
の
た
め
」
と
は
無
縁
な
戦
死
者

顕
彰
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
人
為
の

産
物
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共

産
党
の
問
題
も
含
め
て
、
日
中
戦
争
の
再
検
討
は
今
日
の
最
も
重
視
さ

れ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
書
で
は
、

戦
争
が
長
期
的
に
計
画
、
運
営
さ
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
偶
発
的
な
事

変
の
連
続
と
い
う
悪
循
環
の
中
で
生
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
認
識

か
ら
、
事
変
が
何
故
連
続
し
て
発
生
し
た
の
か
を
再
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
説
き
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
・
中
国
・
台
湾
の
共
同
研
究
の
紹
介

を
行
っ
て
い
る
（
第
一
〇
章
）。
確
か
に
、
こ
の
問
題
は
民
族
和
解
の
た

め
の
極
め
て
重
要
な
鍵
で
あ
り
、
著
者
の
意
図
と
方
向
性
は
十
分
に
理

解
で
き
る
。
更
に
は
、
満
洲
開
発
を
日
中
戦
争
の
一
つ
の
軸
と
し
よ
う

す
る
考
え
は
、
研
究
に
厚
み
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後

の
具
体
的
成
果
を
期
待
し
た
い
。

　

日
本
と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
の
中
で
、
本
書
が
取
り
上
げ
る
の
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
る
。
在
日
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
が
抱
え

る
生
活
上
の
問
題
は
、
我
々
の
日
常
生
活
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
た
ア

ジ
ア
問
題
の
存
在
を
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
第
一
一
章
）。
彼
女
ら
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の
生
活
は
、
日
本
社
会
へ
の
適
応
と
同
時
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
家
族
と

の
関
係
維
持
を
支
援
す
る
存
在
と
し
て
の
夫
の
役
割
の
重
要
さ
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。
彼
女
ら
の
生
活
は
、
夫
と
の
関
係
性
如
何
で
ど
の
よ

う
に
で
も
変
わ
り
得
る
不
確
実
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
個
々
の
問
題
に

は
個
々
の
解
決
策
し
か
な
い
の
だ
が
、
我
々
は
こ
う
し
た
研
究
を
通
じ

て
そ
の
問
題
の
実
態
を
知
り
、
他
者
へ
の
社
会
的
寛
容
度
を
高
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
最
後
に
、
ベ
ト
ナ
ム
近
現
代
に
お
け
る
古
典

籍
の
流
転
を
基
に
、
日
本
が
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
第
一
二
章
）。
著
者
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
ベ

ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
前
近
代
史
学
は
「
ぶ
っ
ち
ぎ
り
の
負
け
組
」
の
分

野
で
あ
り
、
史
料
を
読
め
る
人
も
限
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
材
不
足
だ
と
い

う
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
日
本
人
を
始
め
と
す
る
外
国
人
が
研
究

に
貢
献
で
き
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
た

な
交
流
の
始
ま
り
も
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

右
で
簡
単
に
紹
介
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
主
題

と
す
る
と
こ
ろ
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
仕
方
や
提
起
す
る
内
容
も
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
様
々
な
形
で
提

起
さ
れ
る
中
か
ら
共
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
直
接
・
間
接
の
違

い
は
あ
れ
、
そ
の
多
く
が
日
本
の
過
去
と
現
在
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
編
者
が
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ

た
問
題
意
識
が
本
書
全
体
に
行
き
渡
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
つ
。
そ
れ

で
は
、
日
本
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
は
何
で
あ
っ
た
（
あ
る
）
の
か
。
こ
の
問

い
は
、
日
本
は
ア
ジ
ア
で
あ
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
関
わ
る
だ
ろ

う
。
明
治
以
降
の
潮
流
で
あ
る
興
亜
と
脱
亜
は
、
自
ら
に
刻
印
さ
れ
た

ア
ジ
ア
性
を
前
面
に
出
す
か
、
或
い
は
そ
れ
を
意
図
的
に
否
定
す
る
か

の
違
い
で
し
か
な
く
、
陽
画
と
陰
画
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
今
や
常

識
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
近
代
以
降
の
日
本
は
ア
ジ
ア
性
を
共
有

し
つ
つ
、
別
の
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
て
「
侵
亜
」
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
敗
戦
に
よ
っ
て
、
日
本
は
主
体
性
を
放
棄
し
て
ア
メ
リ
カ
と
一

体
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
を
積
極
的
に
語
ら
な
く
な
っ
た
。

逆
に
、日
本
は
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
何
者
で
あ
る
の
か
を
問
う
努
力
は
あ
っ

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
部
を
除
い
て
さ
ほ
ど
大
き
な
潮
流
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
十
数
年
ほ
ど
前
か
ら
、
本
来
の
意
図
と

は
全
く
か
け
離
れ
た
形
で
「
脱
亜
」
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
中
国
と
朝
鮮
半
島
を
指
し
て
「
特
定
ア
ジ
ア
」
と
称
し
、

露
骨
な
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
、

そ
れ
を
増
幅
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
日
本
礼
讃
の
声
が
溢
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
状
を
乗
り
越
え
て
、
真
の
和
解
と
共
存
を
作
り
出
す
た
め
に

は
、
日
本
に
と
っ
て
の
ア
ジ
ア
／
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
の
日
本
を
、
基
礎

的
な
部
分
か
ら
問
い
直
す
作
業
が
必
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
が
そ
う
し
た
意
図
を
持
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
さ
が
・
た
か
し　

静
岡
県
立
大
学
名
誉
教
授
）


