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エ
ジ
プ
ト
は「
ナ
イ
ル
川
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、中
東
・

ア
フ
リ
カ
世
界
随
一
の
映
画
大
国
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
制
作
さ
れ
た
作

品
は
、
近
隣
ア
ラ
ブ
諸
国
で
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
上
演
さ
れ
る
。
最

近
で
は
娯
楽
も
多
様
化
し
て
い
る
が
、
近
年
ま
で
エ
ジ
プ
ト
の
人
々
に

と
っ
て
映
画
は
最
大
の
娯
楽
で
あ
っ
た
。
映
画
館
は
週
末
と
も
な
れ
ば
い

つ
も
満
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
雰
囲
気
を
持
つ
地
中
海
岸
の
町
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド

リ
ア
に
エ
ジ
プ
ト
初
の
映
画
館
が
誕
生
し
た
の
は
一
八
九
七
年
で
あ
り
、

エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
映
画
の
歴
史
は
長
い
。
一
九
二
五
年
に
は
映
画
会
社

が
設
立
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
に
は
初
め
て
の
長
編
映
画
「
ザ
イ
ナ
ブ
」
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
や
っ
て
く
る
の
が
エ
ジ
プ
ト
映
画
の
黄
金

期
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
ジ
オ
が
活
発
な
活
動
を

見
せ
、
一
九
三
六
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
映
画
祭
に
も
出
品
し
て
い
る
。

　
し
か
し
一
九
五
二
年
に
革
命
が
発
生
し
、
共
和
国
に
な
っ
た
エ
ジ
プ
ト

に
は
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
ナ
セ
ル
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
事
態
は
映
画

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
九
五
九
年
に
は
カ
イ
ロ
高
等
映
画
学
院
が
設

立
さ
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
及
す
る
新
し
い
潮
流
が
映
画
の
世
界
に
も
生

ま
れ
る
。
一
九
六
三
年
に
は
映
画
産
業
も
ま
た
、
国
有
化
さ
れ
る
。
そ
の

中
で
発
表
さ
れ
た
「
ミ
イ
ラ
」（
一
九
六
九
年
）
は
現
在
で
も
エ
ジ
プ
ト
映

画
を
代
表
す
る
よ
う
な
芸
術
性
の
高
い
作
品
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る

映
画
か
ら
見
る
エ
ジ
プ
ト

|
喜
劇
王
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
と
と
も
に

|
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木
久
美
子

　
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
一
日
、
総
合
文
化
研
究
所
に
お
い
て
、「
映

画
か
ら
見
る
エ
ジ
プ
ト

|
喜
劇
王
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
と
と
も
に

|
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
本
学
非
常
勤
講
師
の
勝
畑
冬
実
先
生
に

よ
る
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。

　
勝
畑
先
生
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
で
中
国
史
を
学
ば
れ
た
あ
と
、
高
校

で
世
界
史
を
担
当
さ
れ
、
さ
ら
に
本
学
の
大
学
院
で
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ム

思
想
を
研
究
し
博
士
号
を
取
ら
れ
た
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
の
持
ち

主
で
あ
る
。
中
東
の
映
画
に
興
味
を
持
た
れ
た
の
は
、
高
校
の
授
業
で
教

材
と
し
て
映
画
を
使
っ
た
と
こ
ろ
、
生
徒
の
関
心
が
一
挙
に
高
ま
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
だ
と
い
う
。
最
初
は
や
は
り
、
日
本
で
の
評
価
も
高
い
イ

ラ
ン
映
画
を
見
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
ア
ラ
ブ
世
界
を
研
究
対
象
に
す
る

こ
と
で
、
関
心
が
ア
ラ
ブ
映
画
、
と
く
に
ア
ラ
ブ
映
画
の
中
心
地
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
の
映
画
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
当
日
の
話
の
流
れ
は
、
ま
ず
エ
ジ
プ
ト
映
画
産
業
史
を
概
観
、
続
い
て

エ
ジ
プ
ト
の
み
な
ら
ず
ア
ラ
ブ
映
画
の
大
物
で
あ
る
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー

ム
と
い
う
俳
優
の
出
演
し
た
数
多
く
の
作
品
の
中
か
ら
代
表
作
に
つ
い

て
分
析
、
最
後
に
近
年
の
作
品
に
み
ら
れ
る
新
し
い
傾
向
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
話
の
焦
点
は
エ
ジ
プ
ト
映
画
の
あ
り
よ

う
が
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
政
治
社
会
的
な
状
況
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
に
当
て
ら
れ
た
。
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と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
革
命
以
前
の
自
由
な
雰
囲
気
が
失

わ
れ
た
こ
と
を
嫌
い
、
多
く
の
映
画
人
が
国
外
に
拠
点
を
移
し
た
。
作
品

数
は
減
り
、
映
画
公
社
内
の
腐
敗
、
堕
落
な
ど
の
問
題
も
エ
ジ
プ
ト
に
お

け
る
映
画
界
の
状
況
悪
化
に
輪
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
七
〇
年
、
ナ
セ
ル
の
死
に
よ
り
大
統
領
に
な
っ
た
サ
ダ
ト
は
映
画

産
業
を
再
び
民
間
部
門
に
移
す
。
エ
ジ
プ
ト
映
画
界
は
活
気
を
取
り
戻
す

が
、
今
回
の
発
表
の
主
人
公
で
あ
る
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
が
俳
優
と
し

て
活
躍
し
始
め
る
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
よ
り
正
確
に
は

一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
頭
か
ら
エ
ジ
プ
ト
で
は
イ
ス

ラ
ム
復
興
現
象
が
顕
著
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
の
声
が
大
き
く
な
る

が
、
こ
の
こ
と
は
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
出
演
す
る
映
画
に
も
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
講
演
の
中
で
は
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
数
々
の
作
品
の
中
か
ら
代

表
的
な
作
品
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
そ
の
な
か
で
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
が
い
か

に
描
か
れ
る
か
と
い
う
点
に
的
を
絞
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
た
。
ア
ー
デ

ル
・
イ
マ
ー
ム
は
俳
優
で
あ
り
、
監
督
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
エ

ジ
プ
ト
社
会
で
は
総
じ
て
監
督
は
存
在
感
が
小
さ
く
、
俳
優
の
ほ
う
が
広

く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
よ
う
に
映
画
界

を
代
表
す
る
よ
う
な
大
物
俳
優
に
な
る
と
、
彼
の
意
向
が
大
き
く
作
品
の

あ
り
よ
う
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
作
品
に
一
貫
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
と
い
う
と
、
あ
ご
髭
を
生
や
し
、
イ
ス
ラ
ム
の
規
範

の
厳
格
な
遵
守
を
声
高
に
主
張
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ

だ
が
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
が
演
じ
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
一
言
で
い

え
ば
、
批
判
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
テ
ロ
と
カ
バ
ー
ブ
」（
一
九
九
二
）

お
よ
び
「
テ
ロ
リ
ス
ト
」（
一
九
九
四
）
が
示
す
と
お
り
、
そ
こ
に
登
場
す

る
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
は
規
範
の
形
式
的
な
遵
守
に
し
か
関
心
が
な
い
。
そ

の
浅
薄
さ
が
笑
い
の
対
象
に
さ
れ
る
の
だ
。

　
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
作
品
の
特
徴
は
、
喜
劇
で
あ
り
な
が
ら
、
強

烈
な
風
刺
が
効
い
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
腐
敗
し
た

政
治
家
、
有
力
者
も
手
厳
し
く
批
判
の
や
り
玉
に
あ
が
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
彼
の
作
品
は
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
彼
の
映
画
に
高
い
芸
術
性
が
あ
る
か
と
言
わ
れ
る
と
、
答
え
に
窮

す
る
。
エ
ジ
プ
ト
映
画
が
日
本
で
は
ま
っ
た
く
評
価
さ
れ
て
い
な
い
の

は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
に
人
類
共
通
の
普
遍
性
と
い
っ
た
も
の
が

な
く
、
エ
ジ
プ
ト
の
現
実
を
知
ら
な
い
者
に
は
理
解
が
難
し
い
か
ら
で
は

な
い
か
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
た
。

　
最
後
に
、
近
年
の
若
手
監
督
に
よ
る
作
品
に
は
こ
う
し
た
状
況
を
打
ち

破
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
、
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
後
の
展
開
が
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
、
ア

イ
テ
ン
・
ア
ミ
ー
ン
と
い
う
女
性
監
督
に
よ
る
「
ヴ
ィ
ラ
69
」（
二
〇
一
三
）

は
、
不
治
の
病
を
抱
え
た
初
老
の
建
築
家
が
そ
の
人
生
の
最
後
に
な
っ
て

家
族
と
の
新
し
い
人
間
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
様
子
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
を
見
た
だ
け
で
も
作
品
と
し
て
の
完
成
度
の
高
さ

は
わ
か
っ
た
。

　
今
回
の
講
演
に
は
、
イ
ラ
ン
映
画
に
造
詣
の
深
い
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

の
鈴
木
均
先
生
も
ご
出
席
く
だ
さ
り
、
イ
ラ
ン
映
画
と
の
比
較
の
視
点
か

ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
学
生
を
中

心
に
多
く
の
学
生
が
参
加
し
た
が
、
講
演
終
了
後
、
学
生
た
ち
が
興
奮
し

た
様
子
で
勝
畑
先
生
の
周
り
を
囲
ん
で
い
た
様
子
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。


