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書 

評
　
本
書
は
も
と
も
と
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
院
（
S
O
A
S
）

の
博
士
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
日
本
の
修
行
の
世
界
を
描
く
す
ば

ら
し
い
旅
行
記
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
テ
ー
マ
は
日
本
の
宗
教
の
研
究
に

お
い
て
は
周
辺
的
な
分
野
で
あ
り
︑
ま
ち
が
い
な
く
も
っ
と
学
術
的
関
心
を

呼
ん
で
し
か
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
本
書
は
著
者
が
日
本
各
地
の
行
者
に

伍
し
て
実
体
験
し
た
広
範
な
実
地
調
査
を
も
と
に
書
か
れ
︑
三
つ
の
主
要
課

題
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
︒
そ
の
三
つ
と
は
︑
一
︑
英
語
の
﹁asceticism
﹂

（
求
道
的
禁
欲
）
と
い
う
言
葉
を
日
本
的
文
脈
に
適
用
す
る
の
が
妥
当
か
ど
う

か
︑
二
︑
修
行
の
宗
教
的
・
社
会
的
様
相
︑
三
︑
日
本
の
修
行
に
お
け
る
共

通
テ
ー
マ
と
は
何
か
で
あ
る
（p. 2

）︒

　
最
初
の
課
題
は
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
人
間
の
身
体
を
幅
広

い
文
化
的
観
点
か
ら
検
討
し
︑
禁
欲
を
自
己
否
定
と
と
ら
え
る
西
洋
で
よ
く

さ
れ
る
理
解
は
︑
近
代
の
心
身
二
元
論
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
で
き
た
誤

解
だ
と
説
く
︒
し
か
し
例
え
ば
﹁
凛
と
し
て
力
強
い
行
者
の
姿
﹂
や
﹁
宗
教

的
実
践
に
果
た
す
身
体
の
決
定
的
役
割
﹂
の
よ
う
な
文
化
的
収
斂
点
に
焦
点

を
絞
れ
ば
︑﹁asceticism

﹂
と
い
う
言
葉
を
異
言
語
間
に
汎
用
す
る
こ
と
が
可

能
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
身
体
を
強
調
す
る
考
え
方
を

も
っ
て
︑
様
々
な
伝
統
に
お
け
る
行
者
が
単
な
る
﹁
自
己
中
心
的
な
人
々
﹂

で
あ
る
と
結
論
す
べ
き
で
は
な
く
（p. 23

）︑
む
し
ろ
行
者
と
社
会
的
文
脈
と

の
相
互
作
用
は
不
安
定
か
つ
曖
昧
な
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︒

第
二
章
で
は
禁
欲
的
行
為
と
修
行
の
違
い
を
述
べ
︑
修
行
の
三
タ
イ
プ
︑
す

な
わ
ち
﹁
禁
欲
行
為
の
借
用
﹂︑﹁
屋
外
で
の
修
行
﹂︑﹁
宗
教
施
設
内
部
で
の

修
行
﹂
を
紹
介
す
る
︒
第
一
の
タ
イ
プ
は
例
え
ば
火
渡
り
や
刃
渡
り
の
よ
う

に
︑
祭
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
第
二
の
屋
外
タ
イ
プ
は
御
嶽
山
︹
木
曽
︺
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の
寒
行
や
七
尾
山
︹
奈
良
県
吉
野
︺
の
行
者
修
行
を
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
︒

第
三
の
タ
イ
プ
は
修
験
道
に
お
け
る
羽
黒
山
︹
出
羽
︺﹁
秋
の
峯
入
﹂
や
曹
洞

禅
の
﹁
臘ろ
う

八は
つ

接せ
っ

心し
ん

﹂
な
ど
︑
完
全
に
組
織
化
さ
れ
た
修
行
で
︑﹁
内
容
が
豊
か

で
し
っ
か
り
構
築
さ
れ
た
修
行
体
系
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
著
者
は
︑
こ
う
い

う
も
の
が
修
行
の
二
つ
の
基
本
要
素
︑
す
な
わ
ち
﹁
実
践
性
﹂
と
﹁
変
化
を

起
こ
さ
せ
る
力
﹂
と
い
う
点
で
禁
欲
的
行
為
の
効
率
に
肯
定
的
イ
ン
パ
ク
ト

を
及
ぼ
す
と
考
え
て
い
る
（p. 60
）︒

　
第
三
章
で
は
﹁
行
者
﹂
に
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
俗
人
の
修

行
と
（
僧
な
ど
）
職
業
宗
教
者
の
修
行
を
区
別
し
︑
後
者
の
例
と
し
て
天
台

宗
の
﹁
マ
ラ
ソ
ン
僧
﹂
に
よ
る
有
名
な
比
叡
山
の
千
日
回
峰
行
を
挙
げ
て
い

る
︒
章
の
後
半
で
は
︑﹁
な
ぜ
﹂
修
行
す
る
か
に
的
が
絞
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
基

本
的
に
何
ら
か
の
形
あ
る
御
利
益
や
力
の
追
求
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
︑
人

に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
を
持
つ
︒
修
行
者
が
こ
う
し
た
も
の
を
求
め
る
の
は

﹁
自
分
の
た
め
か
︑
あ
る
い
は
他
人
の
た
め
﹂
で
あ
る
と
い
う
（p. 87
）︒

　
第
四
章
で
は
﹁
修
行
世
界
の
外
部
と
内
部
﹂
が
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る

二
重
構
造
を
示
し
た
上
で
︑
日
本
の
修
行
の
空
間
的
・
社
会
的
文
脈
を
探
究

す
る
（p. 92

）︒
こ
の
章
の
後
半
で
は
神
道
と
仏
教
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
修
行

の
比
較
分
析
が
行
わ
れ
る
︒﹁
禁
欲
的
行
為
は
必
ず
し
も
宗
教
教
義
の
直
接
的

表
現
で
は
な
く
﹂︑
宗
教
的
意
味
の
充
当
と
修
行
実
践
を
通
じ
て
生
じ
る
身
体

解
釈
は
異
な
る
地
平
に
属
す
る
と
い
う
著
者
の
議
論
は
説
得
力
が
あ
る
（p. 

116

）︒

　
最
終
章
第
五
章
で
は
修
行
に
お
け
る
﹁
不
変
﹂
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
︒

﹁
不
変
﹂
と
は
︑
身
体
︑
一
定
の
苦
痛
と
肉
体
的
疲
労
を
意
図
的
に
作
り
出
す

こ
と
と
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
︑
修
行
か
ら
生
ず
る
感
覚
を
ど
う
と
ら
え
る
か

と
い
う
身
体
解
釈
論
の
三
つ
を
指
す
（p. 119

）︒
こ
の
身
体
感
覚
は
﹁
喪
失
﹂

と
﹁
獲
得
﹂
と
い
う
面
か
ら
修
行
者
が
会
得
す
る
も
の
で
あ
り
︑
不
純
か
ら

純
粋
へ
向
か
い
︑
最
終
的
理
想
で
あ
る
﹁
完
璧
な
身
体
﹂
を
感
じ
取
る
プ
ロ

セ
ス
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
︒
著
者
の
言
う
如
く
︑
痛
み
は
修
行
者
を
最
終

的
に
﹁
死
に
至
ら
し
め
﹂
て
く
れ
る
﹁
鍛
え
る
力
﹂
と
し
て
機
能
す
る
︒
こ

う
し
て
修
行
者
は
﹁
生
の
中
の
死
﹂
を
経
験
し
︑
究
極
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
実

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
例
が
︑
日
本
の
宗
教
伝
統
に
お
け
る
﹁
即
身

仏
﹂
で
あ
る
（pp. 126, 131

）︒
こ
れ
ら
の
結
論
か
ら
著
者
は
︑
修
行
と
は

﹁
修
行
者
の
身
体
内
の
流
れ
を
逆
行
さ
せ
︑
結
果
と
し
て
力
の
生
成
を
獲
得
す

る
明
白
で
構
造
的
な
プ
ロ
セ
ス
﹂
と
い
う
新
し
い
定
義
を
加
え
た
（p. 136

）︒

　
字
数
の
限
ら
れ
た
短
い
書
評
で
本
書
の
豊
か
さ
を
正
し
く
評
価
す
る
の
は

難
し
い
︒
著
者
は
自
ら
荒
行
に
い
く
つ
か
参
加
し
て
そ
の
分
析
を
ま
と
め
て

い
る
が
︑
そ
う
し
た
﹁
極
限
の
﹂
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
集
め
た
調

査
デ
ー
タ
の
持
つ
価
値
︑
お
よ
び
曖
昧
に
な
り
が
ち
な
宗
教
現
象
を
明
確
化

す
る
た
め
の
注
意
深
い
類
型
化
の
双
方
の
点
か
ら
︑
本
書
は
推
奨
に
値
す
る
︒

そ
の
上
で
︑
い
く
つ
か
の
細
か
い
点
に
つ
い
て
批
判
め
い
た
こ
と
を
述
べ
さ

せ
て
も
ら
い
た
い
︒
一
︑
題
名
に
あ
る
﹁
日
本
の
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら

は
︑
日
本
に
﹁
統
一
さ
れ
た
﹂
宗
教
が
あ
る
か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
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じ
て
し
ま
う
が
︑
こ
れ
は
日
本
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
︑
た
く
さ
ん
の
宗
教

形
態
が
存
在
す
る
事
実
と
矛
盾
す
る
︒
二
︑
感
謝
と
い
う
考
え
方
が
日
本
の

修
行
（pp. 86-87

）
お
よ
び
文
化
一
般
と
関
連
し
て
い
る
な
ら
︑
も
う
少
し
そ

の
点
を
深
掘
り
し
て
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
︒
三
︑
本
書
は
い
さ
さ
か
唐
突

な
終
わ
り
方
を
す
る
が
︑
結
論
を
含
め
︑
あ
と
数
頁
の
書
き
足
し
が
あ
れ
ば
︑

も
っ
と
読
者
に
納
得
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
四
︑
著
者

自
身
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
だ
が
（p. 129

）︑
著
者
の
﹁
人
間
学
﹂
的
な
説

明
力
が
充
分
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
少
あ
る
︒
こ
う
し
た
若
干
の
留
保

点
を
除
け
ば
︑
本
書
は
日
本
的
禁
欲
や
修
行
一
般
に
つ
い
て
新
た
に
加
え
る

に
値
す
る
文
献
で
あ
り
︑
日
本
の
宗
教
お
よ
び
比
較
宗
教
学
の
分
野
の
研
究

者
︑
上
級
の
学
生
に
と
っ
て
極
め
て
貴
重
な
文
献
と
な
ろ
う
︒
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に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒




