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チ
ュ
ニ
ジ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
に
端
を
発
す
る
中
東
地
域
で
の

大
き
な
変
化
の
う
ね
り
は
、
世
界
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
中
東

は
日
本
人
に
と
っ
て
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
地
域
で
あ
り
、

さ
ら
に
三
・
一
一
に
よ
り
日
本
人
の
関
心
は
か
な
り
内
向
き

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
フ
ク
シ
マ
」
が
ま
き
散
ら
し
た

放
射
能
汚
染
が
目
に
見
え
な
く
と
も
国
境
を
越
え
て
確
実
に

全
世
界
を
�
ん
で
い
る
の
と
同
様
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
起
こ
っ

て
い
る
変
化
も
日
本
や
東
ア
ジ
ア
で
進
行
し
て
い
る
変
化
と

無
関
係
で
は
な
い
。

今
回
の
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
専
門
家
に
も
な
か
な
か
予
想

が
困
難
だ
っ
た
。
ま
し
て
や
門
外
漢
に
は
、
た
だ
で
さ
え
複

雑
な
歴
史
や
背
景
を
も
つ
広
大
な
ア
ラ
ブ
・
中
東
地
域
の
変

化
を
跡
づ
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
る

こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
企
画
で
は
あ
え
て

特
集
︱

１ 

中
東
か
ら
変
わ
る
世
界

﹇
特
集
に
あ
た
っ
て
﹈

地
域
間
比
較
で
見
た
中
東
の
政
変

家
田
　
修

第
Ⅰ
部

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
い
た
る
流
れ
と
世
界
へ
の
波
及
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中
東
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
を
専
攻
す
る

研
究
者
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
「
ア

ラ
ブ
の
春
」
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
を
話
題
の
中
心
に
据

え
た
。
こ
れ
に
よ
り
中
東
で
の
変
化
を
、
立
体
的
あ
る
い
は

多
面
的
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
同
時
に
、
内
向
き
に
な
り
が
ち
な
地
域
研
究
に
お

い
て
、
他
の
地
域
と
対
話
を
行
う
好
機
と
な
り
、
地
域
研
究

全
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
企
画
の
狙
い
は
ま
ず
、「
地
域
」
の
壁

を
越
え
て
地
域
研
究
者
が
い
わ
ば
他
人
の
土
俵
で
政
治
変
動

に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
言
う
は

易
し
、
行
う
は
難
し
」
で
あ
る
。
地
域
研
究
者
に
と
っ
て
専

門
外
の
地
域
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
経
済
学
者
が
文
学

を
論
じ
る
ほ
ど
の
挑
戦
的
な
試
み
で
あ
る
。
今
回
は
対
話
を

比
較
的
容
易
に
す
る
た
め
、
分
析
の
方
法
、
つ
ま
り
専
門
的

学
問
分
野
で
接
点
を
持
つ
研
究
者
の
方
々
を
お
招
き
し
た
。

酒
井
啓
子
（
中
東
研
究
、
以
下
敬
称
略
）、
恒
川
惠
市
（
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
研
究
）、
武
内
進
一
（
ア
フ
リ
カ
研
究
）、
藤
原

帰
一
（
東
南
ア
ジ
ア
研
究
）、
廣
瀬
陽
子
（
旧
ソ
連
地
域
研

究
）、
高
原
明
生
（
中
国
研
究
）
の
各
氏
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
政
治
学
と
い
っ
て
も
、
そ
の
射
程
範
囲
は
多
岐
に
及
ぶ
た

め
、
地
域
の
壁
の
越
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
で
か
な
り
異

な
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
、
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

以
下
で
は
各
論
考
の
意
図
や
問
題
関
心
を
大
雑
把
で
は
あ

る
が
、
俯
瞰
的
に
整
理
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
理
解
の
一
助

と
し
た
い
。
ま
ず
土
俵
を
貸
す
側
で
あ
る
酒
井
は
、
な
ぜ
今

回
の
政
治
変
動
が
生
じ
た
の
か
に
関
し
て
、
従
来
は
個
別
的

に
し
か
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
権
力
構
造
、
反
政
府
運

動
、
そ
し
て
国
際
環
境
の
三
要
因
を
統
合
的
に
考
察
し
、
そ

れ
を
基
に
中
東
の
各
国
を
横
断
的
に
比
較
し
た
。
恒
川
も
政

治
変
動
が
起
き
る
主
観
的
、
お
よ
び
客
観
的
背
景
を
酒
井
と

同
様
に
要
因
ご
と
に
分
析
す
る
が
、
対
象
は
中
東
お
よ
び
中

南
米
を
越
え
て
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア

フ
リ
カ
、
そ
し
て
中
央
ア
ジ
ア
に
ま
で
広
げ
た
。
こ
こ
に

は
、「
地
域
研
究
は
と
も
す
れ
ば
自
己
中
心
に
な
り
が
ち
。

他
地
域
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
」
だ
と
の
恒
川
の
主
張
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
検
討
す
る
変
動
要
因
に
も
、
地
域

間
比
較
を
普
遍
的
に
可
能
と
す
る
よ
う
な
社
会
経
済
指
標
な

い
し
政
治
指
標
が
用
い
ら
れ
た
。
武
内
も
恒
川
と
類
似
の
社

会
経
済
指
標
を
基
準
に
し
て
中
東
の
変
化
を
論
じ
る
が
、
比

較
さ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
一
九
九
〇
年
代
に
民
主
化
が
進
展

し
た
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
で
あ
る
。
ま
た
武
内
は
冷
戦

後
に
サ
ハ
ラ
以
南
と
北
ア
フ
リ
カ
・
中
東
が
置
か
れ
た
国
際

環
境
の
違
い
に
も
力
点
を
置
い
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
読
者

は
ま
ず
以
上
の
三
つ
の
論
考
か
ら
、
今
回
の
「
ア
ラ
ブ
の
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春
」
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
鳥
瞰
図
の
な
か
で
つ
か
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

東
南
ア
ジ
ア
を
専
門
と
す
る
藤
原
は
以
上
の
三
つ
の
論
考

と
は
対
照
的
に
、
今
回
の
中
東
で
の
政
治
変
動
が
示
し
た
連

鎖
性
、
す
な
わ
ち
国
境
を
越
え
た
波
及
性
に
大
き
な
関
心
を

寄
せ
た
。
つ
ま
り
、
政
治
経
済
的
な
指
標
に
よ
る
「
段
階
」

が
異
な
る
場
合
で
も
、
政
治
変
動
が
国
を
越
え
て
波
及
し
、

連
鎖
現
象
を
引
き
起
こ
す
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を
提
起

し
た
の
で
あ
る
。
普
遍
的
な
指
標
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な

い
現
実
が
残
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
の
背
景
に

は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
連
鎖
的
な
政
治
変
動
が
起
き
に
く
い

と
い
う
地
域
比
較
の
問
題
意
識
も
あ
る
。
ま
た
藤
原
は
、

「
民
主
化
」（
旧
体
制
の
崩
壊
）
と
「
民
主
制
の
固
定
化
」（
新

体
制
の
安
定
化
）
は
異
な
る
過
程
で
あ
り
、
両
者
を
分
け
て

分
析
す
る
こ
と
で
、
地
域
（
国
）
を
越
え
て
作
用
す
る
要
因

と
、
地
域
（
国
）
に
固
有
な
要
因
と
を
峻
別
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
の
興
味
深
い
視
点
を
提
示
し
た
。

旧
ソ
連
諸
国
と
の
対
比
を
論
じ
た
廣
瀬
は
、
ロ
シ
ア
以
外

の
国
々
で
連
鎖
的
に
起
こ
っ
た
「
色
革
命
」（
グ
ル
ジ
ア
の

「
バ
ラ
革
命
」、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
「
オ
レ
ン
ジ
革
命
」
な
ど
）

を
念
頭
に
お
き
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
連
鎖
的
な
変
動
と
は
基
本

的
に
性
格
を
異
に
す
る
と
い
う
結
論
を
出
す
一
方
で
、
酒
井

の
問
題
提
起
、
す
な
わ
ち
「
オ
ト
ポ
ー
ル
」（
セ
ル
ビ
ア
で

の
反
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
チ
運
動
）
の
運
動
形
態
が
「
ア
ラ
ブ
の

春
」
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
指
摘
を
受
け
、

「
色
革
命
」
で
も
「
オ
ト
ポ
ー
ル
」
が
や
は
り
民
衆
運
動
に

影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
藤
原

の
問
題
提
起
、「
な
ぜ
国
境
を
越
え
て
波
及
す
る
の
か
」
へ

の
一
つ
の
答
え
と
な
っ
て
い
る
。
東
欧
の
政
治
変
動
で
例
外

的
に
全
面
的
な
民
族
間
武
力
抗
争
へ
と
発
展
し
た
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ヴ
ィ
ア
の
な
か
で
も
、
政
治
変
動
が
最
も
長
期
化
し
た
セ

ル
ビ
ア
か
ら
他
の
地
域
へ
波
及
力
を
も
つ
民
衆
運
動
が
生
ま

れ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
地
域
を
越
え
て
共
同
研

究
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。

中
国
か
ら
見
た
ア
ラ
ブ
の
変
動
を
語
る
高
原
は
、「
中
国

で
は
な
ぜ
政
治
変
動
が
起
き
な
い
の
か
」
に
叙
述
を
終
始
さ

せ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
地
域
か
ら
の
論
考
が
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
起
こ
っ
た
政
治
変
動
と
比
較
す
る
こ
と
で
「
ア
ラ

ブ
の
春
」
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中

国
に
は
直
接
的
に
中
東
と
比
較
す
べ
き
政
治
変
動
が
「
い
ま

だ
」
起
こ
っ
て
い
な
い
以
上
、
高
原
の
語
り
口
は
自
然
な
の

で
あ
る
。
た
だ
し
高
原
も
恒
川
ら
が
提
示
し
た
普
遍
的
な
指

標
を
念
頭
に
置
い
て
中
国
の
政
治
社
会
状
況
を
分
析
し
て
お

り
、
読
者
は
中
国
を
他
地
域
と
の
相
対
的
な
位
置
関
係
の
な

か
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
世
界
の
各
地
域
で
の
（
な
い
し
そ
の
地
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域
の
研
究
者
に
よ
る
）「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
受
け
止
め
方
は

一
様
で
な
い
。
し
か
し
、
多
様
な
受
け
止
め
方
の
な
か
に
こ

そ
、
各
地
域
の
現
状
、
な
い
し
そ
こ
で
の
民
主
化
な
い
し
政

治
変
動
の
あ
り
方
が
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
東

で
の
変
化
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
問
い
は
、
単
に
中
東
を

語
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
語
り
口
を
介
し
て
各
地
域
の
変
化

を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
論

考
か
ら
浮
か
び
上
が
る
中
東
像
と
自
画
像
の
両
面
が
あ
い

ま
っ
て
、
本
企
画
の
表
題
で
あ
る
「
中
東
か
ら
変
わ
る
世

界
」
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
地
域
を
ま
た
い
だ
対
話
に
よ

り
、「
オ
ト
ポ
ー
ル
」
現
象
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
見
え
に
く

か
っ
た
地
域
相
互
の
結
び
つ
き
も
可
視
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は

地
域
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
と
い
う
多
地
域
の
研
究
者
を
横

断
的
に
結
ぶ
組
織
体
が
目
指
す
研
究
の
方
向
で
も
あ
る
。

も
う
一
点
、
今
回
の
多
地
域
横
断
的
な
対
話
の
な
か
で
争

点
と
な
っ
た
変
動
要
因
と
し
て
情
報
の
伝
達
が
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
政
治
変
動
に
対
す
る
ネ
ッ
ト
社
会
の
役
割
で
あ
る
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
が
、
公
式
メ
デ
ィ
ア
に
対

抗
す
る
反
政
府
勢
力
の
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
重
要
だ
っ
た

と
い
う
指
摘
が
い
く
つ
か
の
報
告
で
な
さ
れ
た
が
、
他
方

で
、
高
原
が
問
題
提
起
し
た
よ
う
に
、
情
報
伝
達
の
ネ
ッ
ト

化
は
必
ず
し
も
大
衆
的
な
政
治
変
動
を
呼
び
起
こ
す
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
側
面
も
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
情
報
操
作
と
し
て
、
政
治
学
で
も
社
会
学
で
も
古
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
問
題
領
域
で
あ
る
。
確
か
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
に
よ
り
、
個
人
は
不
特
定
多
数
の
人
々

と
の
間
で
瞬
時
に
情
報
や
意
志
を
送
受
信
で
き
る
自
由
を
獲

得
し
た
。
し
か
し
情
報
技
術
革
新
の
受
益
者
は
誰
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
、
常
に
反
体
制
と
体
制
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
い

て
き
た
の
で
あ
り
、
平
等
を
原
則
と
す
る
ネ
ッ
ト
社
会
に

も
、
実
際
に
は
権
力
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
。
高
原
は
「
ネ

テ
ィ
ズ
ン
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
当
局
に
よ
る
社
会
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
し
や
す
く
な
る
」
と
指
摘
す
る
。
実
際
、

エ
ジ
プ
ト
は
恒
川
の
提
示
し
た
普
遍
的
指
標
に
よ
れ
ば
、

ネ
ッ
ト
利
用
率
が
最
低
の
国
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

ネ
ッ
ト
社
会
の
「
発
展
段
階
指
標
」
を
考
え
る
な
ら
、
ネ
ッ

ト
環
境
が
向
上
す
れ
ば
反
政
府
的
活
動
や
民
主
化
が
進
む
と

い
う
単
純
な
相
関
関
係
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
む
し
ろ

ネ
ッ
ト
社
会
の
発
展
は
「
ガ
ス
抜
き
」
あ
る
い
は
体
制
安
定

化
要
因
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
も
今
回
の

地
域
間
対
話
の
結
論
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
蛇
足
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
の
三
・

一
一
以
降
に
お
け
る
情
報
管
理
に
つ
い
て
、
象
徴
的
な
事
例

を
一
言
だ
け
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
個
人
的
な
体
験
だ

が
、
偶
然
に
も
筆
者
は
「
フ
ク
シ
マ
」
三
号
炉
の
爆
発
映
像

を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
出
張
中
に
見
た
。
炎
が
横
に
広
が
り
原
子
炉
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建
屋
が
瞬
時
に
吹
き
飛
ん
だ
。
赤
い
炎
の
中
か
ら
柱
状
の
黒

煙
が
垂
直
方
向
に
吹
き
上
げ
、
上
空
で
キ
ノ
コ
状
雲
を
形
成

し
た
の
で
あ
る
。
帰
国
し
て
か
ら
家
族
や
知
人
・
友
人
に
聞

く
と
、
私
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
見
た
爆
発
映
像
は
日
本
で
は
流

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
世
界
が
驚
愕
し

た
「
フ
ク
シ
マ
」
は
白
煙
が
横
に
広
が
る
一
号
炉
の
爆
発
で

は
な
く
、
キ
ノ
コ
雲
と
な
っ
た
異
様
な
爆
発
で
あ
る
。
外
国

の
在
日
公
館
員
が
東
京
か
ら
避
難
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
源

は
日
本
人
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
よ
う
。
ネ
ッ
ト
上
で
は
こ

の
爆
発
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
国
際
的
に
な
さ
れ
て

い
る
が
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
フ
ク

シ
マ
」
の
自
画
像
と
世
界
か
ら
見
た
「
フ
ク
シ
マ
」
に
は
質

的
な
違
い
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
社
会
も
日
本
語
と
い
う
制
約
の

な
か
で
内
向
き
に
な
り
、
客
観
的
な
自
己
認
識
が
妨
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
中
東
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
向
か
う
の
か
、
と
い

う
最
も
関
心
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討

論
の
際
に
行
わ
れ
た
発
言
も
含
め
て
、
論
点
を
整
理
し
て
お

こ
う
。
こ
の
問
題
で
は
藤
原
が
わ
か
り
や
く
、
三
つ
の
一
般

的
な
可
能
性
を
提
示
し
た
。
①
「
独
裁
体
制
の
自
発
的
な
権

力
委
譲
」、
②
「
民
主
制
の
形
成
過
程
で
担
い
手
が
変
わ

る
」、
そ
し
て
③
「
民
主
化
に
よ
る
破
綻
国
家
の
誕
生
」
で

あ
る
。
藤
原
は
③
の
事
例
は
従
来
の
政
治
変
動
で
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
今
回
は
生
ま
れ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い

と
し
た
。
恒
川
は
客
観
的
な
要
因
よ
り
も
主
体
的
な
要
因
の

ほ
う
が
よ
り
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
視
点
を
示
し

た
う
え
で
、
今
後
は
民
主
化
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、「
よ

り
開
放
的
な
」
政
治
体
制
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

展
望
し
た
。
酒
井
は
、
今
回
の
街
頭
運
動
が
外
向
き
に
は

「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
含
め
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
あ
え

て
避
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
今
後
の
中
東
を

占
う
場
合
に
は
国
際
的
な
要
因
が
大
き
く
な
る
と
指
摘
し

た
。
し
か
し
、
討
論
で
は
人
々
が
「
恐
怖
を
ふ
り
は
ら
っ

た
」
こ
と
、
そ
し
て
今
後
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
方
向
に
向
け
た

政
治
変
動
」
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
の
観
測
を
示
し

た
。
藤
原
の
三
類
型
の
①
と
②
の
中
間
型
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

高
原
は
一
般
論
と
し
て
「
シ
ス
テ
ム
だ
け
の
話
で
は
な
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
原
発
事
故
等
で
も
、
人
類
の

生
き
方
と
か
、
持
続
可
能
な
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
締
め
く
く
っ
た
。
我
々
は
と
も

す
る
と
国
や
地
域
の
中
だ
け
で
物
事
を
判
断
し
が
ち
で
あ

り
、
突
き
付
け
ら
れ
た
課
題
を
大
状
況
の
な
か
で
思
考
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
か
つ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
連
帯
運
動
は
三

〇
年
か
け
て
築
か
れ
た
共
産
党
体
制
を
一
〇
年
の
年
月
を
か

け
て
打
倒
し
た
。
こ
の
政
治
変
動
過
程
を
「
自
制
的
革
命
」
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と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
高
原
の
い
う
よ
う
な
人
類
史
的
な
見

方
ま
で
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
一
〇
年
く
ら

い
の
展
望
で
中
東
情
勢
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
は
必
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
い
え
だ
・
お
さ
む
／
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
）




