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日
本
に
お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
尊
兄

中

村

元

一

は
し
が
き

白
熱
の
太
陽
が
'
皮
膚
の
痛
-
な
る
ほ
ど
照
り
つ
け
る
下
を
'
荘
洋

と
し
て
果
て
し
の
な
い
'
ね

っ
と
り
と
し
た
紺
青
の
海
面
に
､
汽
船
が

一
時
間
十
数
海
里
の
速
力
で
進
ん
で
行
-
.
し
か
し
凍
る
日
も
'
ま
た

凍
る
日
も
､
同
じ
港
面
に
眼
を
さ
ら
す
だ
け
で
あ
る
.
-

こ
う
い
う

生
活
を

一
月
近
-
遜
ら
な
け
れ
ば
､
今
日
の
敬
遠
し
た

機
械文
明
に
お

い
て
さ
え
'
品
物
を
イ
ン
ド
か
ら
日
本

へ
も

っ
て
凍
る
こ
と
が
で
き
な

い
.
と
こ
ろ
が
へ
今
か
ら
千
四
百
年
の
昔
に
'
わ
れ
ら
東
洋
人
の
組
先

は
'
イ
ン
ド
の
文
物
を
'
は
る
か
に
イ
ン
ダ
ス
河
の
峻
し
い
峡
谷
を
超

え
'
中
央

ア
ジ
ア
の
砂
漠
を
よ
こ
ぎ
り
'
シ
ナ
大
陸
を
通
り
'
さ
ら
に

海
を
超
え
て
､
虚
東
の
島
国
'
日

本
に
ま
で
も
た
ら
し
た
｡
こ
の
長
い

距
離
を
､
人
々

は
歩
-
か
'
手
で
漕
ぐ
か
し
て
'
日
本
に
ま
で
適
し
た

の
で
あ
る
.
考

え
て
み
る
と
奇
故
と
で
も
い
う
べ
き
'
解
ろ
-
べ
き
こ

日
本

忙お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
姿
見

(
中

村
)

と
で
あ
る
｡

わ
が
国
'
日
本
t
の
文
化
が
大
陸
の
シ
ナ
と
並
ん
で
イ
ン
ド
の
文
化

の
影
響
を
受
け
て
凌
達
し
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､

周
知
の
寮
費
で
あ
る
｡
イ
ン
ド
文
化
は
古
木
の
日
本
の
精
神
文
化
の
中

核
を
形
成
し
て
凍
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
.

何
故
日
本

へ
入

っ
て
衆
た
か
?

そ
れ
は
日
本
人
が
速
い
過
去
に
お

い
て
は
た
だ
可
能
性
と
し
て
の
み
も

っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
､

イ
ン
下
文
化
が
そ
の
芽
を
引
出
し
て
'
花
を
吹
か
せ
る
よ
う
に
は
た
ら

い
た
か
ら
で
あ
る
.
日
本

へ
入

っ
て
来
た
イ
ン
+4
文
化
は
､
普
過
的
意

義
あ
る
も
の
と
し
て
す
が
た
を
現
し
た
の
で
あ
る
｡
で
誓

イ
ン
+4
文

化
は
い
か
な
る
意
味
で
普
遍
性
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

二

神
々
の
共
存

イ
ン
+I
最
古
の
宗
教
は
'
文
献
に
残
る
か
ぎ
り
で
は
リ
グ

･
グ
ェ
-



日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
化
の
凌
見

(
中

村
)

ダ

(旬
g
･V
ed
a)
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ま
た
イ
ン
下
最
盲

の
文
献

で
'

一
〇

1
七
の
折
歌
よ
り
な
る
｡
そ
れ
ら
の
訳
歌
は
性
ぼ
西

紀
前

一
二

〇
〇

-
1
〇
〇
〇
年
に
作
製
さ
れ
'
前

1
0
0
0
-
八
〇
〇

年
ビ
ろ
に

現
形
の
よ

う
に
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

｡
そ
の
後
グ

ェ
-

グ
聖
典
の
魂
り
の
部
分
が
編
纂
TU
れ
た
が
'
こ
の
聖
典
墜

二
千
年
後
の

今
日
に
い
た
る
ま
で
圭
と
し
て
晴
調
に
よ

っ
て
偉
え
ら
れ
た
.

リ
グ

･
ヴ

ュ
ー
ダ
の
訳
歌
が
つ
-
ら
れ
た
昔
時
の
イ
ン
ド
の
支
配
階

級
は
西
北
境
か
ら
侵
入
し
て
衆
た
ア
-
リ
ヤ
人
で
あ

っ
て
'
西
洋
人
と

同
じ
系
統
の
人
種
で
あ
る
｡
か
れ
ら
は
色
が
白
か

っ
た
｡

常
時
の
ア
-
リ
ヤ
人
は
非
常
に
素
数
的
な
民
族
で
あ

っ
た
｡
か
れ
ら

は
各
家
庭
の
祭
火
に
み
ず
か
ら
供
物
を
さ
さ
げ
て
い
た
が
'
ま
た
そ
の

他
に
大
規
模
な
祭
を
行

っ
て
い
た
O
か
れ
ら
は
所

々
に
訳
歌
を

さ
さ

げ
'
訳
解
を
呈
し
て
喜
ば
せ
'
そ
れ
に
よ

っ
て
硯
資
的
な
生
活
上
の
幸

稲
を
得
よ
う
と
し
た
｡
兵
健
的
に
は
､
戦
勝
'
戦
利
品
の
接
待
'
安
を

う
ろ
こ
と
お
よ
び
子
孫
の
繋
柴
'
家
畜
の
増
殖
'
降
雨
'豊
か
な
収
軽
'

健
康
'
長
詩
'
息
災
を
欲
し
て
'
神

々
の
凄
み
忙
あ
ず
か
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
る
｡
時
に
は
自
己
の
犯
し
た
罪

悪
を
ざ
ん
げ
L
t
神

々
の
下
す

酌
を
の
が
れ
ん
が
た
め
に
訳
歌
を
さ
さ
げ
た
こ
と
も
あ
る
.

リ
グ

･
グ

ェ
-
ダ
の
宗
教
は
多
神
教
で
あ
る
.
原
始
イ
ン
下

･
ヨ
ー

p
ッ
.ハ
人
の
時
代
に
お
け
る
と
同
様
に
'
神

々
の
多
-
は
主
と
し
て
自

然
界
の
構
成
要
素
'
諸
現
象
あ
る
い
は
そ
れ
ら

の
背
後
に
存
す
る
と
想

定
さ
れ
た
支
配
力
を
神
格
化
し
て
崇
拝
の
封
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
.

二

天
の
紳
'
太
陽
神
'
痴
紅
沖
､
常
定
紳
'
暴
風
紳
'
風
紳
'
両
神
'
水

神
な
ど
が
崇
拝
さ
れ
た
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
耐
火
に
つ
い
て
の
神
話
が

教
達
す
る
に
つ
れ
て
'
元
衆
自
然
現
象
に
も
と
づ
い
て
想
定
さ
れ
た
紳

紳
は
､
ま
す
ま
す
擬
人
的
に
表
条
さ
れ
'
そ
れ
ぞ
れ
に
鴻
白
の
性
格
'

性
行
が
蹄
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
､
そ
れ
ら
は
ま
た
た
が
い
に
混
交
L
t

自
然
現
象
と
の
連
絡
は
ま
す
ま
す
稀
薄
と
な
り
'
個

々
の
沖
の
姿
は
昔

時
の
ア
-
リ
ヤ
人
の
社
食
生
活
に
規
定
さ
れ
て
い
る
鮎

が
多
い
o

こ
れ
ら
の
神

々
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
あ
い
だ

に
も
移
し
入
れ
ら

れ
'
盛
ん
に
崇
拝

p
れ
て
い
る
.
イ
ン
ド
で
は
個

々
の
柵
に
封
す
る
崇

拝
は
潅
が
い
に
排
斥
し
合
う
こ
と
な
-
並
存
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
.

そ
う
し
て
後
世
に
新
し
い
宗
教
が
起

っ
て
も
'
従
前
の
神
々
を
排
斥
す

る
こ
と
な
-
'
新
宗
教
の
健
系
の
う
ち
の
ど
こ
か
に
'
低
い

存
在
で
は

あ
る
が
､
し
か
し
民
衆
に
近
い
存
在
と
し
て
そ
の
位
置
が
森
認
さ
れ
る

の
が
常
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
沸
教
が
起

っ
た
場
合
に
も
'
沸
教
は
従
前

の
赫

々
を
排
斥
せ
ず
'
俳
数
の
大
き
な
健
系
の
う
ち
に
取
り
入
れ
た
｡

そ
う
し

て
沸
教
が
日
本
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
'
沸
教
以
前
の

バ
ラ
モ
ン
数
の
神

々
も
い
っ
し
ょ
に
日
本
に
導
き
入
れ
ら
れ
て
民
衆
の

あ
い
だ
で
某
拝
さ
れ

た
.

リ
グ
･
グ

ェ
-
ダ
で
最
も
多
-
崇
拝
さ
れ
最
も
人
気
が
あ
っ
た
の
は
'

雨
を
降
ら
す
宮
廷
紳
イ
ン
'il
ラ

(In
dra)
で
あ
っ
た
o
か
れ
の
う
ち
に

は
昔
時
の
理
想
的
戦
士
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
O
こ
の
軸
は
沸
教
に

た
い
し
やく
て
ん

取
り
入
れ
ら
れ
'
俳
法
守
護
の
称
と
み
な
さ
れ
､｢帝
樟
天
｣
と
呼
ば
れ



た
｡
(
か
れ
の
名

S
akka
を

｢棒
｣
で
昔
窟
L
t
｢
天
｣
す
な
わ
ち
神
々
の
中

で
の

｢帝
｣
で
あ
る
か

ら
､
｢帝
棒
天
｣
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
)

ま
た
天
基
の
紳
グ
ァ
ル
ナ

(V
aru
Da)
は
天
の
軌
別

の
擁
達
者
'
律

法
紳
'
人
倫
の
維
持
者
と
し
て
考

え
ら
れ
t
の
ち
忙
水
の
紳
と
し
て
の

性
格
を
輿
え
ら
れ
､
沸
教
で
は

｢
水
天
｣
と
し
て
拝
ま
れ
た
｡
日
本
で

｢
水
天
官
｣
と
い
う
場
合
の
水
天
は
こ
れ
で
あ
る
.

湖
沼
の
女
紳
サ
ラ
ス
プ
ァ
テ
ィ
ー

(S
a
rasv
at叫)
は
群
青
'
如
意
'畢

間
の
沖
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で

'
シ
ナ
'
日
本
で
は

｢
群
才
天
｣
略

し
て

｢掃
天
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
掃
天
の
社
が
池
の
扱
と
り
や
海
連

に
つ
-
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
0
こ
の
女
紳
昼
管
楽
の
軸

で
も
あ
る
の
で
'
琵
琶
を
弾
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
｡

人
間
が
死
ぬ
と
死
者
の
窪
は
'
さ
き
に
死
ん
だ
父
組
の
通

っ
た
の
と

同
じ
道
を
通

っ
て
永
遠
の
光
明
あ
る
楽
土
に
お
も
む
-
.
そ
の
楽
土
に

お
け
る
死
者
の
王
は
ヤ
マ
(Y
a
m
a)
で
あ
る
.
か
れ
は
後
世
に
は
地
下

の
地
獄
に
お
い
て
審
判
を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
ら
れ
た
が
'
そ
の
姿
が

シ
ナ
で
は
道
教
的
変
容
を
加
え
ら
れ
て
'
つ
い
に
日
本
で
は

｢
間
腔
｣

と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

ア

-
リ
ヤ
人
侵
入
以
前
か
ら
イ
ン
ド
に
い
た
色
の
黒
い
原
住
民

(ド

ラ
グ

ィ
〆
人
な
ど
)
の
信
仰
も
ま
た
俳
教
と
と
も
に
部
分
的
に
は
日
本
人

の
あ
い
だ
に
は
い
っ
て
い
る
.
か
れ
ら
の
あ
い
だ
で
は
ヘ
ビ
の
崇
拝
が

盛
ん
で
あ

っ
喪
が
､
そ
れ
が
沸
教
に
お
い
て
龍
紳
崇
拝
に
教
展
変
容
し

て
日
本
に
は
い
っ
て
き
た
｡
日
本
の
金
毘
羅
信
仰
の

｢
金
毘
羅
｣
と
は

日
本
町
お
け
る
イ

y
r文
他
の
費
見

(中

村
)

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ク
ソ
ビ
ー
ラ

(K
um
b
b
ぎ
)
の
青
馬
で
'
ガ
ン
ジ

ス
川
の
ワ
ニ
の
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
リ
グ
･
グ

ェ
-
ダ
で
は
宇
宙
創
造
の
神
と
し
て
グ
ィ
シ
ー
プ
ァ
･

カ
ル
マ
ン
(V
TSva
karm
a
n
｢
一
切
を
つ
く
る
者
｣
の
藩
)
を
考
え
た
が
へ

そ
れ
は
建
造
の
紳
と
し
で
専
業
さ
れ
'
日
本
に
入

っ
て
非
で
か
ら
平
安

b
し
や
^
つま

朝
貴
族
の
信
仰
を
受
け
て
い
た
.
『
枇

首

婦

麿

も
い
と
か
-
は
え
や
つ

く
り
率
ら
ざ
り
け
ん
と
み
え
さ
せ
給
ふ
.
』
(『柴
花
物
帝
』
'
菅
#
)

叙
事
詩

マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
や
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
に
は
新
た
な
赫
々
も
管

場
す
る
が
'
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
や
は
り
わ
れ
わ
れ
に
よ
-

知
ら

れ
て
い
る
.
た
と
え
ば
軍
神

ス
カ
ン
ダ

(S
k
and
a)
は
茸
駄
天
と
し
て
'

幸
絹
の
女
神
ラ
ク
シ
こ
､J
-
(L
ak
Sm
i)
は
青
群
天
と
し
て
.

俳
教
の
興
起
以
後
に
成
立
し

た
イ

ン
ド
教
の
赫
々

も
わ
れ
わ
れ
に
無

線
で
は
な
い
｡
最
も
力
強
い
紳
シ
ヴ
ァ
(㌢

a)
の
別

名
は

｢
大
黒
｣
で

あ
る
｡
象
面
人
身

の
紳
ガ
ネ
-
シ
ャ
(G

aDeS
a)は
知
怒
､
串
間
の
神
と

し
て
拝
ま
れ
た
が
､
日
本
で
は

｢
大

聖
歓
喜
天
｣
'
略
し
て
｢
聖
天
｣
と

な

っ
た
o
た
だ
し
象
面
人
身
の
男
女
の
二
秤
が
相
抱
擁
し
て
い
る
像
は

日
本
の
み
な
ら
ず
チ
ベ
ッ
rL
に
も
見
ら
れ
る
が
'
イ
ン
ド
に
は
肢
と
ん

ど
見
普
ら
な
い
.

紳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'
叙
事
詩
に
特
徴
的
な
聖
仙
紳
話
も
俳
典
を

通
じ
て
日
本
の
文
轟
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
.
イ
ン
'J
･
の
あ
る
王
が

｢
犀
角
｣
と
い
う
仙
人
に
失
絶
な
こ
と
を
し
た
の
で
'
こ
の
仙
人
は
憤

慨
し
て
呪
弘
を
凌
L
t
そ
の
圏
に
雨
を
降
ら
さ
ぬ
よ
う
に
し
た
｡
王
は

三



日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
他
の
衷
見

(中

村
)

た
い
へ
ん
困
惑
し
､
つ
い
に
妙
案
を
思
い
つ
い
た

.
す
な
わ
ち

1
美
女

を
お
-

つ
て
仙
人
を
し
て
呪
力
を
失
わ
し
め
よ
う
と
考

え
た

の
で
あ

る
.
王
が
そ
の
計
歪
を
智
行
に
う
つ
し
､
仙
人
が
美
女
の
誘
惑
に
負
け

た
瞬
間
に
'
閉
じ
ゅ
う
全
健

に
雨
が

1
斉
に
降
り
出
し
た
と
い
う
.
こ

の
物
語
は
俳
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
'
日
本
に
は
い
っ
て
-
る
と
'
請
曲

｢
一
角
仙
人
｣
'
歌
舞
伎
の

｢
鳴
紳
｣
の
題
材
に
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
多
-
の
イ
ン
ド
の
神
々

が
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
あ
い
だ

で
拝
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
'
異

数
の
耐

火
を
否
認
し
な
か

っ
た

イ
ン
下
思
想
な
い
し
俳
数
思
想
の
特
有
の
思
惟
方

法
に
も
と
づ
-
も
の

で
あ
る
｡

こ
の
鮎
は
西
洋
の
場
合
と
大
い
に
異
な

っ
て
い
る
.
イ
ン
tJ
･最
古
の

神

々
と
ほ
ぼ
粕
似
た
名
で
'
粕
似
た
紳

々
が
西
洋
で
も
崇
拝
さ
れ
て
い

た
｡

た
と
え
ば
'
イ
ン
ド
の

｢
天
の
紳
な

る
父
｣
(D
y
au
s
p
ita
r)
は
ギ

リ
シ
ア
の

｢
父
な
る
ゼ
ウ
ス
｣
(Z
eu
s
pater)
､
p
-

マ
の
ジ

ュ
ビ
テ
ル

(Ju
p
piter)
と
語
源
的
に
同

一
で
あ
る
｡
イ
ン
下
の
天
基
の
紳

グ
ァ
ル

チ

(V
aru
Da)
も
ギ
リ
シ
ア
の
天
基

の
紳
ウ
ラ
ノ
ス

(O
u
ra
n
o
s)
と
語

恋
的
忙

1致
す
る
0
イ
ン
下
の
火
紳
ア
グ

ニ
(A
g
n
i)
は
ラ
テ
ン
語
の

火

(ig
n
i

s)と
よ
-

1
致
し
て
い
る
.
し
か
し
西
洋
で
は
キ
リ
ス
ト
教

の
倖
播
と
と
も
に
'
こ
れ
ら
の
異
教
の
赫

々
は
す
べ
て
持
て
去
ら
れ
て

し
ま

っ
た
｡
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
東
と
西
と

の
思
惟
方
法
の
大
き
な
相

違
を
見
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
｡

四

二

慈
悲
の
理
想

イ
ン
ド
で
は
併
数
の
興
起
す
る
以
前
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
ま
た

は
階
級
ま
た
は
村
落
共
同
鯉
の
利
益
の
み
を
は
か
る
こ
と
が
人
生
の
主

要
な
目
的
と
TU
れ
'
部
族
や
人
位
の
差
別
を
越
え
た
倫
理
は
む
し
ろ
後

に
な

っ
て
俳
教
の
出
現
と
と
も
に
自
発
さ
れ
る
に
い
た

っ
た

の
で
あ

る
0俳

数
の
倫
理
の
基
本
概
念
は
平
等
と
慈
悲
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
人

間
は
い
か
な
る
身
分
'
階
級
の
も
の
で
も
す
べ
て
平
等
で
あ
る
.
迷

っ

J>んね

て

輪

廻

L
t
ま
た
救
わ
れ
る
と
い
う
鮎
で
は
'
王
者
も
購
民
も
な
ん
ら

の
区
別
が
な
い
.
宗
教
的
な
意
味
に
お
け
る
卒
等
の
概
念
は
俳
数
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
自
覚
さ
れ
'
ア
ジ
ア
諸
国
に
侭
え
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
.

ま
た
他
人
に
勤
し
で
は

｢
慈
悲
｣
の
精
神
を
も

っ
て
封
す
べ
き
こ
と

を
数
え
た
｡
慈
と
は

｢
い
つ
-
し
む
｣
､
悲
と
は
｢
あ
わ
れ
む
｣
と
い

う

意
味
で
あ
る
.
沸
教
が
ひ
ろ
が
る
に
つ
れ
て
'
ど
こ
の
園
で
も
人
々
の

心
性
は
温
順
と
な
り
'
穀
伐
残
酷
な
気
風
が
な
-
な

っ
た
｡
そ
う
し

て

ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
文
化
を
確
立
し
た
緒
帝
王
は
み
な
和
の
精
紳
を

奇
と
ん
で
い
る
.
イ
ン
下
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
､
チ
ベ
ッ
,L･
の
チ
-
ソ
ノ

デ
ー
ツ
ァ
ン
王
､
シ
ナ
の
隅
の
文
帝
'
日
本
の
聖
徳
太

子
'
ビ
ル
マ
の

ア

ノ
ー
ラ
タ
王
､
カ
ン
ボ
ー
ジ
ャ
の
ジ
ャ
ヤ
グ
ァ
ル
マ
ン
七
世
ら
は
'

歴
史
的
に
は
相
互
に
な
ん
ら
の
連
絡
も
な
い
の
忙
'
み
な
同
じ
よ
う
な

統
治
方
針
を
表
明
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
o



■-

｢
生
き
も
の
を
あ
わ
れ
む
｣
と
い
う
思
想
は
'
沸
教
に
よ

っ
て
ひ
ろ

ま

っ
た
鮎
が
多
い
.
不
殺
生
と
い
う
こ
と
で
は
沸
教
よ
り
も
む
し
ろ
ジ

ャ
イ
ナ
教
の
ほ
う
が
や
か
ま
し
い
が
'
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
世
界
性
を
も
た

な
か
っ
た
か
ら
､世
鼎

1
位
に
関
す
る
影
背
感
化
は
併
教
に
及
ば
な
い
｡

舌
代

･
中
世
の
西
洋
に
動
物
愛
護
と
い
う
思
想
が
な
か

っ
た
客
質
と
い

ち
じ
る
し
い
封
比
を
示
し
て
い
る
｡
イ
ン
下
で
も
昔
は
牛
を
殺
し
も
し

た
し
､
肉
食
を
行

っ
て
い
た
が
'
俳
数
や
J･,b
ヤ
イ
ナ
教

の
感
化
で
屠
殺

を
き
ら
い
'
多
-
の
イ
ン
下
人
は
肉
食
を
し
な
い
よ
う
に
な

っ
た
｡
ア

メ
リ
カ
で
も
菜
食
主
義
者
は
沸
教
の
影
響
に
よ
る
も

の
が
多

い
と

い

ラ
.
〔た
だ
現
在
の
日
本
の
賛
妹
に
つ
い
て
は
問
題

が
あ
る
.
日
本

へ

衆
た
外
人
が
し
ば
し
ば
非
難
す
る
の
は
'
日
本
人
は
動
物
を
虐
待
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
沸
教
の
感
化
が
薄
れ
て
凍
て
い
る
こ
と

と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
〕

併
教
故
国
の
中
核
を
構
成
し
て
い
る
も
の
は
出
家
修
行
者
で
あ
り
'

そ
れ
に
は
男
性
の
ビ
ク
と
女
性
の
ビ
ク

ニ
ー
と
が
あ
る
｡
女
性
に
も
封

等
の
地
位
を
認
め
た
こ
と
は
沸
教
の
特
徴

の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
に
勤

し
で
在
俗
信
者
は
や
は
り
男
性
と
女
性
と
の
直
別
が
あ
る
が
'
か
れ
ら

は
出
家
修
行
者
に
蹄
任
し
'物
質
的
な
意
味
で
か
れ
ら
の
世
話
を
す
る
｡

こ
の
四
種
類
の
人
々
を
四
衆
と
S,ぅ
｡
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
も
同
様
の
底
別

が
あ
る
.
数
園
の
こ

の
形
式
は
ア
ジ
ア
評
圏
に
ひ
ろ
が
っ
た
｡
日
本
に

お
い
で
も
男
倍

の
住
む
寺
院
と
尾
倍
の
住
む
尼
寺
と
か
ら
成
る
と
い
･う

数
園
の
構
成
は
併
数
と
と
も
に
始
ま

っ
た
.
た
だ
ア
ジ
ア
静
岡
で
は
'

日
本
忙

お
け
る
イ

ン
ド文
他
の
姿
見

(
中

村
)

こ
の
か
た
ち
を
今
日
な
お
戎
し
て
い
る
の
忙
'
日
本
で
は
明
治
維
新
以

後
､
猫
身
の
僧
院
生
活
は
急
激
に
解
滑
し
て
し
ま

っ
た
.

イ
ン
下
の
俳
教
徒
は
現
象
世
界
の
有
為
樽
壁
の
担
化
相
の
か
な
た
に

絶
封
静
の
境
地
を
見
い
た
し
'
そ
れ
を
理
想
境
と
考
え
た
.
そ
の
思
想

は
次
の
詩
に
簡
潔
に
要
約
さ
れ
て
い
る
｡

｢
す
.へ
で
つ
-
ら
れ
た
も
の
は
､
賓
に
無
常
な
る
も
の
で
あ
り
'
生

滅
の
性
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
は
生
じ
て
は
滅
び
る
｡
そ
れ
ら
の

寂
滅
が
安
楽
な
の
で
あ
る
｣

こ
れ
を
シ
ナ
人
は
次
の
よ
う
に
聯
詳
し
た
.

｢
諸
行
無
常

是
生
滅
浩

生
滅
滅
巳

寂
滅
為
楽
｣
(無
常
侃
)

こ
れ
が
日
本
に
侭
え
ら
れ
て

｢
い
ろ
は
歌
｣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
.

｢
い
ろ
は
歌
｣
は
弘
法
大
師
基
海
の
作
と
し
て
偉
え
ら
れ
て
い
る
が
､

蟹
は
右
の
詩
の
潮
詩
に
す
ぎ
な
い
.

｢
色
は
匂

ヘ
ビ
散
り
ぬ
る
を

わ
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む

有
為
の
奥

山
今
日
越
え
て

あ
さ
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず
｣

右
の
詩
を
み
る
に
へ
イ
ン
ド
人
は

｢
寂
滅
が
安
楽
で
あ
る
｣
と
い
い
'

シ
ナ
人
は
こ
れ
を

｢
寂
滅
為
楽
｣
と
課
し
た
の
で
あ
る
が
､
日
本
人
は

こ
の
よ
う
な
渦
極
的
な
印
象
を
輿
え
る
表
現
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
､｢
あ
さ
き
夢
見
じ
､
酵
ひ
も
せ
ず
｣
と
し
て
横
極
的
な
覚
悟
の

表
現
に
改
め
た
の
で
あ
る
.
(
一
般
に
イ
ン
ド
俳
教
の
暫
拳
詩
が
瑛
課
さ
れ
'

さ
ら
に
日
本
課
さ
れ
る
過
程
を
見
る
と
､
イ

ンド
の
原
詩
が
き
わ
め
て
抽
象
的

な
概
念
の
み
を
並
べ
た
で
て
い
る
の
K
t
抽
象

的
な
表
象
能
力
に
乏
し
か
っ
た

五



日
本

忙
お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
凌
見

(
中

村
)

日
本
人
は
'
こ
れ
を
具
象
的
直
税
的
な
表
象
に
改
め
て
表
現
し
て
い
る
鮎
を
注

意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡)

こ
の
よ
う
に
抽
象
的
思
索
が
他
の
国
の
人

々
に
非
常
に
荘
切
簡
明
に

訴
え

た
こ
と
も
あ
る
が
'
し
か
し
俳
教
信
仰
を

1
椴
の
民
衆
の
あ
い
だ

に
ひ
ろ
め
る
の
に
カ
が
あ

っ
た
の
は
'
統
覚
に
訴
え
る
造
形
美
術
の
方

面
で
あ
る
｡

悌
数
実
術
'
特
に
併
像
が
'
イ
ン
ド
固
有
の
倍
枕
の
中
か
ら
出
て
き

た
も
の
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
垂
術
の
影
響
を
受
け
て
現
わ

れ
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
t
と
い
う
問
題
に
封
し
て
は
'
尊
者
の
あ

い
だ
で
は
ま
だ
意
見
が

7
致
し
て
い
な
い
.
だ
い
た
い
西
洋
の
笹
者
は

ギ
リ
シ
ア
拳
術
の
影
響
の
跡
の
顕
著
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
芙
術
の
う
ち
に
併

教
美
術
の
庶
流
を
求
め
よ
う
と
す
る
.
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
人
の
尊
者
は
､

イ
ン
下
固
有
の
垂
術
'
こ
と
に
国
粋
美
術
の
中
心
地

マ
rL
ウ
ラ
ー
が
そ

の
教
辞
地
で
あ

っ
た
と
主
張
し
'
粕
封
立
し
て
い
る
｡
ど
ち
ら
が
も
と

で
あ
る
か
は
､
い
ま
こ
こ
で
は
問
題
外
で
あ
る
か
ら
'
論
ず
る
の
を
や

め
る
JJ
と
忙
し
よ
う
.
た
だ
温
和
で
囲
浦
な
併
像
の
相
好
'
こ
と
に
人

を
し
て
何
か
し
ら
紳
秘
の
境
地
に
引
き
入
れ
る
よ
う
な
表
現
は
､

つ
い

に
ア
ジ
ア
人
全
壊
の
心
を
と
ら
え
'
併
教
美
術
は
ア
ジ
ア
の
全
地
域
に

ひ
ろ
ま

っ
て
い
っ
た
｡
い
ま
日
本
の
沸
教
美
術
に
つ
い
て
み
る
に
､
そ

れ
が
シ
ナ
本
土
や
さ
ら
に
西
域
の
俳
教
芙
術
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
常
然
で
あ
る
が
'
と
き
に
は
イ
ン
ド
の
俳
教
美
術
に
直
接
に
接
綬

す
る
か
の
ど
と
き
印
象
を
輿
え
る
こ
と
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
先
般
焼

六

失
し
た
法
隆
寺
金
堂
の
壁
室
が
西
イ
ン
ド
の
ア
'･ジ
ャ
ン
ク
-
演
院
の
壁

笠
と
驚
-
扱
ど
の

1
致
粕
麿
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
'
い
ま
だ
に
凝
着

の
謎
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
た
軍
師
寺
を
始
め
'
日
本
全
開
に
俳
足
跡
が
五
十
三
カ
所
に
残

っ

て
い
る
｡
時
代
と
し
て
は
奈
良
時
代
か
ら
現
代

に
ま

で
わ
た

っ
て
い

る
｡
俳
の
足
跡
を
井
す
る
と
S,ぅ
信
仰
は
'
イ
ン
下
で
は
併
像
崇
拝
よ

り
も
起
原
が
盲
-
､
イ
ン
丁
数
に
お
け
る
グ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
足
跡
崇
拝
､

シ
ヴ
ァ
沖
の
牡
牛
ナ
ン
デ
ィ
ン
の
足
跡
の
崇
拝
と
連
関
の
あ
る
も
の
で

あ
る
｡

四

草
間
の
内
面
性
と
抽
象
性

イ
ン
下
思
想
は
特
に
個
人
的
主
親
的
な
主
儀
性
に
重
き
を
お
き
'
そ

の
た
め
に
物
質
的
外
面
的
客
概
的
な
分
野
を
研
究
す
る
畢
問
が
､
い
き

お
い
省
み
ら
れ
な
-
な
る
傍
き
が
あ
る
が
'
こ
れ
に
反
し
て
精
師
的
内

面
的
童
歌
的
な
分
野
を
研
究
す
る
畢
間
は
非
常
に
盛
ん
と
な
っ
た
｡
古

代
イ
ン
ド
に
お
い
で
は
'
自
然
料
率
が
ru
捻
ど
蓉
達
せ
ず
へギ
リ
シ
ア
･

ロ
ー

マ
か
ら
移
入
さ
れ
た
自
然
料
率
お
よ
び
激
暑
も
イ
ン
ド
民
衆
の
う

ち

に
は
つ
い
に
根
を
張
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
o
し
か
し
言
語
畢
お

よ
び
反
省
的
な
心
理
拳
は
い
ち
じ
る
し
い
費
連
の
あ
と
を
示
し
て
い

る
｡言

語
研
究
は
ま
ず
.ハ
ラ
モ
ン
単
著
た
ち
の
あ
い
だ
で
始
ま

っ
た
.
そ

れ
は
畢
初
の
う
ち
は
グ

ェ
-
ダ
聖
典
の
言
語
に
勤
し
で
の
み
行
わ
れ
た



~~=~｢

′
イ
ー
1
-

の
で
あ
る
が
'
漸
次
に
'
常
時
の
T
殻
的
言
語
で
あ

っ
て
の
ち
忙
文
語

と
な
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
語
に
関
し
て
も
'
組
織
的
な
研
究
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
t
文
法
の
規
則

は
パ
ー

こ
こ

(西
紀
前
四
世
紀
)
に
よ

っ
て
い
ち
お
う
確
立
さ
れ
'
カ
ー
テ
ィ
ヤ
ー

ヤ

ナ
(前
三
世
紀
)
の
批
評
的
補
修
を
経
て
t
.ハ
タ
ン
.,,h
ヤ
リ

(前
二

世
紀
)

に
よ

っ
て
大
成
さ
れ
た
O
そ
の
後
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
文
法
峯
は
前
掲

三
人
の
所
詮
の
数
延
解
説
に
す
ぎ
ず
'
た
だ
言
語
哲
笹
の
方
面
で
新
し

い
進
展
を
示
し
て
い
る
以
外
に
は
'
性
と
ん
ど
内
容
的
奨
化
が
認
め
ら

れ
な
い
｡
し
か
し
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
･L
(俗
語
)
文
法
笹
の
方
面
で
は
'
そ

の
の
ち
幾
多
の
畢
者
を
輩
出
し
て
い
る
.
イ
ン
下
文
法
拳
の
特
徴
は
'

そ
れ
が
純
粋
に
経
験
的
立
場
に
立
っ
て
ヘ
音
語
形
態
を
分
析
し
記
述
し

iii
iii
浦
i

ふ

膏

ぜ
･:･.d

日本に係わったサyス クl)ット字母

表阿又薙帳の一部

慈兜大師替 ･平安初期

日
本

忙
お
け
る
イ

ン
ド文
化
の
亜
見

(
中

村
)

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
イ
ソ
F
の
文
津
笹
が
か
か
る
経

験
的
分
析
的
傾
向
を

と
り
え
た
こ
と
は
'

そ
れ
の
封
象
で
あ
る
言
語
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
rL
が
西
洋
古
典
語
よ
り
も
以
上
に
明
噺
な
語
形
を
も

っ
て

い
た
た
め
で
あ
る
｡
文
法
単
著
の
分
析
に
よ

っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
語
は

曲
樽
語
尾
'
語
幹
'
語
根
の
三
要
素
に
分
解
yu
れ
､
す
べ
て
の
語
は
語

根
に
還
元
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
語
根
の
兄
い
だ
し
方
は
必
ず
し
も
通
常

で
は
な
-
'
か
れ
ら
の
導
き
出
し
た
語
根
の
形
に
は
'
た
ぶ
ん
に
通
俗

語
瀕
解
棒
に
も
と
づ
-
も
の
が
あ

っ
て
'
今
日
の
比
琴
言
語
翠
の
成
果

か
ら
見
て
正
常
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
が
'
古
代
イ
ン
ド
人

の
拳
的
態
度
の
綿
密
性
と

1
耳
性
と
に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
.

古
代
イ
ン
ド
の
言
語
研
究
は
近
代
言
語
翠
を
成
立
せ
し
め
る
機
繰
と

な

っ
た
.
近
代
西
洋
の
言
語
翠
が
語
根
や
語
幹
と
い
う
よ
う
な
抽
象
概

念
に
封
す
る
換
作
を
知

っ
た
の
は
､
近
代
に
な

っ
て
古
代
イ
ン
ド
の
文

法
拳
を
知
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
十
八
世
紀

末
に
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
語
が
ヨ
ー
B
ッ
.ハ
に
紹
介
さ
れ

て
は
じ
め
て
'
十
九
世
紀
の
勧
め
に
下
イ
ツ
の
ポ
ッ
プ
'
デ
ン
マ
ル
ク

の
ラ
ス
ク
'
ド
イ
ツ
の
グ
リ
ム
ら
に
よ
っ
て
イ
ン
ド

･
ヨ
ー
ロ
ブ
.ハ
語

此
佼
文
浩
が
創
始
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
｡

そ
れ
と
同
様
に
日
本
の
こ
と
ば
に
関
す
る
反
省
は
イ
ン
ド
の
こ
と
ば

に
よ

っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
TL･
の
文
字
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
停
銃
的
な
研
究
を

し

った
ん

悉

塵

と

稀
す
る
｡
そ
れ
が
日
本
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
'
日
本
で
は
五

七



日
本
忙

お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
重
点

(
中

村
)

十
着
圏
を
成
立
せ
し
め
た
.
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
･L
の
文
字
表

に
お

い
で

は
'
ま
ず
母
音
を
数
え
る
が
'
そ
れ
が
圏
語
に
導
き
入
れ
ら
れ
'
日
本

語
に
な
い
母
音
を
落
し
て

｢
ア
イ
ウ

エ
オ
｣
と
な
っ
た
.
次
に

｢
カ
キ

ク
ケ
コ
へ
サ
シ
ス
セ
ソ
'
-
-
｣
は
み
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
下
の
子
音
の

順
に
国
語
の
子
音
を
垂
埋
し
た
も
の
で
あ
る
.
(
こ
の
鮎
で
五
十
音
園
は

チ
ベ
ッ
ト
の
字
母
表
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
順
序
を
と
っ
て
い
る
O)
英
語
'
ド
イ

ツ
語

な
ど
西
洋
の
諸
言
語
の
ア
ル
フ
ァ
べ
ッ
i･
の
順
序
は
､
も
と
は
フ

ェ
ニ
キ
ア
､
ギ
リ
シ
ア
に
由
雄
す
る
も
の
で

あ
る
が
へ
そ
の
順
序
は
論

韓
的

l
耳
性
が
な
-
､
慈
恵
的
で
で
た
ら
め
で
あ
る
の
に
勤
し
で
'
イ

ン
T
に
由
衆
す
る
ア
ジ
ア
の
若
干
の
言
語
の
文
字
の
配
列
順
は
菅
朝
に

関
す
る
笹
的
考
察
に
も
と
づ
-
も
の
で
あ
り
'
そ
こ
に
は
論
理
的

1
耳

性
が
存
す
る
｡

イ
ン
下
の
文
字
は
沸
教
と
と
も
に
日
本
に
導
き
入
れ
ら
れ
た
｡
寺
院

の
基
地
の
卒
塔
婆
や
墓
石
に
兜
字
が
書
か
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
六
世

紀
鋭
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
て
い
た
文
字
な
の
で
あ
っ
て
'
現
代
イ
ン
下
人

の
使

っ
て
い
る
文
字
と
非
常
に
よ
-
似
て
い
る
.

兜
字
は
山卑
官
密
教
に
よ
っ
て
重
ん
ぜ
ら
れ
へ
そ
の

1
つ

1
つ
に
紳
秘

的
な
意
義
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
た
め
に
'
日
本
で
は
意
外
な
方
面
で
用

い
ら
れ
て
い
る
.
例
え
ば
昔

の
武
士
は
腎
の
内
側
に
焚
字
を
記
し
て
出

陣
し
た
こ
と
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
災
を
除
-
呪
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
O
今
日
で
も
御
柑
に
の
ぼ
る
行
者
は
登
山
の
白
装
束
に
兜

字
を
い
っ
ぱ
い
記
し
て
い
る
｡

八

日
本
の
若
干
の
寺
院
'
例
え
ば
法
隆
寺
'
高
野
山
､

高
葉
寺
な
ど
に

は
月
集
す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
t
の
究
本
が
保
有
さ
れ
て
き
た
が
'

そ
れ
ら
は
世
界
最
古
の
も
の
で

あ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
｡
シ
ナ
は
言

う
忙
及
ば
ず
'
イ
ン
下
本
閲
に
も
こ
の
よ
う
に
古
い
寛
本
は
存
在
し
な

い
｡
イ
ン
ド
は
暑
い
圃
だ
か
ら
'
様
相
の
葉
で
つ
-

っ
夜
霧
本
は
長
-

は
も
た
な
い
の
で
あ
る
.
今
日
で
は
中
央
ア
ジ
ア
の
砂
漠
の
下
か
ら
も

ヽ
ヽ
ヽ

う
少
し
古
い
東
本
が
蓉
見
さ
れ
た
が
､
し
か
し
日
本
の
も
の
が
地
上
で

ヽ
ヽ
ヽ

保
有
さ
れ
た
最
古
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
ゆ
る
が
な
い
.
日

本
は
イ
ン
ド
研
究
の
た
め
に
も
安
座
で
あ
る
.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

言
語
拳
と
粕
並
ん
で
同
じ
-
内
面
的
な
料
率
と
し
て
反
省
的
な
心
理

ヽ笹
が
イ
ン
ド
で
非
常
に
敬
遠
し
た
こ
と
に
注
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
.
イ

ン
ド
人
は
内
親
を
重
ん
じ
ヨ
ー
ガ
甜
定
を
修
行
し
た
.
心
の
寂
静
状
態

に
到
達
す
る
た
め
に
非
常
な
苦
心
を
排
い
'
人
間
の
心
理
作
用
の
い
ち

め
ん
み
つ
は
ん
さ

い
ち
に
つ
い
て
宗
教
的
倫
理
的
立
湯
か
ら
き
わ
め
て

綿

密

煩

琉

な
分
析

許
債
を
行

っ
て
い
る
｡
ヨ
ー
ガ
の
修
行
を
重
ん
ず
る
ヨ
ー
ガ
波
で
は
'

資
際
の
修
行
に
即
し
て
､
人
間
の
心
理
作
用
に
深
い
反
省
を
加
え
て
い

る
.
件
数
の
修
行
者
も
同
様
な
顧
慮
を
排

っ
て
い
た
の
で
'
そ
の
考
察

の
結
果
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献

の
う
ち
に
連
理
要
約
さ
れ
て
叙
述
TU
れ
て

い
る
L
t
日
本
で
は
倶
舎
宗
な
い
し
倶
舎
論
研
究
と
し
て
梢
東
さ
れ
て

い
る
.
大
栗
沸
教
の
う
ち
で
79
唯
識
詮
は
ア
+iJダ
ル
マ
文
献
の
心
理
分

析
を
稚
東
し
､
そ
の
畢
徒
で
あ
る
護
法
(〆
ル
マ
.ハ
ー
ラ
､
七
世
紀
)
は
そ

れ
を
特
殊
な
立
場
か
ら
い
っ
そ
う
詳
し
-
費
展
せ
し

め
て
'
そ
の
健
系
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が
シ
ナ

･
日
本
の
法
相
嘉

(集
師
寺
'
法
乾
寺
な
ど
)

に
保
存
さ
れ
て
い

しよ
う
と
く
し
抄
う

る
｡
法

隆
寺
は
戦
後
に
法
相
宗

か
ら
猫

立
し
て
聖

徳

宗

を

形
成
し
た

が
､
唯
款

の
畢
間
は
依
然
と
し
て
う
け
つ
が
れ
て
い
る
.

イ
ン
.il
に
お
い
て
形
式
論
理
拳
が
猫
立
の
研
究
題
目
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
の
は
'西
暦
紀
元
第

一
世
紀
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
｡

現
存
し
て
い
る
資
料
と
し
て
は
'
暦
等
チ
ャ
ラ
カ
本
集
の
う
ち
の
一
章

と
漢
詩
の

｢
方
便
心
論
｣
と
が
こ
の
時
代
に
展
す
る
.
昔
時
に
は
こ
の

種
頬
の
著
作
が
な
お
多
数
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
.
こ

れ
ら
に
つ
づ
い
て
こ
ヤ
ー
ヤ
畢
族
の
根
本
経
典
で
あ
る
こ
ヤ
ー
ヤ
･
ス

-
･L
ラ
が
編
纂
さ
れ
'
四
世
紀
に
は
グ
ア
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ
が
こ
れ
に
封

し
て
注
樺
を
著
わ
し
た
｡
こ
こ
で
イ
ン
+I
論
理
拳
は
い
ち
お
う
の
完
成

に
到
達
し
た
の
で
あ
る
｡

h
ん
ふ
上
う

俳
教
徒
は
論
理
拳
を
通
常

｢
理
由
の
畢
間
｣
(

因

明

)

と
呼
ん
で
い
た
｡

因
明
を
シ
ナ
の
俳
教
徒
は
ブ
ッ
ダ
(併
陀
)
の
所
詮
だ

と
考

え
て
い
た

が
'
原
始
沸
教
で
は
'
因
明
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
｡
も
と

は
'
俳
数
以
外
の
他
の
哲
畢
畢
波
に
お
い
て
最
初
に
説
か
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
.
大
乗
俳
教
の
初
期
の
論
書
に
お
い
て
は
へ
困
明
は
ま
だ
外

道
の
畢
間
の
1
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
も
と
も
と
俳
数
外
に

起

っ
た
草
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
っ
つ
も
'
西
暦
紀
元
後
二

世
紀

の
こ
ろ
か
ら
'
俳
教
の
畢
者
は
積
極
的
に
因
明
の
畢
間
を
修
得
し

磨
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
.
お
そ
ら
-
他
の
畢
渡
と
論
事
の
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
.
ま
た
そ
れ
は
な
ん
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と
で

日
本
に
お
け
る
イ

ン
tL･丈
他
の
発
見

(
中

村
)

あ

っ
た
｡
論
理
皐
は
個

t
の
宗
教
の
教
養
と
は
無
関
係
忙
あ
ま

ね
-
過

用
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
t
の
ち
に
俳
教
の
内
部
に
デ
ィ
グ
ナ
-
ガ
(D
ignag
a
四
〇

〇
-
四
八
〇
､
隣
邦
)
と
い
う
畢
者
が
出
現
し
て
'
論
理
笹
の
改
革
を
行

っ
た
｡

か
れ
は
､
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
る
妹
概
念
の
具
有
す
べ
き

二

つ
の
特
徴

(因
の
三
相
)
の
詮
を
確
定
し
､
論
式
と
し
て
は
主
張
へ
理
由
､

蟹
例
と
い
う
三
つ
の
命
題
だ
け
で
足
り
る
と
主
張
し
た
.

主
張

(
慕
)
あ
の
山
は
火
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
｡

理
由

(因
)
な
ん
と
な
れ
ば
煙
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
.

野
例

(
愉
)
た
と
え
ば
'
か
ま
ど
の
ど
と
し
｡

俳
教
徒
は
従
衆
の
因
明
を

｢
盲
因
明
｣
と
呼
び
'
こ
れ
に
勤
し
で
'

デ
ィ
グ
ナ
-
ガ
以
後
の
論
理
拳
を

｢
新
因
明
｣
と
い
う
O
そ
の
後
'
論

理
拳
は
併
教
徒
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
(D
h
arm
ak
7rti
法
輪
､七
世
紀
中
共
)

お
よ
び
そ
の
系
統
の
畢
者
た
ち
に
よ

っ
て
さ
ら

に
教
展

せ
し
め
ら
れ

た
.
そ
う
し
て
そ
れ
が
イ
ン
ド

1
燈
の
論
理
思
想
の
敬
展
に
深
い
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
｡

イ
ン
ド
の
形
式
論
理
拳
は
こ
の
よ
う
な
長
年
月
を
経
過
し
て
徐
々
に

畿
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
.
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
拳
は
ア
リ
ス
エ
ア
レ

ー
ス
に
よ

っ
て
親
指
的
に
考
究
さ
れ
る
と
同
時
に
､
性
と
ん
ど
完
成
の

域
に
ま
で
達
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
.
し
か
る
に
イ
ン
ド
で
は
三
段
論

法
に
粕
首
す
る
も
の
が
完
成
す
る
ま
で
に
は
'
紀
元
第

二
世
紀
か
ら
第

七
世
紀
に
い
た
る
長
年
月
を
要
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
畿
展
が
横
慢

九



日
本

にお
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
尊
兄

(
中

村
)

で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
イ
ン
ド
論
理
拳
の
有
す
る

歴
史
的
社
食
的
意
義
が
ギ
リ
シ
ア
の
そ
れ
と
は
臭

っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
お
よ
び
そ
の
系
統
の
論
理
畢
雷
は
多
数
チ
ペ
グ

下
に
潮
許
さ
れ
'
チ
ベ
ッ
･L
で
は
論
理
拳
は
重
要
な
畢
間
的
分
科
と
な

け
ん
じ上
うさ
ん
モ
う

っ
て
い
る
.
シ
ナ
で
は
'
玄

英

三

森

が

困
明
の
小
さ
な
番
を
二
冊
漢
詩

し
た
の
で
'
シ
ナ
･
日
本
で
は
大
い
に
講
説

･
荏
解
さ
れ
た
が
'
論
理

拳
と
し
て
は
蟹
展
し
な
か
っ
た
｡
日
本
に
倦
え
ら
れ
た
困
明
の
特
質
を

み
る
に
へ
ま
ず
第

1
に
､
因
明
は
港
骨
の
際
の
問
答
の
表
現
故
術
と
し

ヽ
ヽ

て
用
い
ら
れ
た
o
間
も
答
も
と
も
に
曙
諭
さ
れ
'
し
か
も

1
種
の
優
美

ヽ
ヽ

な
節
奏
を
伴

っ
て
い
た
｡
第
二
に
'
困
明
の
畢
間
は
'
シ
ナ
か
ら
移
入

さ
れ
た
首
初
か
ら
'
津
粕
某
の
組
師
で
あ
る
慈
恩
大
師
基
の
解
棒
を
最

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

高
絶
封
の
椎
威
と
仰
い
で
'
護
教
精
砕
を
も

っ
て
研
究
さ
れ
た
｡
第
三

ヽ
ヽ

に
'
因
明
拳
は
秘
侭
の
拳
と
し
て
倖
え
ら
れ
た
.
第
四
に
'
因
明
笹
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

内
容
は
シ
ナ
に
お
け
る
と
同
様
に
訓
話
註
梓
的
で
あ

っ
て
'
必
ず
し
も

論
理
畢
的
で
な
い
｡
第
五
に
'
日
本
の
因
明
は
'
シ
ナ
に
お
け
る
そ
れ

と
同
株
に
､
知
識
批
判
の
問
題
を
殆
ん
ど
扱

っ
て
い
な
い
.
こ
の
鮎
が

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
論
理
拳
な
ど
と
は
大
い
に
相
違
し
て
い
る
.
因

明
が
寺
院
の
外
で
ど
れ
だ
け
利
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
.
大
岡
越

■
ら

前
守
が
裁
判
に
利

用
し
た
と
い
う
停
詮
を
明
治
初
期
の
因
明
単
著

雲

英

晃
堰
が
侍
え
て
い
る
が
､
b
争
質
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
O

人
間
の
行
為
の
畢
間
に
つ
い
て
み
る
に
'
イ
ン
ド
人
の
あ
い
だ
で
は

一
〇

行
為
に
関
す
る
規
定
と
し
て
の
普
遍
者
に
随
順
し
て
へ
そ
の
個
別
的
な

場
合
を
無
税
す
る
よ
う
な
思
惟
方
法
が
顕
著
で
あ
っ
た
た
め
に
､
お
の

ず
か
ら
人
間
の
現
安
生
清
に
関
す
る
個
性
記
述
的
な
態
度
を
放
棄
せ
し

め
'
規
範
定
立
的
な
態
度
を
と
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
'

い
つ
'
だ
れ
が
､
ど
こ
で
､
何
を
し
た
か
へ
と
い
う
個
別
的
具
髄
的
な

人
間
的
事
象
は
問
題
と
な
ら
な
い
で
'
そ
も
そ
も
人
間
は
こ
れ
こ
れ
の

こ
と
を
な
す
.へ
し
t
と
い
う

1
枚
的
立
言
の
み
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ

る
｡
だ
か
ら
時
間
的
歴
史
的
な
面
に
お
い
で
は
'
個
人
の
倖
8:己E
､
事
件

の
記
録
'
歴
史
を
作
製
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
'
ま
た
基
間
的
地
域

的
な
面
に
お
い
で
は
'
地
方
誌
'
地
理
等
'
風
土
記
と
い
う
よ
う
な
類

の
筈
を
ほ
と
ん
ど
疎
ま
な
か
っ
た
.
人
間
の
具
鰻
的
行
為
の
個
別
的
な

意
義
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
.
そ
れ
は
た
だ
普
過
的
規
範
の

1
つ
の
事
例
と
い
う
だ
け
の
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
o
こ
れ
に

反
し
て
普
過
的
規
範
を
並
べ
る
よ
う
な
苔
物
は
い
ろ
い
ろ
と
つ
-
ら
れ

た
｡
世
俗
的
な
方
面
を
多
-
含
む
も
の
と
し
て
'
多
数
の
バ
ラ
モ
ン
教

の
津
典
が
つ
-
ら
れ
た
が
へ
そ
れ
ら
は
た
だ

1
穀
的
な
行
為
規
定
を
述

べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
(
マ
ヌ
法
典
な
ど
)｡
こ
れ
ら
の
法
典
は
イ
ン
ド

の
み
な
ら
ず
へ
ビ
ル
マ
･
シ
ャ
ム
な
ど
甫
ア
ジ

ア
諸
国
､
バ
リ
島
な
ど

特
殊
な
地
域
で
は
大
い
に
社
食
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
.
ま
た

宗
教
的
な
方
面
で
額
著
な
の
は
'
沸
教
諸
派
の
律
戒
で
あ
る
｡
そ
こ
に

お
い
で
も
'
個
々
の
戒
律
の
佃
僕
が
主
要
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
で

ト
んね
んだ
ん

あ
っ
て
'
そ
れ
に

付
せ
ら
れ
て
い
る

因

縁

評

は

笹
に
補
足
的
意
義
を
有



す
る
に
す
ぎ
な
い
O
上
座
部
と
い
う

一
つ
の
保
守
的
な
系
統
の
律
戒
は

南
方
ア
ジ
ア
の
俳
教
徒
の
あ
い
だ
で
俺
え
ら
れ
て
い
る
.
ま
た
そ
れ
に

ょ
-
似
た
律
寂
が
幾
程
も
シ
ナ
に
停
え
ら
れ
た
が
'
そ
の

一
つ
は
日
本

に
も
停
え
ら
れ
､
奈
良
の
唐
招
捷
寺
を
本
山
と
す
る
律
采
で
は
今
日
な

お
ま
も
ら
れ
て
い
る
｡

五

説
話
と
詩
の
源
泉

イ
ン
T
説
話
文
笹
は
ひ
ろ
-
東
西
の
文
皐
に
大
き
な
影
響

を
輿

え

た
.
か
つ
て
イ
ン
下
笹
者

ベ
ン
フ
ァ
イ
は
世
界
説
話
の
イ
ン
ド
超
原
詮

を
唱
え
た
が
'
そ
の
昔
香
は
別
と
し
て
'
イ
ン
下
が
説
話
の
貿
庫
と
し

て
豊
富
な
資
料
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
何
人
も
静
め
る
で
あ
ろ
う
.

イ
ン
下
の
詮
話
集
と
し
て
は
.ハ
ン
チ
ャ
タ
ン
,l
ラ
(P
aac
a
ta
nt
ra)
と

そ
の
一
つ
の
異
本
と
し
て
の
ヒ
rl
I
パ

デー
シ
ャ
(H
itopa
d
e

恥a)と
が

有
名
で
あ
る
.
イ
ン
ド
の
多
-
の
民

間
説話
は
沸
教

に
取

り
入

れ
ら

れ
'
い
ず
れ
も
過
去
世
の
梓
令
の
昔
話
と
し
て
俸
え
ら
れ
た
.
こ
れ
を

ジ
ャ
ー
タ
カ
(Jatak
a)
と
い
う
.
.ハ
ン
チ
ャ
タ
ン
↑
ラ
や
ヒ
ト
ー
.ハ
デ

ー
シ
ャ
は
利
己
主

義
的
な
教
訓
談
の
色
彩
が
強
い
が
'
ジ
ャ
ー
タ
カ
は

他
人
の
た
め
の
献
身
的
奉
仕
を
強
調
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
が
西
洋
の
文

垂
に
影
響
し
た
こ
と
は
非
常
な
も
の
で
あ
る
が
へ
こ
こ
で
は
省
略
す
る

こ
と
に
し
て
'
日
本
に
も
影
響
の
あ
る

一
例
を
拳
げ
て
お
こ
う
｡

月
の
両
に
班
鮎
が
見
ら
れ
る
の
で
'
素
朴
な
人
々
は
そ
こ
に
何
者
か

が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
好
奇
心
に
誘
わ
れ
る

.
わ
れ
わ
れ
は
こ

日
本

忙お
け
る
イ

ン
ド文
化
の
教
見

(
中

村
)

.寿

ど
も
の
頃
か
ら
'
月
に
は
兎
が
い
て
餅
を
つ
い

て
い
る
と
い

う
伸
詮
を

知
ら
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
も
そ
の
根
藷
を
た

ど
る
と
イ
ン

ド
に
由
爽

す
る
｡
イ
ン
.il
で
は
盲
-
か
ら
月
の
こ
と
を
シ
ャ
シ
ン

(Sa恥il
ウ
サ
ギ

を
も
つ
も
の
)
ま
た
は
シ
ャ
シ
ャ
ー
ン
カ

(SaSa
hk
a
ウ
サ
ギ
を
し
る
L
と

し
て
い
る
も
の
)
と
呼
ん
で
､
月

の
沖
に
は
ウ
サ
ギ
が
住
ん
で
い
る
と

考
え
て
い
た
が
t
の
ち
に
は
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
説
話
が
成
立
し
た

(
ジ
ャ
ー
タ
カ
三
二
ハ
).
シ
ナ
で
は
盲
-
か
ら
月
の
中
に
は
ヒ
キ
ガ
エ
ル

が
住
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
た
が
'
併
数
の
波
束
と
と
も
に
月
の
中
に

ウ
サ
ギ
が
い
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
'
そ
れ
が
日
本
に
偉
わ

っ
た
｡

ま
た
竹
取
物
語
の
｢
か
ぐ
や
姫
｣
の
物
語
は
､
俳
典
の
一
つ
で
あ
る
｢
月

上
女
鰹
｣
上
怨
の
月
上
女
の
成
俳
の
因
繰
評
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
｡

イ
ン
ド
文
化
の
影
響
は
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
.

〔附
〕

日
本

に
初

め
て
来
た
イ

ン
ド
人

日
本
文
化
の
成
立
を
象
徴
す
る
都
市
は
奈
良
で
あ
る
｡
奈
良
を
象
徴

す
る
も
の
は
何
か
｡
そ
れ
は

｢
大
併
さ
ま
｣
で
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
で

A
い
け
んく
よ
う

あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
そ
の
大
体
が
つ
-
ら
れ
開

眼

供

奉

を

し
た
と
卓
の

導
師
は
ポ
ー
プ
ィ
セ
-
ナ
と
い
う
イ
ン
下
人
の
倍
で
あ
っ
た
｡
か
れ
は

日
本

へ
来
た
最
初
の
イ
ン
下
人
で
あ
る
0
か
れ
に
関
し
て
は
今
ま
で
に

す
ぐ
れ
た
研
究
も
で
き
て
い
る
が
'
今
は
か
れ
の
倖

HEL
を
し
る
し
た

｢
甫
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
｣
を
圃
降
し
て
縮
介
し
ょ
う
O

こ
れ
は
か
れ

一
一



日
本
に
お
け
る
イ
ン
ド
文
化
の
尊
兄

(中

村
)

の
像
が
つ
-
ら
れ
た
と
き
に
'
か
れ
の
弟
子
修
柴
の
書
い
た
も
の
で
あ

る
が
'
修
柴
の
侍
記
は
不
明
で
あ
る
.
こ
れ
に
封
し
て
平
安
時
代
の
性

基
の
著
し
た
証
が
係
わ

っ
て
い
る
.

1
字

1
旬
シ
ナ
の
典
籍
の
中
か
ら

似
た
文
句
を
取
り
出
し
て
凍
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
庚

汎
な
畢
苑
に
は
全
-
潔
-
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
碑
に
よ
る
と
'
ボ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
が
華
厳
経
に
通
じ
て
い
た
こ

と
は
'
東
大
寺
の
大
俳
開
眼
供

養
の

導
師
と
し
て
首
然
の
こ
と
で
あ
る

ヽ
ヽ
ヽ

が
'
か
れ
は
さ
ら
に
あ
み
た
信
仰
と
敏
菅
信
仰
と
を
い
た
い
て
い
た
｡

こ
の
二
つ
が
現
在
で
も
日
本
俳
教
に
お
け
る
政
も
有
力
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
思
う
と
'
日
本
人

1
枚
の
信
仰
が
昔
と
あ
ま
り
担

っ
て
い
な
い

こ
と
が
解
る
と
と
も
に
'
ま
た
ポ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
忙
非
常
に
親
近
感
を

も
っ
こ
と
が
で
き
る
0
か
れ
の
場
合
に

あ
っ

て
は
'
こ
の
二
つ
の
信
仰

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
イ
ン
ド
か
ら
日
本

へ
落
度
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
り
'
そ
う
し
て

ヽ
ヽ

か
れ
自
身
の
う
ち
に
併
在
し
て
い
た
｡
こ
れ
は
今
の
東
京
の
人

々
が
浄

土
教
の
お
寺

へ
も
行
-
が
深
革
の
琴
菅
さ
ま
に
も
お
詣
り
す
る
の
と
'

本
質
的
に
は
異

っ
て
い
な
い
｡
か
れ
以
後
に
襲

っ
た
の
は
､
畢
派
だ
の

宗
派
だ
の
本
山
だ
の
'

1
般
民
衆
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
上
原
部
の

勢
力
脚
係
で
あ
り
'
民
衆
が
拝
む
気
特
は
同
じ
な
の
で
あ
る
.

ま
た
ボ
ー
デ
ィ
セ

-
ナ
は

『
呪
術
を
普
-
し
た
』
と
言
わ
れ
'
如
意

輪
笹
菅
を
中
心

と
す

る
密
教
の
八
大
菩
薩
を
も
奇
崇
し
て
い
た
｡
こ
れ

は
弘
法
大
師
が
密
教
を
移
入
す
る
以
前
に
密
教
信
仰
が
部
分
的
に
は
イ

ン
'iL
か
ら
直
接
に
入

っ
て
凍
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深

一
二

い

｡こ
れ
ら
は
或
い
は
弟
子
の
修
柴
が
ポ
ー
デ
ィ

セ

-
ナ
忙
か
こ
つ
け
て

説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も

も
た

れ
る
が
へ
し
か
し
か

れ
の
像
に
封
す
る
蟹
で
あ
る
か
ら
'
そ
う
で
た
ら
め
を
雷
-
こ
と
も
な

い
で
あ
ろ
う
｡
文
章
の
調
子
も
非
常
に
ま
じ
め
で
あ
る
｡
そ
の
言
を
信

じ
て
よ
い
と
S,
ぅ
こ
と
に
な
る
と
'
ポ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
の
信
仰
は
極
-

最
近
の
日
本
人
の
う
ち
に
も
生
き
て
は
た
ら

い
て

い
る
の
で
あ
る
｡

甫

天
竺

の
婆
羅
門
偲

正
の
碑
並

び
に
序

〓

'
偶
法
未
済
〕
そ
れ
僻
目
(-
棒
母
)
は
西
に
沈
む
も
'
遺
風

(-
近

敬
)
は
東
に
ひ
ろ
が
(扇
)
る
｡
十
地
の
闘
士

(=
大
乗
の
修
行
者
)
は
さ

(1
)

と
り

(菩
碇

b
odh
i)
に
住
ん
で
､
形
を
あ
ら
わ
す
(捕
)｡
八
聾
の
磨
虞

(
-
尊
敬
さ
る
べ
き

人
a
rhat)
は
磯
路

(
-1
衆
生
)
に
逼

っ
て
､
み
ち
ぴ
き

Q

(2
)

(舵
)
を
演
ぶ
｡
是
を
以
て

'
虞
加
の
奥
旨
は
五
天

〔竺
〕
に
殊
な
っ
て

〔他
に
倖
わ
る
も
〕
'
共
に
融
る
(
=
差
別
あ
る
こ
と
な
し
).
野
相
の
風
音

と
も

(3
)

は

〔天

･
龍
な
ど
〕
八
部
に
同
じ
て
供
に
解
る
｡
若
し
乃
ち
深
-
法
相

も
書

(4
)

に
連
せ
ば
'
洞

ら
か
に
宗
の

〔至
〕
極
を
了
L
t
七
党

〔支
〕
を
研
〔究
〕

ふ
た
つ
･

(5
)

し
尋
ね

〔求
め
〕
て
'
墓
と
有
と

爾

な

が

ら
亡
び
'
六

〔紳
〕

通

に

遊
戯

JLた
つ

L
t
涙
と
仮
と
壁

な

が
ら
照
す
者
は
伶

〔伽

sa
h
gh
a
=
俳
敦
の
つ
ど
ひ
〕

な
り
｡

〔
二
,
僧
正
票

〕
倍
正
望

琵

軒

蹴

戯

禦

Bodhisen
a)
,
姓
は
婆
薙

(
6
)

遅

(
B
h
arad
vaj
a)'
婆
羅
門

(B
ra
lm

a
Da)
の

種
〔姓
g
otra
〕
た
り
.



･.｢

(7
)

〔
イ
ン
.J･
の
〕

T
十
六
圏
は
其
の
高
書

〔徳
〕
義
を
景
恭
し
'
九
十
五
種

た

の
〔外
道
は
〕
其
の
〔伶
正
の
〕
英
敏
を
研
仰
す
.
伍

だ
国
土
の
区
域
が

は
る
か
(盟
)
に
隔
た
り
へ
史
偉
闘
然
た
る
を
以

て
'
本
郷

(
日
本
国
イ

ン
ド
)
の
〔修
正
の
〕
風
範
は
'
つ
ぶ
さ
(鍵
)
竺
llB
う
べ
き
こ
と
難
し
｡

う
ま
れ
つb

伶
正
は
'
こ
こ
ろ
の
う
ど
き
(紳
情
)
は
湛
〔然
〕
寂
〔静
〕
に
し
て
'
風

早

(
1-
天
資
)
明
敏
に
し
て
へ
〔そ
の
〕
こ
こ
ろ

(雷
塞
)
は
仰
ぐ
べ
L
t
窺
う

べ
か
ら
ず
｡
智
〔慧
〕
の
海
は
注
ぐ
べ
き
も
'
は
か
る
(絶
)
べ
か
ら
ず
｡

こ
こ
に
お
い
て
〔月
〕
文
の
ロ
ー
カ
ク
シ
ェ
-
マ
(L
o
k
ak
Sem
a
誠
)
の

難

で
た
る
〔模
〕範
を
追
い
'
〔パ
ル
チ
ア
の
悌
伶
〕
世
高
の
す
ぐ
れ
(過
)
た

こ

る
杷
〔則
〕
を
速
い
'
雪
峰

(-
雪
山
'
ヒ
マ
-
ラ
ヤ
)
を
跨
え
'
影
を
進

ち.A

め
'
雲
海

(日
南
海
)
に
淀

ん

で

〔舟
に
想
し

て
〕
す
が
た
(儀
)
を
飛
ば

カ
か

せ
'
険
〔難
〕を
冒

し

て
速
き

〔路
〕
を
経

〔過
〕
し
､
逢
い
に
大
府
に
到

る
｡
唐
園
の
道
俗

(-
僧
侶
と
俗
人
)
は
其
の
う
つ
-
し
き
み
ち

(徽
猷
)

を
仰
い
で
､
崇
敬
す
る
こ
と
甚
だ
厘
か
り
き
.

･.tしみ

〔三
､
日
本
へ
の
来
朝
〕
時
に
翌
朝
(
-
聖
武
天
皇
)
は
好
を
通
ぜ
ん
と
し

て
'
位
を
啓
開
に
馨
し
た
り
.
使
人
な

り
し
丹
治
比
県
人
康
成
と
畢
間

か
ぐ
は

借

･
理
錠
と
は
'
其
の

〔
ボ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
の
〕
芳
し
き
替
れ
を
仰
い

で
'
東
の
か
た
〔
日
本
に
〕
躍
ら
ん

こ
と

を
要
請
せ
り
.
修
正
は
共
の
懇

ろ
な
る
志
に
感
じ
て
'
請
を
解
す
る
と
こ
ろ
無
し
｡
大
暦
閲
元
十
八
年

(
-
西
紀
七
三
〇
年
)
十
二
月
十
三
日
を
以
て
'
同
伴
の
林
邑

(
=
デ
ィ
エラ.A

ト
ナ
ム
)
の
伶

･
悌
徹
と
唐
閥
の
倍

･
道
増
と
'
船
に
随

っ
て
海

に
定

モモ

ぶ
｡
中
路
に
及
ん
で
'
忽
ち
に
暴
風
に
遭
ひ
'
汲
藩
は
日
に
注

ぎ

'
-

日
本
忙
お
け
る
イ
ン
ド
文
他
の
姿
見

(中

村
)

■＼
ー

ナ
が

た

ら
き
か
ぜ
(陰
賠
)
は
天
〔の
象

〕

を

迷
は
せ
り
｡
命
の
〔生
き
む
こ
と
〕
を

はか
計

る
忙
'
忽
ち
に
し
て
つ
づ
れ
る
は
た
(整
流
)
の
ピ
と
-
〔得
し
〕｡
死

を
去
る
こ
と
へ
猶
ほ
其
れ

一
分
な
り
｡
船
を
奉
げ
て
お
ど
ろ
き
あ
わ
て

た3!

て
(憧
遥
)､
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
｡
乃
ち

〔そ
の
身
を
〕

端

し

て
〔俳

を
〕
仰
ぎ
t

l
心
に
し
て
､
締

(d
h
ya
na
院
想
)
に
入
り
'
俳
を
観
ず
.

玖

し
ば
ら
-
(少
避
)
の
間
に
し
て
風
定
ま
り
汲
息
む
｡
衆
は
成
な
共
の
奇

異
な
る
こ
と
を
嘆
じ
た
り
｡
天
平
八
年

(-
西
紀
七
三
六
年
)
五
月
十
八

日
を
以
て
､
集
紫
大
串
府
に
到
る
を
得
た
り

｡

む
^

昔

L
t
カ
ー
シ
ャ
パ

･
マ
ー
ク
ン
ガ
(K
款
yapa
M
atah
ga
騰
)
と
ダ

(8
)

ル
マ
ラ
･L
ナ

(D
h
arm
ar
atna
繭
)
と
は
つ
い
(車
)
に
凍
り
､
〔俳
囲
〕

(9
)

(10
)

澄
と
ク

マ
-
ラ
ジ
ー
プ

7
(K
um
araj叫va
什
)

と
は

〔西
域
よ
り
シ
ナ

に
〕
往
-

忙
〔衆
生
を
〕
刺
し
､
〔み
ち
ぴ
書
の
〕
跡
を
シ
ナ

(振
且
C
ina･

と
ど

じ
ち
い書

･t

sth
an
a)
に

停

め

た
れ
ど
も
'
未
だ

日
域

(=
日
本
)
の
境
を
踊

ま
ず
｡

か
れ

〔旗

の
里

程

の
〕透
き
を
計
し
､
〔苦
〕努
を
論
ぜ
ば
､
彼

は

徳
に
悦
づ
る

(ll
)

こ
と
あ
り
.
位
は
〔十
地
の
〕
修
鹿
を
超
え
､
行
呼
水
劫
に
横
む
に
非
ざ

た
h

A
L-J

る
よ
り
は
､
其
れ
軌
か
こ
こ
(鼓
)
に
葵

は

ん
や
｡
同
年
八
月
八
日
'
梯

建
国
の
治
下
〔難
波
〕
に
到
る
｡

ム
書
ら
^

〔四
､
行
基
の
出
迎
へ
〕
前
借
正
大
徳
･行
基
は
'智
も
て
心
の
燈
を

換

忙
し
て
'
定
も
て
恵
の
水
を
凝
ら
し
'
英
で
た
る
〔徳
〕
風
を
忍
土

(-

ナ
丸
のよ

こ
の
世
)
に
ひ
ろ
げ
(虜
)､
妙
な
る
み
ち
ぴ
き

(化
)
を

季

選

に
演
ぶ
｡

いとも
めづら
し

伶
正
の
衆
る
儀
を
聞
き
て
'
未

曾

有

を

嘆
じ
'
燕
の
〔昭
〕
王
が
辞
を
も

(12
)

ナ

(13
)

っ
て
郭

快

を

擁
し
た
る
に

秩

ぎ
'
伯

噂

が

展
を
王
秦
に
倒
し
た
る
に
ひ

二
二



日
本
忙
お
け
る
イ

ソ
ド文
他
の
費
見

(
中

村
)

(1
)

も
と

と
し
(件
)
.

主
客
が
粕
ひ
謁
す
る
に
'啓
よ
り
相

ひ
知
れ
る
が
ご
と
L
C

(15
)

(1
)

も
と

自
首

(=
白
頭
)
が
新
た
な
る
が
と
と
-
'
蓋
を
傾
-
る
こ
と
懲
の
ど
と

JME8

し
｡
こ
こ
に
お
い
て
〔二
人
の
聖
者
が
〕相
見

え
た
り
｡
乃
ち
同
港
の
維

侶
(-
倍
徒
)
に
嘱
(-
付
託
)
し
て
云
は
-
'
浩
は
本
よ
り
然
ら
ず
'
今

ま
た
滅
び
ず
｡
故
に
〔衆
生
を
〕
み
ち
ぴ
-
(化
)
に
赴
-
質

(I-
廠
身
)
は

跡
を
壁
林

(-
ク
y
ナ
ガ
ラ
の
沙
羅
壁
硯
)
に
か
-
す
(筋
)
も
'
〔不
滅
な

る
〕
捨
身
の
鰻

は
す
が
た
(影
)
を

〔ガ
ン
ジ
ス
河
の
〕
汐
に

〔た
と
ふ
べ

し

●-さ

き
多
-
の
せ
〕
界
に
〔あ
ま
ね
-
〕
布
-
｡
鰹
竺
耳
は
-
'
鹿
に
婆
羅
門

の
身
を
以
て
度
す
る
を
得
.へ
き
者
に
は
'即
ち
婆
羅
門
の
身
を
硯
じ
て
､

(17
)

麓
に
港
を
詮
-
､
と
.
是
れ
な
り
.

(
18
)

も
と
(原
)
そ
れ
〔天
地
〕
開
踊
以
衆
､
時
は
首

王

を

経
て
世
は
甫
歌
を

∫更
と
雄
も
'
未
だ
意

〔嶺
､
.ハ
ミ
ー
ル
高
原
〕
の
右
(
-
西
)
の
か
た
'

わ
た

兜
英

(-
バ
ラ
モ
ン
)
に
し
て
印
度
の
望
楼
な
る
も
の
が
'
山
を
梯

り

海

み
与び

を
航
し
て
翌
朝

(-
日
本
)
に
弘
め

化

-

こ
と
有
ら
ざ
り
き
｡
今
や
聖

〔王
〕
の
徳
が
作
ら
れ
て
'
〔耐
〕
異
の
人
(
1-
ボ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
)
が
至
る
O

さ
A
ん

昌
運
起
り
て
大
化

隆

な

り
.
位
だ
に
諸
俳
の
悲

願

の
感

じ

た
る
の
み
に

モ
も
モ

う
や
土

(1
)

非
ず
'
柳

も

ま
た
聖
朝
が
漆
を

崇

ふ

の
鷹
じ
た
る
な

り

.

我
等
は
晩
に

こ

ま

み

な
ん

新
の
道
に
逢
う
｡
復
た
こ
の
人

(-
ポ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
)
を

観

る
に
､
恵

)RQ･tQ

ぞ
各
室
〔極
〕
の
ま
こ
と
(款
)
を
壷
し
て
共

に
迎
へ
〔縫
〕
接
す
る
こ
と
を

致
さ
ざ
ら
ん
や
｡

是
に
於
い
て
道
俗
転
壊
し
'
城
に
み
ち
(閲
)
'
郭
に
溢
れ
'
幕
を
成

す
(ほ
ど
)
の
欲
を
連
ね
'
雨
を
焦
す
(ほ
ど
)
の
汗
を
濯
ひ
'
眉
は
随
ひ

1
四

鑑
は
接
す
.
違
っ
て
京
肇
(-
王
城
)
に
入
る
忙
'
畠
上
(-
天
子
)
は
大

い
に
菩
ぶ
.
乃
っ
て
勅
し
て
大
安
寺
に
住
ま
は
し
め
､
供
給
す
る
こ
と

(幻
)

隆
犀
な
り
.
〔三
〕
公
'
〔拷
〕
王
'
英
彦

(-
籍
紳
)
は
崇
敬
せ
ざ
る
こ
と

な
し
.
行
基
ま
た
京
幾
の
絹
索

(-1
僧
俗
)
雨

衆
五
十
飴
榎
を
率
S,
て
'

前
後
合
す
る
こ
と
三
度
な
り
き
.

〔五
､
僧
正
の
徳
を
歎
ず
〕
倍
正
は
華
厳
経
を
楓
諦
L
t
そ
れ
を
心
要

と
焦
す
.
尤
も
呪
術
を
曹
-
し
､
弟
子
は
東
け
習
ひ
て
'
今
に
至
る
も

こ
れ
を
侍
ふ
｡
伶
正
は
居
る
に

敬

あ

｡
,
筒
を
行
う
｡
音
び
も

酷

㍍

色

つ
つし
み

あ
4･

･Aがや

に
あ
ら
は
盲
(形
)
ず
｡
〔文
〕
輩

を
含
ん
で

曜

書

を
隠
す
.
其
の
深
深
を

測
る
こ
と
能
ふ
も
の
な
し
.
高
書
秩

〔繰
〕
･
原
書
雌
も
'
其
の
〔僧
正

山ぐ

(21
)

け
は

の
〕
膿
を

狙

ら

す
こ
と
能
は

ず

｡

厳
し
き
威
･
唆

し

き
法
も
'
未
だ
共
の

心
を
憐
れ
し
む
る
に
足
ら
ず
｡
〔か
れ
の
〕
光
り
は
世
に
和
す
と
雑
も
､

共
の
〔虞
資
の
〕健
を
汚
さ
ず
.
塵
は
共
の
心
に
同
ず
と
錐
も
'
其
の
展

を
測
ら
ず
.
天
平
勝
賓
二
年

(=
西
紀
七
五
〇
年
)
を
以
て
'
勅
す
る
こ

L)九

つ

名か
ん

と
有
り
て
僧
正
と
焦
す
｡
大
法
は

新

に

由

っ
て

種

が
れ

隆

と
な
る
｡
群

め
ぐ

書
と.a

生
は
こ
れ
を
以
て
〔邪
を
〕
同

ら
し
て
〔正
道
巴

向
ふ
.
道

の

速
は
未
だ

も
書
ら
か

のぼ

彰

な
ら
ず
と
錐
も
,
時
の
封

が

る
ひ
と
び
と
は
齢
な
聖
典
に
階
れ
り

カ
も

と

謂

ふ
.

た

き

左

(!u

〔六
'
入
滅
連
嘱
〕
位

だ
夜
の
う
ち
に

整

さ

へ
も

貿

り
遜

り

'
閣
浮

なしわ
b

〔捷
〕
(la
m
b
ud
vlp
a
-
人
間
の
住
む
こ
の
大
陸
)
の

兼

も

す
ぎ
さ
る
(謝
).

も
た

天
平
賛
字
四
年
(-
西
紀
七
六
〇
年
)､
庚
子
に

次

っ

て
二
月
二
十
五
日
夜

ことば

年
を
以
て
､
合
掌
し
て
西
に
向
ひ
'
軒
も
〔顛
〕
色
も
乱
れ
ず
'
碓
〔定
〕



Lit/-

た
の
し
み

の

架

に

入
る
が
如
-
､
に
わ
か
(奄
爾
)
に
遼
化
す
｡
即
ち
同
年
三
月
二

日
を
以
て
萱
美
山
右
僕
射
林
に
蘭
推

(Jh
ap
eta-
火
葬
)
せ
り
.
春
秋

五
十
七
｡

臨
終
に
諸
の
弟
子
に
告
げ
て
云
は
-
'
吾
は
常
に
清
〔滞
〕
な
る
〔本
〕

^
ざ

性
を
敏
'
直
ち
に
自
性
身
を

厳

れ
り
｡
雨
も
猶
は
禰
陀
を
尊
重
し
､
観

ら

と

音
を
景
伸
す
｡
汝

菅

は
宜
し
-
吾
が
衛
寂
の
衣
物
を

抽

っ
て
阿
禰
陀
浄

土
を
率
造
す
.へ
し
'
と
｡
ま
た
云
は
-
'
吾
が
生
き
て
在
り
し
日
に
'
普

(23
)

(24
)

紘
-
四
恩
の
鳥
に
如
意
輪
菩
薩
像
を
造
り
奉
る
.
更
に
八
大
菩
薩
の
像

こころ

を
造
っ
て
其
の
像
に
列
坐
せ
し
め
ん
と
情

に

願

ひ
し
も
'
無
常

な
る

)LLl

ら

〔諸
〕
行
迫
り
'共
の
番
は

務

は

ず
.
汝

管

は
さ
き
(噂
)
の
昔
を
忘
れ
ず
'

宜
し
-
共
に
粕
助
け
て
〔像
を
造
る
の
〕
功
を
畢
る
べ
L
t
と
｡
弟
子
等

は
造
旨
を
奉
馨
し
で
八
〔菩
薩
〕
の
像
を
傍

へ
飾
り
た
り
｡

〔七
へ
箕
を
擁
す
る
意
〕
柴
木
の
晩
に
推
け
た
る
を
感
じ
'
徳
育

の
永

と
-
関
じ
た
る
を
な
げ
-
(働
)
は
'
紳
〔異
〕
な
る
功
を
あ
さ
ら
か
(柄
)
吃

さ
か
ん

費
し
茂

な

る
〔模
〕
範
を
崇
敬
す
る
所
以
な
り
.
妙
像
'
常
今
に
在
り
'

衣

遺
影
を
後
葉
に
停
う
る
忙
若
-
は

美

し
｡
乃
ち
形
像
を
造
り
成
す
.
英

智
も
茂
範
も
其
の
人
と
共
に
既
に
従
け
り
と
雑
も
'
〔そ
の
〕美
質
と
風

器
と
は
'
厳
〔然
〕
た
る
〔形
〕
像
と
と
も
に
在
る
が
如
し
｡
こ
こ
に
訣
才

つく

(-
僻
才
)
に
命
じ
て
'
像
の
智
を
焦
ら
し
む
.
其
の
節
に
日
も

至
象

(-
法
身
)
に
色
無
-
'
大
道
に
名
無
し
o
湛
然
常
任
に
し
て
'

滅
す
る
に
非
ず
｡
生
ず
る
に
非
ず
｡
〔衆
生
〕
の
磯
に
随
っ
て

〔苦
の

海
よ
り
〕
汲
引
し
､
物

(-
衆
生
)
に
感
じ
て
あ
ら
は
れ
(形
)､
正
数

日
本

忙お
け
る
イ

ン
ド
文
他
の
重
点

(
中

村
)

㌔

.

を
敬
拝
す
｡
谷
に
輩
を
停
ふ
る
が
如
し
｡
英
一

道
は
自
ら
弘
ま
ら
ず
.
こ
れ
を
弘
む
る
は
哲
〔智
〕
忙
在
り
｡
椅
な

と上
ゎ

る
か
な
'
聖
王
が
海
内
(
-
園
内
)
に
裁
ふ
る
有
り
0
〔聖
〕
武
を
異
人

(-
僧
正
)
に
接
し
て
､
眉
を
英
傑
に
蓮
ぬ
.
慈
〔悲
〕
の
訓
へ
は
惟
だ

ひら

こ
こ

聞

き

'
〔智
〕票
の
燈
は

新

に
徹
る
｡
英
二

こ
こ
に
藤
尾

(-
聖
僧
)
あ
り
'
こ
れ
を
伶
正
と
日
ふ
｡
道
を
愛
し

あ
が

ナ

さ
か
ん

い
よ
いよ

法
を

崇

め

'姫
を
忘
れ
て
命
を

委

つ
.
茂

な

る
徳
は

禰

新

た
に
し
て
､

玄
〔妙
〕
な
る
み
ち
ぴ
き
(化
)
は
尤
も
盛
な
り
｡
四
輩

(-
出
家
･
在
家

の
弟
女
)
は
感
を
は
ら
ひ
(祐
)
t

l
乗
に
て

〔俳
と
成
る
〕
径
を
得
た

り
｡
其
三

徳
は
必
ら
ず
頬
有
り
｡
道
は
濁
り
に
て
額
は
る
る
に
は
非
ず
o
紳

(班

)

わ
れ

紳

た
る
行
基
か
妙
典
を
幽
管
し
､
予

を
し
て
聖
賓

(-
僧
正
)
を
起
さ

は
め
た
た
え

し
む
｡
群
尊
を
輸

揚

L

t
誠
を
掲
げ
て
敬
を
敦
す
｡
群
を
起
ゆ
る
こ

(26
)

と
惟
だ
あ
っ
し
(朕
)｡
其
四

是
れ
生
滅
の
法
な

り
｡
諸
行
は
無
常
な
り
｡
哲
人
は
新
盤
き
て
'

火
移
り
光
亡
ぶ
.

1
朝
に
し
て
寂
に
蹄
L
t筒
盲
に
〔悲
〕
傷
を
増
す
.

倖
法
の
道
侶
(-
諸
弟
芋
)
は
た
ち
ま
ち
(奄
)
に
し
て
舟
航
を
絶
つ
.

其
五

(2
)

･t

山
を
〔津
に
〕寂
す
る
〔肢
ど
の
こ
と
〕
も
速
か
な
る
こ
と
易
-
'
陶

(28
)

そ

る
水
も
〔流
れ
を
〕息
む
こ
と
難
し
o
徳
を
仰
い
で
恩
に
酬
い
ん
.
臭

ら

ふか

天

は

極
ま
り
無
し
.
幽

き

誠
〔心
〕
な
に
(局
)
に
か
専
ら
ん
.
像
を
為

し
て
〔冥
〕
棺
を
迫
〔修
〕
L
t
過
ね
-
無
連
に
及
ぶ
.
顔
-
有
識

(-

一
五



日
本
忙
お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
尊
兄

(
中

村
)

有
情
)
に
お
よ
ぶ
(質
)
｡
其
六

紳
護
貴
等
四
年

(
=
西
紀
七
七
三
年
)
四
月
二
十

1
日

故
婆
薙
門
伶
正

の
入
室

の
弟

子
な
る
侭
燈
佳
位
伶
修
柴
｡

ポ

ー
デ

ィ

セ

-
ナ
は
'

こ
と
ば
も
通
ぜ
ず
'
同
園
人

の

一
人
も
い
な

い
異

境
'

日
本

へ
敢
然
と
し
て
単
身
渡
凍
し
た
.
今
日
で
さ
え
も
同
国

人
か
ら
遮
断

さ
れ
て
ひ
と
り
異
国
に
終

生
住
み
つ
-

と
い
う

こ
と
は
な

か
な
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
常
時
と
し
て
は
､
ま

る
で
鬼

ケ
島

へ

で
も
移

る
こ
と
の
よ
う
に
息
わ
れ
た

こ
と
だ
ろ
う
.
し
か
も
そ
の
決
心

を
起
さ
せ
た

の
は
'
昔
時

の
日
本

の
指
導
者

の
誠
資
な
態
変

に
封
す

る

ヽ
ヽ

信
硯
で
あ

っ
た
｡

か
れ
は
決
し
て
鬼

に
食

わ
れ
る
こ
と
な
-
'
イ

ン
下

か
ら
最
も
離

れ
た
群
島

の
中

で
尊
敬
と
信
税
を
受
け
な
が
ら
生
を
終

え

た
｡
精
紳
面

に
お
け
る
相
互

の
信
板

と
理
解

が
'
地
理
的
或

い
は
社
食

的
な
緒

犬
の
疎
外
傭
件
を
克
服
し
た

の
で
あ
る
.

こ
れ
こ
そ
美

し
い
魂

の
勝
利
と

言

い
待
な

い
で
あ
ろ
う
か
.

6 5 4 3 2 1

八
難
｡
小
乗
の
修
行
者
の
四
向
四
具
を
い
う
.

五
天
竺
｡
東

･
酉

･
南

･
北

･
中
の
五
天
竺
を
い
う
｡
イ

ン
ド｡

藩
港
の
差
別
の
相
O

碍
法
､
棉
逝
､
軽
安
､
念
､
行
'
定
､
寄
｡

紳
境
智
並
､
天
眼
漉
､
天
耳
並
､
宿
命
泣
､
他
心
池
'源
盤
池
を
い
う
O

婆
耗
遅
｡
軽
重
の
狂
K
は

｢
虞
諦
日
'
婆
羅
門
硫
姓
有

二
十
八
種
?
今
婆

燕
迎
者
蓋
炎
随

一
也
｡｣

とあ
る
0
ア
ク
ル
ケ
ア
･
ヴ
ュ
ー
ダ

一
八
･
三

･

一
六

1
五
I
l六
に
バ
ラ
モ
ン

の
部
族
の
租
が

一
五
人
奉
げ
ら
れ
'
ま
た
同

四
･
二
九

･
三
-
六
で
は

バ
ラ
モ
ン
部
族
の
組
先
の
名
が
二
二
人
畢
げ
ら

れ
て
い
る
が
､

焚
際
に
後
代
の
制
度

忙
現
れ
て
氷
る
の
は
､
A
h
g
iras,

A
g
a
stiL
a
m
ad
ag
n
i.
A
tri}
K
a
Sy
apa
.
V
asiSth
a
,
S
yav･
獣
v
a
,
V
a
.

d
h
ry
a
かv
a
.
B
h
a
ra
d
v
a
ja
､
G
av
i
s

th
a.
V
i恥V帥m
itra.
K
u
tsa
.
K
ak
$1･

van
t.
K
aづ
V
a
,
U
Sa
n
a
s
K
a
v
ya.
G
ota
m
a
.
M
u
d
g
ata

の
1
七
で
あ

る
0

ス
ー
ト
ラ
文
厳
で
比

1
粧
K

B
h
rg
u
.
Y
ask
a､M
itra
y
u
.V
ai
n
y
a,

S
u
n
a
k
a
.
G
a
u
ta
m
a
.
B
h
a
ra
d
v
aja
〉
H
aritaV
Ka
D

Va}
R
ath
ita
ra.

V
iSD
u
Vrdd
h
a.
M
u
dg
ata
.
S
a
m
k
rti.A
tri
､
V
iSvami

tra.K
a
Syapa.

V

a
siSth
a.
A
g
asty
a
の

一
八
の
姓

(g
otra
)
を

拳
げ
て

い
る
.
(Jo
lm

B
ro
u
gh

:
T
h
e

E
ar
ly

B
ra
h
n
ta
71ic
al
Sy
stem

of

G
o
tra

a
nd

P
ra
v
a
ra
.
Ca
m

b
rid
g
e

U
n
iv
e
rsity
P

r
e

ss.
)953
.
p
p
.
25
-

37.
)

M
ah
av
yu
tp
a
tti
C
L
X
X
V
T.
2
1

で
は

｢
大

仙
｣
の
名
と
し
て

｢Bh
a

･

ra
d
v
a
jaす
顕
挿
多
｣
と
あ
る

O

梓

令
の常
時
イ
ン
ド
忙
あ
っ
た
と
博
え
ら
れ
る
十
六
の
犬
飼
｡

カ
ー
シ
ャ
.ハ
･
7
-
タ
ン
ガ
と
ダ
ル
マ
ラ
ト
ナ
の
二
人
は
後
供
の
明
帝

の
時
代

忙
初
め
て
イ
ン
ド
か

ら
シ
ナ
に
沸
教
を
償
え
た
と

い
わ
れ
て

い

る
0悌

珊
澄
.
西
域
の
骨
｡
西
菅
懐
帝
永
寡
四
年

(
三

1
0
年
)
に
洛
陽
に

衆
p
t
種
々
の
奇
跡
を
硯
じ
た
｡
永
和
四
年

(
三
四
八
)
首
十
七
歳
で
な

-
な
っ
た
｡

鳩
摩
綴
付
と
菅
第
す
る
.
中
央
ア
ジ
ア
曲
故
国
出
身
の
倍
.
四
〇
1
年

長
安
忙
入
り
'
四

二
二
年
七
十
歳
で
亡
-
な
っ
た
O
法
幣
経
な
ど

を
湊
常

し
た
｡

修
威
｡
十
地
の
位
仁
至
る
と
'回
位
の
修
行
が
悉
-
骨
成
滞
す
る
の
で
'



~~~~~ ~｢

21314151617181912012223242

｢
修
成
｣
と
い
う
｡

郭
晩
は
昭
王
の
臣
の
名
で
あ
る
｡
昭
王
は
位
忙
帥
-
と
身
を
卑
し
う
し

幣
を
仔
-
し
て
以
て
賢
右
裾

い
た
.

伯
崎
は
後
湊

の
茶
毘

の
字
で
あ
る
｡

か
れ
は
展
を
倒
し
て
玉
条
を
迎
え

た
｡ポ

ー
デ

ィ
セ
-

ナ
と
行
基
｡

し
ら
が
あ
た
ま
｡

途
中
で
粕
遇
う
て
率
を
駄
め
て
相
済
る
こ
と
｡
樽
じ
て
'

1
月
懲
知
の

ご
と
-
忙
甚
だ
相
親
し
む
こ
と
を
い
う
.
『
孔
子
家
幣
』
忙
孔
子

が

み
ち

で
程
子
忙
遇
っ
て
'
蓋
を
傾
け
て
終
日
常

っ
た
こ
と
を

い
う
.

『
法
華
艇
』
背
門
品
す
な
わ
ち

『
野
営
鍵
』

の
義
.
ポ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ

が
バ
ラ
モ
ン
で
あ

っ
た
の
で
か
-

い
う
｡

耐
武
天

皇
か
ら
整
式
天
皇
忙
空
ろ
ま
で
四
十
五
代
で
あ
-
'
神
代
か
ら

教
え
た
と
し
て
も
五
十
七
代
で
あ
る
､
と
位
室
は
荘
し
て
い
る
O

感
魔
道
変
を
い
う
｡

太
政
大
臣
'
左
大
臣
､
右
大
臣
｡

F.孟
子
』
忙

｢
雷
光
も
搾
す
る
能
は
ず
｣
と
い
う
忙
同
じ
｡

『
荘
子
』
忙

『
夫
叔
二
沖
於
躯
叫
萩
二
山
於
滞
7
謂
こ
之
固
丁央
O
撫
両
夜

牛
有
力
者
負
レ
之
定
｡
昧
者
不
レ
知
』
と
あ
る
の
を

い
う
｡

『
心
地
取
扱
』
忙
訟
-
四
種
の
層
0

1
忙
父
母
の
恩
t
t
l
忙
衆
生
の
恩
'

三
に
国
王
の
恩
'
四
忙
三
婆

の
思
o

r
如
意
倫
陀
擢
尼
紐
』
唖
法
品
K
へ
内
院
の
撃
基

の
上
忙
如
意
輪
聖
戦

自
在
菩
薩
を
教
-
べ
き
こ
と
を
詑

いて
『
東
面
忙
田
浦

意

新
明

王
を
食

き
'
左
忙
白
衣
救
世
菅
母
菩
薩
を
塞
き
'
北
面
忙
大
勢
重
菩
薩
を
喪
主
､

左
忙
多

祥
(
T
a
l帥
)
菩
薩
を
焚
き
､
西
而
忙
馬
頭
救
世
普
明
王
を
食
を
'

日
本
忙
お
け
る
イ

ン
ド
文
化
の
尊
兄

(
中

村
)

左
忙

1
着
躍
剰
女
を
宜
を
､
南
面
忙
四
両
救
世
普
明
王
を
漉
き
､
左
咋

批

倶
竪

管
薩
を
整
-
.
』
と
い
う
｡
(
大
正
萩
､
二
〇
傘

l
九
三
文
中
-
下

)

25

克
か
な
貌
｡

26

厚
忙
同
じ
｡

㌘

証

(22
)
参
児
.

28

す
ぎ
ゆ
-
こ
と
｡

こ
の
碑
の
原
文
は

『
大
正
大
政
纏
』
第
五
十

1
番

九

八
七
-
九

八
八
貢

に､
ま
た
性
基
の
註
と
共
に

『
大
日
本
俸
数
全
啓
』
迩
方
倖
甥
昏
第

一
に
お

さめ
ら
れ
て
い
る
.
研
究
と
し
て
は
堀

1
郎
氏

｢婆
羅
門
僧
正
に
つ
い
て
｣

(｢
宗
教
研
究
｣
新
第
十
番
第
六
競
､
新
第
十

1
懸
第
二
競
)
が
あ
る
｡

な
お
主
と
し
て
考
古
拳
的
美
術
的
叡
鮎
か
ら
の
研
究
と
し
て
田
中
富
久
氏

著

『
日
本
に
迫
る
印
度
釆
文
物
の
研
究
』
(東
光
堂
､
昭
和
十

八
年
)
の
大

著
が
あ
る
こ
と
を
附
託
し
て
お
こ
う
｡

〔追
記
〕

ボ
ー
デ
ィ
セ
-
ナ
の
こ
と
は
日
本
の
諸
種
の
古
典
に
俸
え
ら
れ
て
い
る
｡

ま
ず
日
本
人

の
う
た
の
最
古
の
共
成
哲
で
あ
る

『
蔦
米
袋
』
第
十
六
に
高
宮

王
の
和
歌

一
首
が
あ
る
｡

つく

を
亡

は

か
ら
T
I
L.TJq
4L

は
六
旺
こ

『
婆
羅
門
の

作

れ
る
小

田

を

吹

む

烏

､

険

睦

れ
て
､
幡

憶

に

居
-
.
』

t!ち

ほ
ら
'

罰

が

潜

っ
た
の
だ
t
と
言
わ
ん
ば
か
-
だ
が
､
盲
代
人
の
ユ
ー
モ

ア
を
感
じ
る
｡

行
基
が
ポ
ー
デ

ィ
セ
-
ナ
を
難
波

に
出
迎
え
た
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
-
事

案
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
0
し
か
し
後
代
の
日
本
人
は
､
そ
の
歴
史
的
串
箕

だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
｡
こ
の
二
人
は
遠

い
昔
に
持
合
の

1
七



日
本
忙
お
け
る
イ
ン
ド
文
化
の
凌
見

(
中

村
)

も
と
で
枚
を
結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
て
'
二
人
が
和
歌
を
滑
答
し
た
と
い
う

停
詮
を
つ
く
-
出
し
た
｡

『
此
八
･･････-
･-
東
大
寺
の
供
毛

に合
は
む
が
馬

に来
れ
る
な
-
｡
其
れ

を
行
基
乗
ね
て
知
っ
て
迎
へ
給
へ
る

な-
｡
婆
肝
門

船よ
-
陸
に
下
て
'
行

基
と
互
に
手
を
取
て
事
給
ふ
串
限
-
な
し
｡
遠
に
天
笠
よ
-
来
れ
る
人
を
日

本
の
人
の
待
受
て
'
本
よ
-
見
た
る
が
如
く
眠

び譜
ふ
串
香
典
な
-
と
<
皆

息
へ
る
忙
'
行
基
歌
を
寧
-
給
ふ
｡

]>よう
>
ん

蛋

山

の

樺
迦
の
御
前
に
爽
て
し
涙
如
朽
せ
ず
相
見
つ
る
か
な

婆
薙
門
の
返
歌

迦
枇
羅
衛
に
共
に
爽
-
し
甲
斐
有
-
て
文
殊
の
御
顔
相
見
つ
る
か
な
』

こ
の
一
封
の
和
歌
は
舌
代
日
本
人
に
変
説
さ
れ
た
ら
し
い
.
新
選
娼

｢拾

造
築

｣
二
十
､
｢沙
石
英
｣
第
五
の
下
な
ど
に
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
.

と
こ
ろ
で
右
に

｢
屈
山
｣
と
あ
る
の
は
'
イ
ン
ド
の
首
都
三
舎
城
の
東
南

に
あ
る

｢駕
の
峯
｣
(G
rd
h
ra
k
思
a
)
と
呼
ば
れ
る
山
で
あ
る
O
山
の
か
た

ち
が
鷲
に
似
て
い
る
の
で
､
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ
る
.
棒
食
は
し
ば
し

ば
こ
れ
に
と
ど
ま
-
'
殊
に
｢
法
華
経
｣
は
こ
こ
で
説
か
れ
た
と
い
わ
れ
る

B上う
じゆ
せ
ん

E>上う
せん

の
で
､
｢
窪

常

山

｣

｢
窪

山

｣

と
呼
ば
れ
る
.
ま
た
右
の
歌
に

｢
迦
枇
羅
衛
｣

と
あ
る
の
は
'
樺
合
の
生
地
カ
ビ
ラ
グ
γ
ス
ト
ゥ

(K
a
p
ila
v
a
stu
)

で
'

ネ
.ハ
-
ル
に
あ
る
｡
行
基
や
ポ
ー
デ
ィ
セ

-
ナ
が
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
で
持

奇
の
も
と
に
お
い
て
食
っ
た
こ
と
が

あ
る

と

い
う
の

で
あ
る
か
ら
'
昔
の
日

本
人
は
イ
ン
ド
や
ネ
パ
ー
ル
は
遠
-
忙
あ
る
け
れ
ど
も
何
か
し
ら
親
し
み
の

あ
る
国
々
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

知ら
れ
る
.

さ
ら
に
'
潜
時
の
人
々
は
'
行
基
は
文
殊
の
化
身
で
あ
-
､
ポ
ー
デ

ィ
セ

一バ

ー
ナ
は
文
殊
に
昏
う
た
め
に
行
基
を
訪
ね
て
充
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
｡
右

の
返
歌
の
あ
と
で
'
『
今
昔
物
語
』
は
つ
づ
け
て
い
う
'

『
是
を
聞
て
皆
人
'
行
基
菩
薩
は
早
く
文
殊
の
化
身
な
-
と
云
ふ
事
を
知

め
.
其
攻
行
基
婆
羅
門
を
迎
て
来
給
へ
-
｡
天
皇
喜
び
発
給
で
､
此
の
人
を

以
て
講
師
と
し
て
恩
の
如
-
東
大
寺
を
供
養
し
給
ひ
っ
｡
婆
薙
門
僧
正
と
云

ふ
此
れ
な
-
｡
大
安
寺
の
倍
と
有
-
｡
此
の
八
本
甫
天
竺
迦
収
蔵
街
園
の
∧

衣
-
｡
文
殊
に
値
過
し
挙
り
む
と
所
餅
給
ひ
け
る
程
に
､
幾
人
出
来
て
告
て

云
-
､
文
殊

は詔
且
の
五
台
山
に
御
夫
ナ
と
.
是
に

依て
書
換
天
竺
よ
り
惑

日
石

至
て
五
台
山
に
尋
ね
詣
給
た
る
に
､
道
に
1
人
の
老
翁
佑
て
菩
港
に
告

で
云
-
､
文
殊
は
日
本
国
の
衆
生
を
利
益
せ
ん
が
倍
に
'
彼
の
問
に
薩

生し

給
ひ
忙
き
と
.
菩
塊
此
れ
を
聞
給
て
､
本
懐
を
蓬
む
が
馬
に
此
駒
に
衆
給
へ

る
也
.
彼
の
文
殊
の
此
の
園
に
譲
生
し
給
ふ
と
云
ふ
は
行
基
等
顔
是
な
り
.』

今
昔
物
語
が
つ
-
ら
れ
た
こ
ろ
の
日
本
人
は
､
こ
の
島
国
に
閉
じ
こ
め
ら

れ
て
い
て
'
y
ナ
に
赴
-
こ
と
さ
え
も
困
難
で
あ
っ
た
｡
ま
し
て
イ
ン
ド
へ

行
っ
た
人
は
い
な
い
o
L
か

し
精
神
的
な
意
味
に
お
い
て
ア
ジ
ア
の
国
々
と

の
1
位
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
O



ヨ
ー

ロ
ッ

パ
と

イ

ン
ド
文
化

(序
説
)

岩

本

近
代
の
世
界
史
は
ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
文
化
に
よ
る
諸
々

の
文
化
世
界
の
統

一
と
い
う
形
で
成
立
し
て
い
た
｡
十
五
世
紀
か
ら
十

六
世
紀
に
か
け
て

行
わ
れ
た
地
理
上
の
敬
見
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
'
十
八
世
紀
に
於
け
る

資
本
主
義
の
確
立
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
'
近
代
の
せ
鼎
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
な
生
活
原
理
に
よ

っ
て

1
耳
さ
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
､
近
代
の
世
界
史
の
展
開
の
跡
を
顧
り
み
る

と
､
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
的
な
生
活
原
理
に
よ

っ
て
世
界
が
統

一
さ
れ
て
き
た

歴
史
は
､未
だ
五
百
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
S,
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
.

そ
し
て
'
そ
の
以
前
に
於
い
て
は
'
い
わ
ゆ
る
中
世
と
い
う
人
間
精
神

の
堕
落
の
時
代
が
続
き
'
キ
リ
ス
j･数
の
重
塵
の
下
に
人
間
は
暗
黒
の

中
に
包
み
こ
ま
れ
て
'
そ
れ
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
｡

人
間
は
宗
教
的
紳
秘
の
ヴ

ェ
ー
ル
に
被
わ
れ
て
'
行
動
と
思
考
の
自
由

ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
他

(序
祝
)
(倉

本
)

を
奪
わ
れ
'
視
界
を
狭
め
ら
れ
て
､
屈
服
と
忍
従
を
駿
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
｡
こ
の
よ
う
な
暗
黒
と
迷
妄
と
を
打
破
す
る
モ
メ
ソ
rL
(契
機
)
と

な

っ
た
の
は
'
い
ま
さ
ら
に
言
う
ま
で
も
な
-
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス

(文
教

復
興
)
で
あ

っ
た
｡

中
世
の
暗
黒
を

一
掃
し
､
理
性
を
そ
の
牢
獄
か
ら
解
放
し
ょ
う
と
す

る
曙
光
誓

十
三
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
に
ま
ず
輝
き
は
じ
め
た
O
軽
信
と

幼
稚
な
素
朴
さ
と
で
絞
り
な
さ
れ
､
人
々
の
魂
を
奪
い
去
り
'
人
間
自

身
は
も
と
よ
り
人
間
と
世
界
と
の
関
係
さ

え
も
理
解
す

る
こ
と
を
妨
げ

て
い
た
神
秘
の
ヴ

ェ
ー
ル
は
'
こ
の
と
き
か
ら
除
か
れ
は
じ
め
た
｡
そ

し
て
'
そ
の
案
内
者
と
な

っ
た
の
は
'
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
の
古
典
で

あ

っ
た
.
し
か
し
'
こ
の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
紹
介
さ
れ
た
ギ

リ
シ
ア
と
ロ
ー

マ
の
古
典
は
'
中
世
を
通
し
て
ヨ
ー
B
ブ
パ
世
界
に
停

東
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
.
わ
れ
わ
れ
は
中
世
に
於
け
る
盲

典
的
な
遺
産
と
し
て
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス

A
ロ
icius
M
.
S
･B
｡eti亡
S
(四
八

一
九



ヨ
ー

P
タ
.ハ
と
イ

ン
ド
丈
他

(
序
詮
)
(
岩

本
)

○
?
-
五
二
五
)
の

『
哲
拳
の
慰
め
』
D
e
C
o
n
s
o
titation
e
P
h
ilo
so

-

ph
i

ae
や
セ
グ
ィ
リ
ア
の
司
教
イ
シ
tj･
-
ル
ス

isid
oru
s
(五
六
〇
-

六三･1ハ
)
の

『
物
の
起
坂
』
O
rig
e
n

esな
ど
の
偉

大
な

著
作
を
知

っ
て

い
る
が
'
こ
れ
ら
の
著
作
も
な
お

古
代の
自
由
な
理
性
を
申
せ
の
せ
鼎

に
持
ち
こ
た
え
て
ゆ
-
に
は
'
散
り
に
も
無
力
で
あ

っ
た
.
軟
骨
と
い

ぅ
怪
物
が
こ
の
上
な
い
勢
力
を
振

っ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
､
こ
れ

ら
の
著
作
も
キ
リ
ス
rL
数
が
人
間
精
沖
の
周
囲
に
築
き
上
げ
た
牢
獄
か

ら
､人
間
の
理
性
を
救
い
だ
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
救
い
の
手
は
ヨ
ー
P
ッ
.ハ
世
界
と
は
異
な
る
別
の
世
鼎
か
ら

伸
ば
さ
れ
た
.
こ
の
事
蟹
を
知
る
た
め
に
､
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
を
ふ
り

か
え
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

八
世
紀
以
衆
へ
イ
ベ
リ
ア
牛
島
の
コ
ル
下
バ
を
中
心
に
'
サ
ラ
セ
ン

文
化
が
特
色
あ
る
文
化
の
葦
を
咲
か
せ
て
い
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
.
ま
た
､
十

1
世
紀
の
経
か
ら
十
三
世
紀
の
後
年
に
わ
た

っ

て
裁
慶
か
派
遣
さ
れ
た
十
字
軍
が
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
種
々
の
面

で
新
ら
し
S,
局
面
を
展
開
TU
せ
'
中
世

の
解
健
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ

し
た
事
資
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
へ
十
字
軍
が
東
方
の
各
地
で
親
し
-

接
解
し
た
文
化
も
'
ま
た
サ
ラ
セ
ン
文
化
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
て
'
ヨ

ー
ロ
ッ
.ハ
の
中
世
の
末
期
に
於
い
て
へ
サ
ラ
セ
ン
文
化
が
大
き
-
ク
ロ

ー
ズ
･
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
わ
れ
わ
れ
の
見
逃
が
す
こ
と
の

で
き
な
い
顕
著
な
串
祭
で
あ
る
｡

さ
て
'
サ
ラ
セ
ン
文
化
は
ア
ラ
ビ
ア
語
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
を
基
調
と

二
〇

す
る
文
化
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
そ
れ
は
本
質
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
ア
ラ

ビ
ア
の
文
化
な
の
で
あ
る
が
'
決
し
て
ア
ラ
ビ
ア
人
の
み
が
創
造
し
教

展
さ
せ
た
文
化
で
は
な
か

っ
た
.
八
世
紀
以
後
'
東
は
イ
ラ
ン
高
原
か

ら
西
は
イ
ベ
リ
ア
牛
島
に
至
る
ま
で
'
地
中
海
の
南
岸
に
滑
う
て
顔
大

な
地
域
を
支
配
し
た
サ
ラ
セ
ン
文
化
は
'
各
地
に
於
け
る
倖
統
あ
る
文

化
を
梼
取
し
吸
収
し
て
へ
そ
の
内
容
を
豊
富
に
し
た
｡
そ
し
て
'
こ
の

よ
う
に
サ
ラ
セ
ン
文
化
に
稀
取
さ
れ
吸
収
さ
れ
た
拷
文
化
の
中
で
も
'

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
遺
産
は
サ
ラ
セ
ン
文
化
の
中
に
大
き
な
流
れ
と
な
っ

て
'
深
大
な
影
響
を
輿
え
た
｡
そ
れ
で
は
へ
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
ど
の
よ

う
な
過
程
に
よ

っ
て
'
サ
ラ
セ
ン
文
化
の
中
に
渦
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
｡

マ
ホ
メ
ッ
rL
(五
七
1
7
-
六
三
二
)
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
創
始
L
t
そ

の
教
園
の
勢
力
を
基
礎
に
し
て
ア
ラ
ビ
ア
中
央
部
に
強
大
な
宗
教
国
家

を
建
設
す
る
と
'
そ
の
勢
力
は
昔
時
の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
民
族
移
動
の
波

に
乗
じ
て
､
忽
ち
に
ア
ラ
ビ
ア
牛
島
の
北
に
伸
び
'

マ
ホ
メ
ッ
rL
の
死

後
数
年
な
ら
ず
し
て

｢
肥
沃
な
年
月
形
地
帯
｣
F
ertil
e
c
r
escen
t
は

そ
の
勢
力
に
征
服
さ
れ
た
｡
つ
い
で
へ
六
四
二

年
に
は
､
東
ロ
ー
マ
帝

閥
か
ら

エ
ジ
ブ
･L
を
奪

っ
た
.
こ
う
し
て
'
キ
リ
ス
rL
教
徒
シ
リ
ア
人

の
中
心
地

エ
デ

ッ
サ
'
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
ン
テ

ィ
オ
キ
ア
'
そ
し
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
以
後
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
中
心
で

あ

っ
た

エ
ジ
ブ
下
の
ア
レ
ク
サ
ン
'i
･
リ
ア
な
ど
が
ア
ラ
ビ
ア
人
の
支
配

下
に
な
る
と
､
こ
れ
ら
の
土
地
に
侍
え
ら
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
知
的



遺
産
が
'
ア
ラ
ビ
ア
人
に
深
甚
な
影
響
を
輿
え
ず

に
は
い
な
か

っ
た
.

ア
ラ
ビ
ア
人
は
昔
時
ギ
リ
シ
ア
語
を
理
解
す
る
ま
で
に
至

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
'
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
は

ユ
ダ
ヤ
人
ま
た
は
キ
リ
ス
TL
教
徒

シ

リ
ア
人
に
よ

っ
て
胡
課
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
.
特
に
キ
リ
ス
･L
教
徒

シ
リ
ア
人
の
活
躍
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
-
'
彼
等
は
ギ
リ
シ
ア
古
典
を

ま
ず
ギ
リ
シ
ア
譜
か
ら
シ
リ
ア
語
に
詳
し
'
さ
ら
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
重

課
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
'
シ
リ
ア
人
は
は
か
ら
ず
も

ヘ
レ
ニ
ズ

ム
と
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
媒
介
者
と
な

っ
た
｡
サ
ラ
セ
ン
文
化
に
封
す
る

ギ
リ
シ
ア
の
影
響
は
'
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
'
ア
ッ
パ
ー
ス
朝

の

ア
ル
･
マ
ム
ー
ン

A
I_M
a
}m
Q
n
(在
位
八

二
JT

八
三
三
)
の
治
世

に

最
高
潮

に
達
し
た
が
､
ギ
リ

シ
ア
原
典

の
研
詩

は
既
に
八
世
紀

の
中
英

の
ア
ル
･
マ
ン
ス
エ
ー
ル
A
L
M
a
n
S
tLr
(在
位
七
五
四
-
七
七
五
)
の
時
代

か
ら
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
｡
ま

ず

'

ヒ
ッ
ポ

ク

ラ
チ

ス

H
ip
p
o
･

c
r
ate
s
(前
五
世
紀
後
年
)
お
よ
び

ガ

レ
ノ

ス

G
a
te
n
o
s
(前
二

元

-

九
九
)
の
暦
番
が
課
さ
れ
'
つ
い
で

エ
ウ
ク

レ
イ
デ

ス
E
u
k
leid
es
(
い

わ
ゆ
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
'+
'
前
四
世
紀
)
の

『
幾
何
笹
入
門
』

お
よ
び
プ
･L

レ
マ
イ
オ
ス
P
to
-e
m
a
io
s
(
ト
レ
ミ
ー
､
二
世
紀
)
の
『
数
畢
大
全
』
な

ど
の
科
畢
害
が

ア

ラ

ビ
ア

語
に
研
課
さ
れ
た
o
プ
1､
レ
マ
イ
オ
ス
の
著

零
は

1
椴
に

『
ア
ル
マ
ゲ
ス
･L
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
､
こ
の
名
は
ギ

リ
シ
ア
語
で

｢
最
大
の
｣
を
意
味
す
る

m
a
gi
ste

に
由
爽
す

る
ア

ラ

ビ
ア
語
名

A

-白
a
jisti
(aT
は
ア
ラ
ビ
ア
譜
の
冠
詞
)
に
基
づ
-
｡
九
世

紀

に
な
る

と
'

フ
ナ
イ
ン

tl
un
ayn
ib
n
･lsh
a
q

(Joan
n
iti
us･八
〇

ヨ
ー
B
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(
序
詑
)
(倉

本
)

九
-
八
七
三
)
の
よ
う
な
偉
大
な
部
課
豪
が
出
て
､
プ
ラ
ト
ン

(前
四
二

七
-
三
四
七
)
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
(前
三
<
四
-
≡
二
二
)
な
ど
ギ
リ
シ

ア
文
化
史
上
に
不
朽
の
名
を
と
ど
め
る
偉
大
な
思
想
家

の
主
著
が
'
数

多
-
ア
ラ
ビ
ア
語
に
珊
課
さ
れ
た
｡
ア
ラ
ビ
ア
語
で

｢
哲
畢
｣
を
意
味

す
る
ア
ル
･
7
7
ル
サ
フ

a
L
F
a
lsa
ph
と
い
う
語
は
'
ギ
リ
シ
ア
語

の
ブ
ィ
p
ソ
ブ
ィ
ア

P
h
ito
sop
h
ia

の青
を
究
し
た
も

の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
'
ア
ラ
ビ
ア
人
た
ち

イ

ス
ラ
ム
教
徒
は
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
偉

枕
を
受
け
櫓
ぎ
､
し
か
も
さ
ら
に
そ
れ
を
教
展
さ
せ
て
新
ら
し
い
知
性

論
を
展
開
さ
せ
た
｡
そ
し
て
'
東
方
で
は
イ
ブ
ン
･
ス
ィ
-
チ
-
Ib
n
･

S
i
n掛
(
ラ
テ
ン
語
名
ア
ブ
ィ
ケ
ン
ナ

A
v
icen
n
a,
九
八
〇
-

一
〇

三
七
)'

西
方
で
は
イ
ブ

ン
･
ロ
シ
ュ
T

Zb
n
･R
o
Sd
(
ラ
テ
ン
語
名

ア
ブ
エ
B
エ

ス
A
v
erro
es
,
二

二
六
-

二

九
八
)

の
よ
う
な
サ
ラ

セ
ン
哲
峯

･
料

率
の
偉
大
な
畢
匠
が
相
つ
い
で
雅
出
し
た
｡
殊
に
'
ア
ブ

ェ
p
エ
ス
の

著
作
は
キ
リ
ス
一
致
緒
園
に
合
理
主
義

の
波

を
波

及

さ
せ
た
.
そ
し

て
｢
.ハ
リ
大
笹
に
は
彼

の
教
説
に
基
づ
い
て
､
自
由
思
想
家
の

一
派
が

生
れ
た
｡
彼
等
は
'
天
地
創
造

･
聖
髄
復
活
そ
の
他
の
キ
リ
ス
･L
教
の

太
質
的
な
教
義
は
宗
教
的
見
地
か
ら
は
展
理

で
あ

る
か
も
知

れ
な
い

が
'
理
性
的
見
地
か
ら
は
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持
し
た
｡
も
と

よ
り
'
こ
の
よ
う
な
主
張
な
い
し
は
運
動
は
忽
ち
に
粉
砕
さ
れ
た
が
'

こ
こ
に
理
性
の
覚
醒
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
番
蟹
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

サ
ラ
セ
ン
文
化
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
扱
か
に
横
取
し
吸
収
し
た
文
化

二
】



ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(伴
性
)
(岩

本
)

の
中
に
'
イ
ン
ド
文
化
が
大
き
な
位
忠
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
'
わ
が

皐
界
で
は
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
'
性
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い

な
い
の
が
資
状
で
あ
る
.
し
か
し
'
サ
ラ
セ
ン
文
化
に
於
け
る
イ
ン
ド

文
化
の
影
響
は
無
硯
で
き
な
い
ほ
ど
に
著
し
-
'
庚
範
囲
に
及
ん
で
い

る
.
ア
ラ
ビ
ア
と
イ
ン
下
と
の
交
通

の
歴
史
は
西
暦
紀
元
前
数
世
紀
に

遡
り
'
前
三
世
紀

の
頃
に
は
ア
ラ
ビ
ア

の

ス
ユ
ア
グ

ロ
ス

S
ya
g
ro
s

(現
在
の
ラ
ー
ス
･
フ
ァ
ル
タ
ク

R
as
F
artak
岬
)
か
ら
季
節

風
を
利
用

し
て
イ
ン
ダ

ス
河
口
に
直
航
す

る
航

路
が
開
か
れ
た
｡
つ
い
で
'

ス
ー

ア
グ

ロ
ス
か
ら
イ

ン
ド

の
シ
ゲ

ル

ス

S
ig
e
r
us
(現
在
の
ジ
ャ
イ
ガ
ル

la
ig
aF

ボ
ン
ベ
イ
近
傍
)
に
向
け
航
海
す
る

海
路
が
開
か
れ
た
｡
こ
の

航路
は
前
の
よ

り
近
路
で
'
し
か
も
安
全
で
あ

っ
た
た
め
に
'
永
年
に

わ
た

っ
て
利
用
さ
れ
た
.
そ
し
て
'
西
暦

1
世
紀

の
中
頃
に
'
ア
ラ
ビ

ア
甫
西
岸
の
オ
ケ
-
リ
ス
O
ce
lis(今
日
の
y
ェ
イ
フ
･サ
イ
-
ド
S
h
eik
h

Sa
.id
)
か
ら
季
節
風
を
利
用

し
て
イ
ン
ド
西
南
岸

の
ム
ー
.I,h
リ
ス

M
Q

･

ziti
s
(今
日
の
ク
ラ
ン
ガ
ノ
ー
ル
C
ra
ng
an
ore)
に
至
る
航
路
が
開

か
れ

た

.
こ
の
頃
に
著

わ
さ
れ
た

ロ
ー
マの
ブ
リ
こ
ウ
ス

G
.
P
linius
Se･

c
un
d
u
s
(
二
三
-
七
九
)
の

『
博
物
誌
』
N
a
tura
=
s
H
is
to
r
ia
お
よ

び
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
無
名
の

1
航
海
業

者
の
書

い
た
.
『
エ
リ

ュ

･L
ウ
ラ
ー
湛
案
内
記
』
p
e
rip
t
us
M
a
ris
E
ry
th
ra
ei
な
ど
に
は
'
常

時

の
ア
ラ
ビ
ア
海
沼
岸
地
域
に

於
け
る
殿
盛
な
貿

易
状
況
が
記
さ
れ
て

い
る
.
イ
ン
ド
の
原
産
で
あ
る
棉
が
ア
ラ
ビ
ア
に
輸
入
さ
れ
た
の
も
そ

の
結
果
で
あ
り

(英
語

C.
tL.
n
は
ア
ラ
ビ
ア
語

q
ath

に
由
来
す
る
)
､

二
二

ブ
リ

ニ
ウ
ス
は
ベ
ル
シ
ア
府
方
面
お
よ
び

エ
ジ
ブ
･L
の
紅
梅
滑
岸
地
帯

に
於
け
る
綿

の
栽
培
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
時
代
の

ア
ラ
ビ
ア
海
貿
易
の
主
人
公
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
り
'
少
数
の
イ
ン
下

人
が
こ
れ
に
加
わ

っ
た
｡

エ
ジ
ブ
rL
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
こ
の
時

代
以
後
イ
ン
+J
･
の
文
献
に
ア
ラ
サ
ン
ダ

A
la
sa
n
d
a
と
見
え
'
ア
ラ
ビ

ア
の
南
方
瀬
上
に
あ
る
ソ

コ
rL
ラ

S
o
cot
ra
島
の
名
は
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
PL
語

su
k
ha
I

t
ar
a
(｢
一
層
幸
頑

な
｣
の
弟
)に
由
衆
す
る
と
い
う
.
つ

い
で
'
三

世
紀
か

ら
六
世
紀
ま
で
は
'
ベ
ル
シ
ア
人
が
東
方
貿
易
の
主

人
公
で
あ

っ
た
｡
七
世
紀
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
勃
興
は
酉
ア
ジ
ア

を
中
心
に
世
界
の
形
勢
を
大
き
-
変
化
さ
せ
た
が
､
東
方
貿
易
の
主
人

公
も
ベ
ル
シ
ア
人
に
代

っ
て
'
ア
ラ
ビ
ア
人
が
登
場
し
た
｡
そ
し
て
'

ア
ッ
パ
ー
ス
朝

の
治
下
に
は
'
ベ
ル
シ
ア
滑
か
ら
イ
ン
下
沼
岸
を
経
て
､

シ
ナ
方

面
に
通
ず
る
貿
易
は
全
盛
を
示
し
'
七

一
二
年
に
ア
ラ
ビ
ア
人

が
シ
ソ
一
地
方
を
占
領
す
る
と
'
ダ
イ
ブ
ル
D
a
yb
ul
マ
ン
ス
ユ
ー
ラ

M
a
n
笛

rah
な
ど
の
良
港
が
開
か
れ
て
'
東

方
貿
易
へ
の
有
力
な
足
が

か

り
と

な
った
｡

こ
の
東
方
貿
易
に
よ

っ
て
イ
ン
ド
の
物
資
が
ア
ラ
ビ

ア
方
面
に
輸
入
さ
れ
'
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
生
活
を
豊
か
忙
し
､
サ
ラ
セ

ン
文
化
の
畿
展
に
大
き
な
裏
づ
け
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､
ア
ラ
ビ
ア

人
の
シ
ソ
ド
地
方
の
軍
事
的
占
領
が
は
し
な
く
も
イ
ン
ド
の
科
拳
の
ア

ラ
ビ
ア

へ
移
入
さ
れ
る
端
緒
と
な

っ
た
こ
と
は
'
文
化
史
的
に
忘
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
専
管
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
｡
七
七

1
年
ビ
ろ
に
'
イ

ン
YJ
･人
の
放
行
者

(あ
る
い
は
y
ソ
ド
地
方
や
り
汲
遺
さ
れ
た
使
節
と
も
い



わ
れ
る
)
が
イ
ン
ド
の
天
文
率
等

『
シ
ッ
ダ
ー
ン
タ
』

Sid
d
h
a
n
ta
(
チ

ラ
ビ
ア
名

S
in
d
h
i
nd
)
を
.ハ
グ
ダ
I
r
に
清
爽
し
た
｡

時
の
カ
リ
フ
'
ア

ル
･
マ
ン
ス

ユー
ル
は
ア
ル
･
7
7
ザ
-
リ
に
命
じ
て
'
こ
の
事
を
ア

ラ
ビ
ア
語
に
部
課
ru
せ
た
.

こ
の

『
シ
ッ
ダ
ー
ン
タ
』
は
ブ
ラ
フ
マ
･

グ
ブ
タ

B
ra
h
m
a
g
u
p
t
a
が
六
二
八
年
に
寄

い
た

『
ブ
ラ
フ
マ
･
ス
ブ

タ

･
シ
ッ
ダ
ー
ン
タ
』

Bra
h
m
a
･s
ph
u
ta･sid
d
h
a
n
t
a
で
あ

っ
た

と

い
わ
れ
る
e

こ
の
苔
は
天

文
畢
沓
で

あ
る
と
同
時
に

数
草
書
で
あ

っ
た

の
で
'
こ
の
と
き
イ
ン
下
の
教
皐
も
ア
ラ
ビ
ア
に
移
入
さ
れ
た
.
そ
し

て
へ
イ
ン
+J･
で
敬
遠
し
た
数
字
､
十
進
法
､
者
の
概
念
な
ど
が
ア
ラ
ビ

ア
に
導
入
TU
れ
た
.
九
世
紀
に
は
､
ア
ル
･
フ
ワ
-
リ
ズ
JJJ
A
t.K
h
w
a.

rizmi
.
ア
ル
･
キ
ン
デ
ィ
ー

A
t･K
in
d
叫
な
ど

の
畢
匠
が
出
て
､

ア
ラ

ビ
ア
数
拳
が
大
成
さ
れ
た
.
さ
ら

に
'
ア
ル
･
ナ
サ
ゥ
ィ
I
A
tIN
asa
wi

(
1
〇
二
九
年
死
)
は
ベ
ル
シ
ア
譜
で
イ
ン
ド
の
資
用
算
術
に
関
す
る
著

皆

を
著
わ
し
た
が
､後
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
郁
課
さ
れ
た
o
『
イ
ン
･4
計
辞

迭
通
解
』
A
t
･M
u
q
ni
f
i･l･b
isa
b
a
r
H
in
d
叫
が
そ
れ
で
､
著
者
は
ま

ず
イ
ン
ド

の
計
算
方
法
を
説
明
し

'
そ
の
計
算
に
際
し
て
従
衆
の
六
十

進
法
分
数

の
か
わ
り
忙
'
十
進
法
分
数
を
用
い
た
｡
つ
い
で
､
十

一
世

紀

の
勧
め
に
ガ
ズ
ニ
ー
朝
の
マ
フ
ム
ー
下
の
イ
ン
ド
攻
略
に
従
軍
L
へ

そ
の
後
イ
ン
ド
に
十
数
年
に
亙

っ
て
滞
在
し
た
ア
ル
･
ビ
ー
ル
-

ニ
ー

A
l･B
frd
n
i
(九
七
三
-

1
〇
四
八
)
は

『
イ
ン
ド
誌
』
T
ar叫k
h
a
t.H
in
d

を
著
わ
し
て
'
イ
ン
+.F
の
科
拳
へ
哲
畢
'
文
笹
､
習
俗

､
迷
信
､信
仰
､

イ
ン
ド
の
人
種
'
地
理
な
ど
に
関
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
原
典

の
記
載

ヨ

ー

ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(序
説
)
(岩

本
)

所
俺
を
正
確
に
侭
え
る
と
と
も

に
'
『
天
文
畢
大
典
』
Al
-Q
a
n
Q
n
al.

M
a
s.B
d
i
な
ど
の
科
畢
書
を
著
わ
し
て
'
イ
ン
ド
料
率
と
-
に
数
笹
の

倖
親
を
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
紹
介
し
た
｡
こ
う
し
て
'
ア
ラ
ビ
ア
人
の
手

を
経
た
イ
ン
ド
の
政
孝
は
'
敷
尊
者
で
あ
り
自
然
料
率
の
す
ぐ
れ
た
畢

者
で
あ

っ
た
教
皇

シ
ル
グ

ェ
ス
･L
ル
S
ylve
s
te
r
二
世

(在
位
九
九
九
-

1
〇
〇
三
)
に
よ

っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
世
界
に
導
入
さ
れ
'
イ

ン
ド

の
記

数

法
が
徐

々
に
繁
雑
な

ロ
ー
マ
式
記
数
法
に
と

っ
て
代
る
に
至

っ
た
.

前
記
の
ア
ル
･
フ
ワ
-
リ
ズ
JJJ
の
イ
ン
ド
の
計
算
法
に
関
す
る
著
書
は
'

十
二
世
紀

の
前
年

に

イ
ン
グ
ラ
ン
下
人
ア
デ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
A
d
e
la
rd
u
s

B
ath
nie
n
sis
に

ょ

っ
て
ラ
テ
ン
語
に
聯
課
さ
れ
､
『
イ
ン
下
の
数
字

に

つ

い
て
』
D
e
r)u
m
ero
in
d
ico

と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
.
な
お
'

イ
ン
ド
数
字
を
記

載
し
て
い
る

最
古
の
ア
ラ
ビ
ア
文
献
の
年
代
は
八
七

四
年
と
八
八
八
年
と
で
あ
る
が
'
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
貿
易
は
こ
の
頃
非

常
に
清
澄
で
あ

っ
た
の
で
'
そ
れ
に
伴

っ
て
イ
ン
ド
数
字
が
常
時
の
地

中
海
世
界
に
弘
-
倖
播
す
る
に
至

っ
た
.
イ
ン
ド
数
字
の
ヨ
ー
P
ッ
.ハ

忙
於
け
る
例
は
､

ス
ペ
イ
ン
の
キ
リ
ス
rL
教
徒
地
域
の
ロ
グ
p
こ
ョ
附

近
で
九
七
六
年
に
書
か
れ
た
手
蔦
本
の
中
に
見
ら
れ
る
｡
こ
う
し
て
'

イ
ン
ド
の
数
字
は
ア
ラ
ビ
ア
人
に
よ

っ
て
侭
道
さ
れ
た
た
め
に
イ
ン
下

起
顔
が
忘
れ
去
ら
れ
て
､
今
日
で
は

1
舷
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
呼
ば
れ

る
.
し
か
し
､
ア
ラ
ビ
ア
人
は
こ
れ
を
イ
ン
ド
文
字
(h
ind
i
sa
}h
i
nd
asa
,

h
andasa
な
ど
記
し
て
い
る
)
と
呼
ん
で
お
り
'
そ
の
文
字

の
故郷
の
名

を
伴
え
て
い
る
｡
(な
お
'
拙
著

『
イ
ン
ド
史
』
八
九
貢
を
見
よ
)

二
三



ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(序
監
)
(倉

本
)

ア
ラ
ビ
ア
慣
拳
に
於
け
る
イ
ン
下
笹
笹
の
影
響
も
ま
た
大
き
-
著
し

い
｡
ア
ッ
.ハ
ー
ス
朝
第
五
代
の
カ
リ
フ
'

ハ
-
ル
ー
ン
･
ア
ル
･
ラ
シ

ー
ド

H
a
r
tin
a
L
R
ash
id
(在
位
七
八
六
-
八
〇
八
)
の
治
世
に
'
宰
相

ヤ
ヒ
ヤ
ー

･
ビ

ン
･
ハ
-
リ
ッ
ド

Y
a

h
y
a

b
in
K
h
a
lid
(七
三
八
-

八
〇
五
)
は
イ
ン
ド
か
ら
名
願
を
招
き
'
バ

グ
ダ
ー
下
の
病
院

に
於

い

て
患
者

の
治
療
に
あ
た
ら
せ
る
と
と
も
に
'
願
拳
へ
薬
畢
'
毒
物
翠
な

ど
の
イ
ン
ド
の
著
書
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
部
課
さ
せ
た
O
イ
ン
tJ
･暦
畢
書

の
基
本
的
な
著
述
で
あ
る

『
ス
シ
ュ
ル
タ
書
』
S
uSr
uta
･S
arh
h
it掛
や

『
チ
ャ
ラ
カ
督
』
C
a
r
ak
a.S
ari
th
it抄

が
ア
ラ

ビ
ア
語
に
聯
課
さ

れ
た

の
は
へ
こ
の
時
代
で

あ
る
.
宰
相

ヤ
ヒ
ヤ
ー

･
ビ
ン
･
ハ
-
リ
ッ
ド
は

パ
ル
フ

(
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
西
北
方
)
の
ナ
ウ
ベ
ハ
-
ル

(
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
名
ナ
グ
γ
･
ビ
ハ
ー
ラ

N
av
a
･vi
h
a
ra
の
鴇
靴
形
､
｢新
等
｣
の

意
)
の
修

正
職
で
あ

っ
た
パ
ル

マ
ク
B
arm
a
k
豪

の
出

で

(.ハ
ル
マ
ク
と
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
で

｢統
率
者
｣
の
意
の
.ハ
ラ
マ
カ

P
a
ram
ak
a
の
輔
靴
)
'
盲
-

か
ら
イ
ン
ド
の
科
拳
を
受
容
し
た
豪
俺

に
従

っ
て
'
特
に
イ
ン
ド
の
贋

拳
と
薬
物
拳
の
移
入
に
カ
を
注
い
だ
と
い
わ
れ
る
.

こ
う
し
て
'
ギ
リ

シ
ア
暦
拳
と
と
も
に
イ
ン
ド
贋
笹
を
受
容
し
た
ア
ラ
ビ
ア
潜
輿
は
'
十

一
世
紀

の
初
め
に
イ
ブ
ン
･
ス
ィ
-
ナ
I
の

『
願
畢
大
典
』
A
t.Q
a
n
tln

fi･)･巾ib
b
に
よ

っ
て
大
成
さ
れ
た
が
'
こ
の
書
は
こ
の
後
約
六
世
紀
の

間
に
わ
た
っ
て
､
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
間
の
み
で
な
-
'
キ
リ
ス
rL
教
徒

の
間
に
於
い
て
も
絶
封

の
械
威
と
さ
れ
た
｡

次
に
､
ア
ラ
ビ
ア
管
楽
は
楽
器
'
++

レ
JJJ
唱
法
'
楽
譜
な
ど
の
鮎
で

二
四

ヨ
ー

P
ッ
.ハ
の
中
世
管
楽
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
'
こ
の
中
で
+下
レ
JJJ
唱
法
に
関
し
て
イ
ン
下
起
瀕
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に

催
す
る
｡
古
代
イ
ン
ド
の

S
a
.
R
i.
G
a
,

M
a
}
P
a.D
h
a
.N
i
の
七
音
階
が
ア
ラ
ビ
ア
を
経
て
､
今
日
わ
れ
わ
れ

の
用
い

る
下
､
レ
t
,JJ
'

7
7
'
ソ
'
ラ
'
シ
の
七
音
階
に
な
っ
た
こ

と
は
明
確
で
は
な
い
が
'
ヨ
ー
P

ッ
.ハ
で

｢
音
階
｣
を
意
味
す
る
語
'

例
え
ば
英
語

ga
m
阜

俳
語

g
a
m
m
e
}
猫
乙
語

G
a
m
m
e
な
ど
は
す

べ
て
ア
ラ
ビ

ア
語

g
am
a
.a
(t)
,
g
am
〈
に
由
布
L
t
そ
し
て
こ
の
ア

ラ
ビ
ア
語
の
単
語
が
中
期
イ

ン
ド
語

g恥
m
a
(
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
g
ra
･

m
a
｢音
階
｣)
に
由
衆
す
る
こ
と
は
確

賓
で
あ

る
.
因

に
､
｢
音
階
｣
を

意
味
す
る
グ
ラ
ー

マ
と
S,ぅ
語
は
'
四
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い

る
寵
詩
文
畢
集

『
｡ハ
ン
チ
ャ
･
タ

ン
rL
ラ
』
Pa
A
ca･

t
ant
ra
に
見
え
'
中
世
初
期
の
東
西
貿
易
に
よ

っ
て
イ
ン
下
か
ら
ア

ラ

ビ
ア
に
倖
え
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
.

次
に
､
物
質
文
明
の
面
を
み
る
と
'
ま
ず
免

t
に
砂
糖
が
あ
り
'
ま

た
オ

レ
ン
ジ
'

レ
モ
ン
な
ど
す
べ
て
イ
ン
下
に
起
虎
を
有
す
る
0
こ
れ

ら
の
物
産
の
偉
播
と
と
も
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
名
辞
も
ア
ラ
ビ
ア
語
を
経

て
ヨ
ー

P
ッ
.ハ
に
佑
え
ら
れ
､
今
日
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
緒
言
語
に
そ
の
痕

を
遺
し
て
い
る
.
(拙
著

『
イ
ン
ド
史
』
九
〇
支
参

照
)

さ
ら
に
､
イ
ン
ド
で
早
-
忙

馨
達
し
た
技
術
が
ア
ラ
ビ
ア
を
経
て
ヨ

ー

ロ
ッ
.ハ
に
適
し
た
例
と
し
て
は
'
偉
畜
場
の
利
用
が
傘
げ
ら
れ
る
.

倍
書
鳩

の
利
用
が
ヨ
ー
p
ツ
パ
に
佑
え
ら
れ
た
の
は
'
十
字
軍
の
と
き



に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
ラ
ビ
ア
人
に
畢
ん
だ

の
に
始
る
が
'
ア
ラ
ビ
ア

人
は
イ
ン
下
人
か
ら
直
接
間
接
に
こ
れ
を
尊
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

前
述
の
よ
う
に
､
ア
ラ
ビ
ア
人
は
七

･
八
世
紀

の
頃
か
ら
イ
ン
下
洋
を

経
由
す
る
東
西
貿
易
の
主
人
公
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
頃
イ
ン

下
洋
を
航
海
す
る
船
舶
が
偉
純
白鳩
を
使
用
し
た
こ
と
が
シ
ナ
資
料
か
ら

知
ら
れ
る
0
し
か
も
へ
イ
ン
下
で
は
'
早
-
か
ら
遠
洋
航
海
に
鳩
な
ど

飛
朔
カ
の
つ
よ
い
鳥
を
利
用
し
て
､
陸
地
の
捜
査
あ
る
い
は
通
信
に
用

い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
パ
ー
リ
語
併
典

の

『
デ
ィ
ー

ガ
･
こ
カ
ー
ヤ
』
D
igh

a
n
ik
a
y
a
(長
部
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『
ケ
ー

プ
7
ツ
ダ

･
ス
ッ
タ
』
K
e
v
a
d
d
h
a
-su
tta
(堅
固
経
)
の
記
番
は
少
-

と
も
西
紀
前
数
世
紀
に
遡
る

と

考
え
ら
れ
る
｡

こ

以
上
に
奉
げ
た
諸
事
資
は
､
イ
ン
下
文
化
の

一
端
を
受
容
し
た
イ
ス

ラ
ム
文
化
が
ヨ
ー
B
ッ
.ハ
の
文
化
に
寄
興
し
た

1
二
の
事
例
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
'
十
字
軍
の
遠
征
が
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
拍
串
を
か
け

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か

っ
た
.
遠
征
の
必
要
か
ら
大
き
な
船
舶

の

建
造

が
促
進
さ
れ
'
し
か
も
た
ま
た
ま
羅
針
盤
や
倖
番
場

の
利
用
が
イ

ス
ラ
ム
世
界
か
ら
教
え
ら
れ

(鮭
針
盤
は
十
二
世
紀
の
初
め
に
y
ナ
の
史
料

に
記
載
さ
れ
て
お
-
'
南
海
を
航
行
す
る
y
ナ
の
船
舶
に
装
備
さ
れ
た
の
が
最

初
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
)
'
こ
の
よ
う
な
技
術
の
導
入
は
地
中
海

の
交

通

を
容
易
な
ら
し
め
'
ヨ
ー

p
ツ
パ
世
鼎
と
東
方
と
の
交
易
を
促
進
し
た
｡

ヨ

ー
ロ

ッ

.ハ
と
イ

ン
ド
文
化

(
序
説
)
(
岩

本
)

い
わ
ゆ
る

レ
グ
ァ
ン
･L
貿
易
は
殿
盛
を
棲
め
'
そ
の
結
果
グ

ェ
ネ
テ
ィ

ア
(ヴ
ェ
ニ
ス
)
'
.I,h
ェ
ノ
ヴ

ァ
な
ど
の
地
中
鯨
油
岸
の
港
市
が
繋
柴
す

る
に
至

っ
た
｡

こ
れ
ら
の
諸
港
市

の
商
人
は

エ
ジ
ブ
･L･
の
ア
レ
ク
サ
ン

下
リ
ア
を
は
じ
め
'
ベ
イ
ル
I
rL
t
タ
ナ
､
･L
レ
ビ
ゾ

ン
ド
な
ど
シ
リ

ア
方
面
の
商
業
地
に
進
出
し
'
こ
れ
ら
の
土
地
を
申
椎
地
と
し
て
'
東

方
の
甜
園

か
ら
珍
貴

な
物
資

(絹
織
物
､
胡
板
な
ど
の
香
辛
料
､
樟
脳
'

象
牙
'
涙
珠
'
肪
香
な
ど
の
香
料
､
繊
也
な
ど
)
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
入
し

た
｡
特
に
'
ヴ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
は
こ
の
通
商
路
の
中
心
に
あ
た
り
'
東
方

か
ら
の
物
産
は
あ
た
か
も
磁
石
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
グ

ェ
ネ
テ

ィ
ア
に
集
ま
り
､
さ
ら
に
馬
に
よ

っ
て
ア
ル
プ
ス
山
脈
を
越
え
て
'
ド

イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
遊
ば
れ
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
節
途
に
は
'
ド
イ
ツ

の
金
属
'
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
グ
ィ
ア
の
毛
皮
'
フ
ラ
ン
44
ル
の
羅
紗
'
フ

ラ
ン
ス
の
葡
萄
酒
な
ど
が
ヴ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
忙
持
ち
錨
ら
れ
た
.
こ
う
し

て
'
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
は
十
二
世
紀
に
於
い
て
は
四
つ
の
海
-

ア
ド
リ

ア
海
'

エ
ー
ゲ
海
'

マ
ル
モ
ラ
海
お
よ
び
黒
海
-

を
支
配
L
へ
グ

ェ

ネ
テ
ィ
ア
の
商
館
は

レ
グ

ァ
ン
･L
地
方
の
油
岸
地
帯
に
散
在
L
t
rL
リ

ポ
リ
へ
テ
ィ
ル
ス
'
サ
ワ
ニ
カ
'
ア
下
リ
ア
ノ
ー
ブ
ル
'

コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
t
rL
レ
ビ
ゾ

ン
ド
な
ど
に
設
け
ら
れ
た
｡
十
三
世
紀
の

申
ご
ろ
に
'
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
の
関
税
鹿

の
役
人
で
あ

っ
た

マ
ル
チ
ィ
-

ノ

･
ダ

･
カ
チ
-
レ

M
a
rtin
o
d
a
C
a
n
a
le
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
昏

い

た
｡
『
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
人
年
代

記
』
L
a
C
h
ro
niqu
e
d
esv
e
n6
cie
ns

に
は
'

二
五
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｢ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
､
ア
ル
.ハ
エ
ア
､
ル
ー
マ
ニ
ア
､
ギ
-
プ
ア
'
ト
レ
tiJ

ゾ
ン
ド
､
y
リ
ア
'
ア
ル
メ
ニ
ア
､
エ
ジ
プ
ト
､
キ
ュ
ブ
ロ
ス
､
カ
ソ
デ
ィ

ア
､
ア
ブ
リ
ア
､
シ
チ
リ
ア
な
ど
の
諸
地
方
､
諸
国
'
諸
島
は
わ
れ
ら

ヴ
エ

ネ
テ
ィ
ア
人
の
み
の
-
怨
か
な
庭
で
あ
-
'
誇
る
べ
き
城
郭
で
あ
っ
た
.
人

人
は
こ
こ
に
喜
び
と
利
益
と
安
ら
ぎ
を
見
出
し
た
｡
････-
ヴ
エ
ネ
テ
ィ
ア
<

は
海
に
出
か
け
'
緒
方
に
航
行
L
t
海
を
渡
-
､
水
の
あ
る
と
こ
ろ
い
ず
こ

を
問
わ
ず
出
か
け
､
商
品
を
隣
人
し
､
こ
れ
を
ヴ
エ
ネ
テ
ィ
ア
忙
持
ち
締
っ

た
｡
そ
こ
で
､
ド
イ
ツ
人
､
.ハ
ブ
7
-
ア

人
､
フ
ラ
ン
ス
人
'
ロ
ン
.ハ
ル
デ

ィ
ア
<
､
ト
ス
カ
ナ
人
､
ハ
ン
ガ
リ
ア
<
な
ど
､
商
品
を
項
引
し
て

諜
ら
ナ

人
々
は
み
な
す
エ
ネ
テ
ィ
ア
忙
集
JP
-
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
商
品
を
持
ち

腐
っ
た
.｣

と
'
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
人
の
活
躍
と
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
の
繋
柴
を
た
た
え
て

い
る
｡
こ
の
よ
う
な
グ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
の
繋
柴
は
必
然
的
に
そ
の
背
後
地

帝
に
商
工
業
を
教
達
さ
せ
t

p
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
地
方
の
J,J
tフ
ノ
､
バ
グ

ィ
ア
､
rL･
ス
カ
ナ
地
方
の
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
な
ど
の
諸
都
市
が
勃
興
す
る

に
至

っ
た
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
諸
都
市
に
は
賛
本
家
が
撞
頭
L
へ
莫

大
な
資
本
が
背
積
ま
れ
た
｡
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
資
本
家

の

1
例

を
､

フ
ロ
ー

レ
ン
ス
の
メ
デ
ィ
チ
豪
に
於
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
.

十
四
世
紀
に
接
頭
し
た
メ
デ
ィ
チ
豪
は
､
十
五
世
紀
以
後
に
は

｢
メ
デ

ィ
チ
豪

の
歴
史
は
フ
ロ
ー

レ
ン
ス
の
歴
史
で
あ
り
'
イ
タ
リ
ア

･
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
歴
史
で
あ
る
｡
｣
と
ま
で
言
わ
れ
た
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
な
商
工
発
育

の
珪
頭
と
進
出
と
は
'
必
然
的
に
'
各
都
市

二
六

に
君
臨
す
る
封
建
君
主
と
の
間
に
政
治
上
の
筆
を
惹
き
超
す

忙
至

っ

た
｡
し
か
し
､
常
時
の
領
主
貴
族

の
多
-
は
十
字
軍
に
参
加
し
て
経
済

的
に
逼
迫
し
て
い
て
､
各
地
の
商
工
業
者

の
金
融

資
本
の
前
に
屈
服
し

て
お
り
､
そ
の
接
頭
を
到
底
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
こ
う

し
て
'
各
都
市
の
政
治
的
脊
椎
は
次
第
に
商
工
業
者
を
中
心
と
す
る
資

本
家

の
手
に
蹄
L
t
自
治
権
を
捷
得
し
た
こ
れ
ら
の
人

々
は

コ
ム
ー
ネ

と
よ
ば
れ
る
イ
タ
リ
ア
狗
特
な
自
治
国
健
を
組
織
す

る
よ
う

に
な
ゥ

た
｡
し
か
し
'
こ
の
こ
と
は
彼
等
の
間
に
新
ら
し
い
文
化
を
醸
成
さ
せ

る
大
き
な
原
因
と

な

っ
た
.
す
な
わ
ち
'
彼
等
の
問
に
､
新
ら
し
い
精

神
が
興

っ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
新
ら
し
い
精
榊
と
は
､
言
う
ま
で
も
な

-
'
人
間
の
費
兄
で
あ
り
'
人
間
の
自
主
性
の
尊
重
で
あ

っ
た
｡
紬
で

は
な
-
人
間
が
自
己
の
選
命

の
開
拓
者
で
あ
り
'
人
間
の
行
鳥
が
直
接

に
現
世
に
於
け
る
生
活
そ
の
も
の
に
影
響
を
輿
え
る
と
い
う
自
覚
で
あ

っ
た
.
こ
の
こ
と
は
商
工
業
者
と
し
て
の
彼
等
の
資
感
で
あ
り
'
鰻
験

を
通
し
た
確
信
で
あ

っ
た
.
そ
こ
に
は
中
世
的
な
封
建
社
食
の
重
塵
も

な
-
'
経
済
的
教
展
と
政
治
的
自
覚
に
よ

っ
て
生
活
が
安
定
し
て
'
中

世
の
長
S,期
間
を
通
じ
て
人
間
の
精
神
を
覆
う
て
い
た
グ

ェ
イ
ル
が
取

り
沸
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
開
放
的
精
称
の
展

開
は
渉
辞
と
し
て
人
文
主
義

の
思
潮
と
な
り
'
こ
の
後
の
ヨ
ー
p
ツ
.',

の
精
神
界
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
.
す
な

わ
ち
'
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
展
開
で
あ
る
｡
｢精
蹄
は
再
び
そ
の
永
遠
の
権

利
を
主
張
し
て
'
キ
リ
ス
rL
教
の
教
義
に
よ

っ
て
も
抑
制
さ
れ
ず
'
ま



た
致
命

の
鐘
の
菅
に
よ

っ
て
も
鏡
め
ら
れ
な
か

っ
た
.
母
な
る
致
倉
が

糊
導
に
用
い
た
引
紐
を
断
ち
切

っ
て
'
精
紬
は
解
放
の
悦
び
の
中
に
躍

動
す
る
｣
(
ハ
イ
ネ

『
北
海
』)
に
至

っ
た
.
従

っ
て
､
人
文
主
義

の
運
動

は
と
き
に
は
反
キ
リ
ス
PL
数
的
な
方
向
に
さ
え
葬

っ
た
の
で
あ
り
､
キ

リ
ス
･L
致
せ
鼎
に
そ
の
ま
ま
で
は
受
容
さ
れ
え
な

い
よ
う

な
も

の
で

も
'自
由
な
精
神
は
む
し
ろ
そ
れ
を
歓
迎
し
た
の
で
あ

っ
た
.
し
か
も
'

こ
の
趨
勢
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々

の
間
に
浸
透

し
て
ゆ
き
'彼
等

の
情
緒
を
培
い
育
て
あ
げ
る
糧
と
な

っ
た
.
そ
し
て
へ

そ
れ
は
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
の
文
化
史

の
上
に
於
い
て
'
二
つ
の
面
に
街
着

に

現
わ
れ
た
｡
そ
の

一
つ
は
'
東
方
の
文
拳
､
特
に
イ
ン
下
に
源
を
教
す

る
文
畢
作
品
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
言
語

へ
の
翻
詩
で
あ
り
'
他
の

1
つ
は

ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
に
於
け
る
地
方
語
の
敬
遠
と
そ
の
文
革
の
展
開
で
あ
る
.

ま
ず
第

1
に
'
東
方
の
文
拳
の
研
諸
で
は
､
イ
ン
ド
の
寓
話
央

『
.ハ

ン
チ
ャ
･
タ
ン
･L
)フ
』

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
倖
評
の
歴
史
が
最
も

明
瞭
で
あ
る
0
こ
の
寓
話
集
が
い
つ
頃
に
成
立
し
た
か
は
明
確
で
な
い

が
'
そ
の
最
古

の
も
の
は
四
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の

1
倖
本
が
ベ
ル
シ
ア
の
ホ
ス
ロ
ー

1
世

(在
位

五
三
1
-
五
七
九
)
の
命
に
よ
り
､
傑
師
ブ

ル
ゾ
-

工
に
よ
っ
て
パ
ー
ラ

グ
ィ
-
語

(中
世
.ヘ
ル
y
ア
語
)
に
頗
許
さ
れ
た
o
し
か
も
'
晩
に
五
七

〇
年
頃
に
へ
.ハ
-
ラ
グ
ィ
-
語
欝
か
ら
シ
リ
ア
語
辞
が
完
成
さ
れ
た
.

.ハ
-
ラ
グ
ィ
-
語
詩
は
今

日
亡
失
し
て
い
る
が
'
シ
リ
ア
語
辞
は
不
完

全
な
が
ら
も
倖
え
ら
れ
'
『
カ
リ
ラ
グ
と
ダ

ム
ナ
グ
』
と
い
う
名

で
あ

ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン

ド
文
化

(序
艶
)
(倉

本
)

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
こ
の
題
名
は

『
パ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
ト
ラ
』
の

第

1
雀
に
登
場
す
る
二
疋
の
財

の
名
カ
ラ
タ
カ

K
a
ra
t
aka
と
ダ

マ
ナ

カ

D
a
m

ana
k
a
に
由
衆
L
t
七

五
〇
年

頃

に
ア

ル

モカ
ッ
フ
ァ

A
b
d
allahib
m
a
t.M
o
q
a
ffa
に
よ

って
完
成
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
賛
辞

で

は

『カ
リ
ラ
と
デ
ィ

ム

ナ
』
と
な

っ
て
い
る
.
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
寓
詩

は
そ
の
後

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
琴
言
語
に
胡
課
さ
れ
た
緒
倍
評
の
根
漁
に
な

り
､
ま
ず
十

l
世
紀

の
終
り
に
ギ
リ
シ
ア
語
欝

が

シ

ー
メ
オ

ン

S
y･

m
eo
n

に
よ
っ
て
完
成
､
ru
ら
に
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
詩
に
基
づ
い
て
ヌ

テ
ィ

G
iu
-io
N
u
ti
の
イ
タ
リ
ア
語
諾
､
二
種
の
ラ
テ

ン
語
諸
へ

一

種
の
ド
イ
ツ
語
講
な
ど
が
な
さ
れ
た
.
ま
た
'
十
二
世
紀
の
初
め
に
､

前
述

の
ア
ラ
ビ
ア
語
諸
か
ら

ヘ
ブ
ラ
イ
語
詩
が
完
成
し
､

l
二
六
三
年

か
ら
七
八
年

の
間
に
'
キ
リ
ス
1､
教
に
改
宗
し
た

ユ
ダ
ヤ
人
ヨ
ハ
ン
ネ

ス
J
oh
a
n
n
e
s
が
こ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
詩
を
ラ
テ
ン
語
に
研
課
し
た
.
こ

の
ラ

テ
ン語
詳

『
カ
リ
ラ
と
デ
ィ
ム
ナ
の
書
､
人
生

の
指
針
』
L
ib
e
r

C
a
lila
e
e
t
D
im
n
a
e
.
D
irectorium
v
itae
h
u
m
an
a
e

に
基
づ
い

て
､
ア
ン
･L
ニ
ウ
ス

･
フ
ォ
ン
･
ブ
ホ
ル

A
n
to
n

ius
v
o
n

P
fo
rr

が
グ

ユ
ル
チ
ン
.ヘ
ル
ク
の
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
･L･伯

の
も

と
め
で
下
イ
ツ
語

に
詳
し
た
が
'
こ
の
詩

は

D
as
B
u
c
k

d
e
r

B
y
sp
e
-
d
er

a-ten

W

yse
n
(舌
聖
賢
の
範
例
の
昏
)

と
威
し
て
､

1
四
八
二
年
以
後
た
び
た

び
ア
イ
ツ
で
印
刷
さ
れ
た
.
こ
の
詩
は
下
イ
ツ
文
笹

｡
ド
イ
ツ
の
民
評

に
種

々
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
ば
か
り
で
な
-
'
デ

ン
マ
ー
ク
語
､
ア
イ

ス
ラ
ン

一
語
'
オ
ラ
ン
ダ
語
な
ど
に
翻
辞
さ
れ
た
.
ま
た
'
ヨ
ハ
ン
ネ

二
七
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ス
の
ラ
テ
ン
語
課
か
ら
､
十
五
世
紀
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
詳
'
十
六
世
紀

に
は
イ
タ
リ
ア
語
詳
'
フ
ラ
ン
ス
語
詳
'
英
詩
な
ど
が
粕
つ
い
で
あ
ら

わ
れ
た
｡
さ
ら
に
'
前
述
の
ア
ラ
ビ
ア
語
洋
か
ら
十
二
世
紀

の
前
年
に

ベ
ル
シ
ア
語
に
詳
さ
れ
へ
そ
れ
は
十
五
世
紀
に
ア
ル
･
ワ
-
イ
ズ
tZu
･

sa
in
ib
m
a
l･W
a
.iz
に
よ

っ
て
改
作
さ
れ
､
『
天
蓋

の
光
』
A
n
w
a
r･

i･
Su
ha
ih

と
超
さ
れ

た
.
こ
の
智
は
ベ
ル
シ
ア
文
翠
の
傑
作
と
さ
れ
､

十

七
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
辞
さ
れ

(L
iv
re
d
es
lum
ieres
.
u

)a

co
nd
uite
d
e
s
To
y
s)
'
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語

詩
か
ら
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
語
､

英
語

へ
下
イ
ツ
語

に
邸
許
さ
れ
た
.
『
天
蓋

の
光
』
は
さ
ら
に
下

ル

コ

語
詳

(十
六
世
紀
前
年
)
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
語
に
鐸
さ
れ
'
フ
ラ
ン
ス
語

課
か
ら
+(
イ
ツ
語
､
オ
ラ
ン
ダ
語
'

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
に
詳
さ
れ
た
.

こ

う
し
て
､『
パ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
-､
ラ
』
は
ア
ラ
ビ
ア
語
謀
を
経
て
'
種

々

の
経
路
に
よ
り

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
に
課
さ
れ
'
そ
の
間
に
種

々
の

変
化
を
受
け
な
が
ら
も
'
各
国
の
文
畢
作
品
の
み
で
な
-
'
民
間
説

話

あ
る
い
は
侍
詮
の
中
に
も
そ
の
痕
跡
を
留
め
る
に
至

っ
た
.
例
え
ば
'

ヨ
ー
P
ッ
｡ハ
の
寓
話
文
翠
の
最
高
轟
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ラ

･
フ

ォ
ソ
テ
ー
D(

L
a

F
o
n
tain
e
(
〓
ハ
二
1
-

1
六
九
五
)
の

『
寓

話
』

F
a
b
te
s
に
は

数
多

-

の

モ
テ
ィ
1
7
が

『
パ
ン
チ
ャ
･
タ

ン
下
ラ
』

か

ら
選
ば
れ
て
お
り
'
そ
の
中
で
も

｢
乳
搾
り
女
と
牛
乳
瓶
｣
L
a
-a
il

ti㌣

e
e二
ep

o
t
a
u

】a
it
の
モ
テ
ィ
ー
フ

(捕
ら
ぬ
狸
の
皮
罪
用
)
は

ラ
プ
レ
ー

R
ab
e
la
is
(
1
四
九
五
?
I

l
五
五
三
?
)
の

『
ガ
ル
ガ
ン
チ

ュ
ア
物
語
』
な
ど
に
見
え
る
と
と
も
に
､

ハ
ン
ガ
リ
ー
南
部
に
住
む
ジ

二
八

ブ
シ
ー
の
問
で
は

｢
三
箇
の
概
を
光

っ
た
乞
食

の
話
｣
と
し
て
停
え
ら

れ
'
粕
常

に
襲

っ
て
は
い
る
が
グ
リ
ム
の

『
童
話
柴
』
K
in
d
e
r-
u
nd

H
aus･
m
a
r
ch
enの
中
で
は

｢
怠
け
者

ハ
イ
ン
ツ
｣
D
erf
aule
He
inz

と

な
っ
て
い

る
.

ま
た
､
中
世
に
キ
リ
ス
･L
数
の
聖
者
侭
と
し
て
尊
重
さ
れ
た

『
パ
ル

ラ
ー
ム
と
ヨ
ア
ー
サ
フ
』
B
a
rta
a
m

e
t
J
o掛sa
f
は
'
資
に
俳
教
の
閲

組
棒
迦
の
倖
記

の
研
案
で
あ

っ
た
｡
恐
ら

-
は
中
世
ベ
ル
シ
ア
語
で
編

適
さ
れ
'
シ
リ
ア
語
を
通
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
､
ラ
テ
ン
語
と
庫
経
さ
れ
'

さ
ら
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
各
園
語
に
鐸
さ
れ
た
.
し
か
も
'
こ
の
物
語
の

中
に
含
ま
れ
る
寓
話
や
比
聴
許
は
'
種

4:
の
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
拳

の
中
に
滴
り
お
ち
て
'
そ
の
色
彩
を
輩
か

忙
し
滋
味
浴
れ
る
も
の
に
し

た
｡
例
え
ば
'
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア

(
一
五
六
四
-

1
六
l
六
)
の

『
ヴ

ェ

ニ
ス
の
商
人
』
T
h
e
M
e
rc
h
a
n
t
o
f
<

eni
ce
の
中
で
'
ポ
ー
シ
ア
が

婿
選
び
の
方
法
と
し
て
三
箇

の
小
径
を

求
婚
者
に
選
ば
せ
る
の
は
へ
こ

の

『
パ
ル
ラ
ー
ム
と
ヨ
ア
ー
サ
フ
』

の
物
語
に
含
ま
れ
る

1
挿
話
の
モ

テ
ィ
ー
フ
に
基
づ
-
も
の
で
あ
り
'
同
じ
モ
テ
ィ
1
7
は
ボ
ッ
カ
チ
オ

(
二
二
二
二
-

二
二
七
五
)
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
D
ecam
e
ro
n
を
は
じ
め
'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
畢
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
.

ま
た
へ中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
弘
-
愛
頂
さ
れ
た

『
七
賢
人
の
物
語
』

H
ist
oria
se
p
tem
s
apien
t
um
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
'
ギ
リ
シ
ア
､

シ

リ
ア
へ
ア

ラ
ビ
ア
の
物
語
集
を
通
し
て
'
イ
ン
下
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
｡
イ
ン
下
の
原
典
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
'
恐
ら
-
中
世
ベ
ル
シ
ア



簿
等
を
経
て
'
ア
ラ
ビ
ア
語
に
課
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
ア
ラ

ビ
ア
語
倖
本
は

『
シ
ソ
下
バ
ー
til
物
語
』
K
ita
b

e
t
S
ind
b
a
d
と
言

い
'
九
五
六
年
に
死
ん
だ
ア
ラ
ビ

ア

の
史

豪
マ
ス

-
デ
ィ

M
a
st･ld
i

は
'
こ
の
物
語
が
イ
ン
下
起
源
で
あ
る
旨
を
記
し
て
S,
る
.
『
千

1
夜
物

語
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
七
人
の
大
臣
の
物
語
』
S
in
d
ib
ad
-n
a
m
a
h
.

ベ
ル
シ
ア
語
所
侍

の

『
シ
ソ
デ
ィ
バ
ー
ril
偉
』
S
in
dib
a
d.n
抑
m
e
h
,
シ

リ
ア
語
所
侍

の

『
シ
ソ
Ljl
バ
ン
』
S
ind
b
an
.ヘ
ブ
ラ
イ
語
所
額

の

『
セ

ン
ダ
.ハ
ル
』
M
i
sch
t
e
S

en
d
a
b
a
r
は

す
べ
て
本
質
的
に
同

1
で
'
ギ

リ
シ
ア
語
所

侍
の
『シ
ュ
ンテ
ィ
パ
ス
』
S
yn
tip
a
s
に
見
ら
れ
る
多
-

の
意
味
不
明
の
箇
虚
は
'
今
日
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
イ
ン
下
の
金
言

･

格
言
が
部
課
を
重
ね
る
間
に
生
じ
た
ゆ
が
み
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
｡
現
在
'
シ
リ
ア
語
倖
本

『
シ
ソ
下
バ
ン
』
の

1
部
が
知
ら

れ
て
お
り
'

ヘ
ブ
ラ
イ
語
倖
本
の
ラ
テ
ン
語
詳
お
よ
び
ア
ラ
ビ
ア
語
僻

本
に
由
雄
す
る

1
二
五
三
年

の
ス
ペ
イ
ン
語
詩

『
女
の
嘘
と
た
-
ら
み

の
苔
』
L
ib
r
o
d
e
s
lo
s

en
ga
n
n
o
s
e
t
to
s
a
sa
y
a
mi

e
nto
s
d

et
as

mu
ge
res
は

完
全

に
倖

わ

つ
てい
る
｡
十

二
世
紀

の
終

りご
ろ

'ア
ル

ク
･
シ
ル
グ
7
の
ヨ
ハ
ン
ニ
ス

Jo
h
a
n
n
is

の

『
T

P
パ
rL
ス
』
D
o
I

Iopa
th
os
は

『
七
賢
人
の
物
語
』

の
改
作
で
､
こ
の
作
品
に
基
づ
い
て

フ
ラ
ン
ス
の
カ
ペ
-
朝

の
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世

(在
位

二

八
〇
-

一
二
二

≡
)
に
仕
え
た

エ
ル
ベ
ー
ル
の
古
代
フ
ラ
ン
ス
語
の
大
叙
事
詩

L
i
∫
?

ヨ
a
m
d
e

d
O
-o
p

at
h
os
が
作
ら
れ
た
｡
ま
た
'
中
世

フ
ラ
ン
ス
語

､

中
世
オ
ラ
ン
ダ

語

へ

中
世
英
語
の
所
倍
も
あ
り
へ
こ
れ
ら

は
詩

形

で

ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド

文
化

(
序
説
)
(
岩

本
)

『
ロ
ー
マ
の
七
賢
人
の
物
語
』
L
es
se
p
t
sa
ges
de
R
om
e.
T

he

se
v
e
n
sa
ge
s
o
f
R
o
m
e
と
超

さ
れ
て
い
る
O
こ

の
物
語
雑
の
枠
と

な

っ
て

い
る
物
語
は
前
述
の
『
パ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
PL
ラ
』
の
そ
れ
に
似

て
お
り

(三
二
貫
参
照
)
､
ま
た
こ
の
枠
物
語
の

一
節
は

『
阿
育
王
経
』

A
go
k
a
v
a
d
a
n
aの
中
に
含
ま
れ
る
『
ク
ナ
-
ラ
太
子
因
練
評
』
K
u
na
･

ta
v
a
d
a
n
a
と

同
巧
異
曲
で
あ
る
.
ま
た
'

こ
の
物
語
雄
に
挿
入

さ

れ

た
い-
つ
か
の
物
語
は

『
.ハ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
rL･
ラ
』
な
ど
イ
ン
下
の
説

話
文
峯
に
.ハ
ラ
レ
ル
な
説
話
な
り
モ
テ
ィ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば

『
パ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
rL
ラ
』
第
五
雀
に
見
ら
れ
る

｢
無
資
に
も
殺
さ
れ

た
猫
い
た
ち
の
物
語
｣
は
'
犬
の
物
語
と
な

っ
て

『
ロ
ー

マ
の
七
賢
人

の
物
語
』
な
ど
に
見
え
'
さ
ら
に
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
の
倖
詮
ま
た
は
民
間
信

仰
に
ま
で
な

っ
て
い
る
｡
そ
の

1
例
と
し
て
'
北
ウ

ェ
-
ル
ス
の
山
間

に
あ
る
ベ
ッ
ド
ゲ

レ
ル
下

B
e
d
d
g
e
te
rt
に
於
け

る

レ
ウ

ェ
リ

ン
公

(十
三
世
紀
の
初
め
)
と
愛
犬
ゲ

レ
ル
rL
G
etert
の
僻
詮
が
あ
り
､
ま
た

十
三
世
紀

に
於
け
る
下
､Jニ

カ
ン
派
の

エ
チ
ア
ン
ヌ
･
ド

･
ブ
ル
ボ
ン

帥
t
ie
n
n
e
d
e
B
ou
r
b
o
n
は
'
リ
オ
ン
管
区
に
於
い
て
母
親
た
ち
が
病

弱

の
子
供
を
サ
ン
･

ギ

ネ
フ
ォ
ー
ル

S
t
.G
u
in
efor
t
の
墓
参
り
に
連

れ
て
ゆ
-
が
､
サ
ン
･
ギ
ネ
フ
ォ
ー
ル
は
無
蟹
に
も

殺
さ
れ
た
猟
犬
で

あ

っ
て
'
殉
教
者
と
し
て
百
姓
た
ち
か
ら
隼
崇
さ
れ
て
い
る
旨
を
記
し

て
'
こ
の
説
話
の
モ
テ
ィ
1
7
が
い
か
に
深
-
ヨ
ー
P･
ッ
パ
の
民
衆
の

中
に
浸
透
し
て
い
る
か
を
倍
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
イ
ン
下
に
由
来
す
る
説
話
が
中
世
の
ヨ
ー

P

ッ

パ
忙

二
九



ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ソ
ド
文
他

(序
説
)
(倉

本
)

い
わ
ば
煉
原
の
火
の
よ
う
に
流
布
し
た
に
つ
い
て
は
､
前
述
の
よ
う
に

人
文
主
義
遊
動
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
む
し
ろ
異
教
徒
的
な
鮎
に
あ

っ

た
こ
と
に
大
き
な
原
因
の
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
-
も
な
い
が
､
ま
た

1

両
に
於
い
て
へ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
地
方
語
の
敏
速
と
民
衆
の
文
峯

が
そ
の
テ
ー

マ
を
こ
こ
に
求
め
た
こ
と
も
事
賢
で
あ
る
.

ロ
ー

マ
の
勢

力
が
嚢
欲
し
は
じ
め
る
と
､
各
地
方
は
政
治
的
に
も
文
化
的
に
79
次
第

に
狽
立
し
は
じ
め
'
ラ
テ
ン
語
は
庚
い
地
域
に
わ
た

っ
て
同

1
性
を
保

つ
こ
と
が
で
き
な
-
な
り
'

1
路
分
化
の
方
向
を
辿
る
に
至

っ
た
.
そ

し
て
'
十
世
紀
の
頃
ま
で
に
は
'
管
て

一
つ
で
あ

っ
た
ラ
テ
ン
語
は
明

か
に
地
方
的
に
差
異
の
あ
る
諸
方
言
と
な
り
'
今
日
の
p
マ
ン
語
群
の

琴
言
語

(イ
タ
リ
ア
語
'
フ
ラ
ン
ス
語
､
ス
ペ
イ
ン
語
'
ポ
ル
･L
ガ
ル
譜
､
ル

ー
マ
ニ
ア
語
な
ど
)
の
基
を
な

す
に
至

っ
た
｡

フ
ラ
ン
ス
語
の
長
官
の
文

献
は
九
世
紀
に
遡
り
'
イ
タ
リ
ア
語
の
そ
れ
は
十
世
紀
に
展
す
る
.
ラ

テ
ン
語
は
依
然
と
し
て
軟
骨
の
用
語
と
し
て
生
命
を
保

っ
て
い
た
が
'

精
神
の
自
由
に
目
覚
め
'
人
間
の
自
由
を
自
覚
し
た
人
々
に
と
っ
て
は

無
用
の
長
物
に
過
ぎ
な
-
な

っ
た
.
ラ
テ
ン
語
は
管
で
は

p
l

マ
の
支

配
権
の
た
め
に
世
界
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
れ
た
蜘
妹

の
糸

で
あ

っ
た

が
へ
精
神
の
隷
属
の
経

っ
た
時
代
に
は
朽
ち
果
て
た
網
に
過
ぎ
な
か

っ

た
O
煤
や
胴
輔
は
そ
の
中
に
招
き
こ
ま
れ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
が
へ

高
-
飛
邦
す
る
荒
菅
に
と
っ
て
は
何
物

で
も
な
か

っ
た

(
ハ
イ
ネ

『
北

海
』
よ
-
)
｡
そ
の
結
果
'
イ
タ
リ
ア
に
も
'
フ
ラ
ン
ス
に
も
'
口
語
文

率
が
勃
然
と
し
て
興

っ
た
O
イ
タ
リ
ア
に
興

っ
た
口
語
文
笹
の
先
駆
が

三
〇

ノ
ヴ

ェ
ル
ラ
で
あ
り
'
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
が
フ
ァ
ブ
リ
オ
で
あ
る
.
い

ず
れ
も
小
話
を
集
め
た
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
小
話
は
内
容
的
に
は
笑

話
が
あ
り
寓
話
が
あ
り
'ま
た
口
碑

･
偉
詮
に
頬
す
る
7P
の
も
あ
っ
た
｡

し
か
し
'
そ
こ
に
は
封
建
社
食
に
堕
し
ひ
し
が
れ
た
民
衆
の
は
か
な
い

憶
憶
も
あ
れ
ば
'
民
衆
の
生
活
の
中
に
自
然
に
教
生
し
て
き
た
笑
話
'

警
句
あ
る
い
は
辛
珠
な
楓
刺
も
あ
っ
た
.
ま
た
､
常
時
東
方
の
海
上
貿

易
に
従
事
す
る
商
人
た
ち
の
冒
険
談
も
あ
れ
ば
'
あ
る
い
は
東
方
の
各

地
で
借
間
し
た
物
語
や
噂
話
も
あ
っ
た
.
い
ず
れ
に
も
せ
よ
､
こ
う
し

た
物
語
は
高
級
な
文
畢
作
品
を
必
要
と
し
な
い
商
工
業
者
た
ち
､
い
わ

ば
昔
時
の
成
り
上
り
者
の
サ
ロ
ン
で
語
ら
れ
'
こ
の
サ
ロ
ン
に
出
入
す

る
者
の
口
を
通
し
て
民
衆
の
生
活
の
中
に
流
れ
こ
み
､
民
衆
の
日
常
生

活
を
豊
か
に
L
t
彼
等
の
情
操
生
活
を
萎
う
の
忙
役
立
っ
た
｡
イ
タ
リ

ア
の
ノ
ヴ

ェ
ル
ラ
の
叔
盲
の
傑
作
が
十
三
世
紀
の
後
年
に
編
逃
さ
れ
た

『
古
津
育
種
』
C
e
n
to
n
ov
e
tte
a
ntich
e
で
あ
り
､
ノ
ヴ

ェ
ル
ラ
を

昇
華
さ
せ
た
文
革
作
品
が

ボ
ッ

カ

チ

オ
の
『デ
カ
メ
ロ
ン
』
で
あ
る
0

さ
ら
に
'
こ
の
系
統
を
ひ
-
作
品
に
十
四
世
紀
後
年
に
フ
ロ
ー
レ
ン
ス

で
書
か
れ
た

『
馬
鹿
者
』
P
ec
or
o
n
e
が
あ
り
､
さ
ら
に
十
五
世
紀
に
『
ス

･L
ラ
バ

p
ッ
ラ
』
S
tr
apa
ro
tta

が
あ
る
.

フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
は
'

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』

の
造
鉢
を
稚
い
で
'
ブ
ル
.コ
-

こ
ュ
大
公
フ
ィ
リ
ッ

プ
善
良
公

(
二
二
九
六
-

1
四
六
七
)
の
宮
廷
で

『
首
締
評
』
L
e
s
ce
nt

n

ou
ve
tle
sn
o
u
v
etles
が
編
ま
れ
た
し
､
ま
た
ナ
グ
ァ
ル
の
女

王
マ

ル

グ
リ
ッ
rL
(
1
四
九
二-
1
五
四
九
)
に
よ
っ
て

『
エ
プ
タ
メ
P･
ン
』



H
ep
tam
eron
が
書
か
れ
た
o
さ
ら
に
､
イ
ギ
リ
ス
に
於
い
て
は
'
十

三
世
紀
の
終
り
ご
ろ
に

『
ゲ
ス
タ

･
ロ
マ
-
ノ
ー
ル
ム
』
G
est
a
Ro
I

m
a
n
o
ru
m
(
ロ
ー
マ
武
勲
詩
)
が
編
ま
れ
'
十
四
世
紀
の
チ

ョ
-
サ
ー

(
二
二
四
三
-
1
四
〇
〇
)
の

『
カ
ン
タ
ー
ベ
リ
物
語
』

T
h
e
C
a
nt
er
･

b
u
ry
T
a
le
s
に
至
っ
て
文
畢
史
上
に
不
朽
の
名
を
造
し
た
.

三

こ
の
よ
う
な

1
聯
の
文
畢
作
品
が
そ
の
テ
ー
マ
と
し

て
東
方

の
物

語
'
特
に
イ
ン
下
か
ら
倦
課
さ
れ
た
物
語
な
り
､
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
な

り
を
横
取
し
た
こ
と
は
幣
-
べ
き
ほ
ど
に
彩
だ
し
い
の
で
あ

っ
て
'
こ

れ
ら
の
説
話
文
翠
の
個

々
の
物
語
な
り
モ
テ
ィ
ー
フ
を
比
較
検
討
し
､

そ
の
起
源
を
論
じ
た
聾
者

が
今
ま
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
は
枚
奉
に
連

な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
.
し
か
も
へ
こ
の
場
合
'
こ

れ
ら
の
作
品
の
形
式
が
ま
た
イ
ン
下
に
汝
を
蟹
し
て
い
る
事
蟹
が
忘
れ

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
.
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も

｢
枠
物
語
｣
と
そ

の
枠
の
中
に
挿
入
さ
れ
た

｢
挿
話
｣
と
か
ら
成

っ
て
い
る
.
す
な
わ
ち
､

物
語
仝
鰻
の
枠
と
し
て

1
つ
の
物
語
が
あ
り
'
そ
の
中
に
登
場
す
る
人

物
の
口
を
通
し
て
'
種

々
の
モ
メ
ソ
rL
と
し
て
別
の
物
語
が
語
ら
れ
る

構
造
に
な

っ
て
い
る
｡
例

え
ば
､
わ
れ
わ
れ
に
比
較
的
に
親
し
み
深
い

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
｡
ま
ず
'
枠
物
語
と
し
て
'

フ
p
-
レ
ン
ス
に
疫
病
が
流
行
し
た
際
に
､
七
人
の
女
と
三
人
の
男
が

郊
外
の
フ
ィ
エ
ゾ

レ
に
の
が
れ
'
そ
の
地
の
別
荘
で
毎
日

一
人
が

一
つ

ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド

文
化

(
序
祝
)
(
倉

本
)

ず
つ
物
語
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
頗
末
が
述
.へ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'
第

1
日
に
は
'
各
人
が
最
も
得
意
と
す
る
こ
と
を
話
し
あ
う
0
第
二
日
に

は
'
色

々
な
こ
と
で
苦
し
め
ら
れ
た
人
が
は
か
ら
ず
も
事
棺
な
結
末
に

到
達
し
た

物
語
が
語
ら
れ
る
.
こ
う
し
て
'
第
十
日
の
気
高
い
寛
大
な

行
鳥
の
物
語
に
至
る
ま
で
'
毎
日
話
題
を
襲
え
て
'
十
人
が
毎
日

1
つ

ず
つ
物
語
を
し
て
十
日
間
'
合
計
官
話
が
物
語
ら
れ
る
構
造
に
な

っ
て

い
る
.

ア
ラ
ビ
ア
の

『
千

1
夜
物
語
』
も
同
じ
形
式
で
あ
る
.
ま
ず
'
枠
物

語
と
し
て

『
シ
ャ
ー
リ
ア
ー
ル
王
と
弟

シ
ャ
ー
ザ

マ
ン
王
の
話
』
が
あ

り
'
シ
ャ
ー
リ
ア
ー
ル
王
が
女
の
不
貞
を
怒

っ
て
'
毎
夜

一
人
の
年
若

い
魔
女
を
連
れ
て
こ
さ
せ
て
純
潔
を
奪
い
'
そ
の
夜
が
明
け
る
と
そ
の

娘
を
殺
し
'
三
年
の
間
こ
う
し
た
所
業
を
続
け
た
が
'
達
に
大
臣
の
娘

シ
ャ
ー
ラ
ザ
ー
ド
が
数

々
の
興
味
あ
る
物
語
を
語

っ
て
'
千

1
夜
に
及

ぶ
次
第
が
述
べ
ら
れ
る
｡

そ
し
て
'
シ
ャ
ー
ラ
ザ
I
T
に
よ

っ
て
物
語

ら
れ
る
挿
話
と
し
て
'
わ
れ
わ
れ
に
非
常

に
馴
染

の
深
い

『
船
乗
り
シ

ソ
下
バ
ー
下
の
冒
険
物
語
』
と
か

『
ア
リ
･
パ
パ
と
四
十
人
の
盗
俄
の

物
語
』
と
か

『
ア
ラ
ブ
ィ
ン
の
魔
法
の
ラ
ン
プ
の
物
語
』
な
ど
が
語
ら

れ
る
の
で
あ
る
.
中
世
の
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
で
編
越
さ
れ
た
前
記
の
拷
物
語

集
は
す
べ
て
こ
の
形
式
を
踏
襲
し
て
お
り
'
枠
物
語
と
挿
話
の
形
式
で

物
語
を
構
成
し
'
そ
れ
は

ハ
ウ
フ

(
一
八
〇
二
-

一
八
二
七
)
の
『
隊
商
』

D
ie
K
a
ra
w
an
e
に
及
ん
で
い
る
.

イ
ン
ド
に
於
け
る
こ
の
形
式
の
文
畢
作
品
の
歴
史
は
粕
首
に
古
い
.

三
一



ヨ
ー
B
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(仔
詑
)
(岩

本
)

前
述
の
･CT:
話
集

『
.ハ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
rl
ラ
』
そ
の
他
の
説
話
文
笹
は
す

べ
て
こ
の
形
式
を
踏
畢
し
て
い
る
｡
い
ま
'
そ
の
例
と
し
て

『
パ
ン
チ

十
･
タ
ン
下
ラ
』
を
み
る
と
'
ま
ず

｢
枠
物
語
｣
と
し
て

南
イ
ン
ド
の
,"
ヒ
ラ
ー
ロ
ー
ビ
ヤ
と
い
う
都
に
'
ア
マ
ラ
･
y
ヤ
ク
テ
ィ

と
い
う
王

が
あ
っ
た
.
王
は
あ
ら
ゆ
る
蛮
術
に
精
通
し
､
ま
た
政
治
論
に
も

造
詣
が
深
か
っ
た
が
､
三
人
の
王
子
は
畢
稀
に
封
す
る
素
益
が
な
か
っ
た
｡

王
は
顧
問
官
を
召
菜
し
て
､
王
子
の
思
慮
分
別
を
目
覚
ま
せ
る
手
段
を
諮
問

し
た
.
顧
問
官
の
1
人
が
､
政
治
論
に
通
暁
し
て
い
る
の
み
で
な
-
他
の
多

-
の
畢
術
に
も
造
詣
の
深
い
婆
羅
門
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
･
シ
ャ
ル
マ
ン
を
推
薦
し

た
o
王
は
早
速
に
グ
ィ
y
ユ
ヌ
･
シ
ャ
ル
マ
ン
を
召
し
て
諮
関
す

る
と
'
こ

の
八
十
歳
の
老
硬
筆
は
'
も
し
六
ケ
月
以
内
に
王
子
た
ち
が
政
治
論
に
通
暁

し
な
い
と
き
に
は
､
王
が
自
分
を
園
外
に
追
放
し
て
も
よ
い
'と
約
束
す
る
O

王
も
大
臣
た
ち
も
こ
の
老
婆
羅
門
の
こ
の
よ
う
な
背
約
に
瞥
輿
す
る
O
王
が

王
子
た
ち
を
ダ
ィ
シ
ュ
ヌ
･
シ
ャ
ル
マ
ン
に
委
ね
る
と

､彼
は
巧
妙
な
方
法

を
考
え
'
政
治
論
を
数
え
る
た
め
に
､
こ

の物
語
舘
を
苫
い
た
.

と
'
全
髄
の
枠
が
述
べ
ら
れ
'
つ
い
で
第

1
雀

の
枠
物
語
と
し
て
'
狂

棺
な
財
ダ

マ
ナ
カ
が
親
友
で
あ
る
獅
子
と
牡
牛

の
間
に
不
和
を
起
さ
せ

る
話
が
物
語
ら
れ
る
｡
ダ

マ
ナ
カ
と
カ
ラ
タ
カ
の
二
疋
の
財
は
､
獣
桁

の
王
で
あ
る
獅
子
の
大
臣
で
'
こ
の
二
大
臣
の
問
に
交
さ
れ
る
食
詰
の

中
に
'
政
治
の
要
諦
'
王
者
と
大
臣
の
関
係
が
説
明
さ
れ
る
.
そ
し
て
'

両
者

の
各

々
が
語
る
話
の
中
に
寓
話
が
物
語
ら
れ
る
.
こ
う
し
て
､
第

二
雀
以
下
第

五
巷
ま
で
'易
者
が
同
盟
に
よ

っ
て
強
敵
を
倒
す
物
語
､戦

学
と
平
和
に
関
す
る
政
治
上
の
教
訓
'
愚
か
者
が

1
匪
手
に
い
れ
た
も

三
二

の
を
蟹

呂
に
よ

っ
て
失
う
話
な
ど
が
語
ら
れ
る
.
そ
し
て
'
務
五
巻
の

枠
物
語
と
し
て
､
無
思
慮
な
行
鳥
に
封
す
る
警
告
と
し
て

｢
無
野
に
も

殺
さ
れ
た
猫
い
た
ち
の
物
語
｣
が
述
べ
ら
れ
'
こ
の
教
訓
を
印
象
づ
け

る
た
め
に

｢
捕
ら
ぬ
狸
の
皮
節
用
｣
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る

｢基
中
楼

閣
を
描
い
て
'
元
も
子
も
な
-
し
た
婆
羅
門
の
話
｣
が
物
語
ら
れ
る
.

ま
た
'
西
暦
二
世
紀

の
頃
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
物
語
集

『
ブ

リ
ハ
ッ
rL
･
カ
タ
-
』
B
rh
a
tk
a
th
a

は
'
俗
語
で
書
か
れ
た
と
い
う

原
典
は
今
日
に
偉

わ
っ
て
い
な
い
が
'
後
世
に
放
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

･L
語
改
稿
本
か
ら
見
て
､
こ
の
形
式
で
瞥
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
.
い
ま
へ
そ
の
改
稿
本
の

一
つ
'
十

l
世
紀
に
カ
シ
4
,JJ
-
ル
の
リ

ー

マ
･
デ

ー
プ
ア

S
o
m
a
d
ev
a
が
編
逃
し
た

『
カ
タ
I

･
サ
リ
ッ
,l
･

サ
ー
ガ
ラ
』
K
a
th
as
arits
ag
a
r
aを
見
る
と
へ
こ
の
物
語
集
は

『
ウ
ダ

ヤ
ナ
王
行
状
記
』
と

『
ナ
ラ
プ

ア
ー

ハ
ナ
ダ

ッ
ク
太
子
行
状
紀
』
を
盆

前

の
枠
と
し
､
そ
の
中
に
ほ
ぼ
三
百
五
十
第

の
長
短
さ
ま
ざ
ま
の
物
語

が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
｡
ま
さ
し
-
､
物
語

(
カ
タ
-
)
の
河
川

(
サ
リ

ッ
J･)
が
注
ぎ
こ
ん
だ
大
海

(サ
ー
ガ
ラ
)
で
'
こ
こ
に
流
れ
こ
ん
で
い

る
物
語
を
説
話
文
峯
の
類
型
か
ら
親
祭
す
る
と
'
こ
の
物
語
袋
の
中
に

見
ら
れ
な
い
類
型
は
全
-
な
い
と
言

っ
て
､
過
言
で
は
な
い
扱
ど
で
あ

る
｡
し
か
も
'
こ
の
物
語
塊
の
中
に
は
'
挿
話
と
し
て
前
述
の

『
.ハ
ン

チ
ャ
･
タ
ン
rL
Lフ
』

の
挿
話
が
故
琴
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
お
り
'
ま
た

『
グ

ェ
-
ク
ー
ラ

･
.ハ
ン
チ
ャ
グ
ィ
ン
シ
ャ
テ
ィ
カ
ー
』
V
e
ta
ta
p
a
a
-

cav
irhSatik
a
(腰
屍
鬼
廿
五
物
語
)
の
よ
う
に
'
単
行
の
物
語
集

と
し



て
イ
ン
ド

文
畢
史
上
に
著
名
な
作
品
が
完
全
な
形

で
収

め
ら

れ

て

い

る
｡
そ
し

て
'
こ
の

『
グ

ェ
-
ク
ー
ラ

･
パ
ン
チ
ャ
ゲ
ィ
ン
シ
ャ
テ
ィ

カ
ー
』
も
ま
た
枠
物
語
と
挿
話
と
か
ら
成

っ
て
お
り
'
こ
の
形
式
の
文

笹
で
澱
も
完
成
さ
れ
た
形
を
も
つ
作
品
と
さ
れ
る
.

イ
ン
下
に
於
け
る
こ
の
文
畢
形
式
の
起
源
は
恐
ら
-
大
叙
事
詩

『
マ

ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
M
a
h
a
b
h
a
r
at
a
の
中
に
索
め
ら
れ
よ
う
.
こ
の
大

叙
事
詩
は
本
文
十
八
篇
お

よ
び
附
篇

『
ハ
リ

･
グ

ァ
ン
シ
ャ
』
H
a
ri･

v
a
ri
tSa
を
合
せ
て
十
高
額

(
1
頚
は
二
行
か
ら
成
る
)
を
超
え
る
世
界
最

大
の
叙
事
詩
で
あ
る
が
'
そ
の
中
核
は
バ
ラ
タ
王
の
後
衛
で
あ
る
.ハ
ー

ン
ダ
ブ
7
王
豪
と
カ
ウ
ラ
グ
7
王
家

の
間
に
起

っ
た
骨
肉
相
争
う
大
戦

争
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
主
題
は
全
篇

の
約
五
分

の

1
に
過
ぎ
ず
'

そ
の
他
は
次
第
に
追
加
挿
入
さ
れ
た
数
多
-
の
物
語
'
史
詩
'
哲
畢
詩

な
ど
に
よ

っ
て
痛
ま
れ
て
お
り
'
し
か
も
こ
れ
ら
の
挿
入
部
分
は
す
べ

て
戦
争
物
語
に
登
場
す
る
人
物
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
蓮
べ
ら
れ
て
い

る
｡
例
え
ば
'
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
聖
典
と
し
て
今
日
も
な
お
三
億
の
教
徒

に
無
限
の
福
音
を
も
た
ら
し
'
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
指
導
精
神
の
中
核
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る

『
バ
ガ
グ
ァ

ッ
T

･
ギ

ー
ク

ー
』
B
h
a
ga
va
d
git妙

は
'
こ
の
よ
う

に
し
て

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
挿
入
さ
れ
た
一
箱
で
､

.ハ
ー
ン
ダ
プ
ア
族

の
勇
士
ア
ル
ジ

ュ
ナ
忙
パ
ー
ガ
ヴ
ァ
タ
派
の
教
組
ク

リ
シ
ュ
ナ
が
語
る
烈

々
の
言
葉
を
奨
め
た
も
の
で
あ
る
｡
『
マ
ハ
ー

バ

ー
ラ
タ
』
全
篇

の
中
で

珠
玉
の
佳
節
と
い
わ
れ
る

『
ナ
ラ
王
物
語
』
や

『
貞
女
サ
ー
ブ
ィ
･L
リ
ー
妃
物
語
』
'
わ
が

一
角
仙
人
の
物
語
の
原
型
で

m
I
P
ッ
.ハ
と
イ
ン
ド
文
化

(序
詮
)
(岩

本
)

あ
る

『
リ
シ
ュ
ヤ

･
シ
ュ
リ
ン
ガ
仙
物
語
』
な
ど
'
い

ず

れ
も
そ
う
で

あ
る
.
こ
こ
で
は
物
語
の
進
展
に
と
も
な

っ
て
､
そ
の

モ
メ
ソ
･L･を
解

説
す
る
説

話
と
し
て
援
用
さ
れ
て
お
り
'
従

っ
て

『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
な

ど
中
世

ヨ
ー

ロ
ッ
.ハ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
峯
然
た
る
形
式
を
具

え
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
だ
け
に
枠
物
語
と
挿
話
か
ら
成
る
文

畢
形
式

の
原
初
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
.

こ
う
し
て
'
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
の
中
世
に
移
植
さ
れ
た
イ
ン
下
の
叡
智
は
'

そ
の
内
容
に
於
い
て
も
'

そ
の
形
式
に
於
い
て
も
'
相
恩
に
多
量
で
あ

り
'
ま
た
多
方
面
に
及
ん
だ
こ
と
が
辿
り
え
ら
れ
る
.
こ
の
叡
智
の
流

れ
は
十
九
世
紀

の
初
頭
に
於
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
(浪
波
主
我
)
の
よ

う
に
へ
精
紳
史
あ
る
い
は
文
化
史

の
上
に
大
き
-
ク
ロ
ー
ズ
･
ア
ッ
プ

さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
｡
し
か
し
'
こ
の
流
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
民

族

の
間
に
脈

々
と
生
手
水
ら
え
て
'
民
衆
の
心
の
中
に
生
き
'
知
ら
ず

散
ら
ず

の
問
に
彼
等
の
情
操
を
萎
う
糧
と
な

っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
-
ち

な
い
｡
も
と
よ
り
へ
そ
の
足
跡
は
辿
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
は
'

ヨ
ー
p
ッ
.ハ
の
精
紳
文
化
と
い
う
大
草
原
の
中
に
散
在
L
t
し
か
も
放

奇
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
泉
に
も
峨
え
ら
れ
よ
う
0
し
か
し
､
そ
の
泉
は

た
と
い
小
yu
-
と
も
'
そ
の
水
脈
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
緒
の
中
に
通
じ

て
'
汲
め
ど
も
蓋
き
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
地
下

に
流
れ
る
情
緒
の
水
脈

の
中
に
イ
ン
下
文
化
の
流
れ
を
辿
る
こ
と
は
'

ヨ
ー
p
ツ
.ハ
の
精
耐
史
の
背
景
を
な
し
'ま
た
そ
れ
を
支
え
る
も
の
に
'

1
道
の
光
を
投
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
(
1
九
五
八
･
二
･
二
三
)

三
三



ヨ
ー

ロ
ッ
.ハ
と
イ

ン
ド
文
他

(
後
記
)
(岩

本
)

〔彼
記
〕

繁
雄
を
避
け
る
た
め

に'
い
わ
ゆ
る

｢
註
｣
を
省
略
し
'
糞
料
を

鼓
に
解
詮
を
加
え
な
が
ら
列
琴
す

るこ
と
に
し
た
O

まず
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
於
け
る
ギ
リ

y
ア
･
p
l
マ
お
よ
び
イ
ン
ド
の
古
典

の
酢
帯
'
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
於
け
る
科
挙
の
展
開
に
つ
い
て
は

H
Im

,
P
h
.
K
.:
H
isto
ry
o
f
th
e
A
ra
b
s
.
5
th
ed
.
L
o
n
d
o
n
L95
3
.

S
AB
TON
.
G
.:
In
tro
d
u
ctio
n
to
th
e
｣苧
sto
ry
o
f
S
cie
n
ce
.
3
V
o
)S.

(
5
P
arts)
W
a
shin
g
ton
)927.
)9
3
1
.
1947
-
481

に
依

っ
た
｡
サ

ー
ト
ソ
の
著
書
は

軍
に
自
然
科
挙
の

み
で
な
く
へ
弘
く
言
語

拳
､
地
理
拳
､
歴
史
編
茄
､
曹
畢
'
紅
骨
畢
'
浅
草
な
ど
､
い
わ
ゆ
る
<
文
科

拳
'
政
令
科
拳
の
面
ま
で
も
包
含
し
､
し
か
も
時
代
ご
と
に
潜
時
の
世
界
の
文

明
圏
を
ま
と
め
て
い
て
'
文
化
史
家
の
見
逃
す
あ
た
わ
ざ

る
大
著
で
あ
る
.
悼

引
葬
讃
'
古
今
内
外
の
あ
ら
ゆ
る
文
献
を
渉
猟
し
て
い
る
の
み
で
な
-
､
特
に

ア
ラ
ビ
ア
科
拳
の
重
要
性
を
重
成
し
て
お
-
､
こ
の
鵜
に
於
い
て
今
日
ま
で

の

い
か
な
る
文
明
史
よ
-
も
勝
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
.
平
田
蒐
謀

『
舌
代
中

世
科
畢
文
化
史
』
(岩
牧
雷
店
'
既
刊
4
勅
､
昭
26
-
32
)
は
そ
の
抄
課

で
あ

る
｡ま

た
へ
Jb
lNOェD
.
S
ir
T
h
.
a
n
d
A
.
G
tTn
LAd
ht
:
T
h

e
L
a
g
a
cy

o
r

Is一a
m
.
o
x
ford
19
3
1
は

S
c
ie
n
c
e
a
n
d

M
ed
icin
e
(M
I
M
E
Y
E
L
E
OF).

M
usic
(H
.
G
I
F
ARM
ER
)
〉
As
trO
n
O
m
y
a
n
d
M
ath
em
a
tics
(
C
I
Trl
I)E

V
A
tJx
)
な
ど
'
ヨ
ー

ロ
ッ
.ハ
忙
於
け

る
各
部
門
の
構
成
の
執
輩
で
､
簡
盟
で
は

あ

る
が
概
略
の
知
識
を
得
る

の
忙
便
利
で
あ
る
｡

Tn
-
ロ
ッ
.ハ
の
中
世
に
つ
い
て
は
､
鍍
者
の
概
ん
だ

岱
物
の
中
で
は

P
o
w
昌

.E
.:
M
e
d
iea
v
a
t
P
eo
ple
.
L
o
n
d
o
n
1
924
.
三
好
洋
子
謬
『
中

世

に
生
き
る
人
々
』
昭
2

Pm
t=zJN
IL
.
H
.:
E
c
o
n
o
mi
c
and

Soc
ial
H
istory
of
M
ed
leV
al

三
四

E
u
rop
e
.
4t

h

.

Im
p
r..
L
on
don
t9491

の
二
苦
が
最
も

興

味
深
か
っ
た
.
な
か
､
中
世
の
m
I
P
ッ
.ハ

忙於
け
る
文
畢

作
品
に
つ
い
て
は
へ
殆
ん
ど
す
べ
て
邦

讃
本
に
依
-
'
各
課
寮

の解
散
が
有
益

で
あ

っ
た
｡

『
.ハ
ン
チ
ャ
･
タ
ン
ト
ラ
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
.ハ
停
滞
の
歴
史
は

W
工NTE
R
m
T
2..
M
.
:
G
esc
h
ich
tc

d
e
r
in
d
isch
en

L
iteratur,
B
d
.

3
.
L
e
ip
zig
L9201

に
擦
っ
て
記

述
し

､

中

世
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
者
侍
の

『
パ
ル
ラ
ー
A
と
ヨ
ア
ー

サ
フ
』
に
つ
い
て
は

S
o
zqn
･,
J.:
Le

R
o
m
a
n

d
e

B
a
r]a
a
m

ct
Josaph
at.
T
om
e
t.

P

a
ris
19
49
.

ま

た
'
『七

賢
人
の
物
語
』
に
つ
い
て
は

C
o
hfP
A
R
E
m

.
D
.‥
T
he
B
o
o
k
of

Sin
d
ibad
.
L
o
n
d
o
n
t88
2
.

H
ist
o
r
i
a

se
p
te
m
s
a
p
ie
n
tu
m
.
).
he
ra
usg
e
g
e
b
en

u
n
d
e
rk
tart

v

o
n
A
lfon
s
l･Zn
K
A
.
H
e
id
e
tb
erg
Lg
L2.

が

好

文
献

で
あ
る
｡

本
稿
は

『
ヨ
ー
ワ
ッ
.ハ
の
情
緒
と
東
洋
の
智
慧
』
と
題
す
る

1
節

の
序
説

で
'
本
論
と
し
て
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
筆
'
寓
話
'
民
間
談
話
､
倖
詮
な
ど
に

見
ら
れ
る
モ
テ
ィ
1
7
の
イ
ン
ド
起
源
の
も
の
を
辿
-
'
今
日
ま
で
殆
ん
ど
紹

介
さ
れ
て
い
な
い
イ

ン
ド
詮
話
の
若
干
を
､
あ
る
も
の
は
梗
概
で
'
あ
る
も
の

は
全
問
紹
介
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
い
わ
ば

｢
比
較
文
畢
｣
の
前
史
を

究
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
こ
と
は
イ
ン
ド
文
化
の
世
界
史
忠
故

の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡



イ

ン
ド
濁
立
以
前
及
び
以
後
に
お
け
る

民
主
主
義
と
社
食
主
義
の
問
題

序

イ
ン
下
に
か
ざ
ら
ず
､
東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
主
義
(
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
)

に
つ
い
て
は
多
く
の
こ
と
が
せ
か
れ
'
ま
た
'
問
題
に
さ
れ
て
き
た
｡

そ
れ
ら
の
民
族
主
義
論
に
つ
い
て
共
通
の
鮎
は
何
か
と
い
え
ば
'
西
欧

の
民
族
主
義
が
い
わ
ば
古
典
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
'
ア
.･･)
ア
の
そ

れ
は
植
民
地
に
お
け
る
民
族
主
義
で
あ
り
'
し
た
が

っ
て
植
民
地
主
義

批
判
と
い
う
鮎
で
の
進
歩
性
を
荷
う
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ

る
0い

ろ
い
ろ
な
意
味
を
こ
め
て
､
こ
の
結
論
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む
験

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

地
は
な
い
の
で
あ
る
が
'
こ
の
緒
論
に
到
達
す
る
ま
で
の
み
ち
ゆ
き
に

つ
い
て
は
'
ま
だ
掘
り
下
げ
て
考
え
る
べ
き
問
題
が
魂
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
本
国
封
植
民
地
､
ヨ
ー
p
ツ
パ
封
ア
ジ
ア
と
い
う
封

坂

本

徳

松

稀
的
な
問
題
の
と
り
あ
げ
方
に
し
て
も
､
政
治
的
支
配
を
候
件
づ
け
て

い
る
'
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
ふ
-
め
て
'
さ
ら
に
資
質
的
な
と
り
あ
っ

か
い
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

植
民
地
の
民
族
主
義
が
進
歩
的
で
あ
る
た
め
に
は
'
第

1
に
反
植
民

地
主
義
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
首
然
で
あ
る
と
し
て
も
'
そ
れ
を
ヨ
ー

p
ッ
.ハ
に
比
べ
で
の
時
代
教
展
の
1
つ
の

｢
落
差
｣
に
す
ぎ
な
い
'
と

い
う
よ
う
な

｢
物
理
的
｣
な
問
題
と
し
て
の
み
で
は
な
-
'
そ
れ
が
民

族
運
動
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
た
め
に
は
'
ま
た
､
そ
う
い
う
か
た
ち

を
と
る
と
き
に
は
'
政
治
的
あ
る
い
は
管
掌
的
乃
至
民
族
心
理
的
な
要

因
が
附
隠
し
て
作
用
す
る
鮎
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
.

植
民
地
支
配
の
結
果
を
'
軍
に
先
進
国
封
後
進
園
と
い
う
か
た
ち
だ

け
で
う
け
と
る
こ
と
は
'
つ
ね
に
結
果
の
方
か
ら
だ
け
79
の
を
み
る
こ

と
に
な

っ
て
'
い
わ
ゆ
る
後
進
的
な
保
件
の
下
で
の
い
ろ
い
ろ
な
動
き

イ

ン
ド
狗
立
以
前
及
び
･以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義
の
関
越

(
坂

本
)

三
五



イ

ン
ド
狗
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義

の
問
題

(
教

本
)

三

六

を
具
健
的
忙
'
正
確
に
う
け
と
る
こ
と
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

あ
る
｡

従
衆
の
反
植
民
地
主
義
､
反
帝
国
主
義
'
非
資
本
主
義
と
い
う
よ
う

な
ア
イ
テ
ム
に
た
い
し
て
'
こ
こ
で
と
-
に
民
主
主
義
と
社
食
主
義
と

い
う
二
つ
の
成
角
か
ら
'
民
族
主
義
の
資
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
-

方
法
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
の
も
'
問
題
を
外
延
的
に
畿
展
yu
せ
る

ば
か
り
で
な
-
'
も
つ
と
内
包
的
に
植
民
地
内
部
の
矛
盾
を
考
え
て
み

た
い
か
ら
に
性
か
な
ら
な
い
｡
強
い
て
い
え
ば
民
族
や
階
級
の
政
治
的

封
立
を
タ
テ
に
つ
ら
ぬ
-
縦
断
面
の
構
造
を
問
題
忙
し
よ
う
と
い
う
わ

け
で
あ
る
｡

民
族
主
義
の
教
展
途
上
に
お
い
て
'
民
主
主
義
と
社
食
主
義
は
ど
の

よ
う
に
作
用
し
た
か
｡
こ
の
間
題
を
追
究
す
る
こ
と
は
､
こ
れ
ま
で
植

民
地
的
支
配

･
被
支
配
と
い
う

一
方
的
乃
至
落
差
的
な
か
た
ち
で
と
り

あ
げ
ら
れ
て
き
た
間
魔
の
内
部
に
立
ち
入
り
'
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
内
部
的
矛
盾
を
え
ぐ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
だ

ろ
う
か

.

そ
し

て
'
潜
在
的
な
問
題
を
思
考
の
水
平
繰
上
に
も
ち
た
し
て
､
そ
れ
に
政

治

･
社
食
的
な
照
射
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
.

こ
の
こ
と
は
'
民
族
主
義
と
い
う
名
で
概
括
さ
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
の

政
治
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
丑
と
質
と
を
考
え
る
う
え
に
も
少
か
ら
ず
参
考

に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
の
が
小
論
の
ね
ら
い
で
あ
る
｡

イ
ン
ド
の
民
主
主
義
と
ア
ジ
ア
連
帯

周
知
の
よ
う
に
'
第
二
次
大
戦
後
t
と
-
忙
ア
.,.h
ア
諸
国
骨
議

(
1

九
五
五
年
四
月
･
デ
-
1
)
'
ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ
骨
議
(同
･
.ハ
ン
ド
ン
)
､

そ
し
て
'
さ
い
き
ん
の

ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ
静
国
民
骨
法

(
一九
五

七

年

二
二月
･
カ
イ
B
)
に
い
た
る
連
関
の
も
と
に
'
ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ

の
連
帯
性
が
強
調
さ
れ
て
き
た
.
こ
れ
に
は
社
食
主
義
中
国
の
建
設
､

イ
ン
ド
の
平
和
共
存
主
義
'
ア
ヲ
ブ
連
合
共
和
国

(
エ
ジ
プ
ト
)
の
融
合

主
義
が
'
重
要
な
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
'
ア
ジ
ア
の
連
帯
は
'
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
戦
後
的
な
要
素
の
組

み
合
せ
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
o
そ
れ
以
前
に

1
つ
の

｢
前
史
｣

が
あ
る
こ
と
を
ま
づ
注
意
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

｢
前
史
｣
の
上
限
を
ど
こ
に
お
-
か
.
遡

っ
て
い
け
ば
キ
リ
が
な
い

で
あ
ろ
う
.
し
か
し
'
何
も
戦
後
ア
'･,h
ア
忙
新
興
禰
宜
園
が
艶
出
し
'

民
族
主
義
が
出
揃

っ
た
か
ら
'
そ
こ
に
連
帯
が
生
じ
た
t
と
い
う
た
け

の
こ
と
で
は
な
い
.

1
九
四
五
年
九
月
二
日
の
グ

ェ
下
ナ
ム
民
主
共
和

固
成
立
か
ら
'
五
七
年
八
月
升

1
日
の
マ
ラ
ヤ
連
邦
禍
立
ま
で
'
十
二

年
の
あ
い
だ
に
十
E
Iカ
国
が
猫
立
誕
生
し
た
こ
と
は
､
た
し
か
に

｢
世

紀
の
壮
観
｣
で
あ

っ
た
と
い
え
る
.
そ
れ
だ
け
に
そ
う
い
う
現
象
を
も

た
ら
し
た
必
然
性
を
'
第
二
次
大
戦
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
の
ど

と
-
考
え
て
は
な
ら
な
い
.
こ
れ
は
日
本
だ
け
に
限

っ
て
い
っ
て
も
'

敗
戦
を
ど
う
う
け
と
る
べ
き
か
'
敗
戦
後
の
民
族

･
民
主
主
義
を
ど
う

ぅ
け
と
る
べ
き
か
t
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
っ
て
'
い
っ

さ
い
を

｢
戦
後
的
｣
な
事
資
と
し
て
解
樺
L
で
す
ま
さ
れ
る
わ
け
で
は



な
い
の
で
あ
る
.

ア
ジ
ア
諸
地
域
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
'
植
民
地
で
あ

っ
た
か
ら
'

そ
こ
に
は
圭
髄
的
な
歴
史
が

1
つ
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
-
'
植
民
地

な
れ
ば
こ
そ
へ
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
問
題
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
'

1
見
'民
族
主
義
と
い
う
呼
び
名
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
も
'

多
-
の
他
の
要
素
が
い
り
ま
じ

っ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
'
こ
れ
ら
の
要
素
の
う
ち
の
も

っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し

て
'
ま
.つ
民
主
主
義

(
と
社
食
主
我
)
を
あ
げ
'
そ
れ
が
ど
う
い
う
形
で

ア
ジ
ア
的
連
帯
と
し
て
具
現
さ
れ
た
か
を
歴
史
の
蟹
例
に
よ
っ
て
へ
そ

の

一
班
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

イ
ン
下
と
中
国
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
.

イ
ン
下
に
と
っ
て
も
'
中
国
に
と

っ
て
も
'
第
二
次
大
戦
は
文
字
通

り
第
二
次
で
あ
っ
て
'
第

一
次
大
戦
の
政
治
的
鰻
験
を
ど
の
よ
う
に
生

か
す
か
が
'
植
民
地
乃
至
年
植
民
地
と
よ
ば
れ
る
関

々
に
と

っ
て
の
共

通
の
課
題
で
あ
っ
た
｡

イ
ン
下
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
'
ガ
ン
デ
ィ
ー
'
ネ
ル
-
ら
の
イ
ン

'J･国
民
食
譲
渡
は
､
ま
づ

｢
自
由
な
イ
ン
下
｣
を
考
え
た
｡
第

一
次
大

戦
の
と
き
'
戦
後
自
治
の
約
束
を
信
用
し
'
S,
わ
ゆ
る

｢
パ
ン
を
も
と

め
て
石
を
あ
た
え
ら
れ
た
｣
苦
S,経
験
を
も
つ
イ
ン
LJ･
は
'
民
主
連
合

封

フ
ァ
シ
ズ
ム
枢
軸

の
戦
争
に
た
い
し
て
'
民
主
連
合
支
持
は
首
然
の

こ
と
な
が
ら
'
そ
の
よ
う
な
支
持
や
協
力
を
植
民
地
と
し

て
で
は
な

-
'
自
由
な
保
件
に
お
い
て
果
し
た
い
と
考
え
た
.

ソ
連
の
民
主
連
合
参
加
に
も
と
づ
い
て
'
イ
ン
ド
共
産
先
は
無
償
件

的
忙
民
主
連
合
支
持
､
し
た
が

っ
て
イ
ギ
リ
ス
へ
の
協
力
の
態
度
を
あ

き
ら
か
に
し
た
が
､
猫
立
運
動
の
番
鞍
上
の
推
進
力
で
あ
っ
た
国
民
骨

譲
渡
は
'
あ
-
ま
で
自
由
イ
ン
ド
へ
臨
時
国
民
政
府
の
出
現
を
前
投
と

し
て
要
求
し
た
｡

こ
れ
は
政
治
的
な
戦
略

･
戦
術
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
が
'

共
産
主
義

の
意
味
で
の
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
'
意
義
と
様
相

を
異
に
し
な
が
ら
も
'
常
時
ネ
ル
ー
の
領
導
下
に
あ
っ
た
国
民
争
議
波

に
も

l
種
の
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は

ま
さ
に
ア
ジ
ア
的
連
帯
と
い
う
に
も

っ
と
も
ふ
yu
わ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
｡I

九
三
六
年
七
月
へ
ス
ペ
イ
ン
人
民
哉
線
内
牌
に
た
い
し
て
､
フ
ラ

ン
コ
将
軍
が
猫

･
伊
と
提
携
し
て
反
革
命
行
動
を
起
し
た
直
後
､
ネ
ル

ー
は
ス
ペ
イ
ン
人
民
戦
線
内
閣
支
持
を
明
瞭
に
す
る
と
と
も
に
へ
イ
ン

ド
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
反
帝
国
主
義
的
な
進
歩
的
勢
力
お
よ
び
要
素
の

結
集
に
よ
る
国
民
統

一
戦
線

(th
e
u
n
ited
コ
atio
n
a-
fro
n二
uf
a〓
th
e

f.
rces
an
d
etem
e
n
tS
t
ha
t
a
re
range
d
a
g

ainst
im
p

erialism
)
を
塊

唱
し
た
｡

｢
わ
れ
わ
れ
の
目
前
に
あ
る
展
の
日
榛
は
'
イ
ン
ド
に
お
け
る
あ
ら

ゆ
る
反
帝
閣
主
義
勢
力
の
有
力
な
共
同
戦
線
を

つ
-

る
こ
と
で
あ

る
｡
骨
法
派
は
過
去
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
L
t
今
日
も
そ
の
よ

う
な
統

l
人
民
戦
線

(a
u
n
ited
p
o
p
u
)arf
r.n
t)
で
あ
り
'
し
た
が

イ

ン
ド
狗
立
以
前
及
び
以
後
に
お
け
る
民
主
士
魂
と
社
食
土
壌
の
問
題

(壊

本
)

三
七



イ

ン
ド
狗
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義

の
問
題

(
坂

本
)

三
八

っ
て
統

一
行
動
の
基
盤
と
な
り
､
軸
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
o
そ
の

よ
う
な
戦
線

へ
の
組
織
労
働
者
な
ら
び
に
農
民

の
税

極
的
な
参

加

は
､
そ
の
力
を
強
め
る
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
こ

れ
ら
の
人
た
ち
と
合
法
渡
と
の
協
力
は
次
第
に
強
化
さ
れ
'
さ
S,
普

ん
で
は

1
つ
の
顕
著
な
特
徴
と
な

っ
て
き
て
い
る
.
こ
の
僚
向
は
助

長
yu
れ
ね
ば
な
ら
な
い
.
今
日
イ
ン
ド
の
も

っ
と
も
さ
し
迫

っ
た
､

緊
急
の
必
要
事
は
'
帝
国
主
義
に
た
い
し
て
た
た
か

っ
て
い
る
あ
ら

ゆ
る
勢
力
乃
至
要
素
の
国
民
統

1
戦
線
で
あ
る
.
食
譲
渡
自
身
の
内

部
に
'
こ
れ
ら
の
勢
力
の
大
部
分
が
代
表
さ
れ
て
い
る
.
そ
し
て
'

外
見
上
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
か
れ
ら
は
共
通
の
目
棟
の
た
め

(I
)

に
協
力
し
､
圃
結
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
｣

こ
こ
で
も
'
ネ
ル
ー
は
短
か
い
演
説
の
章
句
の
な
か
で
'
あ
る
い
は

(2
)

国
民
戦
線
と
い
い
'
人
民
戦
線
と
い
い
'
言
葉
の
使
い
方
に
必
ず
し
も

(3
)

厳
密
で
は
な
い
.
ま
た
'
昔
時
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
有
力
な
示
唆
に
よ
り
'

保
守
派
の
民
族
主
義
者
パ
テ
ル
を
合
議
涯
議
長
の
封
立
候
補
か
ら
辞
退

せ
し
め
て
'
ネ
ル
ー
が
議
長
に
つ
い
た
こ
と
な
ど
'
食
譲
渡
内
部
の
事

情
を
考
え
る
と
'
共
通
の
目
楼

(th
e
e.m
m
o
n
g
ood
)
と
い
う
こ
と
ば

自
健
あ
い
ま
い
な
ひ
び
書
を
も

っ
て
い
る
｡

け

っ
き
よ
-
'
そ
れ
は
イ
ン
下
の
猫
立
と
い
う
民
族
主
義
に
蹄

一
す

る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
へ
民
族
主
義
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
.
そ
の
こ
と
は
'
日

･
中
数
寄
に
お
け
る
イ
ン
下
の
中
国
支
持
と

S,
ぅ
態
度
を
み
る
と
､
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
.

ネ
ル
ー
は

1
九
三
八
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
'
バ
ル
セ
ロ
ナ
を

訪
問
し
'
戦
時
飢
鰭
を
救
済
す
る
た
め
'
蹄
国
後
食
塩
を
船
に
横
ん
で

ス
ペ
イ
ン
に
造

っ
て
い
る
が
'
そ
の
前
年

(
1
九
三
七
)
の
蔚
鶴
橋
雑
件

を
キ
ゥ
カ
ケ
に
公
然
た
る
戟
季
状
態
に
な

っ
た
日

･
申
放
線
が
雄
大
す

る
に
つ
れ
'
ネ
ル
ー
は
暦
師
や
葵
品
か
ら
成
る
暦
療
灘
を
中
国
に
迭

っ

(4
)

て
こ
れ
を
支
援
し

た

｡

そ
し
て
'

一
九
三
九
年
夏
に
は
'
ネ
ル
ー
は
重
崖
を
訪
問
し
､
こ
こ

で
発
二
次
大
我
勃
蚤
の
ニ
ュ
ー
ス
を
う
け
と
っ
た
.
そ
の
と
き
に
は
イ

ン
ド
の
習
癖
班
に
も
合
う
ほ
か
'
中
国
奥
地
の
小

･
手
工
菓
合
作
社
を

見
畢
し
､
ゲ
リ
ラ
の
八
路
軍
を
税
務
す
る
こ
と
も
改
定
に
組
ま
れ
て
い

た
｡
大
我
勃
教
の
た
め
へ
こ
れ
ら
の
ス
ケ
.,h
エ
ー
ル
を
す
べ
て
み
た
す

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
'
敬
う
中
国
の
現
資
を
み
'
教
授
と
畢
生
の

協
力
に
よ
る

｢
竹
の
大
挙
｣
を
成
察
し
'
ま
た
抗
日
民
族
統

一
戦
線
の

資
態
を
そ
の
日
で
み
た
こ
と
は
'
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
と
は
異

っ
た
感
動

を
ネ
ル
ー
に
あ
た
え
た
｡

こ
と
に
､
こ
の
重
度
訪
問

の
答
鰻
を
か
ね
て
､

1
九
四
二
年
ニ
ー
三

月
に
昔
時
の

｢
民
族
的
英
雄
｣
落
介
石
大
事
が
'
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た

こ
と
は
'
ネ
ル
ー
に
再
び
強
い
感
動
を
あ
た
え
た
ば
か
り
で
な
-
'
イ

ン
ド
民
衆
の
政
治
自
覚
に
と
っ
て
も
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
た
｡

ネ
ル
ー
は
蒋
介
石
に
随
行
あ
る
い
は
案
内
し
て
､

こ
4
1

･デ

リ
ー
'

カ
ル
カ
ッ
タ
な
ど
各
地
の
雑
食
で
講
演
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
講
演
の

な
か
で
､
ネ
ル
ー
は

｢
苦
難
の
人
が
苦
難
の
兄
弟
を
思
う
よ
う
に
｣
中



1
-

･

I-ll
tI

園
の
こ
と
を
考
え
'
ま
た

｢
イ
ン
下
が
自
由
で
な
S,た
め
'
十
分
な
も

て
な
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
と
訴
え
へ｢
中
国
の
兄
弟
姉
妹
の
模

範
に
な
ら

っ
て
勇
敢
で
あ
れ
'
男
気
を
も
て
｣
と
畢
生
に
よ
ぴ
か
け
て

い
る
が
'
も

っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
'
イ
ン
下
と
中
国
の
連
帯
を
強
調

し
'
イ
ン
下
と
中
国
の
世
界
に
お
け
る
重
大
な
役
割
を
指
摘
し
た
こ
と

で
あ
る
｡

｢
永
い
あ
い
だ
わ
た
し
は
'
現
在
も
婿
衆
も
イ
ン
下
と
中
国
が
互
い

に
手
を
と
り
あ

っ
て
い
-
べ
き
こ
と
を
夢
み
て
き
た
｡
わ
た
し
は
そ

う
い
う
希
望
を
心
に
抱
い
て
重
盗
を
訪
問
し
た
.
そ
し
て
'
中
国
の

指
導
者
た
ち
も
イ
ン
ド
と
中
開
の
関
係
を
蟹
展
さ
せ
よ
う
と
熱
望
し

て
い
る
こ
と
を
知

っ
た
.
わ
た
し
は
イ
ン
ド
と
中
国
の
問
題
が
解
決

さ
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
世
界
の
平
和
も
な
け
れ
ば
'
世
界
問
題
の
解

(5
)

決
も
な
い
と
確
信
し
て
い
る
｣

自
由
イ
ン
ド
と
自
由
中
国
の
連
帯
を
い
う
と
き
'
ネ
ル
ー
は

｢
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
祭
壇
に
お
け
る
中
国
の
犠
牲
｣
を
考
え
'
ま
た
'
同
じ
よ

う
な
蓬
命
の
も
と
に
あ
る
イ
ン
下
を
考
え
て
S,た
.
戦
争
中
は
ア
ジ
ア

の
こ
と
も
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
も
､
フ
ァ
シ
ズ
ム
枢
軸
に
関
す
る
こ

と
以
外
は
'
ほ
と
ん

ど

そ
の
動
き
が
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
さ
れ
て
S,
な
い

の
で
'
ア
･･,)
ア
連
帯
と
い
う
こ
と
も
､
ま

っ
た
-
戦
後
的
な
こ
と
と
し

て
の
み
う
け
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
'
今
日
ア
ジ
ア
の
猫
立
諸
国
の
あ

い
だ
の
連
帯
は
､
す
で
に
堀
立
途
上
に
お
S,
て
そ
の

｢
前
史
｣
を
も

っ

て
い
る
こ
と
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
｡

1
九
五
四
年
六
月
に
'
ネ
ル
-
首
相
と
周
恩
衆
首
相
が

ニ

ュ
ー
･
デ

リ
ー
で
平
和
共
存
の
五
原
則

(
パ
ン
チ

･
シ
ラ
)
に
関
す
る
牽

明
を
た

し
た
後
'
ネ
ル
-
首
相
は
国
骨
委
員
合
宛
の
書
簡
で
､
つ
ぎ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
.

｢
過
去
数
百
年
に
わ
た

っ
て
､
ア
'･,h
ア
の
緒
問
題
が
圭
と
し
て
ア
'･,b

ア
以
外
の
と
こ
ろ
で
決
定
さ
れ
て
き
た
o
そ
の
慣
向
は
い
ま
な
お
席

を
謀
ろ
う
と
は

し
て
い
な
い
｡
し
か
し
'
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
自
分
自

身
や
隣
国
を
ど
う
考
え
る
か
'
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
こ
ん
ど
は

不
可
能
で
あ
ろ
う
t
と
い
う
こ
と
が
T
S,ま
や
日
増
し
に
み
と
め
ら

(6
)

れ
て
き
た
｣

そ
し
て
､
同
じ
書
簡
の
な
か
で
'
ネ
ル
-
首
相
が

｢
わ
れ
ら
の
共
同

聾
明

(
パ
ン
チ
･
シ
ラ
)
は
､
わ
れ
わ
れ
の
外
交
政
策
の
自
然
の
教
展
で

あ

っ
た
｣
と
い
う
と
き
'
そ
れ
は

｢
前
史
｣
の
事
資
や
主
張
の
自
然
の

蟹
展
が
'
こ
う
な

っ
た
の
だ
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
0
そ
の
鮎
'

戦
時
中
の
米

･
ソ
の
連
合
が
破
れ
て
'
米

･
ソ
二
大
陣
皆
の
封
立
が
露

骨
に
表
面
化
し
た
と
き
'
こ
の
封
立
を
動
か
し
が
た
い
鉾
の
ワ
ク
の
よ

う
に
想
定
L
t
そ
の
間
に
あ

っ
て
イ
ン
ド
は
そ
の
い
づ
れ
に
も
屈
し
な

い
た
め
に
'
共
存
や
連
帯
を
思
い
つ
い
た
､
と
い
う
よ
う
に
う
け
と
る

の
は
正
し
-
な
い
で
あ
ろ
う
｡
封
立
援
和
の
た
め
に
'
イ
ン
下
が

1
種

の
解
媒
乃
至
秤
に
お
け
る
分
銅
の
役
割
を
果
す
と
し
て
も
'
そ
う
い
う

バ
ラ
ン
ス
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
'
自
由
イ
ン
ド
達
成
乃
至
教
展
の

た
め
の
民
主
主
義
な
ら
び
に
連
帯
と
い
う
､

1
つ
の
積
極
的
な
精
所
で

イ
ン
ド
狗
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義
の
問
題

(坂

本
)



イ

ン
ド
掬
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義

の
問
題

(7
)

あ
っ
て
'
そ
れ
を
平
和
地
域
の
漸
次
的
撰
大
と
い
う
方
接
で
'
ネ
ル
ー

は
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
'
あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ
と
の
連
携
の
も
と
に
お

し
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

も
し
'
民
族
圭
轟
だ
け
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
'
連
帯
や
平
和
地

域
を
考
え
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
新
興
易
小
国
が
狗
立
保
身
の
た
め
に

寄
り
合

っ
て
い
る
こ
と
の
政
治
的
表
現
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま

っ
て
'

世
界
史
に
お
け
る
役
割
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
面
は
ど
こ
に
も
で
て

こ
な
い
の
で
あ
る
｡

自
由
イ
ン
下
と
自
由
中
圃
の
反
帝
国
主
義
的
乃
至
民
主
的
連
帯
と
い

ぅ
､
ネ
ル
ー
の
硯
鮎
か
ら
い
え
ば
常
時
す
で
に

｢
チ
ャ
ー
チ
ル
は

一
般

的
に
い
え
ば
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
る
が
､
か
れ
の
精
紳
は
グ
ィ
ク
下

リ
ア
王
朝
時
代
の
精
神
で
あ
る
｣
と
い
う
評
僻
に
な
る
.
イ
ギ
リ
ス
保

守
叢
の

｢
政
治
的
後
進
性
｣
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.

も
ち
ろ
ん
､
イ
ン
ド
の
民
族
主
義
に
も
'
欧
随
や
間
魅
は
あ
る
｡
ネ

ル
ー
は
い
っ
ぽ
ん
に
ア
,I.h
ア
･
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て

｢
東
洋
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
､
フ
ァ
シ
ス
rL
諸
国
の
新
ら
し
い
､
恐
る
べ
き
狭

義

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
本
質
的
に
異
る
｡
前
者
は
自
由

へ
の
歴
史

的
な
欲
求
聖
不
す
も
の
で
あ
り
'
後
者
は
反
動
の
ま
い
ど
の
逃
げ
場
で

(8
)

あ
る
｣
と
い
っ
て
い
る
.

こ
の
立
場
か
ら
､

1
九
三
七
年
の
新
統
治
法
下
の
最
初
の
州
選
傘
に

お
い
て
も
､
ネ
ル
ー
は
骨
諸
派
の
改
発
を
よ
ぴ
か
け
る
こ
と
さ
え
せ
ず
､

た
だ
､
猫
立
'
自
由
と
い
う
こ
と
だ
け
を
仝
イ
ン
下
国
民
に
張
-
訴
え

(
坂

本
)

て
'
倉
譲
渡
勝
利
の
道
を
ひ
ら
い
た
｡

し
か
し
'
そ
れ
に
は
不
十
分
且
つ
不
幸
な

一
面
も
伴

っ
た
｡
そ
れ
は

結
果
に
お
い
て
､｢
民
族
主
義
者
た
ち
の
努
力
を
観
衆
的
規
模
か
ら
州
叩中

位
の
考
え
に
切
り
か
え
る
こ
と
に
な

っ
た
｣
L
t
と
-
忙
'
回
教
徒
と

の
あ
い
だ
に
政
治
的
封
立
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
.
宗
教
…単
位
の

狭
義
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
相
互
に
封
立
激
化
し
た
の
で
あ
る
｡
｢
も

し
合
議
液
が
選
奉
後
に
も

っ
と
戦
術
的
に
う
ま
-
回
教
徒
連
盟
を
庭
理

し
て
い
た
ら
へ
パ
キ
ス
タ
ン
は
生
れ
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｣
と
さ

え
､
い
う
人
が
あ
る
の
も
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
い
.

食
譲
渡
内
部
の

｢
共
通
の
目
検
｣
は
考
え
て
も
'
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒

と
同
数
徒
の
あ
い
だ
の

｢
共
通
の
目
擦
｣
設
定
な
ら
び
に
そ
れ

へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
お
い
て
'
争
議
涯
は
政
治
的
な
考
慮
が
足
り
な
か

っ
た
｡

も
し
'
遵
奉
に
お
け
る
投
票
獲
得
数
だ
け
で
'
同
数
徒
連
盟
の
劣
勢

を
即
断
し
'
そ
の
背
後
に
あ
る
同
数
徒
の
心
情
を
無
醒
あ
る
い
は
軽
視

し
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
罪
は
指
導
者
を
ふ
-
め
て
骨
議
派
が
兼
任
を
負

(9
)

わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
信
教
の
自
由
と
平
等
と
を
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
の

も
と
に
'
猫
立
以
前
に
お
S,
て
'骨
諸
派
は
と
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
0

こ
れ
は
民
族
主
義
と
む
す
ぴ
つ
い
た
宗
教
あ
る
い
は
コ
JJJ
ユ
ナ
リ
ズ

ム
の
面
に
お
け
る
民
主
主
義

の
誤
蔽
あ
る
い
は

｢
譲
み
の
深
さ
｣
を
示

す
も
の
で
あ
る
が
へ
こ
れ
ら
を
あ
妻
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
､
イ
ン
tJ･

の
社
食
主
義
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
.



1

M
o
r
a
e
s
､

F

rank
:

J
a
w

a

har]
aT
N
ehru,p
.
2
6
)
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2

一九
三

五

年

の節
七

同

コ

,､

､ン
テ

ル
y
大
骨で

は

｢
植
民
地
お
よ
び
牛

植
民
地
絡
闘
忙
お
け
る
尿
帝
国
主
義

的
人
民
戦
線

の
結
成
｣
が
挫
嶋
さ
れ

て
い
る
｡
三
六
年

1
月
の
中
共
の
飼
民
雄
政
府
に
た
い
す
る
抗
日
捉
排
申

し
入
れ
は
'

こ
の
線
忙
そ
う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
ネ
ル
ー
の
主
張
が
た

と
え
間
接
的
仁
で
あ
れ
へ

n
･"
ン
テ
ル
ソ
の
提
唱
に
つ
な
が

る
も
の
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
｡

3

前
肥
モ
ラ
エ
ス
忙
上
る
と
(
二
六

〇
斉
)
､

こ
の
年
九
月

忙ネ
ル
1
､
.ハ

テ
ル
'
ブ
ラ
サ
ド
が
ガ

ン
デ
ィ
I
を

セ
ワ
グ
ラ
ム
忙
訪
ね

た
と
き
'

ガ

ン

デ
ィ
ー
は
二
人
の
17
腸
病
瓜
者
忙
白
糸
綻
漁
を
こ

ころ
か
て
い
た
.
ネ
ル

ー
が

｢
そ
れ
は
カ
ヌ
ー
ト
王
が

侭
の
波
を
し
づ
め
よ
う
と
し
た
の
忙
似
て

い
ま
せ
ん
か
｣
と
焚
問

し
た
｡
ガ
ン
デ
ィ
I
は
笑

い
な
が
ら

｢
わ
れ
わ
れ

が
あ
な
た
を
カ
ヌ
ー
ト
王
忙
し
た
の
は
､
そ
の
た
め
で
す
上
｡
あ
な
た
な

ら
海

の
波
を
し
う
め

る
こ
と
も
で
き
る
｣

こ
れ
で
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
ネ
ル
-

推
庇

の
態
度
が

ハ
ッ
キ
リ
袈
明
き
れ
た
'
と
い
う
の
で
あ
る
0

4

1
九
三
八
年
忙
イ
ン
ド
潜
船
班
が
状
丑
き
れ
る
と
き
､
目
的
の
た
め
K

は
必
ず
し
も
手
段
忙
拘
泥

せ
ず
､
梶
軸
側

の
ド
イ
ツ
や
日
本
を
も
利
用
し

て
'｢
外
部
か
ら
｣

イ
ン
ド
を
解
放
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
･

ボ
ー
ス
は

｢
日
本
を
媒
が
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
-
て
も

い
い
｣

と

い

っ
て
'

こ
れ
忙
尿
射
し
た
､
と
い
わ
れ
る
｡

LLl

Ja
g
a
t
S
.
B
r
igh

t
:
Ja
w
a

h
a
rta
t
N
e
h
ru.
p
pL

t
5
-
1
)
6
.

6

ネ

ル

-

｢
用

恩

衆

氏

と

の

骨

敦

｣
-
｢世
界

｣
1
九

五

四

年

九
月
壊
.

7

ネ

ル
ー

の
平
和
地
域
は
､
川
ア
ジ
ア
の
集
規
平
和
と
の
む
す
ぴ
つ
き

忙

お
い
て
い
わ
れ
る
の
で
あ
り

､の
そ
れ
は
単
忙
世
界
平
和
の
擁
護
忙
助

力

す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
-
'

どん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
へ
そ
の
地
域

の
平
和
を
維
持
す
る
と
い
う
考
え
を
伴

っ
た
も

の
で
あ

る
0
-

拙
稿

｢
ネ
ル
-
政
樺
の
本
贋
と
平
和
改
発
｣
(
今
中
･入
江
編

｢
政
柄
械
カ
の
諸

問
題
｣
所

収
)
参
照
0

8
M
o
ra
e
s
.ib
id
.
p
.
)03.

9

こ
れ
ら
の鮎
忙
つ
い

て
は
三
木
互

｢
ガ

ン
デ
ィ
ー
と
印

･
同
封

立
｣

(
｢
思
想
｣

一
九
五
七
年
齢
4
戟
所
牧
)
参
照
.

イ

ン
ド

の
民
族

主
義

と
社
禽

主
義

｢
融
合

主
義

は
わ
た

し

に
と

っ
て
'
わ
た
し

の
好
き
な
経
済
畢
詮

と

い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な

い
o

そ
れ
は
わ
た
し
が
頭

と
心

に
堅
持
す

る
生
き
た
信
保

で
あ

る
.

わ
た
し
は
イ

ン
下
端

立

の
た
め

に
は
た
ら

-
｡

そ
れ

は
わ
た
し

の
な
か

の
ナ

シ

ョ
ナ
リ

ス
ト
が
外
閥

の
支
配
を

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ゆ

る
す

こ
と
が

で
き
な

い
か
ら

で
あ

る
｡

さ
ら

に
そ
れ
以
上

に
わ
た

し
は
イ

ン
ド
猫

立

の
た
め

に
は
た
ら
-
｡

そ
れ

は
イ

ン
下
城

立
が
社

食
的
経
碑

的
誕
革

の
た
め
避
け

る
こ
と

の
で
き
な

い
弟

l
歩
だ

か
ら

で
あ

る
｣
二

九
三
六
年
四
月
､
ラ
ク
ノ
ウ
で
の
ネ
ル
-
淡
紛
)

ジ
エ
ン
ト
ル
†
ン

｢
イ
ギ

リ

ス
は
ネ

ル
ー
が
社
食

主
義

者

で
あ
り
'

紳

士

で

あ
り
'

イ
ン

ド

に
と

っ
て

の
偉
大

な
財
賓

で
あ

る
こ
と

を

知

る

べ

き

で

あ

る
｣
(
ジ

ョ
ン

･
ガ
ン
サ
ー
)

こ
の
よ
う

に
自

他

と
も

に
み
と
め

る
ネ

ル

ー
の
社
食
主
義

と
は
何

で

あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
も
ま
た
民
族

主
義

と

の
連

関
に
お

い
て
の
み
考

え
る

こ
と

に
す

る
｡

イ

ン

ド摘
要
S
冊
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
題
と
政
令
主
義

の
関
越

(
歩

本
)



イ

ン
ド掬
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義

の
問
題

(坂

本
)

四
二

社
食
主
義
の
畢
管
は
別
と
し
て
'
合
議
派
を
中
心
と
し
て
の
イ
ン
丁

場
立
遊
動
の
過
程
で
'
ネ
ル
ー
が
敢
骨
主
義
を
い
い
だ
し
た
の
は
へ
さ

き
に
述
べ
た
ア
ジ
ア
的
連
帯
な
ど
よ
り
は
時
期
的
に
古
い
｡

ネ
ル
ー
の
融
合
主
義
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
'
他
の
磯
骨
に
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
'
こ
こ
に
は
重
複
を
享
け
て
-
り
返
さ
な
い
｡

二
百

で
い
え
ば
､
ネ
ル
ー
の
融
合
主
義
は
猫
立
以
前
に
お
い
て
ま
づ
国
民
食

談
波
の
融
合
主
義
で
あ
り
'
そ
の
思
想
の
教
展
に
も
戴
段
階
か
あ

っ
て
'

猫
立
道
勤
の
各
段
階
を
反
映
し
て
い
る
が
'
璃
立
後
に
お
い
で
は
､
食

詰
派
社
食
主
義
で
あ
る
と
同
時
に
イ
ン
ド
の
社
食
主
義
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
'
し
た
が

っ
て
蟹
雄
の
方
港
や
圭
髄
を
ど
こ
に
も
と
め
る
か
で
'

大
き
な
問
題
に
首
面
し
て
い
る
t
と
い
え
る
｡
そ
の
こ
と
を
ま
づ
時
期

的
に
順
次
辿

っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

1
九
二
六
年
に
連
合
州
の
合
議
派
委
員
食
は
'｢
国
家
と
耕
作
者
の
あ

い
だ
に
介
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
申
間
者
を
慶
止
す
る
｣
こ
と
を
目
的
と
し

て
'後
温
的
な
融
合
主
義
綱
領
を
起
草
し
た
｡
三
年
後
の

1
九
二
九
年
'

全
イ
ン
ド
に
労
働
者
の
ス
rL
ラ
イ
キ
が
昂
揚
L
t
ネ
ル
ー
が
食
諸
派
議

長
と
全
イ
ン
ド
労
働
組
合
骨
議
議
長
を
か
ね
て
､｢
完
全
猫
立
｣
を
決
議

し
た
年
に
､
連
合
州
委
員
合
で
は
､
も
う
少
し
詳
し
い
社
食
主
義
計
笠

を
採
持
し
'
ま
た
'
ボ
ン
ベ
イ
で
の
食
詰
派
生
イ
ン
ド
委
員
骨
で
も
'

こ
の
計
室
の
前
文
を
採
用
し
た
o
L
か
L
t
こ
の
計
宜
を
ど
う
賢
施
す

る
か
に
つ
い
て
は
'
十
分
な
調
査
も
､
具
鰻
的
な
用
意
も
な
か

っ
た
｡

こ
の

｢
完
全
狗
立
｣
決
誌
の
前
年
'

1
九
二
八
年
三
月
升

1
日
ア
ッ

ラ
ハ
ー
バ

ー
下
の
グ
ィ
デ
イ
ヤ
'iJ
I
タ
･
ホ
ー
ル
で
の
青
年
の
た
め
の

講
演

は
'

ネ
ル
ー
の
内
部
に
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
見
事
な
結
合
を
吐
課
し
た
調
子
の
高

い
も

の
で
あ
る

が
'
そ
の
な
か
で
ネ
ル
ー
は
こ
う
い
っ
て
い
る
.

｢
-
･･･諸
君
は
到
達
鮎
に
つ
い
て
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
理
念
を
も
っ

て
'
は
じ
め
て
目
的
を
明
瞭
に
L
t
教
典
あ
る
行
動
を
と
り
'
そ
し

て
'
そ
の

1
歩

一
歩
毎
に
諸
君
の
心
か
ら
願
望
に
近
づ
S,
て
い
-
こ

と
が
で
き
る
の
た
｡

そ
の
日
標
と
は
何
か
｡
民
族
の
猫
立
と
'
わ
れ
わ
れ
自
身
の
選
ん

だ
方
向
に
滑
う
て
凌
展
す
る
､
と
い
う
完
全
な
自
由
､
こ
れ
が
あ
ら

ゆ
る
進
歩
の
た
め
に
本
質
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
な
し
に

は
政
治
的
経
済
的
社
食
的
改
革
は
あ
り
え
な
い
.
し
か
し
'
民
族
の

猫
立
は
'
革
に
粕
争
う
民
族
の
グ
ル
ー
ブ
に
何
か
を
つ
け
足
す
と
い

ぅ
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
完
全
な
意
味
で
世

界
の
協
力
と
世
界
の
調
和
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
民
族
の
世
界
的

共
同
鰻

の
創
造

へ
む
か

っ
て
の
第

1
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

し
か
し
'

一
国
が
他
国
を
支
配
L
へ
搾
取
し
'
ま
た
'

一
つ
の
グ

ル
ー
ブ
や
階
級
が
他
の
グ
ル
ー
プ
や
階
級
を
搾
取
し
て
い
る
か
ぎ

り
'
そ
こ
に
は
世
界
の
協
同
は
あ
り
え
な
い
.
そ
こ
で
'
わ
れ
わ
れ

は
人
間
に
よ
る
人
間
の
'
婦
人
に
よ
る
婦
人
の
'
あ
ら
ゆ
る
搾
取
に

(ll
m

終
止
符
を
う
た
ね
ば
な
ら
な
い
｡｣

こ
こ
に
は

｢
完
全
な
｣
自
由
と
か
'
｢
あ
ら
ゆ
る
｣
進
歩
と
か
'
｢
本



質
的
な
｣
必
要
と
か
'
｢
世
界
の
｣
調
和
と
か
､
｢
あ
ら
ゆ
る
搾
取
｣
と

か
'
い
わ
ば
最
大
級
の
こ
と
ば
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
'
青
年
た
ち
の

来
待
を
か
き
た
て
る
う
え
で
の
伴
琴
菅
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
多

少
セ
-
グ
し
て
考
え
て
み
て
も
､
ネ
ル
ー
が
民
族
弼
立
の
内
容
と
し
て
'

ま
た
､
猫
立
に
附
加
す
る
も
の
と
し
て
'
政
治
的

･
経
蹄
的

･
敢
骨
的

煙
草
を
考
え
て
い
る
こ
と
'
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
搾
取

を
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
本
質
的
に
必
要
な
も
の
だ
t
と
考
え
て

い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
｡

ネ
ル
ー
の
眼
は
イ
ン
ド
の
貧
困
を
重
税
し
た
だ
け
で
な
-
'
貧
困
の

原
因
を
重
視
し
'
そ
の
救
済
を
重
視
し
て
い
る
.

ネ
ル
ー
の
こ
の
よ
う
な
社
食
主
義
的
熱
情
乃
至
理
想
は
'

一
九
三
六

年
三
月
､
カ
マ
ラ
-
夫
人
の
造
骨
を
抱
い
て
イ
ン
ド

へ
蹄

っ
て
き
た
常

時
に
は
'
ヨ
ー
p
ツ
.ハ
で
の
見
聞
に
加
え
て
'
私
事
の
た
め

1
時
政
治

的
活
動
を
休
止
し
て
い
た
こ
と
へ
の
反
動
を
も
ふ
-
め
て
'
さ
ら
に
峨

烈
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
.
ネ
ル
ー
の
社
食
主
義
は
'
イ
ン
下
で
も
'

ま
た
国
際
的
に
も
知
ら
れ
て
い
た
.

だ
が
へ
肝
腎
の
国
民
骨
譲
渡
と
社
食
主
義

の
関
係
は
ど
う
で
あ

っ
た

か
.
骨
譲
派
と
い
う
巽
の
も
と
に
骨
法
族
社
食
菰

(C
o
ngress
S
ocia)ist

P
ar

t
y

.
r
G
ro
u
p
)
が
形
威
さ
れ
た
の
は
'

一
九
三
四

年
五
月
で

､

イ

ン下

共

産茂
創立
の
翌
年
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
文
字
通
り
骨
譲
族
社
食

基
で
'
い
わ
ば
炎
中
の
鑑
で
あ
り
'
グ
ル
ー
ブ
で
あ

っ
て
'
こ
う
い
う

骨
諸
派
左
派
勢
力
の
結
集
に
封
抗
し
て
同
じ
-
骨
諸
派
内
部
に
骨
諸
派

国
民
主
義
蕊

(Con
g
ress
N
ationatist
Party
)
が
結
成
さ
れ
た
の
を
み

て
も
'
ま
だ
'

端
白

の
敢
骨
炭

で
な
か

った
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
O

さ
て
'
こ
の
骨
譲
渡
赦
骨
品
に
は
'
ナ
レ
ン
下
ラ
･
ヂ
プ
ア
'
ユ
ー

セ
フ
･
メ
-
ラ
リ
ィ
､
ア
ソ
カ

･
メ
ー
タ
､
ラ
ム
･
マ
ノ
ア
ー
ル
･
p

と
ア
'
J,)
ヌ
ー

･
マ
サ

ニ
ー
な
ど
'
後
年
の
イ
ン
ド
社
命
蓑
の
指
導
者

た
ち
の
名
前
が
み
え
､
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
五
月
十
七
日
に
パ
下
ナ
で

さ
い
し
上
の
全
イ
ン
ド
委
員
骨
を
開
き
'
そ
の
後
各
州
に
支
部
を
つ
-

っ
た
が
へ
ネ
ル
ー
は
こ
れ
に
参
加
し
て
い
な
い
｡

参
加
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
-
'
骨
諸
派
の
全
イ
ン
ド
委
員
骨
は
'

こ
ん
ど
は
こ
の
よ
う
な
社
食
主
義
勢
力
の
結
集
に
た
い
し
て
'｢
私
有
財

産
の
没
収
や
階
級
斗
事
の
必
要
に
つ
い
て
ル
ー
ズ
に
話
し
合
う
こ
と
を

禁
ず
る
｣
と
い
う
決
謎
を
採
摸
し
'
社
食
主
義
は
骨
譲
渡
の
信
保
で
あ

る
非
暴
力
に
反
す
る
t
と
い
う
見
解
を
と
っ
た
｡
骨
譲
渡
主
流
は
'
依

然
と
し
て
民
族
主
義
勢
力
で
固
め
ら
れ
､
社
食
主
発
着
を
締
め
出
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
｡

合
議
派
首
脳
部
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
力
関
係
は
､

一
九
三
六
年
に

な

っ
て
も
大
し
て
襲

っ
て
い
な
か
っ
た
.
例
え
ば
常
時
骨
謙
派
生
イ
ン

ド
委
員
合
の
十
五
人
の
委
員
の
う
ち
'
十
人
は
保
守
派
の
民
族
主
義
者

で

あ
り
'社
食
主
義
者
は
ナ
レ
ン
下
ラ
･ヂ
グ
ァ
､
'･,h
ヤ
ヤ
プ
ラ
カ
シ
ュ
･

ナ
ラ
イ
ン
'
ア
チ

ュ
-
･L
･
バ
･L
ワ
-
ル
ダ

ン
の
三
人
で
'
ネ
ル
ー
は

こ
の
少
数
派
に
同
調
し
､
い
ま

一
人
の
急
進
的
革
新
源
チ
ャ
ン
ド
ラ
･

ボ
ー
ス
は
獄
中
に
あ
っ
た
｡

イ

ン
ド籾
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
我
と
社
食
主
義

の
問
題

(
坂

本
)
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四
四

し
た
が

っ
て
､

こ
の
よ
う
な
勢
力
分
布
の
も
と
で
'
食
詰
派
の
安
住

あ
る
指
導
者
と
し
て
豪
富
す
る
と
き
は
､
ネ
ル
ー
の
社
食
主
義
も
'
き

わ
め
で
憐
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
｡

｢
今
日
'
骨
譲
渡
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
完
全
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立

場
に
立
ち
､
民
主
主
義
閥
豪

の
た
め
に
た
た
か

っ
て
い
る
の
で
あ

っ

て
'
社
食
主
義
園
豪

の
た
め
に
た
た
か

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
.
そ

れ
は
反
帝
国
主
義
で
あ
り
'
そ
し
て
'
政
治
的

･
経
済
的
構
造
の
大

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

き
な
変
革
の
た
め
に
努
力
す
る
｡
わ
た
し
は
事
蟹
の
論
理
的
な
蟹
展

ヽ
ヽ

が
社
食
主
義

へ
と
す
す
ん
で
い
-
こ
と
を
望
む
.
そ
れ
が
イ
ン
下
の

経
済
的
病
弊
に
と

っ
て
の
唯

1
の
療
津
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら

(2
)

で
あ
る
｣

こ
れ
が
'
さ
き
に
述
べ
た
ス
ペ
イ
ン
内
乱
後
へ｢
イ
ン
ド
の
あ
ら
ゆ
る

進
歩
的
勢
力
の
統

一
戦
線
｣
を
訴
え
る
直
前
の
ネ
ル
ー
の
封
円
的
な
姿

勢
で
あ

っ
た
｡

な
ぜ
'
ネ
ル
ー
は
社
食
主
義
を

｢
生
き
た
信
保
｣
と
し
な
が
ら
､
融

合
茂
に
参
加
し
な
か
っ
た
か
｡
合
議
淡
の
経
韓
的
綱
領
が
易
い
こ
と
を

知
り
な
が
ら
'
そ
れ
を
批
判
す
る
勢
力
の
結
集
に
直
接
参
加
し
な
か
っ

た
か
｡
｢
そ
れ
は
民
族
猫
立
を
第

1
義
と
し
､
民
族
主
義
を
社
食
主
義
よ

り
優
位
に
お
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
ら
｣
と
い
う
の
が
へ
従
衆
の
許

債
で
あ
り
'
そ
の
こ
と
自
髄

(
植
民
地
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

特
質
)
に
関
し
て
は
異
議
は
な
S,
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
の
具

鯉
的
な
検
討
は
'
民
族
主
義
の
側
か
ら
も
'
社
食
主
義
の
側
か
ら
も
ま

だ
な
さ
れ
て
い
な
い
.
こ
こ
に
ネ
ル
-
自
身
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
の
結
合
を
掘
り
下
げ
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡

一
九
三
四
年
五
月
に
､
合
議
族
が
社
食
主
義
者
を
社
食
主
義
の
ゆ
え

に
へ
合
議
派
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
態
度
を
と
っ
た
と
き
'
ネ
ル
ー

は
社
食
選
に
屈
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
'
こ
れ
に
納
得
で
き
な
か
っ
た
.

そ
の
頃
'
ネ
ル
ー
は
カ
マ
ラ
-
夫
人
の
病
気
見
舞
の
た
め
､
監
獄
を
出

た
り
入

っ
た
り
'
ま
た
移
樽
し
た
り
､
き
わ
め
で
落
ち
つ
か
な
S,状
態

に
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
骨
謙
涯
首
脳
部
が
社
食
主
義

の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
正
常
に
了
解
も
し
な
い
で
'
た
だ
'
こ
れ
を
排
撃
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
牡
を
す
え
か
ね
'
気
痔
の
欝
屈
し
た
と
き
に
ょ
-
や
る
よ

う
に
'
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
長
文
の
手
紙
を
沓
い
た
｡
手
紙
の
さ
い
ど
の
と

こ
ろ
で
'
こ
う
聾
い
て
い
る
O

｢
････‥
社
食
主
義

の
主
値
を
と
り
あ
つ
か
う
と
き
の
い
ち
ば
ん
奇
妙

な
や
り
方
は
､
英
語
で
明
瞭
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
'
こ
の
こ
と
ば

を
ま

っ
た
-
興

っ
た
意
味
に
使
う
へ
と
い
う
こ
と
で
す
.
め
い
め
い

の
人
が
'
こ
と
ば
を
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
勝
手
に
使

っ
た
ら

思
想
の
倍
達
は
で
き
ま
せ
ん
.
自
分
は
機
関
手
だ
と
い
っ
て
い
る
人

が
､
自
分
の
敬
動
機
は
木
で
で
き
て
い
て
'雄
牛
に
索
か
せ
て
い
る
'

(3
)

と
い
っ
た
ら
機
関
手
と
い
う
こ
と
ば
の
誤
用
と
い
う
も
の
で
す
｣

こ
れ
に
た
い
す
る
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
返
事
は
'
い
か
に
も
か
れ
ら
し
い

｢安
協
的
｣
な
も
の
で
あ
る
が
､
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
精
神
的
な
シ
チ
ュ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
知
る
う
え
に
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
.



II
ー㌧
.1.

｢
･･･
･･
『
ル
ー
ズ
な
話
し
合
S,』
に
つ
い
て
の
決
議
を
冷
静
に
頭
ん

で
み
な
さ
い
.
社
食
主
義
に
つ
3,
で
は

一
言
も
い
っ
て
い
ま
せ
ん
.

社
食
主
義
者
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
最
大
の
考
慮
が
排
わ
れ
で
き
た

の
で
す
｡
か
れ
ら
の
な
か
の
或
る
者
は
'
わ
た
し
も
知

っ
て
い
ま
す
｡

か
れ
ら
の
樽
牡
に
つ
い
て
､
わ
た
し
は
何
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
か
o

た
だ
'
わ
た
し
は
か
れ
ら
が
焦

っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
ま

す
.
な
ぜ
'
焦
ら
ず
に
や
っ
で
は
な
ら
な
い
の
か
O
も
L
t
わ
た
し

が
急
い
で
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
､
わ
た
し
は
か
れ
ら
に

ち
ょ
っ
と
止
ま

っ
て
､
わ
た
し
も
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
い
っ
て
-
れ
､

と
お
願
い
す
る
だ
け
で
す
o
こ
れ
が
文
字
通
り
わ
た
し

の
態
度

で

す
｡
わ
た
し
は
社
食
主
義
の
意
味
を
僻
事
で
調
べ
て
み
ま
し
た
｡
そ

れ
は
わ
た
し
に
何
ら
新
ら
し
い
も
の
を
あ
た
え
て
-
れ
な
い
O
わ
た

し
は
定
義
を
読
ん
だ
.
そ
の
完
全
な
内
容
を
知
る
に
は
何
を
諌
め
ば

い
い
の
だ
ろ
う
か
.
わ
た
し
は

マ
サ
ニ
ー
が
わ
た
し
に
-
れ
た
本
の

う
ち

一
冊
謹
ん
で
み
た
.
今
は
ナ
レ
ン
ド
ラ
･
ヂ
グ
ァ
が
す
す
め
て

(4
)

-
れ
た
本
を
譲
む
の
に
か
か
っ
て
い
ま
す
.
-
･･･｣

ガ
ン
デ
ィ
ー
は
社
食
主
義
の
定
義
を
知
る
た
め
に
'
解
等
を
め
-

っ

た
｡
ネ
ル
ー
に
と

っ
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
､
思
想

の
新
書
で
あ
る
ば
か
り

で
な
-
'
行
為
の
新
香
で
あ
り
'
イ
ン
下
の
鮮
苔
で
あ
る
｡
ネ
ル
ー
は

ガ
ン
デ
ィ
ー
と
い
う
新
市
か
ら
'
社
食
主
義
に
つ
い
て
t
と
-
忙
社
食

主
義
と
民
族
主
義
に
つ
い
て
何
を
譲
み
と

っ
た
か
.

ガ
ン
デ
ィ
ー
は

｢
焦
る
な
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
焦

っ
た
の
は
ポ
ー
ス

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
.
焦

っ
て
'
あ
と
で
大
き
な
後
戻
り
し
た
の

は
'
ナ
ラ
ヤ
ン
か
も
し
れ
な
い
.
共
産
主
義
者
の
M
･
N
･
p
-
イ
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
.
だ
が
へ
ネ
ル
-
自
身
は
?

ガ
ン
デ
ィ
ー
は

｢自
分
も
い
っ
し

ょ
に
連
れ
て
い
け
｣
と
い
っ
て
い

る
｡
民
族
主
義
の
主
流
は
'猫
立
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
｡

で
は
'
社
食
主
義
と
瑞
立
運
動
の
関
係
は
?

こ
れ
ら
の
疑
問
に
概
括
的
に
こ
た
え
る
と
す
れ
ば
'
ま
ず

1
九
三
七

年
の

州
遵
奉
の
闘
尊
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
へ

l
つ
の
イ
ン
T
t
自
分
た

ち
の
イ
ン
ド
､
外
囲
に
支
配
さ
れ
な
い
イ
ン
ド
の
発
現
を
ネ

ル
I
は
第

一
義
と
し
た
｡
ネ
ル
ー
は
民
族
主
義
の
主
流
を
守
り
'
固
め
て
骨
法
派

社
食
蕊
に
走
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.

し
か
し
､
民
族
猫
立
の
た
め
に
も
'
社
食
主
義
は
必
要
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
猫
立
の
新
ら
し
い
草
ぶ
-
ろ
に
､
新
ら
し
い
内
容
を
盛
る
も
の

と
し
て
必
要
た

っ
た
の
で
は
な
い
.

1
見
'
そ
う
み
え
る
L
t
青
年
た

ち
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た
が
､
む
し
ろ
'
盲
S,
革
ぶ

-
ろ
が
破
れ
な
い
た
め
'
璃
立
の
目
榛
と
し
て
'
理
想
と
し
て
必
要
で

あ
っ
た
｡
そ
の
日
棟
も
理
想
も
'
食
譲
渡
と
い
う
民
族
猫
立
運
動
の
主

値
を
離
れ
て
の
も
の
で
は
な
-
'
骨
護
派
と
し
て
の
目
棟
と
理
想
で
あ

っ
た
.
こ
の
鮎
で
'
ネ
ル
ー
は
'
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
多
-
の
距
離
や
帝
離

が
あ
り
そ
う
で
い
て
'
か
え
っ
て
き
わ
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
｡
｢
一

歩
だ
け
で
十
分
だ
｣
と
S,ぅ
､
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
哲
笹
を
丁ネ
ル
ー
は
理
解

で
き
た
の
で
あ
る
.
そ
の

1
歩
は
現
蟹
的
'
理
想
的
に
も
へ
た
し
か
に

__ ｣

イ

ン
ド掬
立
以
前
及
び
以
後
に
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義

の
問
題

(
坂

本
)

四
五
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本
)

四
六

重
大
な
変
革
の
一
歩
で
あ
る
こ
と
を
'
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
同
じ
ょ
う
に
'

イ
ン
ド
各
地
を
-
ま
な
-
歩
き
'
民
衆
に
直
接
接
解
す
る
こ
と
か
ら
､

(5
)

ネ
ル
ー
は
身
に
つ
け
た
の
で

あ

る
｡

骨
譲
渡
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
'
こ
の
政
基
に
披
き
難
い
コ
､､J
d
ナ

リ
ズ
ム
を
打
破
す
る
に
も
､
社
食
主
義
が
必
要
で
あ

っ
た
.
貧
困
や
搾

取
の
前
に
は
'
ヒ
ン
下
ウ
-
教
徒
や
同
教
徒
や
シ
ー
ク
教
徒
や
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
の

｢
置
別
｣
は
な
か
っ
た
O
｢
経
鋳
問
題
が
'
あ
ら
ゆ
る
宗
教
グ

ル
ー
プ
に
影
響
し
'
コ
ミ
ュ
ナ
ル
な
境
界
を
た
ち
切

っ
た
｣
と
こ
ろ
に
'

い
っ
さ
い
の
コ
JJJ
d
ナ
ル
な
間
鞄
の
解
決
が
あ
り
'
そ
れ
が
狗
立
遊
動

の
庚
汎
な
地
盤
に
な
る
｡

さ
ら
に
ま
た
'
イ
ン
下
の
自
由

へ
の
闘
争
を
'
国
際
的
な
闘
率
の

1

環
と
す
る
た
め
に
も
'
社
食
主
義
は
必
要
で
あ
っ
た
o
社
食
主
義
だ
け

が
'
こ
の
ゆ
た
か
な
展
望
を
あ
た
え
て
-
れ
る
の
た
.

青
年
を
は
じ
め
'
農
民
そ
の
他
の
庚
汎
な
民
衆
を
啓
蒙
す
る
た
め
に

も
'
社
食
主
義
は
必
要
で
あ

っ
た
.
社
食
重
義

(
の
理
想
)
を
怖
れ
な
い

こ
と
は
'
イ
ギ
リ
ス
を
恐
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
'
帝
国
主
義
を
怖
れ
な

い
こ
と
で
あ

っ
た
.

か
つ
て
は
'
イ
ン
下
の
民
族
的
倖
銃
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
よ

っ
て
'

イ
ギ
リ
ス
に
捗
抗
し
て
い
-
方
法
が
行
わ
れ
た
.

ベ
ン
ガ
ル
を
中
心
に

し
て
吹
き
荒
れ
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
恐
怖

へ
の

一
種
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
.
社
食
主
義
は
'
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は

な
-
'
理
論
と
行
動
の
む
す
ぴ
つ
き
を
重
税
す
る
｡
ネ
ル
ー
に
と
っ
て
'

社
食
主
義
は

｢
個
人
的
自
由
と
計
芸
的
な
経
済
秩
序
の
方
程
式
｣
で
も

(6
)

あ

っ
た
｡

要
す
る
に
､
ネ
ル
ー
は
社
食
主
義
の
理
想
と
目
棟
を
も
ち
こ
む
こ
と

に
よ

っ
て
'
民
族
猫
立
運
動
が
保
守

･
反
動
の
民
族
主
義
者
'

コ
､JJ
^

ナ
リ
ス
･L
の
手
に
わ
た
る
こ
と
を
硯
安
的
忙
防
ぎ
､
そ
の
よ
う
な
潮
流

(7
)

と
た
た
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

す
で
に
早
-
ネ
ル
ー
は
､

l
九
二
八
年
十
二
月
に
'
ボ
ン
ベ
イ
州
の

青
年
食
詰
で
'
き
わ
め
で
注
目
す
べ
き
演
説
を
し
て
い
る
0

｢
わ
れ
わ
れ
は
理
想
に
ア
ブ
p
-
チ
す
る
ま
え
に
'
政
治
的
と
社
食

的
'
二
つ
の
反
封
物
に
う
ち
充
た
ね
ば
な
ら
な
い
o
わ
れ
わ
れ
は
外

国
の
支
配
者
と
イ
ン
ド
の
社
食
的
反
動
着
流
に
勝
た
ね
ば
な
ら
な
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
エキ
ス
ツ
レ
ミ
スト
ヽ
ヽ
ヽ

の
で
あ
る
｡
過
去
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
政
治

的

過

激

主

義

が
と
き

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
モ
デ
レ
ー
ト

ヽ
ヽ
ヽ

に
社
食
問
題
に
つ
い
て
は
反
動
で
あ
り
'
政
治
的

相

和

主

義
が
社
食

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

的
に
は
も

っ
と
進
歩
的
で
あ

っ
た
t
と
い
う
奇
妙
な
現
象
を
み
て
き

ヽた
｡
し
か
し
'
園
豪
の
政
治
的
生
活
を
社
食
的
な
ら
び
に
経
済
的
生

活
か
ら
ひ
き
離
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
諸
君
は
た
だ

l
部
分
だ

け
を
虞
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
社
骨
組
織
を
救
鋳
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
.
･･････し
た
が

っ
て
諸
君
の
政
治
的
な
ら
び
に
社
食
的
哲
笹
は

一
つ
の
完
全
な
仝
髄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
民
族
活
動
の
あ
ら
ゆ
る

(8
)

部
門
を
抱
托
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣

そ
の
よ
う
な

1
つ
の
完
全
な
全
健
'
イ
ン
ド
国
民
の
政
治
的
生
活
だ

け
で
な
-
､
社
食
的

･
経
蹄
的
生
活
を
等
-
理
想
と
し
て
､
社
食
主
義



ぼ
把
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
6

｢
今
日
お
よ
び
明
日
の
イ
ン
下
｣
(邦
評
｢現
代
イ
ゾ
ド
｣)
の
著
者
が
､

テ
ィ
ラ
ク
を
論
じ
て
'｢
イ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
的
過
激
主
義
と
敢
食
的

(9
)

反
動
の
不
幸
な
結

合
｣

を
指
摘
し
て
い
る
の
を
み
て
､
わ
た
し
は
そ
の

桐
眼
に
お
ど
ろ
S,
た
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
こ
の
苔
の
原
本

｢
今
日
の

イ
ン
ド
｣
(英
国
版

一
九
四
〇
年
､
イ
ン
ド
版

1
九
四
七
年
)
が
書
か
れ
る
十

四
へ
五
年
前
に
す
で
に
ネ

ル
ー
が
気
づ
き
'
健
験
し
'指
摘
し
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
｡
こ
ん
ど
は
ネ
ル
ー
の
桐
眼
に
こ
そ
お
ど
ろ
か
ね
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
｡

同
じ
-

｢
イ
ン
ド
｣
の
著
者
が
指
摘
し
た
､

一
九

〇
五
年
の
闘
争
段

階
に
お
け
る

｢
経
済
ポ
イ
コ
ッ
･L
｣
と
い
う
武
器
に

よ
っ
て
象
徴
さ
れ

(10
)

る
イ
ン
T
民
族
運
動
の

｢
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
｣
も
､
ネ
ル
ー
が
赦
食

主
義
を
提
唱
し
た
と
き
に
は
'
た
ち
ま
ち
鋭
い
反
磯
を
み
せ
る
腹
ど
に

｢
成
長
｣
し
て
い
た
｡
ネ
ル
ー
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
社
食

主
義
を
提
唱
し
た
と
き
'
タ
タ
財
閥
の
A
･
D

･
シ
ュ
p
ッ
フ
が
既
成

勢
力
を
代
表
し
て
反
撃
し
た
｡
ネ
ル
ー
は
こ
の
挑
戦

を
う
け

て
立
っ

た
｡｢

社
食
は
徐

々
に
で
は
あ
る
が
'
社
食
主
義
に
向
い
つ
つ
あ
る
.
シ

ュ
ロ
ッ
フ
氏
と
そ
の

t
蕊
が
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
と

も
か
-
､
現
在

の
事
態
は
'
も
し
急
速
な
進
化
が
な
け
れ
ば
'
疑
い

(ll
)

な
-
革
命
が
や

っ
て
-
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

｣

急
速
な
進
化
乃
至
は
進
化
の
ス
ピ
ー
ド

･
ア
ッ
プ
を
い
う
と
き
'
ネ

ル
ー
の
社
食
主
義
は
'
そ
れ
こ
そ
疑
い
な
-
イ
ギ
リ
ス
労
働
誰
の
社
食

主
義
と
の
い
ち
じ
る
L
S,親
近
性
を
示
す
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
別
の

機
食
に
論
じ
た
S,.

と
も
か
-
'
合
議
派
の
立
場
か
ら
進
歩
的
民
族
主
義
者
の
理
想
あ
る

い
は
目
棟
と
し
て
か
か
け
た
社
食
主
義
を
､猫
立
発
現
後
に
お
い
て
は
へ

イ
ン
ド
的
立
場
か
ら
'
そ
し
て
為
政
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
鮮
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
-
な

っ
た
'
と
い
う
の
が
現
在
の
ネ
ル
-
首
相
の
立
場

で
あ
る
｡
ネ
ル
-
首
相
は
そ
れ
を

｢
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
一
つ
の
段
階

に
到
達
し
た
と
こ
ろ
｣
に
起

っ
た
間
蔵
と
し
て
'｢
純
粋
な
､
中
間
階
級

的
な
ナ
シ
m
ナ
リ
ズ
ム
｣
と
直
別
す
る
た
め
の

｢
社
食
的
内
容
｣
で
あ

(12
)

る
へ
と
も
い
っ
て
い
る
0

イ
ン
.J
･猫
立
の
前
後

に
わ
た

っ
て
'
ネ
ル
ー
の
社
食
主
義
の
資
質
を

探
究
L
t
批
判
す
る
こ
と
は
こ
ん
ど
の
重
要
な
課
超
で
あ
ろ
う
0
少
-

と
も
民
族
資
本
の
思
想
的
反
映
す
な
わ
ち
民
族
主
義
､
あ
る
い
は
民
族

主
義
す
な
わ
ち
反
植
民
地
主
義
と
い
う
よ
う
に
'
い
わ
ば
基
本
原
則
の

理
解
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
聞
蔵
を
さ
ら
に
細
部
に
わ
た

っ
て
検
討
し
'

掘
り
下
げ
､
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
O

民
主
主
義
と
社
食
主
義
を
イ
ン
'J･民
族
主
義
の
線
上
の
間
髄
と
し
て

と
り
あ
げ
た
の
も
へ
そ
の
必
要
性
を
異
能
的
に
示
し
た
か
っ
た
か
ら
に

性
か
な
ら
な
い
｡
(
五
八
･
四
･
)
〓
)

1

B
r
i
gh
tL
.
S
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bi
d

.

p

1

7

3.

2

M

o
ra
es〉

F
.
.
i
b
id
.

p

.

2

6

)

.

__ ｣

イ

ン
ド
掬
立
以
前
及
び
以
後
忙
お
け
る
民
主
主
義
と
社
食
主
義
の
問
題

(坂

本
)

四
七



イ

ン
ド
狗
立
以
前
及
び
以
後
に
お
け
る
民
主
主
我
と
赦
せ
主
義

の
問
題

(
坂

本
)

3
'
4

M
oraes.F
.､
ibfd
p
p
.

240-24).

5

現
安
的
な
理
想
と

し
て
の

社

食
主
鶴
を
い
う
と
き
へ

い
ま

1
人
迎
想
き

れ
る
の
は
､
イ
ン
ド
南
部
の
共
産
州
ケ
ラ
ラ
の
首
相
ナ
ム
プ
ー
デ
ィ
リ
バ

ー
ド
で
あ
る
｡
か
れ
は

一
九
三
〇
年
代
の
牛
K
は
ケ
ラ
ラ
の
食

誇
派
啓
妃

で
あ
り
､
の
ち
忙
骨
故
紙
社
食

集
(
支
部
)

の
創
立
者
忙
な
り
へ
や
が
て

1
九
四
〇
年
代
の
は
じ
め
共
産
朱
と
敢
骨
太
の
協
力
が
は
じ
ま
る
や
'
ケ

ラ
ラ
の
せ
議
派
社
食
萩
を
そ
の
ま
ま
ケ
ラ
ラ
共
産
兼
忙
樽
換
し
た
｡
そ
し

て
､
い
ま
共
産
主
義
を
理
想
と
し
て
か
か
げ
な
が
ら
イ

ン
ド
漆
港
下
で
の

民
主
主
義

･
社
食
主
強
の
焚
現
忙
努
力
し
て
い
る
｡
こ
こ
忙

一
九
二
〇
年

代
の
経
か
ら
三
〇
年
代
牛

へ
か
け
て
の
ネ
ル
ー
の
立
場
と

の相
似
を

考
え

る
こ
と
も
必
ず

し
も
超
論
理
的
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
｡

6

あ
ま
り
に

｢
傭
り
｣
す
ぎ
た
の
か
､
共
産
主
義
者

の
ロ
ー

イ
は
､
の
ち

忙
韓
向
し
て

｢
ラ
ジ
カ
ル
･
7
ユ
ー
マ
ニ
ス
ト
｣
と
な
り
へ

そ
の
連
動
も

展
開
し
た
が
､
か
れ
ら
の
映
じ

る
L
が

｢
理
性
｣
と

｢
個
人
の
自
由
L
K

丑
鮎
を
お
い
て
い
る
の
は
､
日
本
の
碑
向
者
の
一
派
が

｢
安
感
｣
を
重
蔵

し
た
の
と
封
周
的
で
あ
る
｡

7

骨
議
決
全
イ
ン
ド
凄
見
せ
の
保
守
ブ

ロ
ッ
ク

の
首
脳
が

グ
丁
ラ
ッ
パ

イ

･
.ハ
テ
ル
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
洩
り
で
あ
ろ
｡

8

B
righ
tV
1
.
S
..
i.b
id
.
p
p
.
8
0
-
8
1.

9

大

形

孝

平
課

｢現
代
イ

ン
ド
｣
1

四
八
貫
｡
In
dia,
T
o
d
a
y
a
n
d
T
o
･

m
o
rro
w
,p
.
1
251

1
0

同
1
五
1
貢

.

I.b

id
.
p
.
1
2

7
.

E
B
righ

t.
J.
S
..
ib
id
.
p
.
)
0
4
.

12

テ
ィ
ポ

ー

ル
･
メ
ソ
デ

･
大

山
簡

｢
ネ
ル
ー
は
主
張
す
る
｣
八
二
貢
｡

｢侍
統
文
化
研
究
所
｣
:nstitute
of
T
rad
itional

c
u
ttu
r
e
s

の
設
立

1
九
五

l
年

に
ニ
ュ
ー

デ
ヮ
I
で
開
催
さ
れ
た

U
N
E

SC
O
の
昏
隣
の

席
上
､
東
南
ア
ジ
ア
の
二
葉
化
に
伴

っ
て
民
衆
の
停
統
文
化

が
挺
迫
さ
れ
る

こ
と
が
問
題
と
さ
れ
､
そ
の
俸
統
文
化
の
現
状
を
調
査
す
る
た
め
に

1
九
五

四
年
に
モ
ソ
テ
ヴ
ィ
デ
オ
で
開
か
れ
た
U
N
E
S
C
O
の
絶
食
で
'
凍
南
ア
ジ
ア

の
韓
民
族
の

鉄
骨
に
於
け
る
文
化
生
活
の
研
究
討
論
磯
鵬
の
設
置
が
東
証
さ

れ
た
o
こ
の
決
熊
に
琴
つ
き
'
1
九
五
七
年
三
月

-
日
に
U
N
E
S
C
O
の
援
助

の
下
に
'

マ
ド
ラ

ス大
草
に
｢倖
統
文
化
研
究
所
｣
が
襲
足
す
る
に
至
っ
た
.

E
X
E
C
U
T
ZV
E
C
O
M
M
IT
T
E
E

P
resid
cn
t
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S
ir

A
I
L

M
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V
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h
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r
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th
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U
n
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M
em
b
e

rs
:
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ro
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R
.
B
a
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k
rish
n
a

P
r
o

f.
K
I
K
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P
iニ
ay

P
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f
.
K

I

A

.

N

i
)
a
k
a

n
ta

Sa
stri
(E
2;･0
JJict.0
)

S
e
c
r
e
tar
y

a
n
d
T

r
e
a
s
u
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:
P
ro
f.
R
.

B
h
a
s
k
a
ran

S
T

A

F
F

D
ire
c
to
r
‥
K
.
A
I
N
ita
k
a

n
ta
Sa
strl

R
e
se
a
rch
F
e
tIo
w

:
S
ri
P
.
S.
V
e
n
k
a
ta
su
b
h
a
R
a
o

最
近
そ
の
B
u
tletin

が
出
版

さ
れ
た
が
'
本
誌
八
四
貢
記
僻

の
論
文

･

リ
ボ
-
,L
の
ほ
か
に
､
東
南
ア
ジ
ア
に
関
し
て
､
文
献
日
銀
､
研
究
所

･
研

究
者

･
蛮
術
家
の
紹
介
､
展
党
骨
の
記
事
を
耕
せ
'
苧
り
に
民
袈
晶
､
郷
土

舞
踊
に
閲
し
て
も
紹
介
が
あ
-
､
研
究
者
に
稗
益
す
る
と

ころ
が
多
い
.
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■■用

駅

りlウ･サンハーラ

カ

ル
カ

ッ
タ
花
暦

と

カ
ー
リ
ダ

ー
サ

の

『季
節
集
』

槍

山

元

三

郎

私
が
カ
ル
カ
ッ
タ
の
イ
ン
ド
統
計
研
究
所
に
招
か
れ
た
の
は

1
九
五

二

五
二
､
五
三
年
の
三
岡
で
あ
る
が
､
ほ
ぼ

l
年
続
け
て
滞
在
し
た

の
は
最
後
の
時
だ
け
で
あ
る
｡
わ
が
国
の
大
拳
や
研
究
所
で
は
'

一
週

に
十
時
間
も
講
義
を
も
た
せ
た
り
'
研
究
用
囲
書
購
入
費
や
拳
骨
出
張

費
を
捻
り
だ
す
た
め
に
ア
ル
.ハ
イ
rL
ま
で
さ
せ
る
こ
と
は
あ
た
り
ま
え

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
'
イ
ン
ド
で
は
新
興
国
に
ふ
さ
わ
し
-
'
官

公
立
研
究
所
の
人
々
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
で
'
私
は
研
究
の
徐
暇
と

給
輿
の
飴
り
と
を
'

専
ら
イ
ン
下
を
日
本
に
祐
介
す
る
た
め
に
辞
す
こ

と
に
し
た
｡

そ
の

l
つ
と
し
て
'
イ
ン
下
の
植
物
を
で
き
る
だ
け
カ
ラ
ー
馬
具
に

撮
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
｡
も
と
も
と
イ
ン
ド
統
計
研
究
所

に
招
か
れ

た
の
は
､
生
物
測
定
畢
部
を
創
設
す
る
た
め
で
､
部
の
一
つ
の
仕
事
と

し
て
植
物
の
有
数
成
分
の
生
物
拳
的
検
定
法
を
考
え
て
い
た
か
ら
'
篤

農
を
撮
る
磯
骨
に
は
凄
ま
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
僅
か

l
年
の
滞
在
で

カ

ル
カ

ッ
タ
花

暦

と

カ
ー
サ
ダ
ー

サ

の

『
季
節
集
』
(
村

山
)

あ
る
か
ら
'
花
期
を
見
逃
す
と
も
う
寛
す
横
合
は
な
い
o
そ
れ
で
'
ま

ず
集
め
ら
れ
る
だ
け
の
寄
物
を
調
べ
､
土
地
の
花
好
き
の
人
た
ち
に
も

尋
ね
て
､
花
暦
を
作
り
待
機
す
る
こ
と
に
し
た
.
こ
こ
に
お
眼
に
か
け

る
の
は
､
そ
れ
を
整
理
し
直
し
た
も
の
で
､
克
虞
に
撮
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
が
へ
特
色
あ
る
も
の
も
若
干
加
え
て
あ
る
｡
そ
の
年
面
へ
七

襲
化
へ
イ
カ
ダ
カ
ズ
ラ
'
俳
桑
華
の
よ
う
に
あ
ま
り
見
慣
れ
て
3,
た
た

め
､
あ
る
い
は
グ
ァ
ン
ダ
､
ウ
リ
バ
･
ロ

ー
レ
ル
カ
ズ
ラ
'
チ
ョ
ウ
マ

メ
の
よ
う
に
何
度
も
同
じ
場
所
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
た

め
､
花
期
を
明
確
に
記
録
で
き
な
か

っ
た
も
の
が
'
二
百
柾
ば
か
り
披

け
て
い
る
O
苦
労
し
た
の
は
名
前
と
安
物
と
の
同
定
で
'
同
じ
植
物
が

異
な

っ
た
ベ
ン
ガ
ル
語
で
呼
ば
れ
て
S,た
り
'
逆
に
同
じ
ベ
ン
ガ
ル
語

で
臭

っ
た
植
物
を
さ
し
て
い
た
り
し
た
.
例
え
ば
'
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
吹

き
'
同
じ
-
オ
rL
ギ
リ
ソ
ー
科
の

O
ch
roc
arp
u
s
lon
g
ifo
tiu
s
も
ナ

グ
ケ
シ
ャ
ル
あ
る
い
は
ナ
ゲ
シ
ュ
ワ

ル
と
い
う
が
､
花
は
｢花
暦

｣
の
中

四
九



カ
ル
カ
ッ
タ
花
暦
と
カ
ー

リ
ダ
ー
サ
の
『
季
節
集
』

(村
山
)

に
記
さ
れ
る

M
esua
ferrea
の
方
が
よ
-
匂
い
美
し
い
o

l
番
迷
わ
さ

れ
た
の
は
'

植
物
笹
の
大
畢
院
を
出
た
人
が
し
ば
し
ば
間
違

っ
た
名
前

を
教
え
て
-
れ
た
時
で
あ
る
.
こ
れ
ら
は
固
鑑
や
F
.=
物
で
訂
正
し
た
.

植
物
成
分
に
つ
い
て
関
心
の
あ

っ
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
粘

っ
た
が
'

併
典
や
兜
文
拳
で
知

っ
て
い
た
も
の
も
調
べ
て
掠

っ
た
o
例
え
ば
､
Ⅰ

ア
'
カ

の
春
の
部
の
六
番
目

C
a
t
otro
pi
sgi
ga
n
ta
は

阿

羅

歌

(ark
a･
白
花
)

で
あ
る
｡
花
も
菜
も
部
厚

い
感
じ
の
も
の
で
'
路
傍
に
い
-
ら
で
も
吹

い
て
い
る
｡
白
花
は
む
し
ろ
珍
ら
し
-
'
紫
色
が
か

っ
た
花
の
も
の
が

多
い
｡
仕
事
を
終
え
て
郎
る
労
働
瀞
や
遊
民
が
折

っ
て
い
る
の
を
見

か
け
た
こ
と
も
あ
る
｡
そ
の
乳
汁
が
筋
肉
痛
を
和
ら
げ
る
の
で
あ
る
｡

十
三
番
目
の

M
i
mu
so
p
s

e
le
n
gi

は
死
語

の
グ
ア
ク

ラ
v
a
k
ula

あ
る
い
は

b
a
k
u
ta
で
'
語
頭

の
Ⅴ
が
ベ
ン
ガ
ル
靴
り
で
B
に
変

わ

り
'

短
母
音
の
A
は

0
忙
近
-
蟹
膏
さ
れ
'
語
尾
の
母
音
が
渦
え
､
ベ
ン
ガ

ケ
-
シ十
ヲ

マ
ダ
ナ

ル
で
は
ボ
ク
ル
と
い
わ
れ
る
｡
計

沙

羅

(k
eSara)
あ
る
い
は
摩

陀

邪

(m
ad
a
n
a)
と

ら

s,
ぅ
｡
廿
六
番
目

A
zadi
r
a
k
t

a
in
d
i
ca
は
生
薬
で

Irンパ

名
高
い
粁
婆

(n
iヨ
b
a)
､
最
後
か
ら
二

番
目
の
M
ic
h
e
lia
c
a
m

pa
lハa

は
'
モ
ク
レ
ン

の
花

び
ら
を
細
長
-
し
て
蒋
黄
色

に
染

め
た

よ
う
な
花

チ
十
ン.(カ

カ
ダ
ン

の
吹
-

股

葡

樹

(cam
p
ak
a
金
色
花
樹
)
'
Ⅱ
の
夏
の
部
の
最
初
は

迦

生

メ婆

(k
ad
am
b
a)'
Ⅶ
の
寒
の
部
の
五
番
目

Sa
-ヨ
a
ニ
a
m
a
-a
b
a
ric
a
は

シ
十
-

見
赤

な
ツ
バ
キ
の
花
を
五
倍
-
ら
い
に
凍

大
し
た
感
じ
の
花
の
吠
-

令

ル
マ
リ

.ハ
ン
十

摩

利

(

芭
m
ati･

班

枝

花

)

'
十
番
目
の

M
a
n
gif
er
a
ind
i
ca
は
遠
目
に

7
モ
ク

は
粟
の
花
に
似
た
花

の
吠
-

奄

没

羅

樹
(
am
ra)､
'
十
二

番目
の
パ
ラ

五

〇

ア
シ
■
-
め

シ
ュ
(B
u
tea
fron
do
sa)
は
館
叔
迦
樹

(kirhSuka)'
つ
ぎ
は

無

憂

輩

マンターヲ

(a
抑ok
a)
'

十
四

番
目

E
ry
th
rina
in
d
ic
a
は

農

陀

薙

輩

(m
an
d
ara
.

バ
ー
リ
ジ十-タ

m
a
n
da
raka)
あ
る
い
は

波

利

質

多

梯
(p
a
rijata)
で
'
大
豆
そ
っ
-

り

の
葉
を

持
っ
て
い
る
.
最
後
の

A
rtoca
r
pu
s
inte
g
ra
は
で
き
た
て

バ
ナ
シ
十

の
餅
を
蒋
-
黄
粉
で
ま
ぶ
し
て
つ
め

た
袋
の
よ
う
な
蟹
の
な
る
波
邦
沙

棉

(p
ap.aSa)
で
あ
る
.
こ
の
花
は
日
だ
た
な
い
の
で
直
ぐ
蟹
が
な
る
よ

ぅ
に
見
え
る
｡
中
国
お
よ
び
わ
が
国
で
は
波
羅
賓
樹
と
S,ぅ
｡

｢
花
暦
｣
を
作
り
上
げ
て
か
ら
､
カ
ー
リ
ダ

ー
サ

の

『
季
節
雑
』

(木
村
秀
雄
評
､
昭
和
二
二
年
秋
田
産
刊
行
)
を
読
み
直
し
て
み
た
.
籍

一

章
第
廿
四
詩
に
現
わ
れ
る

『
紅
藍
清
さ
シ
ン
ド
ゥ
-
ラ
』
が
何
か
同
定

で
き
な
い
が

(
モ
ニ
エ
ル
焚
英
酔
興
に
挙
げ
て
あ
る
よ
う
な
花
は
見
潜
ら
な

か
っ
た
)
､
敢
後
の
第
廿
八
詩
に
現
わ
れ
る
.ハ
-
タ
ラ
-

(
pa
tala)
は
ア

ブ
ア
ミ
テ
ィ
ジ
ア
カ
と
し
て
用
い
ら
れ
る

S
te
re
osp
ernum
s
ua
ve
･

O-eus
(
セ
ン
ダ
ソ
キ
サ
サ
ゲ
屈
)
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
｡
こ

の
花

は
詩

の
第
五
茸
寒
の
部
の
第
十
三
詩
に
も
現
わ
れ
'
こ
こ
で
詫
者
は

『
淡
紅

蓮
』
を
あ
て
て
い
る
が
'
キ
ル
テ
ィ
カ
ル
と
バ
ス

の
記
載
(ln
d
ia
n
M
e･

d
icin
at
P
lan
ts.
b
y
K
.A
.

K
irtik
a
r
a
n
d
B
.
D
.
B
asu.
A
tlah
ab
ad
L9
)8
.)

に
よ
る
と
､
花

の
色
は
深
紅
あ
る
い
は
紫
と
あ
る
の

で
'
詩
語
は
ピ

ッ

ク
リ
と
し
な
い
よ
う
で
あ
る
.
も

っ
と
も
安
物
を
見
逃
し
た
の
で
､
確

定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
.

い
か
ナ
与

第
二
章
雨
期
の
第
十
七
詩
に
『
雷

鳴

に

咲
-
花
カ
ダ
ン
パ
』
が
現
わ

れ
､
花
暦
と
合

っ
て
S,
る
O
大
き
な
粟
の
S,
が
の
よ
う
に
並
ん
だ
樺
山



の
黄
緑

の
花
か
ら

『
甘
い
花

の
香
』
が
吹
き
よ
せ
て
-
る
と
い
う
表
現

は
'
雨
上
り
の
あ
る
日
'
林
の
中
で
そ
の
香
り
か
ら
こ
の
花

の
吹
い
て

い
る
こ
と
を
知

っ
た
想
い
出
が
あ
る
の
で
'
詩
は
蟹
感
と
し
て
受
け
と

れ
る
.
そ
の
横
元
に
ヤ
ブ

コ
-
ジ
科
の
樫
色
の
花

Ja
cq
u
in
e
s
ru
sti-

f
o)i
a
を
見
つ
け
た
.
そ
の
収
束
性
の
あ
る
匂
い
は
球
音

び
を
感

じ
さ

せ
た
.
虞
似

の
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
香
水
デ
ィ
オ

ー
ル
を
昨
年
喋
い
だ
と
き
､
そ
の
匂
い
の
中
に
こ
の
花
の
香
り
を
連
想

n
Jせ
る
も
の
が
あ

っ
た
が
､
偶
然
の
結
び
つ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
第
廿
四

詩
に

『
花
ジ
ャ
ス
ミ
ン
を
結

い
ま
ぜ
し
､
青
書
バ
ク
ラ
の
花
飾
り
』
と

あ
る
.
三
月
か
ら
咲
き
は
じ
め
る
.ハ
ク
ラ
の
花
は
五
回

硬
甥

の
大

き

さ
で
'
な
か
ば
開
い
た
ム
ギ
ワ
ラ
ギ
ク
の
よ
う
に
'
花
び
ら
は
躍
山
あ

る
O
花
は
虞
白
で
'
香
り
は
高
い
o
樹
上
に
あ
る
と
き
は
'
花
び
ら
の

根
元
の
方
は
育
味
す
な
わ
ち
弗
線
色
を
帯
び
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
地

上
に
落
ち
る
と
間
も
な
-
ツ
バ
キ
の
花

の
よ
う
に
茶
褐
色
に
轡
わ
る
｡

〔編
娼
考
証
〕

原
文
に
は

『
青
い
』
と
い
う
形
容
詞
に
あ
た
る
譜
は
な

い
.
な
か
'
『
花
ジ
ャ
ス
,,,
ソ
』
と
辞
さ
れ
た
m
alati
に
つ
い
て
は
､

彼
段
を
見
よ
｡

第
三
章
秋

に
う
つ
る
と
'
第
二
詩
に
ク
ス
マ
が
現
わ
れ
'
木
村
諸
で

は

｢
七
菓
樹
｣
と
S,ぅ
課

に
ク
ス
マ
と
振
催
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
.

第
十
三
詩
で
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
の
ク
ス
マ
を
現
在

の
ク
ス
ム
S
ch
-e･

i
ch
era
o
-
eos
a
と
す
る
と
'
こ
れ
は

S.triju
g
a
と
い
う
別
名

の
示
す

通
り
へ
一
つ
の小
枝
竺

11封
す
な
わ
ち

六
枚
の
菜
が
あ
る
.
七
英
樹
と

カ
ル
カ
ッ
タ
花
暦
と
カ
ー
り
ダ

ー

サ
の
『
季
節
集
』
(治

山
)

い
う
詩
か
ら
蔭
多
般
薙
郊

sa
p
ta
･parTTa
す
な
わ
ち

Al
Sto
n
ia
s
cho.

】
aris
(昔
の

E
ch
ites
s.
ベ
ン
ガ

ル
語
の
ch
atiヨ
)
と
考
え
ら

れ
る

が
へ

この
方
は
爽
竹

桃
科
の
他
の
花
と
同
じ

よ
う
に
花
は
上
方
で
上
向
き
に

ク
ス
マ

吹
き
､
『
森
に
七
英
樹
は
垂
れ
て
吹
き
』
と
い
う
課
と
矛
盾
す

る
.
ち

し
そ
の
細
長
い
資
が
垂
れ
る
と
い
う
な
ら
正
し
い
.
資
は
年
中
垂
れ
て

い
る
.
そ
の
花

の
花
期
は
十
月
か
ら
十
二
月
で
詩
の
季
節
に
合
う
0
ク

ス
ム
な
ら
垂
れ
る
と
い
う
と
ピ
ン
と
こ
な
い
が
､
間
違

い
で
な
い
か
も

知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
花
期
は
二
'
三
月
で
'
秋
で
は
な
い
.

〔編
雑
著
註
〕

原
文
は

S
a
pta
cch
ad
a
ih
K
u
su
m
a
b
h
a
ra
nataiす
va･

n
an
tab
.
と
あ
-
､
直
謬
す
れ
ば
『
森

の
端
は
花
(

クス
マ

)の
琵
さ
に

た
わ
む
七
英
樹

(
忙
飾
ら
れ
)
』
の
意
で
あ
る
｡
sa
p
ta･cch
ad
a
は

sap
ta
･p
arD
a
と
同
じ
で
､カ
ー
リ
ダ
ー
サ
の
他
の
作
品

に
も
見
え
る
.

第
六
詩
の
コ
-
ピ
グ
ー
ラ

(k
ovi
dara)
に
B
auhinia
v
a
rie
g
a
ta

と
註
し
て
い
ら
れ
る
が
へ
こ
れ

は
秋

に
咲
か
な
い
.
B･
p
u
rp
u
te
a
な

ら
秋
に
吠
-
｡
カ
ル
カ
ッ
タ
州
立
大
草
植
物
畢
教
皇

の
G

･
P

･
マジ

ュ
ム
ダ
ー
ル
教
授
は
'
そ
の
著

『
古
代
イ
ン
下
樹
木
考
』

(Maju
m
d
ar
･

G
I
P
.:V
a
nasp
ati.
C
atcutta
19
27
)
の
中
で
t
B
.
a
c
u
mi

n
a
ta
と
nJ
れ

て
い
る

が
'
こ
れ
な
ら
一
年
中
吹
い
て
い
る
.
こ
の
厨

の
も
の
は
廿
柾

も
あ
り
へ
も

っ
と
細
か
い
鮎
ま
で
描
か
れ
て
い
な
い
と
同
定
は
困
難
で

あ
る
.
菜
の
形
は
同
じ
仲
間

の
ハ
マ
カ
ズ
ラ
の
英
の
よ
う
に
心
臓
形
な

の
で
'
葉
の
双
子
と
い
う
意
味
で

｢
双
子
バ
ウ
ヒ
ン
｣
の
名
が
つ
い
て

い
る
｡
花
は

ハ
マ
カ
ズ
ラ
よ
り
ず

っ
と
雄
大
で
'
カ
ラ
ス
ア
ゲ

ハ
あ
る

五

一



カ
ル
カ
ッ
タ
花
暦
と
カ
ー

リ
ダ
ー

サ
の
『
季
節
集
』
(増

山
)

い
は
ウ
ス
バ
キ
チ

ョ
ウ
の
よ
う
に
美
し
い
｡
第
十

1
詩
で
カ

マ
ラ

(
ka･

m
ala)
が
蓮
で
あ
る
こ
と
は
正
し
い
が
'
同
じ
詩

の
り
･L
パ
ラ

(u
tp
a
)a)

は
水
蓮

の
仲
間
で
青
い
花
が
吹
き
へ
蓮
で
は
な
い
.
第
十
三
詩
の
ク
タ

ジ
ャ
(k
ut
aja)
は

｢
花
暦
｣
の
春
の
部

の
第
八
に
奉
げ
た

A
e
g
te
m
a
r･

m

et
os
で
'
秋
に
再
び
咲
-
こ
と
も
あ
る
.
同
じ
詩

の
ニ
ー
パ
(n
叫pa)

は
'
古
い
と
こ
ろ
で
は
R
･
シ

^
,,)
ッ
-､
教
授

の

『
イ
ン
ド
好
色
拳
考
』

(S
chm
id
t}
R
.:
B
e
itrbg
e
zu
r
ind
ische
n
E
rotik
,
L
eip
zig
190
2)
で

も

'
新
ら
し
い
と

こ
ろ

で

は

さ

き

の
マ
ジ
ュ

ム
ダ
ー
ル
教
授

の
事
物
で

も
t
N
a
u
clea
c
a
d
a
m
b
a
と
同
定
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は

｢
花
暦
｣

の
夏

の
部
の
最
後
に
記
し
た
カ
ダ

ム
と
同
じ
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､

こ
れ
ら
の
同
定
が
も
し
正
し
い
な
ら
'『
女
柵
は
ク
タ
ジ
ャ
'
カ
ダ

ン
パ
へ

ア
ル
ジ

ュ
ナ
'

ニ
ー
.ハ
去
り
』
と
い
う
旬
の
中
に
'
カ
ダ

ン
パ
が
重
複

し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
O

こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
.

〔編
媒
昔
話
〕

1
股
に

k
adam
b
a
は

A
nth
ocep
h
alu
s
cad
am
baそ

し
て

n
ip
a
は
N
auclea
k
adam
b
a
と
さ
れ
て
い
る
O
U
pad
h
yaya
-

B
h
.
S
∴
In
d
ia
in
K
alidasa.
A
l)ah
ab
ad
1947
.
p
.
37.
参
照
0

第
十
四
詩
の
シ
ェ
1
.ハ
-
リ
カ
ー

(
Seph巴
ika)は
シ
ェ
オ
リ
と
も

呼
ば
れ
､
｢花
暦
｣
で
秋
の
部
の
最
初
に

奉
げ
た

Ny

c
tanth
e
sa
rbo
r･

tristis
で
あ
る
｡
そ
の
昔
､
太
陽
神

と
愛
し
あ

っ
た

さ
る
王
女
が
間

も

な
-
見
棄
て
ら
れ
､
失
望
の
あ
ま
り
自
殺
し
た
.
彼
女
を
焼
い
た
衣
を

型
め
た
場
所
に
生
え
て
き
た
の
が
へ
こ
の
木
だ
と
い
う
.
悲
し
み
に
耐

え
ら
れ
な
い
の
で
'
夜
中
に
純
白
な
花
び
ら
と
樺
色
の
花
冠
筒
と
を
も

五
二

っ
た
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
'
明
け
が
た
に
は
締
麓
に
散
ら
し
て
し
ま
う
.

こ
の
倖
詮
と
事
貿
と
か
ら
'
こ
の
畢
名
が
生
れ
て
い
る
.
こ
の
花

の
吠

-
季
節
に
は
､
私
は
朝
落
ち
た
花
を
バ
ナ
ナ
の
葉
に
山
盛
り
に
拾
い
'

机
の
傍
に
置
い
て
譲
書
を
し
た
.
疲
れ
る
と
､
煙
草
で
も
咲
ぐ
よ
う
に

し
て
へ
こ
の
花
の
香
り
を
染
ん
だ
.
こ
の
花
の
な
い
季
節
に
は
'
同
じ

目
的
に
バ
ク
ラ
を
用
い
た
｡
ま
た
'
ナ
ス
科
キ
チ
ョ
ウ
ジ
屈
の

C
e
st･

ru
m

h
irst
um

の
花
を
用
い
た
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
花

は

シ
ェ
-
.ハ

-
リ
カ

ー
の
花
と
異
な
り
､
夜
の
う
ち
に
そ
の
シ
ャ
ー
プ

･
ペ
ン
シ
ル

の
芯

の
よ
う
に
細
長
い
黄
緑

の
花
を
も
ぎ
と

っ
て
し
ま
わ
な
い
と
'
朝

は
全
く
香
り
が
無
-
な

っ
て
い
る
.
こ
の
花
は
ベ
ン
ガ
ル
語
で
ハ
ス
･

ナ
･
ハ
ナ
と
い
う
｡
｢
蓮
の
花
｣
ら
し
-
聞
え
る
｡
偶
然
の

一
致

で
あ

ろ
う
か
｡
私

の
い
た
研
究
所
の
マ
ハ
ラ
ノ
ー
ビ
シ
ュ
所
長
夫
人
は
日
本

語
ら
し
い
と
言

っ
て
お
ら
れ
た
｡

第
十
八
詩

に
ジ
ャ
ス
ミ
ン
が
現
わ
れ
る
｡
私
の
カ
ラ
ー
･
フ
ィ
ル
ム

に
は
､
十
月
に
は
い
っ
て

la
smi

n
um
p
u
b
e
sc
e
n
s
(発
語

k
und
a)

が
振

っ
て
あ
る
.
非
ア
リ
ヤ

ン
系
の
イ
ン
tJ
･
語
の
マ
ッ
リ
カ

ー
(ma
t･

ヤ
.ソ
カ

lik
a
,
Ja
sm
inu
m

sam
b
a
c)
す
な
わ
ち

莱

荊

花

で
知
ら
れ
て
い
る
ジ

ャ

ス
JJJ
ン
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
｡
他
に
も
ジ
ャ
ス
ミ
ン
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
津
山
あ
る
の
で
'
カ
ー
リ
グ
-
サ
の
詩
に
現
わ
れ
る
の
が
ど
れ
だ

か
'
原
文
を
見
な
S,
と
分
ら
な
い
.

〔編
業
者
註
〕

原
文
に
は

m
atati
と
あ
-
､
M
onier･W
-)liam
s.M
.
:

S
a
n
sk
rit･E
n
g
lis
h
D
ic
tio
n
ary
で
は

lasm
inurn
g
randifloru
m



習

州っ川HqllIT
･リー
.IYVJ一
.
.

と
記
さ
れ
て
か
-
'
木
村
評
は
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
執

輩
者
に
原
語
を
掲
示
し
て
意
見
を
徴
す
る
と
'
次
の
よ
う
な
音
信
を
頂

い
た
｡
｢ま
ず
ベ
ン
ガ
ル
語
に
残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
珊
べ
た
と
こ
ろ
t

.ハ
ン
ガ
.ハ
シ
大

草
植
物
準
教
授

G
.
C
.
B
o
se

の

A

M
an
u
a
l
o
f

ln
dian
B
o
ta
n
y
か
ら
､
A
g
an
o
sm
a
ca
ry
o
p
h
y
ttata
と
出
ま
し
た
.

.爽
竹
桃
科

の
植
物
で
'
圃
版
も
あ

-
ま
す
｡
偶
然
撃
菅
だ
け

1
致
す
る

こ
と
も
あ
-
ま
す
か
ら
､
こ
れ
で
逆
に

K
irtik
ar･B
asu
を
調
べ
た
と

こ
ろ
､
同
展
の
A
.
ca
lycina
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で

m
alati
と
な

っ
て
い
ま
し
た
.

ど
ち
ら
が
正
し
い
か
分
-
ま
せ
ん
が
､
Jasmi
n
u
m

贋
の
中
に
は
マ
-
ラ
テ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
見
督
-
ま
せ
ん
｡｣

第
廿
四
詩

の
バ
ン
ド

ゥ
ジ
ー
バ

(bandhujiva)
は
'
同
じ
属

の
サ
ン

タ
ン
カ
あ
る
い
は
セ
ン
ダ

ン
カ
に

似
て
い
て

'｢花
暦
｣
の
春
の
部
の
最

初
に
現
わ
れ
る
ラ
ン
ガ
ン
の
花

の
赤
色
の
も
の
で
あ
る
｡
私
の
カ
ラ
ー

フ
ィ
ル
ム
に
も
十
月
に
頼

っ
て
あ
る
が
､
露
出
過
度
で
美
し
い
色
は
す

っ
か
り
な
-
な

っ
て
い
る
.

第
四
茸
冬
の
部
に
新
ら
し
-
瑛
わ
れ
る
p
I
T
ウ
ラ

(I.d
h
ra)
は
'

現
在

ベ
ン
ガ
ル
州
で

to
d
h

と
呼
ば
れ
る

S
ym
pto
c
os
race
m
o
sa

で
あ
ろ
う
が
'
惜
し
い
こ
と
に
は
そ
の
匂
い

の
あ
る
黄
色
な

花
を
見
逃

し
て
し
ま

っ
た
.
こ
の
輩
に
ク
ン
ク

マ

(k
u
h
k
u
m
a
･
サ
フ
ラ
ン
)
以
外

に
新
ら
し
い
花

の
現
わ
れ
な
い
の
は
'
｢
花
暦
｣
の
冬
の
部
が
基

白
で
あ

る
の
と
封
廃
し
'
こ
の
季
節
に
吹
き
は
じ
め
る
花

の
少
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
.

カ
ル
カ
ッ
タ
花
暦
と
カ
ー

リ
ダ
ー
サ
の
『
季
節
集
』
(増

山
)

㌧1
-
.I,紘

■I
h
H

詩
の
輿
五
章
に
､
｢花
暦
｣
の
Ⅶ
の
寒

の
部
と
同
じ
-
､
ア
モ
ヲ
樹
が

現
わ
れ
る
が
'
『
花
偶
数
』
と
い
う
形
容
詞
は
第
六
章
春
の
第

一
詩
に
初

め
て
用
い
ら
れ
､
｢
花
暦
｣
の
最
盛
期
と

一
致
し
て
い
る
0
番
の
第
十
六

ア
ー
シ
≡カ

詩
に
無
憂
樹
が

『
錦
を
織
り
』
な
す
と
あ

っ
て
'
こ
れ
も

｢
花
暦
｣
と

l
致
し
て
い
る
.
私
の
カ
ラ
ー
寛
展
も
'
こ
の
最
盛
期
に
振

っ
た
も
の

で
あ
る
｡

カ
ー
リ
ダ

ー
サ
が
戯
曲

『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
-
』
を
寄

い
た
場

所
と

伴
え
ら
れ
る
ラ
ム
テ
ェ
ク
の
イ
ン
下
数
の
山
寺
を

一
九

五
三
年
二
月

廿
四
日
に
訪
れ
た
O
翌
日
､
ナ
グ
プ
ー
ル
か
ら

ハ
イ
ヤ
ー
で
ワ

ル
下

ハ
の
ガ
ン
･,ジ
ー
の
簡
素
な
豪
を
尋
ね
た
が
'
路
傍
で
初
め
て
キ
ン
シ
ュ

カ
の
花
を
み
つ
け
'
涙
ぐ
串
を
と
め
て
､
カ
ラ
ー
克
典
に
振

っ
た
｡
詩

で
は
春
の
第
十
九
詩
に
現
わ
れ
る
花
で
あ
る
｡

こ
の
花
か
ら
春
の
ホ
ー

リ
ー
祭
に
必
要
な
染
粉
が
つ
-
ら
れ
る
.
タ
ゴ
ー
ル
の
創
設
し
た
シ
ャ

ン
テ
ィ
こ
ケ
ー
ク
ン
の
大
暑
の
校
庭
に
も
'

マ
-

ハ
ニ
ム
(
ベ
ル
y
ア
･

ラ
イ
ラ
ッ
ク
)

の
花
と
並
ん
で
､
こ
の
花
が
吹
い
て
S,
た
.
こ
こ
で
畢

生
か
ら
こ
の
染
粉
を
額
に
つ
け
ら
れ
て
'
研
洞
を
受
け
た
〇

一
九
五
四

年
三
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
次

の
日
'
タ
ゴ
ー
ル
の
私
宅
を
訪
れ

た
と
き
､
産
前
に
は
笠
下
り
の
太
陽
の
黄
色

っ
ぽ
い
光
を
浴
び
て
'
使

君
子
の
花
が
惜
し
げ
も
な
-
吹
き
こ
ぼ
れ
て
い
た
.
花
暦
か
ら
漁
想
し

て
い
た
通
り
満
開
た

っ
た
の
で
あ
る
｡

也
へ.;I
:-仙い.･･

-′
..k.
-
〓
Iヽr

-
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こ
の
表
は
樹
木
'
潅
木
を
圭
と
し
､

ハ
イ
デ
ラ
㌧

ハ
ー
ド
'

ナ
〆
プ
ー
ル
､

ギ
リ
ヂ
ヒ
な
ど
で
見
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
花
期
は
す
べ
て
カ

ル

カ
ッ
タ
に
改
め
て
あ
る
｡
北
米
や
イ
ン
ド
で
の
経
政
則
に
よ
る
と
､
北

に

一
度

進
め
ば
開
花
期
は
四
'
五
日
ほ
ど
遅
れ

る
と
い
う
｡
こ
れ
に
よ
る

と
'
カ
ル
カ

ッ
タ
を
基
準
に
し
て
､
ポ
ン
ペ
イ
は

1
月
-
ら
い
早
く
､
デ
リ
ー
は

1
月
足
ら

ず

遅
い
こ
と
に
な
る
が
'
海

岸
線
か
ら
の
距
離
の
敷
く
花
も
あ

っ
て
'
私

の
調

べ
た
結
果
の
中
に
は
､
こ
の
経
験
則
に
合
わ
な
い
植
物
も
三
分
の

一
く
ら

い
は

あ
る
｡

最
後
に
､
畢
名
や
和
名
を
書
い
た
カ
ー
ド

に眼
を
通
し
て
'
訂
正
し
て
下

さ

っ
た
御
茶
の
水
大
草
植
物
畢
教
皇
の
津
山
錦

教授
に
､
こ
の
横
合
に
お
嘘

を
申

し
上
げ
た
い
｡

〔追
記
〕

五
二
貫
の
編
媒
者
話
で
は
カ
〆

ソ
.ハ
と

ニ
ー
パ
と
は
直
別
さ
れ
て

い
る
が
､
A
n
rh
o
c
e
ph
a
lu
s
ca
d
a
m
b
a､M
iq
.
は
本
文
中
の
A
n
th
o
c
ep
h
a
tu
s

ln
d
ic
u
s.
A
IR
ich
.
と
同
じ
も
の
で
あ
る

こ
れ
は
､

J
.
F
.
D
a
s
tur.
F
.
N
.

I.

:
U
se
fu
l
P
tants
o
f
In
d
ia
a
n
d

P
ak
ista
n

あ
る
い
は

カ
ル
カ
ッ
タ
植

物
園
長

K
.
B
is
w
a
s
博
士
の
序
文
の
あ
る

A
.
P.
B
e
コ
th
a
〓
‥
T
h
e

T
ree
s

カ
ル
カ
ッ
タ
花
暦
と
カ
ー

サ
〆
-

サ
の

『
季
節
集
』
(
村
山
)

ag
ra
h
a
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つ

p

h

a
tg
u
n

o
f
C
a
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u
tta
a
n
d
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N
e
igh
bou
rh
ood
,
)9
4
6
.
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た

前
者
が

N
a
u
c
le
a
cada
m
ba
.
R
ox
b
.
忙
等
し
い
こ
と
は

K
irtik
a
r
･B
a
su

の
本
や

B
en
th
a〓
の
本
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
.
従

っ
て
輩
者

の
疑
問
は
依
然

と
し
て
残

って
い
る
｡

春

脅

わ
ら
わ
が
を
と
め
を
さ
さ
げ
L
は

チ
ャ
イ
ト
ラ
月
の
夜
な
-
き
'

マ
-
ラ
テ
ィ
ー
の
花
か
ぐ
わ
し
く

カ
〆

ソ
.ハ
の
風
ふ
く
ら
み
て
'

わ
ら
わ
も
お
な
じ
柔
肌
の
､

レ
ー
ダ

7
1
河
の
葦
某
か
げ
'

と
も
に
む
つ
み
し
逢
潮
樹
う

わ
ら
わ
の
心
ぞ
切
な
け
れ

-

イ
ン
ド
古
詩
1



大
草
の
町
ブ
-

ナ

(高

崎
)

大
学

の
町
ブ
-
チ

イ
ン
+,l
の
西
門
ポ
ム
ベ
イ
か
ら
東
南

へ
凡
そ
二
百
粁
'
デ

タ
カ
ン
高

原
の
丘
陵
に
囲
ま
れ
て
'
ブ
-
チ
(P
S
n
a)
と
い
う

一
地
方
都
市
が
あ

る
0
と
い
っ
て
も
､
恐
ら
く
は
､

ど
う
いう
町
だ
か
御
存
知
な
い
方
が

多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
か
-
い
う
わ
た
く
L
も
'
そ
こ
に
行

っ
て
二
年

年
に
及
ぶ
滞
在
生
活
を
す
る
ま
で
は
'
そ
こ
に
バ
ン
グ
ル
カ
ル
研
究
所

と
か
'
デ
ッ
カ
ン
･
カ
レ
ッ
ヂ
と
い
っ
た
'
世
界
的
に
有
名
な
イ
ン
ド

拳
の
研
究
所
が
あ
る
と
い
う
'
自
分

の
専
門
に
関
す
る
'
ご
く
狭
い
知

識
し
か
持
合
せ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
0
紹
介

の
意
味
で
'
少
し
-
地
誌

的
な
表
現
を
借
り
れ
ば
'
｢
デ
ッ
カ
ン
高
原
に
お
け
る
農
業
生
産
物

の

ヽ
ヽ
ヽ

集
散
地
｡
海
軟
六
〇
〇
米
の
高
地
に
あ
り
'
気
候
は
此
校
的
温
和
'
ポ

ム
ベ
イ
州
の
夏
季

政
府
所
在
地
｡
イ
ン
下
南
部
軍
及
び
基
軍
司
令
部
'

国
防
大
笹
の
所
在
地
と
し
て
軍
事
の
中
心
.
イ
ン
ド
中
央
按
道
の

1
分

妓
鮎
.
ま
た
へ
研
究
所
'
畢
科
大
草
等
多
-
'畢
問
研
究

の
1
中
心
地
｡

近
年
'
近
代
工
業

の
大
工
場
が
郊
外
に
多
-
建
て
ら
れ
て
'
人
口
も
急

高

崎

直

道

激
に
増
加
'
近
隣
の
農
村
を
合
併
し
て
'
現
在
'
絶
入
口
約
五

〇
苗
を

数
え
､
イ
ン
ド
で
第
十
位
の
大
都
市
と
な

っ
た
.
｣
と
い
っ
た

エ
合

に

な
る
で
あ
ろ
う
0
ま
あ
'
日
本
の
仙
基
と
か
金
津
を
想
像
し
て
い
た
だ

け
ば
'
大
た
い
の
性
格
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
.

歴
史
的
に
も
､
仙
基
や
金
港
と
出
費
鮎
が
よ
-
似
て
い
る
｡
イ
ン
下

の
近
世
史
に
興
味
を
も
た
れ
る
方
た
ち
は
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
が
'
ブ
-
ナ
は

一
七
世
紀
後
年
ム
ガ
ー
ル
帝
国
の
ア
ウ
ラ
ン
ゼ
-
ブ

皇
帝
を
相
手
に
弟
敢
に
飼

っ
た
'
シ
ヴ
ァ
1
.I,h
I
(S
h
ivajT)
王
を
頭
に

戴
-
'

マ
ラ
ー
タ
(M
arath
a)
王
国
の
都

の
あ

っ
た
土
地
で
あ
り
'
そ

の
後
も

一
九
世
紀
初
頭
ま

で
'
イ
ギ
リ
ス
の
侵
略
に
勤
し
で
統
裁
を
つ

づ
け
た

マ
ラ
ー
タ
連
邦
の
盟
主
'
ペ
-
シ
ュ
ワ
(P
esh
w
a.
マ
ラ
ー
メ
王

国
の
大
臣
家
)
た
ち
の
居
城
と
し
て
柴
え
た
土
地
で
あ
る
｡

或
は
､

現

代

イ
ン
ド
の
猫
立
遊
動
を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
た
ち
は
'
こ
こ
が
イ
ン
ド

国
民
合
議
派
の
初
期
の
指
導
者
ゴ
ー
カ
レ
ー
博
士

(G
･
K
･
G
o
k
h
a】e)



や
'
そ
の
後
を
つ
い
で
猫
立
道
動
を
推
進
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
t
P

l
カ

マ
こ
ヤ
･
テ
ィ
ラ
ク

(
L
o
k
aヨ
aコ
ya
}B
･
G
･
T
ニ
ak
)
の
育

っ
た
土

地
で
あ
り
'
且
つ
褐
立
運
動

の
畿

群
地
の
1
つ

と
し
て
特
記
さ
る
べ
き

笠
妥
な
地
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
､
更
に
も

っ
と
近
く
は
'
イ
ン
下
端
立
の
最
大
の
功
労
者
'
イ
ン
ド
人
民
生
髄
か

ら

マ
ハ
ト
マ
と
仰
が
れ
て
い
た
ガ
ン
デ
ィ
各期
を
'
猫
立
の
翌
年

(
I
九

四
八
年
)
兇
弾
で
光
し
た
の
が
､
こ
の
ブ
-
ナ
出
身

の

三
円
年
で
あ
り
へ

そ
の
屠
し
て
い
た
固
辞
主
義

数
韮

ヒ

ン
ド

ゥ
･
マ
ハ
サ

バ

(具
髄
的

に
は
､
彼
は
そ
の
下
厳
即
位
た
る

H
ind
u
R
ash
tra
S
eva
k
S
a
n
gh
a
.
通
稀

R
･S
･
S
･
の
圃
負
だ
っ
た
)
の
根

接
地
が
ま
た
'
こ

の
プ
-
ナ
忙

あ
る

こ

と
を
御
存
知
の
方
も
あ
る
こ
と
と
思
う
｡

｢
大
笹
の
町
プ
-
ナ
｣
と
い
う
脇

の
下
に
'
こ
う
い
う
習
出
し
を
し

た
の
は
へ
革
に
プ
-
ナ
が
日
本
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
土
地
で
あ

る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
.
資
は
'
ブ
-
ナ
忙
お
け
る
大
畢
教
育

乃
至
啓
開
研
究
の
敬
遠
に
は
'
ブ
-
ナ
の
歴
史
的
背
景
が
大
き
-
影
響

を
輿
え
で
い
る
と
思
わ
れ
る
し
､
ま
た
そ
れ
が
ブ
-
ナ
を

｢
大
審
の
町
｣

と
よ
ん
で
差
支
え
な
い
よ
う
な
畢
術
の
中
心
に
さ
せ
る
こ
と

に
な

っ
た

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
以
下
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
了
解
し
て
頂
け
る
こ
と
と
思
う
｡

猫
立
イ
ン
Lil
の
畢
制

の
下
に
､
ブ
-
ナ
市
に
は
二

九
四
八
年
に
新
た

に
ブ
-
ナ
大
拳
が
設
立
さ
れ
'
ブ
-
ナ
市
内
の
各
畢
科
大
勢
(C
o
lleg
e)
､

大
挙
の
町
ブ
-

ナ

(高

峰
)

研
究
所
お
よ
び
ポ
ム
ベ
イ
州
南
部
の
地
方
に
散
在
す
る
賞
科
大
草
は
み

な
こ
の
ブ
-
ナ
大
笹
の
下
に
競
合
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
.
イ
ン
ド
の

拳
制
は
､
日
本
の
そ
れ
と
大
部
事
情
を
具
に
す
る
の
で
､

一
腰
そ
の
概

略
に
つ
い
て
解
れ
て
お
-
こ
と
が
便
利
と
思
わ
れ

る
が
､
綜
合
大
畢

(U
niversity)
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
重
囲
で
三
四
'
大
た
い
各
地
方
ご

と
に
設

思
さ
れ
て
S,
て
'
そ
の
下
に
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
峯
科
大
審

が
い
-
つ
か
集
め
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
綜
合
大
峯
と
選
科
大
笹
の
醐
係

を

a
fh
)iation
と
呼
び
'
各
単
科
大
輿
は
綜
合
大
挙
に

a
LR
lia
te

さ

れ
て

い
る
と
い
う
｡
(
こ
の

aLh
liatio
n
と
い
う
語
は
日
本
に
通
常
な
例
が

な
い
た
め
詳
し
に
-
い
が
､
綜
合
大
草
の
側
か
ら
い
え
ば
兼
併
､
選
科
大
草
の

側
か
ら
い
え
ば
加
盟
と
か
下
鹿
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡)
綜
合
大
拳
の
う

ち
の
あ
る
7g
の
は
'
そ
れ
自
健
と
し
て
は
教
育
機
関
で
な
-
､
単
な
る

試
験
母
健

(E
･y
a
m
in
atio
n
B
od
y
)
､
即
ち
'
入
畢
'
畢
年
末
'
卒
兼

の

試
験
を
各
単
科
大
拳
に
共
通
の
形
で
出
し
'
探
鮎
L
t
ま
た
緒
畢
位
を

授
け
る
仕
事
な
ど
を
司
る
事
務
局
の
み
か
ら
成
り
､
資
質
的
な
教
育
は

各
単
科
大
翠
で
行
わ
れ
る
だ
け
と
い
う
場
合
が
あ
り
う
る
L
t
逆
に
'

日
本
の
大
皐
の
よ
う
に
､
他
に
下
風
す
る
単
科
大
拳
を
も
た
ず
'
璃

立
し
た
大
笹
と
し
て
多
-
の
畢
部
､
拳
科
を
も

っ
て
い
る
綜
合

大

笹

(例
え
ば
､
ベ
ナ
レ
ス
･
ヒ
ン
ド
ゥ
大
草
な
ど
)
も
あ
る
｡
し
か
し
､
多

-
は
教
育
機
関
の
大
部
分
を
各
軍
科
大
笹
に
委
ね
る

一
方
'
大
各
自
髄

も
直
属

の
畢
科

(D
ep
artmen
t)
を
も
つ
教
育
機
関
で
あ
る
と
い
う
形
'

イ
ン
+il
の
畢
制

に
従
え

ば
.T
e
a
ch
ing
a
n
d

A
fh
lia
tin
g
〉
と
よ
ば

六

1
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大
挙

の
町
ブ

ー
ナ

(
高

崎
)

れ
る
型
に
屠
す
る
O
ブ
-
ナ
大
串
も
ま
た
そ
の
1
つ
で
あ
る
｡
ブ
-
ナ

大
翠
が
設
立
p
れ
る
ま
で
'
ブ
ー
ナ
の
各
単
科
大
拳
は
同
様
の
形
で
そ

っ
-
り
ポ
ム
ベ
イ
大
峯
に
a
n
liate
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
t
S,

わ
ば

1
櫨
の
行
政
持
忠
と
し
て
'
ブ
-
ナ
大
翠
が
ポ
ム
ベ
イ
大
峯
か
ら

璃
立
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
.
従

っ
て
プ
-
ナ
大
畢
は
ま
だ
歴
史
を

も

っ
て
い
な
い
が
'
プ
-
ナ
の
各
単
科
大
畢
あ
る
い
は
研
究
所
は
'
そ

れ
ぞ
れ
の
由
緒
を
も
ち
､
特
色
の
あ
る
も
の
が
多
い
O
綜
合
大
笹
が

1

種
の
教
育
行
政
組
織
と
し
て
'
中
央
政
府
､
ま
た
は
州
政
府
の
直
轄
で

あ
り
'
畢
長
に
は
国
立
な
ら
首
相
､
州
立
な
ら
州
知
事
が
な

っ
て
い
る

の
に
勤
し
､
各
単
科
大
翠
は
州
立
の
こ
と
も
あ
る
が
私
立
が
多
-
'
そ

れ
ぞ
れ
の
猫
特
な
教
育
方
針
に
基
S,
て
や

っ
て
い
る
｡
勢
い
'
綜
合
大

草
の
特
色
は
そ
れ
に
下
風
す
る
単
科
大
峯
の
質
の
優
劣
に
か
か
っ
て
-

る
こ
と
に
な
る
が
'
プ
-
ナ
は
そ
の
鮎
に
お
い
て
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
と

こ
ろ
と
思
わ
れ
る
.
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
漁
備
知
識
と
し
て
'
次
に
有

力
な
単
科
大
拳
や
研
究

所
に
つ
い
て
'
そ
の
歴
史
現
況
な
ど
を
､
わ
た

-
し
の
プ
-
ナ
滞
在
中
の
見
聞
や
手
許
に
あ
る
二
三
の
資
料
に
基
づ
い

て
述
べ
て
み
た
S,
と
思
う
｡
あ
る
い
は
報
道
に
多
少
の
誤
り
や
､
ま
た

所
に
よ
り
精
疎
統

一
を
映
-
鮎
が
出
て
-
る
か
も
知
れ
な
い
が
'

一
種

の
見
聞
記
と
し
て
御
諒
森
を
願
い
た
い
と
思
う
.

I

単
科
大
撃

プ
-
ナ
に
お
け
る
近
代
的
教
育
お
よ
び
畢
間
研
究
の
歴
史
は
､

二
八

六

二

一
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
が
こ

の
地
を
完
全
に
占
領
し
た
時
に
は
じ
ま
る
｡

ペ
-
シ
ュ
ワ
の
下
で
､
ブ

-
ナ
が
文
化
的
に
も
西
イ
ン
下
に
お
け
る
ヒ

ン
下
り
的
教
育
の
中
心
と
な
り
､
職
業
的
バ
ラ
モ
ン
檎
侶
や
バ
ン
デ
ィ

ッ
ト

(イ
ン
ド
の
倖
銃
的
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
聾
者
)
の
蕃
成
が
行
わ
れ
'
あ

る

3,
は
そ

れ
ら
の
人
々
に

よ
る
寺
小
屋
式
の
初
等
教
育
が
常
時
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
は
多

-
の
史
料
に
よ

っ
て
知
ら
れ

て
S,
る
｡
そ
し

て
へ
そ
の
文
化
的
保
釈
が
今
日
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
研
究
の
一
中
心
地

と
し
て
の
プ
-
ナ
を
形
成
す
る
大
き
な
要
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
見

落
せ
な
3,
が
'
近
代
的
研
究
と
い
う
鮎
で
は
'
イ
ギ
リ
ス
式
の
教
育
研

究
方
法
の
導
入
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡

ペ
-
シ
ュ
ワ
を
追
放
し
て
ブ
-
ナ
に
乗
込
ん
だ

イ
ギ

リ

ス
占
領
軍

は
'

こ
こ
の
気
候
僚
件
に
目
を

つ
け
て
､
英
軍
根
接
地
の
一
つ
と
し
て

司
令
部
を
お
き
'
ま
た
ポ
ム
ベ
イ
州
の
副
首
都
と
し
た
た
め
'
多
-
の

イ
ギ
リ
ス
人
が
居
住
す
る
よ
う
に
な
り
'
そ
れ
が
彼
等
の
子
弟
の
た
め

の
英
語
畢
校
の
設
立
を
促
し
､
ま
た
'
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
イ
ン
下
人

の
た
め
の
畢
校
の
設
定
と
も
な

っ
て
､
ブ
-
ナ
に
お
け
る
英
語
教
育
を

助
長
し
た
｡
か
-
て

一
八
三
九
年
に
は
､
高
等

一
般
教
育
の
機
関
と
し

て
州
立
文
科
大
畢

(A
rts
C
.Iteg
e)
が
設
立
さ
れ
た
.

(
1
)
デ
ッ
カ

ン
･
カ
レ
ッ
ヂ

(D
eccan
C
otleg
e)
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
0
講
義

ヽ
ヽ

は
勿
論
す
べ
て
英
語

で
行
わ
れ
'
そ
の
目
的
は
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る

有
能
な
る
官
吏
の
蕃
成
を
第

一
と
し
て
い
た
.
プ
-
ナ
の
高
い
カ
ー
ス

･L
出
身
者
は
大
て
い
こ
の
大
草
の
門
を
-
ぐ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
､
卒



業
生
の
中
か
ら
は
'
後
牛
堀
立
進
数
や
イ
ン
ド
人
子
弟
の
教
育
に
身
を

捧
げ
た
人
達
が
数
多
-
出
て
い
る
｡
ゴ
ー
カ
レ
ー
'
テ
ィ
ラ
ク
'
あ
る

い
は
バ
ン
グ
ル
カ
ル
研
究
所
の
創
始
者
.ハ
ン
グ

ル
カ

ル

(R
･G
･Bh
a
n
･

d
ark
ar)
へ
ま
た
フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
大
畢
(F
erg
u
sso
n
C
｡-1ege)
の
創
始

者
の
一
人
ア
ガ
ル
カ
ル
(A
gark
ar)
な
ど
皆
然
り
で
あ

る
｡
テ
ィ
ラ
ク

が
畢
召
し
た
部
屋
は
'
今

も
大
拳
の
中
に
そ
の
名
を
入
口
に
刻
ん
で
'

記
念
室
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
.
こ
う
し
た
人
達
の
出
現
は
､
恐
ら

-
イ
ギ
リ
ス
の
首
局
が
望
ん
だ
の
と
は
全
-
臭

っ
た
結
果
を
生
ん
だ
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
'

一
九
世
紀
に
お
い
て
デ
ッ
カ
ン
大
拳
の
果
し

た
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
｡

職
業
課
程
の
専
科
大
畢

(P
ro
fessiona
l
C
o
lle
g
e)
と
し
て
は
､
や
は

り
ポ
ム
ベ
イ
州
の
手
に
よ

っ
て
'
(2
)
理
科
大
撃

(C
｡〓
eg
e
｡
f
S
ci･

en
ce)
が

一
八
五
四
年
に
設
立
さ
れ
た
｡

こ
れ
は
圭

と
し
て
技
術
者
蕃

虎
を
目
的
と
し
た
も
の
で
､

一
八
六
六
年
に
は
じ
め
て
畢
科
大
拳
と
し

て
認
可
さ
れ
た
.
こ
の
大
拳
は

1
九
〇
八
年
'
そ
の
農
業
畢
部
門
が
分

離
し
て

(
3
)
農
科
大
華

(C
o
lle
ge
ofA
g
ricutture)
と
し
て
猫
立
し

た
と
き
'
工
科
大
撃

(E
n
g
ineeriコg
C
oニ
eg
e
)
と
名
辞
を
か
え
､
現
在

に
至

っ
て
い
る
｡
職
業
課

程
の
専
科
大
笹
と
し
て
は
'
そ
の
後
'

1
九

二
四
年
に
イ
ン
下
法
律
協
骨

((n
d
ia
n
L
a
w

S
o
ciety
)
の
手

に
よ

っ

て
'
(
4
)
法
科
大
華

(L
aw
C
o
lle
g
e
)
が
設
立
さ
れ
'

1
九
四
三
年

に
は
私
立
の

(
5
)
商
科
大
草

(B.
M
.C
olteg
e
o
f
C
om
m
erce)
が
'

ま
た
'
第
二
次
大
戦
後
へ

1
九
四
六
年
に
は
暦
畢
校
が
昇
格
し
て
(
6
)

大
挙

の
町
ブ

-
ナ

(
高

崎

)

者
科
大
寧
と
な

っ
た
｡

一
方
､
普
通
課
程
の
大
勢

(A
rts
C
.
)te
g
e)
は

一
八
八
五
年
に
'
デ

ッ
カ
ン
教
育
協
骨

(D
ecc
an
E
d
u
c
atio
n
S
o
ciety
)
に
よ

っ
て

(
7
)

フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
･
カ

レ
ッ
ヂ
(Fergusson
C
｡ニege)
が
'
一
九

l
七
年
に

は

(
8
)
S

･
P

･
カ
レ
ッ
ヂ
(S
i

r
Parsh
uram
bhu
C
olleg
e)
が
､
そ

し
て

一
九
三
二
年

に
は
(

9
)

ワ

デ
ィ
7
･
カ
レ
ッ
ヂ

(No
w
rosJ
ee

w

ad
ia
C
o
lleg
e)
が
設
立
さ

れ

た
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
の
新
た

に

設

立
さ

れ
空

二
つ
の
革
科
大
峯
は
す
べ
て
私
立
で
あ
る
が
､州
政
府
の
意
向
は
､

私
立
の
機
関
が
増
加
し
､
内
容
が
充
資
す
れ
ば
'
州
立
の
畢
校
は
縮
少

乃
至
廃
止
す
る
意
向
で
あ
っ
た
よ
う
で
'
デ
ッ
カ
ン
大
笹
は
'
ワ
デ
ィ

ヤ

･
カ
レ
ッ
ヂ
の
設
立
TU
れ
た
翌
々
年
す
な
わ
ち

1
九
三
四
年
に
仕
度

止
さ
れ
'
以
後
は
名
稀
は
そ
の
ま
ま

に
､
研
究
所
と
し
て
の
こ
る
こ
と

に
な

っ
た
｡

こ
こ
で
特
に
ふ
れ
て
お
き
た
S,
の
は
'(7
)
フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
･
カ

レ
ッ
デ
の
創
立
事
情
で
あ
る
.
そ
れ
は
こ
の
大
挙
が
'
畿
起
人
の
顔
ぶ

れ
'
ま
た
設
立
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
'
昔
時
の
イ
ン
ド
の
政
治
融
合
状

態
を
最
も
よ
-
反
映
し
て
お
り
'
猫
立
遊
動
と
き

っ
て
も
き
れ
ぬ
関
係

を
も

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
大
草
の
赦
初
の
畿
超
人
は
'
他
な

ら
ぬ
テ
ィ
ラ
ク
そ
の
人
で
あ
る
｡
大
挙
を
出
た
テ
ィ
ラ
ク
は
同
僚
ア
ガ

ル
カ
ル
と
共
に
'
常
時
の
英
占
領
下
に
お
け
る
イ
ン
ド
人
民
の
悲
惨
な

境
遇
に
胸
を
う
た
れ
'
イ
ン
ド
が
猫
立
を
う
る
に
は
'
先
ず
圃
民
の
教

育
が
重
大
な
課
題
で
あ
り
'
教
育
を
通
じ
て
彼
等
に
組
園
の
姿
を
し
ら

六

三



大
挙

の
町
プ
-
ナ

(
高

崎
)

せ
'
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
促
が
す
こ
と
の
必
要
を
感
じ
た
｡
た
ま
た

ま
'
同
じ
想
.S
を
も

っ
た
チ
ン
プ
ル
カ
ル

(V
.
S
I
C
h
in
p
u
)k
ar)
が
役

人
を
や
め
て
'
高
等
中
拳
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

き
き
'
二
人

は
彼
と
合
流
し
'

1
八
八
〇
年
に
は
念
願
叶

っ
て
'
プ
-
ナ
英
語
畢
校

が
開
校
さ
れ
た
｡
イ
ギ
リ

ス
人
の
経
営
す
る
英
語
畢
校

で
は
な
-
て
､

イ
ン
下
人
自
ら
の
手
に
よ
る
笹
校
､
そ
し
て
安
S,月
謝
に
よ

っ
て
出
来

る
だ
け
多
-
の
大
衆
に
教
育
を
と
い
う
こ
の
畢
校
の
出
現
は
漁
想
以
上

の
人
気
を
博
し
'
成
功
を
収
め
た
｡
有
名
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
畢
者
ア

ブ
テ
(A
p
t
e)も
や
が
て
こ
の
仲
間
に
加
わ
る
が
､
1
八
八
四
年
に
は
組

織
を
凍
大

して
'
デ
ッ
カ
ン
教
育
協
骨
を
設
立
し
て
'
大
拳
設
立
の
準

備
を
し
､
庚
-
共
鳴
者
を
つ
の
っ
た
｡
こ
う
し
て
仲
間
に
参
じ
た
中
に

は
｢
.コ
-
カ
レ
ー
が
あ
り
'
ま
た
'
バ
ン
グ
ル
カ
ル
の
名
も
み
え
る
.

協
倉
は
翠

l
八
八
五
年
'
フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
･
カ
レ
ッ
ヂ
を
創
始
す
る

と
共
に
'
彼
等
の
所
期
の
目
的
､
す
な
わ
ち
イ
ン
ti
･人
民
の
啓
蒙
と
い

ぅ
親
鮎
か
ら

｢
ケ
-
サ
リ
ー
｣
(K
esari)
お
よ
び

｢
マ
ラ
ッ
ク
｣
(M
a
･

h
r
atta)
と
S,ぅ
二
笹
の
新
開
の
出
版
を
は
じ
め
た
.
大
拳
の
職
員

に

は
協
骨
の
合
点
が
な
り
'
合
点
は
轟
務
と
し
て
二
十
年
間
大
拳
に
奉
仕

す
る
と
S,
ぅ
'
誓
い
に
似
た
約
束
が
な
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
同
大
拳
で
'

多
少
の
愛
東
は
あ
る
が
現
在
で
も
な
お
保
た
れ
て
S,
る
.

こ
う
し
て
'
イ
ン
ド
弼
立
を
念
願
す
る
若
い
尊
者
た
ち
に
よ

っ
て
創

め
ら
れ
た
フ
ァ
ー
ガ
ッ
リ
ン
大
拳
は
'
や
が
て
ブ
-
ナ
第

1
の
大
き
な

単
科
大
単
に
成
長
し
､後
年
有
為
の
人
物
を
多
数
輩
出
す
る
に
至

っ
た
.

六
四

し
か
し
'
協
倉
の
骨
負
の
間
で
は
必
L
も
す
べ
て
の
鮎
で
意
見
の
一
致

を
み
る
わ
け
に
い
か
ず
'
殊
に
最
初
最
も
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
テ

ィ
ラ
ク
自
身
'
他
の
合
点
と
意
見
の
封
立
を
衆
し
､

1
八
八
九
年
に
は

協
骨
を
脱
退
し
て
し
ま

っ
た
｡
こ
れ
は
彼
が
徹
底
し
て
､
イ
ン
ド
の
古

い
偉
統
精
細
を
通
じ
て
の
イ
ン
下
猫
立
と
い
う
主
張
を
も
ち
つ
づ
け
'

そ

の
た
め
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
常
局
と
の
間
に
あ
-
ま
で
も
妥
協
を
許
さ

な
S,
立
場
を
堅
持
し
た
の
に
勤
し
'
ア
ガ
ル
カ
ル
は
じ
め
'
ゴ
ー
カ
レ

ー
も
､
バ
ン
グ
ル
カ
ル
も
'
イ
ン
ド
の
近
代
化
す
な
わ
ち
西
欧
化
と
S,

ぅ
級
で
大
畢
教
育
を
行
お
う
と
し
'
そ
の
た
め
に
は
雷
局
と
の
妥
協
も

や
む
を
え
ず
と
し
た
た
め
で
あ
る
｡
チ
ン
ブ
ル
カ
ル
の
早
死
し
た
こ
と

が
､
テ
ィ
ラ
ク
を
群
立
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
し
､
ま
た
背
後
に
は
テ
ィ

ラ
ク
の
主
張
を
通
せ
ば
'
大
畢
自
髄
が
閉
鎖
の
う
書
目
に
あ
う
と
い
う

恐
れ
と
､
そ
れ
を
曙
に
示
唆
す
る
営
局
の
動
き
も
あ
っ
た
こ
と
と
想
像

さ
れ
る
.
兎
に
角
へ
テ
ィ
ラ
ク
は
新
聞
の
出
版
権
だ
け
を
自
分
の
手
に

ゆ
ず
り
う
け
'
大
草
は
協
倉
の
残

っ
た
食
負
に
手
わ
た
し
で
'
身
を
ひ

い
て
し
ま

っ
た
.
こ
れ
は
正
に
'
後
年
の
国
民
合
議
派
内
に
お
け
る
t

.コ
-
カ
レ
ー
を
主
と
す
る
協
調
派
と
'
テ
ィ
ラ
ク
を
頭
に
戴
-
国
民
主

義
急
進
派
と
の
封
立
の
前
ぶ
れ
を
示
し
て
S,
る
よ
う

で
あ
る
｡
そ

の

後
､
テ
ィ
ラ
ク
は
私
塾
を
開
い
て
彼
の
道
を
す
す
み
､
彼
猫
白
の
確
信

に
た

っ
て
畢
校
を
経
替
す
る
に
至

っ
た
｡

一
九
四
八
年
'
プ
-
ナ
大
拳
の
設
立
に
伴

っ
て
'
上
記
五
つ
の
職
業

課
程
専
科
大
畢

(
エ
'
農
､
法
､
商
'
暦
)
お
よ
び
'
三
つ
の
普
通
課



程
畢
科
大
拳
は
'
何
れ
も
ブ
-
ナ
大
笹
に
兼
併
さ
れ
る
と
共
に
'
ブ
-

ナ
市
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
'
ブ
-
ナ
大
翠
を
構
成
す

る
箪
科
大
畢

(C
o
n
stitu
en
t
C
o
)le
g
e
s)
に
指
定
さ
れ
､
圭
と
し
て
畢
珊
卒
業
以
前
の

コ
ー
ス
を
受
持

つ
こ
と
と
な

っ
た
.
こ
の
八
つ
の
外
に
､(
10
)
〕胃
.
E
.

S
o
c
ie
t
y
ts
C
o
tte
g
e
of
A
r
t
s
a
n
d
S
c
ie
n
c
e
(
一
九
四
五
年
設

立
)
が
普
通
課
程
畢
科
大
笹
と
し
て
'
ま

た
､
テ
ィ
ラ
ク
の
後
梢
者
の

設
立
し
た

(
u
)
教
育
大
軍
(T
i-
ak
Coニeg
e
｡
f
E
d
u
cati｡
n
二

九
四
一

年
設
立
)
が
職
業
課
程
単
科
大

笹

と
し
て

C
o
n
sti
tuent
Cotte
ges
に

加
え
ら
れ
て
S,
る
.

ブ
-
ナ
大
笹
に
粂
併
さ
れ
て
い
る
単
科
大
峯
は
'
そ
の
管
轄
区
域
金

牌
で
'
上
述

1
0
の

C
o
ns
tit
ue
nt
C
o
u
e

ges
の
他
に
'

1
九
五
七

年
現
在
で
二
〇

を
数
え

る
が
'
そ
の
1
人

につい
て
の
説
明
は
省
略
す

る
0
た
だ
そ

の
中
で
特
記
す
べ
き
も
の
と

し
て
'
ア
ユ
ル
･
ヴ

ュ
ー
ダ

大
軍

(A
yu
rved
a
M
ah
a
vid
yalay
a)
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
.

一
九

五
五
年

に
新
た
に
大
笹
に
兼
併
さ
れ
た
が
'
元
衆
は
テ
ィ
ラ
ク
が
デ
ッ

カ
ン
教
育
協
合
を
去
っ
た
後
'
彼
嘱
目
の
主
張
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た

T
it
ak
V
id
y
a
p
e
et
h
a

(上
述

C
o)leg
e
.
f
E
d
u
ca
ti.
n

の
前
身

か
?
)
の

1
部
と
し

て
､
丁
度
イ
ン
丁

場
立
遊
動
が
封

英
非
協
力

を

打

出
し
た

1
九
二
〇
年

(
テ
ィ
ラ
ク
の
攻
年
)
頃
設
立
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
｡
講
義
は
こ

の
地
方
の
母
語

マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
に
よ
り
イ
ン
PJ
･
の
古

典
傑
畢

A
y
ur
ve
d
a
(特
命
吠
陀
)
を
数
え
る
.
英
領
下
に
あ
っ
て
'
テ

ィ
ラ
ク
の

こ
う
し
た
畢
校
は
蓮
に
公
式
に
認
可
さ
れ
る
こ
と
な
-
'

一

大
孝

の
町
ブ

-
ナ

(
高

崎
)

般
も
案
外
に
こ
れ
に
背
を
向
け
て
据
わ
な
か
っ
た
が
'
鳩
立
イ
ン
ド
が

は
じ
め
て
こ
れ
を
認
可
し
た
と
S,ぅ
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
現
在
は
ブ
-
チ

大
峯
の

1
畢
部
を
構
成
し
て
い
る
.

ア
ユ
ル
･
グ

ェ
-
グ
贋
笹
と
連
関
し
て
､
佑
銃
的
な
イ
ン
ド
笹
､
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
研
究
の
機
関
に
つ
い
て

三
l口
ふ
れ
て
お
-
と
'
こ
れ
は

プ
-
ナ
で
は
公
式
な
認
可
を
え
て
い
な
い
が
'
か
っ
て
ペ
ー
シ
ュ
ワ
の

時
代
そ
の
ま
ま
の
形
式
で
'
し
か
し
市
内
の
一
箇
所
に
小
さ
な
建
物
を

も

っ
て
'
私
塾
と
し
て
存
在
し
て
い
る
｡
構
成
は
､

1
'
グ

ェ
-
ダ
畢

(V
ed
a)
二
'
グ

ェ
-
ダ
ー
ン
タ
(V
ed
a
n
ta)
哲
畢
'
三
t
,JJ
-
マ
-
ン

サ
ー
(M
Tm
掛
rTtSa)
哲
畢
'
四
㌧
津
典
畢

(D
h
a
rm
a
S

ast
ra)'
五
､
論
理

翠
(N
yay
a)
､

六
､
文
法
畢

(
V
ya
k
ara
づa)'
七
'
帯

(

Kavya)
及
び
'

八

へ
修
鮮
峯
(A
一a
h
k
ara)
の

八
つ
に
分
れ
､
講
轟
は
す
べ

てサ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
で
行
わ
れ
る
.
こ
こ
に
は
､

一
般
の
社
食
人
も
'
大
畢
生
も
､

朝
か
ら
夜
に
わ
た

っ
て
'
通
常
な
時
間
を
み
つ
け
て
通

っ
て
お
り
､
そ

れ
ぞ
れ
の
先
生
に
束
僻
を
排
う
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
.
中

に

は
｢
.ハ
ン
デ
ィ
ッ
･L
の
豪
に
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
'
小
畢
生
位
の
も

の
た
ち
の
参
も
み
か
け
へ
ブ
-
ナ
の
全
人
口
か
ら
み
れ
ば
極
-
少
数
で

あ
る
が
'
倖
流
的
な
畢
間
の
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
､
そ
れ
を
習
得
し

ょ
う
と
す
る
人
達
の
漁
想
外
に
多
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
.
彼
等
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
rL
で
話
し
'
作
文
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
蕃
成
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

女
子
大
撃
の
存
在
に
つ
い
て
も
'
こ
こ

で
附
記
し
て
お
こ
う
｡
こ
の

六
五

｣



大
挙

の
町
プ

-
ナ

(
商

略
)

女
子
大
拳
は
'

1
九

一
七
年
に
'
常
時
ま
だ
教
育

の
機
骨
に
あ
ま
り
恵

ま
れ
な
か
っ
た
女
子
の
た
め
に
特
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
'
特
色
は

マ

ラ
ー
テ
ィ
ー
語
に
よ

る
講
義

と

い
う
鮎

に
あ

る
｡
名
辞

は

H
ig
n
e

s
tr
e
e.s
h
ik
sh
a
n
S
a
m
sth
a
(H
ig
n
e
W
o
m
e
n.s
lnstitute)
と
い
い
､

創

始
者
は
'
｢
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
の
偉
大
な
る

老
人
｣
と
よ
ば
れ
t

P
ad
m
a
V
ib
h
ush
an
M
a
h
a
rs
h
i
の
栴
班
を
も
つ

D
.
K
.
K
a
rv
e

で
あ
り
'
現
フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
･
カ
レ
ッ
ヂ
畢
長
へ
カ
ル
グ

ェ
教

授
の

厳
父
で
あ
る
｡
彼

は
テ
ィ
ラ
ク
等
と
共
に
初
期
の
ブ
-
ナ
畢
校
教
育
に

功
労
の
あ
っ
た
人
で
あ
る
.
領
水
ず

っ
と
こ
の
女
子
教
育
に
身
を
捧
げ
､

咋

l
九
五
七
年
へ
百
才
の
生
誕
記
念
日
を
迎
え
て
'
な
お
壮
雌
で
あ
る
｡

カ
ル
グ

ェ
畢
長
に
お
き
き
し
た
と
こ
ろ
で
は
'
こ
の
女
子
大
峯
の
構
想

は
老
カ
ル
グ

ェ
が
日
本
の
女
子
大
教
育
を
模
範
に
し
て
設
立
さ
れ
た
由

で
あ
る
が
へ
最
近
は
女
子
で
も
普
通
の
畢
科
大
笹
に
入
畢
す
る
も
の
の

方
が
多
-
'
入
畢
志
望
者
は
そ
れ
程
多
-
な
い
そ
う
で
あ
る
.
プ
-
ナ

大
拳
に
下
嵐
し
て
い
る
か
ど
う
か
､
わ
た
-
し
の
記
憶
は
定
か
で
な
い
.

二

研
究
所

プ
-
ナ
市
内
に
あ
る
研
究
所
は
'

1
九
五
七
年
現
在
'
自
然
料
率
'

人
文
科
拳
を
併
せ
て
'
九
つ
を
数
え
る
中
で
代
表
的
'
且
著
名
な
も
の

と
し
で
は
'
自
然
科
挙

で
'
国
立
化
翠
研
究
所

(N
atio
コ
a】
C
h
e
ヨ
icaJ

L
ab
o
rato
ry.
1950

1
九
五
〇
年
設
立
)
､
お
よ
び
'
中
央
水
力
研
究
所

(C
entra
l
W
a
ter
an
d
P
o
w
er
R
esea
-ch
S
tation
,
1
九
三
七
年
設
立
)
が

六
Jハ

あ
る
.
人
文
料
率
系
統
で
は
'
先
に
述
べ
た
罪
科
大
笹
と
し
て
の
デ

ッ

カ
ン

･
カ
レ
ツ
デ
の
後
身

た

る

D
e
c
c
a
n

C
o
tte
g
e

o
f

P
o
mt
_

G
r
a
d
u
a
t
e

a
n
d
R
e
s
ea
r
e
h
l
n
s
t
itu
te
や
､
パ
ン
ダ
ル
カ
ル

東
洋
研
究
所

(Bh
and
ark
ar
O
rle
ntal
Jtesea
rch
In
stitu
te)
'
お
よ
び

ゴ
ー
カ
レ
ー
政
治
経
済
研
究
所

(G
okh
ale
In
stitute
o
f
P
ol
iticsa
nd

E
con.
m
-cs)
が
あ
り
､
そ
の
他

へ
規
模

も
小
さ

-
､
1
流

と
は
い
え
な

い

が
'

壬
に
ブ
-
ナ
市
や
マ
ラ
ー
タ
王
国
に
関
す
る
歴
史
資
料
を
集
め

て
S,
る
歴
史
研
究
所

B
h
a
ra
tiy
a

ltih
掛
s
S
a
n
sh
o
d
h
a
n
M
a
n
d
a
l

あ
る
S,
は
テ
ィ
ラ
ク
の
た

で
た
ヴ

ェ
-
ダ

研
究
所

(
V
aid
ik
S
an
sh
o
･

°
h
a
n
M
a
n
d
al)
等
が
あ
っ
て
'
プ
-
ナ
の
特
殊
な
性
格

の
1
両
を
示

し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
で
'
大
畢
教
育
に
連
関
を
も

っ
て
い
る
も

の
と
し
て
'
デ
ッ
カ
ン
･
カ
レ
ッ
ヂ
'
バ
ン
グ
ル
カ
ル
研
究
所
'
お
よ

び
.コ
-
カ
レ
ー
研
究
所
の
三
つ
に
つ
い
て
だ
け
､
少
し
詳
し
-
犯
し
て

お
こ
う
.
こ
の
三
つ
の
研
究
所
は
､
そ
れ
ぞ

れ

の
分
野

に
お
い
て
'

大
畢
教
育
の

一
端
を
構
成
す

る
も

の
と
し
て
公
認

さ
れ
た
研
究
所

(C
o
n
stitu
en
t
R
ec.
g
nized
Institutio
n
s)
と
し
て
'
ブ
-
ナ
大
笹

に

兼
併

さ

れ
て
S,
る
も
の
で
あ
る
.

(
1
)

デ
ッ
カ
ン
･
カ
レ
ッ
ヂ

こ
の
研
究

所

は
大
畢
院
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
研
究
指
導
を
圭
と
L
t

プ
-
ナ
大
笹
の
'
社
食
お
よ
び
人
文
科
畢
系
の
大
畢
院

コ
ー
ス
の
大
部

分
を
分
櫓
し
て
い
る
0
単
科
は
'
考
古
畢
お
よ
び
歴
史
畢
'
和
食
畢
お

よ
び
人
類
社
食
翠
､
言
語
笹
､
青
草
笹
へ
心
理
畢
な
ど
で
(
正
確
な
畢
科



l
t一一t一】t一一｢ノ-
一1
.
1
1
P

の
分
化
に
つ
い
て
の
資
料
は
現
在
手
持
が
な
い
)
'
特
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL

の
言
語
皐
的
研
究
､
青
草
畢
'
考
古
拳
等
の
分
野
で
は
､
イ
ン
下
館

1

流

の
尊
者
を
揃
え
'
立
派
な
美
技
を
あ
げ
て
い
る
｡
外
囲
特
に
欧
米
か

ら
の
留
畢
生
も
常
に
三

･
四
人
を
数
え
'
こ
こ
を
訪
う
外
国
の
畢
者
の

数
も
非
常
に
多
い
.

コ
ー
ス
は
'
P
h
.D
.
コ
ー
ス
の
み
で
､
こ
こ
で
研

究
し
て
笹
位
を
得
た
も
の
の
論
文
は
､
研
究
所
の
B
u
lL
etin
に

順
次
敬

表
さ
れ
､
つ
い
で
革
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
S,
る
.

こ
の
出
版
も
研

究
所
の
手
で
行
わ
れ
て
い
る
｡
研
究
所
の
仕
事
と
し
て
は
'
大
挙
院
の

他
に
へ
現
在
は
中
史
政
府
の
補
助
の
下
に
､
大
規
模
な
歴
史
的
研
究
に

基
づ
-
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
大
尉
典
の
編
纂
審
美
が
行
わ
れ
'
世
界
中
の

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
聾
者
の
援
助
を
仰
ぎ
'
ま
た
園
内
の
パ
ン
.テ
ィ
ッ
rL

達
も
動
員
し
て
'
出
衆
る
限
り
の
文
献
を
集
め
て
研
究
が
続
け
ら
れ
て

い
る
.
事
業
は
'

1
九
五

一
年
以
爽
は
じ
ま

っ
て
い
る
が
'
資
料
の
蒐

袋
'
カ
ー
下
の
奨
成
に
な
お
十
四

･
五
年
の
準
備
期
間
を
と
っ
て
い
る

と
い
う
.
こ
の
仕
事
は
､
一
昨
年
'
他
か
ら
璃
立
し
た
部

(D
e
partm
e
nt)

と
な
り
､
部

長
に
は
､
そ
れ
ま
で
研
究
所
の
部
長
だ

っ
た

カ
rL
レ
-
教

授

(S
･M
･
K
atre)
が
な
り
'
大
畢
院

コ
ー
ス
の
部
長
に
は
考
古

拳
の

サ

ン
カ
リ
ヤ
教
授

(H
･
D
･San
k
atia)
が
任
命
さ
れ
た
.
な
お
'
編
第

番
務
の
進
展
に
伴
い
'

仕
事
の
進
行
情
況
の
報
告
を
か
ね
て
'｢
グ
ア
ー

ク
｣
(V
a
k
)
こ
と
ば
)

と
い
う
名
の
不
定
期
の
雑
誌
を
凌
行
L
T
ま
た
新

典
編
纂
の
資
料
と
な
る
文
典
や
古
い
群
音
の
校
訂
出
版
を
行

っ
て
い

る
｡
出
版
の
仕
事
と
し
て
は
､
他
に
'
N
e
w

rn
d
ian
A
n
ti
quar
y
の

大
挙

の
町
ブ

-
ナ

(
高

崎
)

凌
行
'
研
究
所
の
教
授
た
ち
の
弊
作
'
あ
る
い
は
外
国
か
ら
招
待
し
た

畢
者
に
よ
る
講
義
や
講
演
が
出
版
さ
れ
て
い
る
.
こ
こ
数
年
爽
'
季
節

講
座
と
い
う
形
で
'
解
放
講
座
を
ひ
ら
き
'
あ
る
い
は
言
語
拳
研
究
の

l
環
と
し
て
､
欧
米
の
言
語
尊
者
を

V
isiting
P
r
of
es
so
l
と
し
て

招
待
し
､
短
年
講
座
を
委
託
し
て
い
る
｡

(
2
)

バ
ン
グ
ル
カ
ル
研
究
所

こ
こ
は
'
前
に
も
慣
れ
た
'
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
碩
畢
バ
ン
グ
ル
カ

〟

(R
.
G
.
B
h
a
nd
ark
a
r)
博
士
に
よ

っ
て
t

l
九

一
五
年
後
起
さ
れ
'

1
九

一
七
年

七
月

六
日
'
博
士
の
生
誕
八
十
年
を
記
念
し
て
創
立
さ
れ

た
.
叔
初
に
こ
の
研
究
所
に
輿
え
ら
れ
た
仕
番
は
'
デ
ッ
カ
ン
･
カ
レ

ッ
ヂ
忙
保
管
さ
れ
て
い
た
ポ
ム
ベ
イ
州
所
属

の
完
本

(G
.
vern
m
en
t

M
a
n
us
crip
tsJ

の
移
管
で
あ
り
へ
そ
の
素
木
に
基
づ
い
て

校
訂
さ
れ

た

B
o
m
ba
y

S
a
n
sk
rit
a
n
d
P
r
ak
rit
S
e
rie
s
(B
･
S
P
･
S
,
B
･
S
･
S
･)

の

出
版

審

菜
で
あ
っ
た
｡
基

金
は
多
-
の
有
志
か
ら
集
め
ら
れ
た
が
､

特
に
タ
タ
財
閥
お
よ
び
,I.)
ヤ
イ
ナ
教
徒
の
援
助
に
よ
る
と
こ
ろ
大
き

-
'
研
究
所
の

M
a
in
H
a
H

は
寄
附
者
の
名
を
残
し
て
､
T
h
e
J
ain

T
a
ta
R
e
se
a
rc
h
H
a
tl
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
O
そ
の
他
'

州

政
府

の
補
助
も
'
建
物
の
設
備
に
'
ま
た
転
年
の
研
究
補
助
に
'
大
き
な
割

合
を
占
め
て
い
る
.
附
恩
建
物
と
し
て
､
印
刷
所
お
よ
び
ゲ
ス
･L
･
ハ

ウ
ス
を
も

っ
て
お
り
､
後
者
は

1
九
三
三
年
､

ハ
イ
プ
ラ
ー
バ
ー
ド
の

薄
王
家

こ
ザ
ム

(N
iz
am
)
の
寄
附
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ

た
も

の
で
t

N
iza
m
's
G
ues
t
H

o
u
s
e
と
よ
ば
れ
､
圭
に
外
観
か
ら
の
研
究
者

の

六
七



大
挙

の
町
ブ

-
ナ

(
高

峰
)

宿
泊
に
首
て
ら
れ
て
い
る
｡

研
究
所
は
'
そ
の
事
業
に
よ

っ
て
七
つ
の
部
門

(D
epartm
ent)
に
分

れ
て
い
る
｡
第

一
は
'

マ
ハ
ー
バ

ー
ラ
タ
の
校
訂

出
版
の
仕
事
で
'
一

九

一
九
年
以
来
噌
絞
ま
れ
'
完
成

ま
で
に
は
な
お
数
年
の
歳
月
を
必
要

と
す
る
と
S,
わ
れ
て
い
る
.
初
代
の
部
長
､
同
時
に
校
訂
責
任
者
(G
e
l

n
e
rat
E
d
ito
r)
に
は
ス
ク
タ
ン
カ
ル

(V
･
S.S
uk
th
an
k
ar)
博
士

が
任

命
さ
れ

､
1九
四
三
年
､
彼
の
死
後
'
ベ

ル
グ

7
ル

カ
ル
(S
･
K
･
B

el･

va
rk
ar)
博
士
が
そ
の
後
を
傾
い
で
､
現
在
に
至

っ
て
S,
る
.
こ
の

仕

事
の
た
め
に
へ
全
イ
ン
ド
か
ら

マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の
あ
ら
ゆ
る
薦
本
'

版
を
集
め
'
パ
ン
デ
ィ
ッ
･L
や
若
い
尊
者

を
補
助
要
員
と
し
て
集
め
て

事
に
首

っ
て
い
る
.

第
二
部
門
が
'
寛
本
部
で
'
先
に
の
べ
た
ポ
ム
ベ
イ
州
政
府
所
管
の

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
rL
お
よ
び
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
rL
の
為
本
凡
そ
二

〇
'〇
〇

〇
部
を
保
管
し
'
そ
の
日
錐
を
出
し
'
ま
た
順
次
に
校
訂
出
版
し

て
い

る
｡
内
容
は
圭
に
イ
ン
ド
教
'
ジ
ヤ
イ
ナ
教
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
.

第
三
部
門
は
､
th
e
l
ran
ia
n
a
n
d
S
e
m
itic
D
e
p
〉t
と
よ
ば
れ
'
一
九

二
〇
年
に
設
忠
'
ペ

ル
シ
ャ
･
ア
ラ
ビ
ヤ
関
係
の
t
A
v
est
aVP
ehtevi
.

P
ersian
お
よ
び

A
r
ab
ic
の
寛
本
を
集
め
る
仕
事
と

'
そ
の
研
究
､

校
訂
を
行
う
｡
次
に
'
発
四
部
門
は
出
版

の
仕
事
で
'

マ
ハ
ー
バ
ー
ラ

タ
の
校
訂
版
は
じ
め
､
第
二
㌧
第
三
部
門
の
校
訂
テ
キ
ス
rL･や
研
究
の

出
版
'
ま
た
研
究
所
の
年
報
や
'
全
イ
ン
ド
東
洋
畢
愈

々
報
の
出
版
も

し
て
お
り
'
最
近
は
こ
の
大
審
院
で
研
究
さ
れ
た
畢
位
論
文
の
出
版
も

六
八

開
始
し
た
｡
第
五
部
門

が
'
年
報

(A
n
na-s
of
the
Bhandark
ar
O
r.

(ns
titu
te
,
A
B
O
R
t･)
の
編
集
部
で
へ
こ
の
年
報
は
イ
ン
Ljl
笹
に
関
す

る
'

世
界
で
も
権
威
あ
る
畢
術
語
の

一
つ
で
あ
る
｡

第
六
部
門
が
圏
書
館
で
'
こ
こ
に
は

一
九
二
五
年
､
バ
ン
グ
ル
カ
ル

博
士
の
後
後
､
そ
の
蔵
書
が
全
部
寄
贈
移
管
さ
れ
て
'
イ
ン
ド
笹
に
関

す
る
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
｡
燕
替
数
は
そ
れ
性
ど
多

-
な
-
､
新
刑
雷
の
購
入
も
漁
等
の
関
係
か
ら
少
い
よ
う
で
あ
る
が
'

寄
樹
同
書
の
多
い
の
が
目
立
っ
て
い
る
.
襲

っ
た
も
の
で
は
'
薯
国
民

政
府
か
ら
贈
ら
れ
た
上
海
版
漠
詳
大
蔵
経
､
ま
た
フ
ァ
ー
ガ
ッ
リ
ン
･

カ
レ
ッ
ヂ
の
ゴ
ー
カ
レ
ー
教
授

(V
･
V
･
G
.k
ha
le
)
が
チ
ベ
ッ
･L
在
留

中
へ
友
人
の
数
畢
者

コ
-
サ
ン
ビ
ー
教
授

(併
教

単著
D
.
K
osam
b
i
の

子
息
)
の
依
頼
で
ラ
サ
で
購
入
し
'
後
者
が
父
博
士
を
記
念
し
て
寄
贈

し
た
と
い
う
来
歴
を
も
つ
､
第
十
三
世
ダ
ラ
イ
･
ラ
マ
欽
定
版
の
チ
ベ

ッ
rL
大
蔵
経

(
カ
ソ
ジ
ュ
ー
ル
の
み
､
タ
ン
ジ
ュ
ー
ル
は
出
版
さ
れ
な
か
っ

た
)

が
あ
る
が
､
惜
し
い
こ
と
に
運
送
の
途
中
で

1
部
紛
失
L
t
完
全

に
揃

っ
て
は
い
た
い
.

1
昨
年
俳
陀
入
淫
輿
二
千
五
百
年
祭
の
折
'
衆

印
し
た
現
グ
ラ
イ
ラ
マ
は
'
ブ
-
ナ
に
立
寄

っ
て
こ
の
研
究
所
を
訪
問

し
た
が
'
そ
の
と
き
同
じ
版
の
大
蔵
経
を
新
た
に

1
部
寄
贈
す
る
こ
と

を
申
し
出
た
由
で
あ
る
｡

第
七
部
門
が
､
プ
-
ナ
大
峯
に
乗
併
さ
れ
て
い
る
大
畢
院
'

Ph.D

コ
ー
ス
で
,
畢
科
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
l､
な
ら
び

に
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
,i'

(
｡ハ
-
リ
語
お
よ
び
'
ア
ル
ダ

マ
-
ガ
デ
ィ
語
)
'
お
よ
び
古
代
イ
ン
ド



文
化
研
究

(An
cie
nニ
n
d
i
an
Cutturc)
で
あ
る
0
畢
生
数
は
不
定
で
あ

る
が
'
常

に
十
人

内
外

を

数
え

'
女
子
畢
生
も
三
㌧
四
人
い
て
'
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
rL
と
取
組
ん
で
S,
る
｡
部
長
は
カ
ル

マ
ル
カ

ル
教
授

(R
･D
･

K

arm
ark
ar)
で
'
ヴ

ェ
-
ダ
ー
ン
タ
哲
拳
の
専
攻
'
古
代
文

化

は
ゴ

ー
デ
ー教
授

(P
.
K
.
C
o

de
)
が
捨
首
し
て
い
る
が
'
彼

の
専
門

は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
･L
文
献
畢
史

で

あ
る
｡
こ
の
大
審
院
研
究
堂

の
仕
事
と
し

て
'
日
下
ウ
.ハ
ニ
シ
ャ
ッ
下
の
索
引

(U
p
a
niSa
d

くak
yak
oS
a｡
こ
れ
は

Jacob
大
佐
の
努
作

C
oncordan
ce
to
th
eP
rin
ci
pa
lUp
an
iSad
s
ar
Ld

th
e
B
h
ag
a
va
d
g
ita

の
改
訂
'
大
椅
補
と

いう
意

国
の
下
に
は
じ
め
ら
れ
た
)

の
編
纂
に
と
り
か
か

っ
て
い
る
.

研
究
所
の

1
般
串
務
は
'
H
on
orabte
Secretary
た
る
ダ

ン
プ

カ

ル
教
授
が
責
任
を
も

っ
て
お
り

､番
蟹
上
の

所
長
の
役
を
果
し
て
い

る
O

彼
は
ま
た
プ
-
ナ
大
草
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
･L
畢
科
主
任
で
'
グ

ェ
-
ダ

笹
を
専
門
と
し
て
い
る
.

(
3
)

.コ
-
カ
レ
ー
研
究
所

こ

こ

は
､
国
民
骨
諸
派
議
長
で
あ
っ
た
.コ
-
カ

レ
ー
の
創
設
し
た
'

サ
ー
ブ

ァ
ン
ツ

･
オ
ブ

･
イ
ン
デ
ィ
ア
協
合

(S
e
rく
an
tS
｡
〓
n
d
ia
S
?

ci
ety
)

に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
'
創
立

は
彼
の
死
後

十
五
年
'

協
骨
創
立
二
十
五
周
年
記
念
の
日
へ
一
九
三

〇
年

一
月

一
二
日
で
あ
る
｡

名
辞
は
も
ち
ろ
ん
'
協
骨
の
創
立
者
.コ
-
カ
レ
ー
の
名
を
と

っ
た
も
の

で
あ
る
｡
研
究
所
は
従

っ
て
全
-
協
倉

の
設
立
趣
旨
に
基
づ
き
'
そ
の

日
的
遂
行
の
た
め
に
た
て
ら
れ
た
も
の
で
､
現
代
イ
ン
44
の
政
治
'
杜

大
草
の
町
プ
-
ナ

(
高

崎
)

骨
お
よ
び
経
碑
の
分
析
'
研
究
を
通
し
て
'
イ
ン
ド
の
規
資
の
参
を
把

握
し
'
婿
非
の
あ
り
方
を
追
究
し
ょ
ぅ
と
す
る
に
あ

っ
た
｡
こ
の
目
的

に
そ

っ
て
'
全
イ
ン
ド
の
同
分
野
に
関
す
る
文
献
を
集
め
'
ま
た
研
究

者
を
蕃
成
し
'
指
導
員
お
よ
び
研
究
員
に
よ
る
各
種
の
資
地
調
査
を
行

っ
て
い
る
｡
こ
の
研
究
者
養
成
部
門
が
､
政
治
畢
お
よ
び
経
簡
単
の
大

塔
院
t
P
h
.D
.
コ
ー
ス
と
し
て
'
ブ
-
ナ
大
拳
に
乗
併
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た

｡
研
究
所
と
し
て
は
畢
生
の
た
め
の
講
義
は
な
い
が
'
研
究
所

設
立
に
首

っ
て
莫
大
な
基
金
を
寄
附
し
た
サ
ク
ラ
生
れ
の
R
a
v

B
a
h
a･

d
u
r
R
.
R
.

K
a
le

の
名
を
記
念
し
て
'

一
九
三
七
年
以
非

'

毎

年

記

念
講
義

が

つ
づ
け
ら
れ
'
イ
ン
ド
の
政
治
'
経
済
に
関
す
る

1
姫
的
講

義
を
有
名
な
専
門
笹
者
に
よ

っ
て
行

っ
て
い
る
｡
指
導
教
授
や
研
究
者

の
労
作
-

そ
の
多
-
は
'
政
治
､
経
済
現
象
の
細
い
貿
地
調
査
で
あ

る
が
､
I

は
や
は
り
研
究
所
の
名
で
出
版
さ
れ
て
い
る
.

こ
の
研
究
所
は
'
こ
の
櫨
の
も
の
と
し
て
は
イ
ン
ド
随

一
で
あ
り
'

中
央
政
府
や
各
州
政
府

の
依
硯
に
よ
る
調
査
研
究
な
ど
も
行
い
､
現
代

イ
ン
ド
の
分
析
で
､
菓
重
な
資
料
と
な
る
多
-
の
研
究
を
生
み
出
し
て

い
る
｡
ま
た
'
l
ntern
ation
a
l
l
nstit
nt
e
o
f
p
a
c
iL
c

R
e
la
tio
n
s

と
協
力
し
'
そ

の
分
槍

の
仕
事
と

し
て
､
イ

ンド
に
お
け
る
近
代
企

業

の
興
起
に
関
す
る
調
査
研
究
も
行

っ
て
い
る
.
現
在
'
所
長
は
ガ
下
ギ

ル
教
授

(D
･
R
･
G
ad
g
ニ
)
で
あ
る
｡

三

プ
-
ナ
大
挙

六
九



大
挙

の
町
ブ

-
ナ

(
高

崎
)

以
上
避
べ
た
よ
う
な
､
単
科
大
峯
や
研
究
所
の
綜
合
と
し
て
'
ブ
-

ナ
大
拳
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
'
大
畢
自
健
は
'
そ
れ
ら
の
兼
併
さ

れ
た
大
畢

･
研
究
所
に
な
い
コ
ー
ス
を
'
直
嵐
の
コ
ー
ス
と
し
て
も

っ

て
い
る
.
い
わ
ば
必
要
な
コ
ー
ス
の
補
充
と
い
っ
た
､
い
yu
さ
か
渦
極

的
な
存
在
理
由
し
か
も

っ
て
い
な
S,
よ
う
で
あ
る
が
'
従

っ
て
大
部
分

が

マ
ス
タ
ー

･
コ
ー
ス

(M
.
A
〉M
.S
c.)
で
あ
り
､
3.-
つ
か

の

P
h
.

D
.
コ
ー
ス
が
あ
る
.
直
嵐
の
単
科
は

二

あ
る
が
'
そ
の
う
ち
文
科
系

統
は
四
つ
'
す
な
わ
ち
'
資
験
心
理
拳
､
マ
ラ
ー
テ
ィ

ー
語
な
ら
び
に
文

拳
､
政
治
行
政
拳
､
お
よ
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
1､
な

ら
び
に
プ
ラ
ー
ク
リ

ッ
rL
単
科
で
あ
り
'
他
は
埋
畢
部
の
系
統
に
風
す
る
｡
こ
の
埋
畢
部
系

統

の
も
の
で
は
'
他
の
畢
科
大
草
が
あ
ま
り
充
賛
し
て
い
な
か
っ
た
故

か
t
Z
nt
er

m
ed
iate
の
コ
ー
ス

(I
.S
c.日
本
で
い
え
ば
教
養
畢
部
理
科
)

を
終

え
た
も
の
以
上
が
収
容
さ
れ

t
BI.
Sc
(H
.n
sp)
の

コ
ー
ス
へ
す

な
わ
ち
普
通
よ
り

一
年
長
い
､
埋
畢

士
の
コ
ー
スを
'

マ
ス
タ
ー
'
ド

ク
タ
ー

･
コ
ー
ス
の
他
に
備
え
て
い
る
｡
畢
科
は
'
物
理

･
化
畢

･
数

畢
お
よ
び
統
計
拳

･
地
理
畢

･
地
質
畢

･
植
物
畢

･
動
物
翠
の
計
七
つ

で
あ
る
｡

日
本
の
大
挙
で
い
う
よ
う
な
畢
部
組
織
は
'
具
髄
的
に
は
プ
-
ナ
大

笹
に
は
存
在
し
な
い
｡
い
わ
ば
'
各
軍
科
大
拳
'
研
究
所
､
お
よ
び
大

畢
直
属

の
畢
科
を
'
各
間
の
系
統
に
よ

っ
て
分
類
し
､
畢
術
行
政
の
面

で
事
紡
虚
理
の
た
め
に
畢
部
を
構
成
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
､
畢

部
長
は
任
命
さ
れ
る
が
､
数
段
が
何

々
畢
部
教
授
と
よ
ば
れ
る
こ
と
は

七

〇

な
い
｡
ブ
-
ナ
大
笹
の
規
則
に
は
'
し
か
し
畢
部
構
成
が
規
定
さ
れ
て

い
る
の
で
へ
そ
の
名
前
だ
け
を
参
考
の
た
め
に
奉
げ
て
お
-
と
'

1
㌧

笹
薮
畢
部

(A
rts.
古
代
､
近
代
の
ヨ
ー
ワ

ッ
.ハ
お
よ
び
イ
ン
ド
の
語
草
な
ら

び
に
文
拳
).
二
'
精
神
お
よ
び
社
食
科

畢

(暫
畢
'
歴
史

拳
､
赴
骨
拳
､

経
済
畢
'
政
治
畢
)
､
三
㌧
理
畢
部
'
四
､
津
畢
部
'
五
､
簡
単
部
へ
六
､

エ
畢
部
'
七
､
農
畢
部
お
よ
び
'
八
'
美
術

･
音
楽
畢
部
と
あ
る
.
こ

の
う
ち
'
八
は
ま
だ
群
際
の
畢
科
'

コ
ー
ス
が
な
い
.

一
方
'
現
在
は

ア
ユ
ル
ヴ

ェ
-
ダ
願
拳
が
､
願
畢
部
と
分
れ
て
'
猫
立
の
1
畢
部
を
構

成
し
て
い
る
｡

な
お
､
プ
-
ナ
大
笹
の
敷
地
は
も
と
ポ
ム
ベ
イ
州
絶
骨
の
邸
宅
の
跡

で
､
イ
ギ
リ
ス
人
の
退
去
後
大
笹
の
敷
地
と
し
て
建
物
も
ろ
と
も
排
下

げ
ら
れ
た
｡
構
内
に
植
物
圃
や
牧
場
ま
で
あ
る
､
非
常
に
庚
大
な
も
の

で
､
狭
い
日
本
か
ら
い
っ
た
身
に
は
'
し
み
じ
み
と
羨
望
の
念
を
禁
じ

え
な
か

っ
た
｡

以
上
で
'
わ
た
-
し
の
報
告
は
経
る
が
､
書
い
て
い
る
う
ち
に
'
猪

立
遊
動
と
閣
民
教
育
の
問
題
に
つ
S,
て
'
も
う
少
し
追
及
し
て
み
た
い

気
持
に
か
ら
れ
て
衆
た
.
S,ず
れ
ま
た
別
に
機
骨
で
も
あ
れ
ば
と
恩

っ

て
い
る
が
､
上
の
説
明
で
多
少
と
も
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
示
唆
す
る

も
の
が
あ
り
､
大
方
の
関
心
を
ひ
-
鮎
が
あ

っ
た
な
ら
ば
､
望
外
の
喜

び
で
あ
る
｡
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.
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ur
g
).
H
.
W

.

B
An
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(C
a
m

b
rid
ge
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､
D
.
H
.
li.
hqo
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(C
am
b
rid
ge
.
M
ass.).
S
.
M

K
AT慧

(p
oo
n
a
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L
.
R
tczTOU
(P
aris)
"
E
d
ltO
r
S
in
C
h
ie
f
:
J.
W
.
.,E

J0
芸

(L
eiden
)}
E
.
B
.
J.
K
tIIPER
(L
eiden)･
320
p
p
･,
T
h
e
H
a
g
u
e
V
H
.
1･

la
n
d(M
o
uto
n
a
n
d
C
o
.)
;
S
u
b
scrip
tio
n

P
rice
per
V
ol.
(4
issu
es):

D
utch
G
ld
.
30
(=

C.
$
8.
sh
.
56
.
D
M

33.
50
.
fr
.
frs.
27
50).

イ
ン
ド
畢
お

よ
び
イ
ラ
ン
拳
の
専
門
雄
志
と
し
て
'

1
九
二
二
年
以
来
霊
夢

な
役
割
を
浜
じ

た

Z
.

ftir
r

n
d
o
Jo
g
ie
u
.
Ira
n
istik

が
願
刊
と
な
っ
た
攻
'

久
し
-
痛
感
さ
れ
て

い
た

基
白
を
う
め
る
も

の
と
し
て
､
新
た
に
こ
の
雑
器
が

生
れ
た
こ
と
は
､
専
門
家
の
等
し
-
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.
お
よ
そ
西
紀

一
千
年
ま
で
の
イ
ソ
ド

(非
ア
リ
ア
ン
を
含
む
)
と
イ
ラ
ン
の
言
語

･
文
献

･

宗
教

･
哲
拳
に
脚
す
る
研

究
論
文
を
瀬
せ
､
四
分
筋
を
も
っ
て

1
番
と
す
る
計

宴
で
､
預
定
の
通
-
す
で
に
第

1
番
が
完
了
し
た
O
編
非
部
員
お
よ
び
刊
行
主

任
に
そ
の
人
を
得
て
い
る
こ
と
は
'
上
記
の
顔
ぶ
れ
か
ら
見
て
明
ら
か
で
'
強

い
国
際
的
協
力
の
下
に
婆
足

し
た
本
誌
が
､
今
後
イ
ン
ド
畢

･
イ
ラ
ノ
拳
の
寄

霞
に
買
献
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
は
'
第

1
番
の
内
容
に
照
し
て
も

'
疑
い

批
評
と
紹
介

(
辻
)

を
い
れ
な
い
｡
初
期
の
ア
ブ
エ
ス
タ
研
究
が
'
す

エ
ー
〆
研
究
と
不
可
分
の
蹄

係
に
お
い
て
進
渉
し
た
後
へ
イ
ラ
ン
文
献
拳
が
独
立
の
草
間
分
野
と
し
て
頚
蓮

す
る
に
従
い
'
イ
ン
ド
文
献
拳
と
の
交
渉
の
準

り
い
だ
こ
と
は
周
知
の
番
缶
で

あ
る
｡
こ
れ
は
雨
桂

の
文
献
拳
の
領
域
が
拡
大
し
､
細
分
化
し
た
結
果
と
し
て

や
む
を
得
な
い
が
､
両
分
野
に
わ
た
る
知
識
が
関
越
の
解
決
に
必
変
な
場
合
も

少
-
な
く

せ
め
て

一
方
の
専
門
家
が
他
方
の
成
果
を
速
か
に
知
っ
て
利
用
し
'

或
い
は
た
が
い
忙
協
力
し
得
る
髄
制
が
望
ま
し
い
O
そ
の
方
向
を
推
進
す
る
た

め
に
も
本
誌
の
出
現
に
重
要
な
意
巷
を
認
め
る
｡
本
誌
を
わ
が
畢
界
に
推
栴
す

る
た
め
､
以
下
各
論
文
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
｡

イ
ラ
ン
拳
に
謝
す
る
寄
稿
に
比
し
､
イ
ン
ド
畢
方
面
の
論
文
は
そ
の
教
も
多

く
､
襲
化
に
富
み
'康
い
領
域
に
わ
た
っ
て
い

る
.
ヴ

ュ
ー
〆
譜
を
起
鮎
と
L
t

印
蘇
語
比
較
文
法
の
見
通
し
に
立
つ
も
の
に
､
T
･
B
uR
R
O
W
‥
A
n

a
rch
a
ic

v
e
rb
a
t
te
rm
in
a
tio
n
in
e
arty
Zn
d
o
･A
ry
a
n
(p
.
6
1-
7
6
)

が
あ
る
.
数

年

前
に
(W
e
tte
r･F
e
stsch
r..
)954,
p･
3
51
4
2)
語
尾

･
S
(2･
a
n
d
3
･sg
･

p
re
t.
a
ct.,
c
f.
V

ed
.

preca
tiv
e

b
h
Q
yas)
の

由
緒
を
論
じ

た
常
者
は
､

.th
a
が
二
人
稀
の
み
な
ら
ず
三
人
稀
と
し
て
使
用
さ
れ
た

こ
と

(cf･
H
itt･

esta
2
.
a
n
d
3
.
sg
.
p
re
t.
a
ct.〉
e
;･
Lto
b
e.)

を
諭
援
し
ょ
う
と
し
､
そ

の
痕
跡
を
ヴ
ュ
ー
〆
語
の
中
に
た

ず

ね
て
い
る
｡
(i)
2
･
a
sth
a
s∧
㌔
sth
a+

ら.
3
.
a
sth
a
t∧
～
a
sth
a
+
-
(as･
Lto
lh
ro
w
.,P
aD
･
V
II･
4
･17
)
,
(
2)(ala)

a
d
a
sth
a
(G
S
)
-
b
h
Llyasth
a
(H
irC
S
I
.
)8･
3'
,
p
ra･p
asta
∧
葛
stha

a
ct.
!
p
a
-
.
to
d
rin
k
'
(A
S

X

tⅠ.
3.
43
)
.
(3)
can
iS
th
at∧
.ca
n
iSth
a

+
t
(R
S
V
ltⅠ.
6
3
1
)
i).
僅
少
な
が
ら
こ
れ
ら

の
擁
存
語
形
は
そ
れ
ぞ
れ
､

ヒ
ッ
タ
イ
ト
語
の
二

･
三
人
柄

･
過
去

･
能
動
の
諸
形
式

(
())
･ta
∧
.
･th
a〉

e
.g
.
e
p
La
.
e
p
･
J
O
ta
k
e
･,
(2
)
･Sta
<
*
･S-h
a
､
e
･g
･
a
u
Sta･
a
u
･
.to

see
.,
(3)
-igt.l
<
★･isth
a,C.g
.
m
e
m
igta
,
m
em
a･
.t.
sa
y
}V
cf･
L
at･

七

l

__ _｣



批
評
と
細
介

(
辻
)

ven
isti)
に
封
厳
し
､
そ
の
起
源
の
印
欺
母
語
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
窺
わ
し

め
る
と
し

､
さ
ら
に
進
ん
で
'
sig
m
a
tic
a
o
r.
特

に

サ

ン

ス
ク
リ
ッ
ト

の

S･a
o
r
.
お
よ
び

i
S･a
o
r.
の
成
立
に
関

し
て
'
掲
特
の
見
解

を
碇
示
し
て
い
る
｡

最

後
の
鵜
に
つ

き
著
者
の
推
定
に
賛
同
す
る
た
め
に
は
､
そ

の
持
論

で
あ

る

sc
h
w
a

idg.
の
全
面
的
抹
殺

を
も
同
時
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し

か
し
従
来
未
解
決
の
ま
ま
に
お
か
れ
た
い
-
つ
か
の
動
詞
形
に
照
明
を
あ
て
た

こ
と
を
記
憶
に
留
め
､
他
の
類
例
の
額
且
を
待
ち
た
い
.

J
.
G
o
_～,D
l
･
T
h
e
V
e
d
ic
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
rp
h
a
s
(
p1
33-60)
は
､
古
代

イ

ン
ド

の
祉
禽

生
活
･
宗
教
･
世
界
敵
に
関
す
る
埋
語
の
概
念
内
容
を
'
正
確

に

捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
の

1
つ
で
あ
る
.

a
qth
a
s･
お
よ
び
こ
れ
と
語
原
的

忙
閑
適
す
る
卑
語

(a
rp
h
u
･,
a
召
h
u
ra
･,
a
rrlh

a

ti∴
cf.
A
v
.
?
.Za
h
･,
O
S
l.

やZn
k
ロ
,
L
ith
･
a
a
k
抑ta
s,
O
H
G
･
an
g
usI,
G
o
-h
･
a
g
g
w
u
s〉
L
at･
an
go
r,

a
n

g
ustus.
G
r.普
xe
.
e
tc
..
IE
.
*a
n
恥
h
∴
"
T
he
g
e
n
e
r
al
idea
e
x
p
re
s･

Se
d
b
y

this
roo
t

s
e
e
m
s
to
h
ave
b

een
.
prim
a
rily
th
a
t
of
sp
a
tia
l

narrow
ness
in
a
gen
era
l
sen
se
of
the
w
ord
.
then
a
lso
th
e
fe
e
l

lin
g

o
f

physica
l
a
n
d
p
sy
c
h
ic
a
l
o
p
p
re
ssion
exp
e
rien
ced
b
y
tho･

Se
w
h
o
fin
d
th
e
m
se
lv
e
s
in
a
lim
ite
d
sp
a
c
e
."
(
p.5
8
sq
.)

の
用

例

を
詳

細
に
検
討
し
'

そ
の
反
意
語
特
に

uru･
.
b
ro
ad
.
或
3.は
近
療
語

d
u
･

rita
･
Ef
arin
g
it1.
a
b
a
d
c
o
u
rs
e.
-
.a
diaiculty-
h
a
rd
sh
ip
.
d
a
n
g
er}

d
iscom
fo
rt}
e
viI.
(p1
40),
tya
jas･
.ab
an
d
on
m
en
t

〉
(cf.
A
v.
iOy
a
]ya
h･

.troub)e-
dang
e
r
'.
p
.
52-54)
等
と
封
比
し
て
考
察
し
､
a
rrlh
a
s･
は
一

般

に
災
厄

(c
f.
p
a
p
al
.
e
v
il.
C
om
m

.)
を
意
味
し
､
個

々
の
場

合
に
廠
じ

て
病
疾

･
恐
怖

･
危
険

･
死
の
意

拳
に
通
じ
､
困
難
に
み
ち
た
遊
牧
生

活
を
背

景
と
し
て
､
排
除

･
隅
蹄
す
な
わ
ち
難
雛

･
災
害
か
ら
解
放
さ
れ
た
贋
澗
す
な

わ
ち
自
由
な
任
所
を
求
め
る
意
欲
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
い
る
｡
こ
の
種
の

七
二

単
語
の
内
容
範
囲
ま
た
は
意
巻
波
生
は
'
選
に
語
原
や
評
語
の
設
定
に
よ
っ
て

規
定
し
っ
-
さ
れ
ず
､
背
後
に
横
た
わ
る
生
酒
環
境
に
即
し
て
理
解
す
べ
き
こ

と
を
示
し
て
い
る
｡

こ
の
ほ
か

W
o
r
tk
un
d
e
の
部
類

に屈
す
る
論
文

に､
F
.
B
J
.
K
d
hPER
:

v
a
c
a
ra
m
b
h
ap
a
m
(p.
)5
5
-
)5
9
)

があ
る
O
C
h
a

nd.
U
p
.
V
IL

.4,
etc.

忙

見
え
る
こ
の
複
合
語
(
v
a
c
a
･I
vac･+
a
o
)
の
第
二
要
素

は

'
a
rかrpbhaDa･

Lb
a
sis
.
fo
u
n
d
a
t10
n
〉
(R
S
)
で
へ

そ
の
基
礎
を
な
す
語
根

ra
m
bh
･
(cf.

ram
b
hA･
.pro
p
〉
s
up
p
o
rt}
sta
ff
),
ra
m
b
h
in
･
a
d
j.)
は

t
lE
.
斗
re
m
･

(cf.
L
ith
.
remi
P
rか
mi

a
B.
rea
ti
.to

support')
の
坊
張
で
あ

-
､
la
r

ra
b
h
･
'to
tak
e
h
old
of.
seize
'
(
ま

た
.to
le
a
n

u
p
o
n
.)
の

ra
b
h
.

∧
tE
.*lab
h
･
Lto
obtain
.
と
は
､本
来
別
個

の
も
の
で
あ
る
と
論

じ

'
爾
語

根
が
つ
と

に
混
同
さ
れ
'
ara
m
b
h
aD
a
･
が
次
第
に

a
ra
m
b
a
D
a
･
(Cf.
a
n
･a
o

仙
B

X
tV
.
6
.
)
1
8
,
C
h
a
n
d
.
tJ.
9.
4
)
,
巴
a
m
b
a
n
a-
に
よ
っ
て
代
ら
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず

､
こ
こ
に
問
題
と
す
る

vacaram
b
haD
am

は
な
お
庶

幾

を
保
持
す
る

b
a
h
uv
.
で
'
｢
言
語
を
任
所

と
す
る
｣
の
意
味
を
も

ち
､
普

該
個
所
に
お
い

て
は
､
こ
れ
に
頒
-

v
ik
a
ro
に
封
す
る
述
語

で
は
な
-
t

v
a
ca
o

vl｡
n
a
m
a
d
h
e
y
a
m

は
同
列

に
連
綬
す
る
三
個
の
述
語
で
あ

る
と
結

ん
で
い
る
.
し
か
し

｢
鍵

典
は
言
語
に
基
づ
く
命
名
に
す
ぎ
ず
｣
と
解
す
る
飴

地
は
残

っ
て
い
る
0
ま
た

(a
･)ra
m

bh
･_
ra
b
h
･.

ta
b
h
･.
ra
m
b
･.
1a
m
b
･

の
歴
史
的
関
係
お
よ
び
意

味
の
交
錯
は
'
今
後
の
研
究
に
値
い
す
る
献
題
で
あ

る
O
同

一
著
者
は
な
お
二
籍

の
短
論
文
を
寄

せ
へ
V
e
d
ic
sa
d
h
a
sth
a
･.
n
.

;
sea
t
"
(
p
.
3
0
8
-
3
10
)
に
お
い
で
は
､
sa
d
h
as･th
a･
と
分
解
し
'
語
根

s
tha･
と
の
勝
連
を

絶
っ
て
'
*a
sa
sth
a
･
(cf.
svasasthか
R
S
X
.
13
1
2
)
}

u
p
a
sth
a
･
(c
f.
u
p
a
s.
A
v
.

upas･p
uOra
･)
-
bhayastha･
に
お
け
る

と
同

じ
-
､
.an
a
n
tiq
u
e
u
se
o
f
･tha･
a
s
a

secondary
suLh
x
'
を
誕
め
'



U
cch
(1)ai)k
ha･,
rn
.
1aim
.
B
r.
TT.
370
(p
.
3
10
)
に
お
い
て
は
t
C
a
]a
n
d

の
採
用

し
た
頚
方

u
c
chtailk
h
a
･
.dle
W
67b
u
n
g
in
de
r
M
itte
d
e
r
F
u
ss･

so
h
le
.
(cf

u
c
ch
tak
ha･
A
S)
が
'
u
c
c

haiLk
h
a
･
(R
a
gh
u
V
ira

a
n
d

L

okesh
C
h
and
ra)
に
勝
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
.

V
.
P
ISAlTTI
:
Zu
A
m
a
ru
lZ.
2
5
(S
.
)23
)
S
工hfO
N
(P.
302-3
05)
は
へ

こ

の
符
節

の
第
三
行
a
y
a
ta
v
ayam
e
tc.
に
お
い
て
'
rt
ソ
テ
ク
ス
ト
か
ら

見

て
不
骨
な

v
a
y
a
m

を
い
か
に
訂
正
す
べ
き
か
を
論
じ
､

tva
y
a
m
に
襲
え

る
か
'
懲
人
の
言
葉
の
樟
緒
を

表わ
す
た
め
の
sa
rp
d
h
i
の
中
絶
(｡ta
aya
m
)

か
を
考
慮
し
た
後
､
厳
格
な
古
典
語
の
用
法
に
は
反
し
て
も
､
テ
ク
ス
ト
の改

轡
を
行
わ
ず
に

｡
ta
v
(p
a
rticte
u
)
a
y
a
rn
と
見
る
の
が
､
最
も
よ
い
と
し

て
い
る
｡

プ
ラ
ー
ク
リ
ブ
ト
の
研
究
は
'
K
tT
tPEB
:T
he
Pa
iSa
c叫
fr
ag
m
ent

o

f

th
e
K
u
v
a
Jay
a
ヨ
a
l(i
(p
.
2
29
-2
40
)
に
よ
っ

て
の

み
代
表
さ

れ
て
い
る
.

D
a
k
SiD
yaCih
n
a
sQ
ri
の
上
記
の
作
品
(77
9
A
.
D
.)
に
含
ま
れ
る
現
存

最

長
の
.ハ
イ
/
ヤ
ー
チ
-
語
断
片

(S.
A
.
MA
sTE
R
B
S
O
A
S
X
Zl
,
1948
,
p
1

6
5
9
sq
q
.
碇
勝
地

に
関
す
る
qiJ
シ
ャ
ー
チ
ャ
達
の
意
見
を
カ
ー
ブ
ィ
ヤ髄

で

哲

い

た
も
の
)
を
､
.ハ
ソ
〆
ル
カ
ル
研
究
所
折
粒
の
拓
本
の
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
よ
-
更
に
校
合
改
訂

し
､
管
甑

･
語
形
の
特
徴
を
あ
げ
､
原
文
な
ら
び
に
評

注
を
添
え
て
い
る
｡

次

に
文
献
華
の
領
域
に
屈
す
る
も
の
と
し
で
は
､
ま
ず

L
.
R
E
岩

d‥
Les

di
v
i
s

ion
s
d
a
n
s
】es
tex
te
s
sa
n
sk
rits
(p
.
i-
3
2
)
を
あ
げ
な
け
れ

ば
なら

ぬ
｡
贋
弟
の
ヴ

ュ
ー
〆
文
献
お
よ
び
古
典
期
の
作
品
､
俳
教
お
よ
び
ジ
ャ
イ
ナ

数
の
典
希
に
わ
た
り
､
テ
ク
ス
ト
の
巻

･
茸
区
分
を
精
密
に
赦
逃
し
､比
較
し
'

各
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
特
徴
を
指
摘
し
た
も
の
で
､
従
来
こ
の
柾
の
研
究
に
特
輩

批
評
と
細
介

(
辻
)

す
べ
き
も
の
の
な
か
っ
た
敏
格
を
補
っ
て
い
る
｡
ヴ

ュ
ー
〆
文
献

に
お

い
て

は
､
口
椿
の
た
め
の
必
要
が
重
要
な
窓
車
を
も
ち
､
内
容

に
よ
る
置
分
の
原
則

と
機
械
的
分
段
の
原
則
と
の
折
盛
が
認
め
ら
れ
､
少
-
も
散
文
の
も
の
に
あ
つ

て
は
､
古
典
期
の
作
品
に
比
し
'
分
段
の
傾
向
が
強
い
O
同

一
む
の
巾
に
数
種

の
信
介
法
が
交
錯
し
､
ま
た
は
古
い
隈
分
法
の
痕
跡
を
留
め
る
場
合
に
は
､
こ

の

一
見
外
面
的
な
事
象
が
､
原
典
批
判
へ
の
道
に
通
ず
る
こ
と
が
あ
る
｡
し
か

し
置
分
法
の
繁
簡
皮
を
､
作
品
の
関
係
年
代
推
定
の
尺
度
と
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
｡
古
典
期
の
作
品
に
至
れ
ば
､
巻

･
章
名
の
種
籾
も
多
彩
と
な
る
が
､

詩
的
名
辞

(例
え
ば
､
ta
ra言
a
.
sta
b
a
k
a
.
u
d
d
y
o
ta
)
は
､
純
文
拳
に
お
け

る
よ
-
む
し
ろ
畢
術
雷
類
に
多
い
.
ま
た
併
教
徒
お
よ
び
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
は
や

や
保
守
的
傾
向
を
示
し
､
啓
･
茸
名
も
壁
化
に
乏
し

い
.
(
た
だ
し
併
敬
啓

に

お
け
る

.
p
a
riv
a
rta
.
の
使
用
に
注
意
｡)
審
･
軍
名
を
作
品
名
に
池
赦
さ
せ

る
傾
向

(例
え
ば

l(
a
th
掛
sa
rits.
に
か
け
る

ta
ra
iLg
a
)
は
､
雄
に
遊
戯
と

の
み
考
え
る
べ
き
で
な
く
､
内
容
と
形
式
と
の
調
和
を
志
す
イ
ン
ド
輪
秤
の
特

質
が
､
こ
こ
に
も
窺
わ
れ
る
と
し
て
い
る
｡

W
.

R
q
R
…
‥
U
b
e
r
d
ie
D
sc
h
u
n
g
elsta
m
m
e
im
S
taate
K
auta
ty
a
s

(p.
20)-228)
は
､

ア
ル
ク
･
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
の
中
か
ら
森
林
部
族

(掛ta
v
i

k
a､
araつyaCara
.
V
a
n
a
Ca
ra
)
に
湘
係
あ
る
個
所
を
摘
出
し
て
､
1.
D
ie

D
sch
un
getstarn
m
e
im
F
riedenL
t.
D
ie
D
sch
.
im

K
rieg
e
‥
1.
A
ts

F
e
in
d
e
,
2
.
A
)s
F
re
u
n
d
e
u
nd

H
e
tEer
に
大
別
し
､
さ
ら
に
数
項
目
に
分

類
し
､
更
科
を
総
数

六
十
三
.ハ
ラ
グ
ラ
フ
に
配
列
し
た
も
の
で
'
古
代
に
か
け

る
森
林
部
族
の
重
要
性
と
､
こ
れ
に
封
す
る
ア
ル
ク
･
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
の
政
柴

を
明
瞭
に
す
る
の
み
な
ら
ず
'語
袋

の
解
明
に
も
寄
輿
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
'

同
哲
の
理
解
を
助
け
る
｡
ア
ル
ク
･
ジ
ャ
ー
ス
ト
ラ
の
著
者
は
'
恐
ら
く

マ
ウ

ル
ヤ
･
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
ブ
タ
の
有
名
な
宰
相
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
見
な
す
ル
ー

七
三



批
評
と
紹
介

(
辻
)

ペ
ソ
教
投
は
､
附
錨

(D
scho
be
i
K
抄
m
and
a
k
i)
に
か
い
て
'

ニ
ー
テ
ィ
･

サ
ー
ラ

(恐
ら
く
八
世
紀
)
の
中
の
関

係
個
所
が
､
ア
ル
ク
･
シ
ャ
ー

ス
ト
ラ

に

比
し
て
著
し
く
貧
弱
な
こ
と
を
示
し
'
両
者
の
間
に
長
い
時
代
の
隔
-
の
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

L

.
S
TE
R
N
)3A
CE
‥
A
n
u
n
k
n
ow
n
C
晋
ak
y
a
M
s.
a
n
d

th
e

G
aru
da･

p
ur昔
a

(p
.
)81･
200
)
は
､
C
苫
a
k
ya
･
n
iti･㌫
stra
と
題
す
る
.へ
ノ
シ
ル
グ

ァ
ニ
ア
大
草
圃
哲
鯖
節
織
の
1
拓
本

(紙
本
､
恐
ら
く
十
九
世
紀
末
'
八

草
に

分
か
れ
五
四

1
詩
節
を
含
む
)
が
'
刊
本

C
｡･
ra
ja
･n
itiふ
｡
(e
d
.
C
i
a-
R
A

L
e
A
qTR
I,
C
a
lc
.
O
r
.
S
er
.
N
o
.2
)
よ
-
も
､
B
o
dleian
L
ibra
ry
(O

xford)

折政の
富
木

に
近
い
こ
と
を
推
定
し
､
ガ
ル
〆

･
プ
ラ
-
ナ
中
の
B
rhaspati･

s
a
rp
h
ita
が
内
容
的
に

､
C
O
･ra
ja
･niti･恥｡
の

1種
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を

指

摘
し

(詳
し
く
は
'
A
n
n
.
o
f
th
e
B
han
d.
O
r.
R
es
.tn
st.
X
X
X
V
lZ,
p
･

58
sq
q
.)'
ペ
ン
シ
ル
ブ

ナ
ニ
ア
大
挙
本
を
基
礎

と
し
て
､
上
記

諸
本
の
封
感

を
表
示
し
'
か
つ

他
の
チ
ャ
ー
ナ
ク
ヤ
句
媒
'
二
大
叙
事
詩
､
物
語
文
畢
雷
へ

名
句
韓
等
の
相
鹿
個
所
を
も
称
え
て
い
る
｡
帯
蜜
な
勢
力
の
結
晶
は
今
後
の
研

究
に
多
大
な
便
益
を
輿
え
る
｡

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
研
究
者
は
､
F
ATJSTA
N
ow
A
TN
Y
:D
a
s
P
Q
ja
v
idh
in
irQ
･

p
a
p
a
d
e
s
T
rim
a
l)a
(p
.
)0
9
-)54)
を
歓
迎
す
る
に
相
違
な
い
｡
ヴ
ィ
-

ソ
大
草
圃
昏
館
折
練

の
1有
本
に

よ
-
､
P
獣
u
p
a
ta

S
riga
h
k
a
ra
n
ara
y
a
つ
a

の

門
弟
･1
ウ
リ
マ
ッ
ラ
の
題
名

･
年
代
未
詳
の
著
作
の
第
三
章

へ
す
な
わ
ち
シ

ヴ
ァ
耐Ⅰ
妃
の

一
形

S
rib
h
u
va
n
e
Sv
a
ri
を
主
神

(iSta
d
e
v
a
ta)
と
す
る
日
々

の
供
養

(n
ity
a
･p
Q
ja
)

に
関
す

る
儀軌
の
テ
ク

ス
ト
お
よ
び
酢
苛
を
主
要
部

分
と
す
る
が
､
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
い
て
占
め
る
ブ
-
ジ
ャ
ー
の
重
要
な
位

置
､
そ
の
主
な
構
成

要
素
へ
ヴ

ュ
ー
〆
祭
式
と
の
歴
史

的
関
連

を
論
述
し
た
序

読

(p
.
lo
g-
122
)
な
ら
び
に
評
文
に
伴
う
詳
細
な
注
解
は
'
従
来
と
か
-
等

七
四

閑
に
附
さ
れ
た
ヒ
ノ
ド
ゥ
-
教
の
儀
櫨
を
'
畢
術
的
に
厳
密
な
研
究
封
象
と
し

て
と
-
あ
げ
､
そ
の
理
解
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
｡

次
の
二
筒
に
よ
っ
て
併
数
研
究
者
も
ま
た
注
意
を
ひ
か
れ
る
O
U
IS
c
ENE[･

DER
･
E
in

B
e
itra
g

zu
r
T
e
x
tg
e
sch
ich
te

d
e
s
A
g
g
a
琵

a
･
S
u
t
tanta

(p
.
2
53
-28
5)
は
､
F
.
W
E
L
Z.tER
教
授
の
好
ん
で
用
い
る
原
典
批

判
の
手

法

を
'
ア

ッ
ガ
ン
ニ
ャ
経

(D
ig
h
a
,su
上t
.27
)
に
適
用
し
､
詮
数
の
本
質
と
相

容
れ
ぬ
と
判
断

さ
れ
る
部

分

を

挿
入

部
分
と
し
て
除
去
し
､
倦
承
の
テ
ク
ス
ト

を
本
初
の
姿
に
道
元
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
犀
利
な
分
析
と
綿
密
な
論

詮
の
結
果
は
'
最
後
の
表
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
.
そ
の
結
論
に
従
え
ば
､

本
群
の
内
容
と
し
て
最
も
興
味

あ-
と
さ
れ
る
世
界
の
蕃
化

に
関
す
る
悌
詮

16､

挿
入
部
分
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
､
経
名
自
鰻
す
ら
本
来
の
も
の
で
な
い
と

さ
れ
る
｡
こ
の
稀
の
原
典
批
判

(特
に

F
.
W
EZ.L
E
TE:
V
ersu
ch

e
in
er

K
ritik
d
e
r
K
a
th
o
p
a
n
iSa
d
〉
B
erlin
.
195
3
.
参
照
)
の
成
果

に
勤
す
る
評
位

は
'
古
代
イ
ン
ド
の
原
典

の
成
立
史
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
解

･
態
度
､
論

理
的
厳
格
皮
の
差
異
に
従
い
'
S
ch
a
rfsin
n
ig
k
e
lt
と
し
て
尊
重
す
る
か
'

H
a
a
rsp
a
lte
re
l
と
し
て
拒
否
す
る

か
'
区
々
に
分
れ
る
の
は
避
け
が
た

い
O

し

ば
し
ば
気
づ
か
れ
ず
に
終
る
内
容
的
不
統

1
を
指
摘
し
､
倦
承
に
の
み
盲
従

す
る
弊
を
打
破
す
る
功
績
は
認
む
べ
き
で
あ
る
が
､
た
だ
飴
-
に
極
端
に
走
る

こ
と
は
賛
成
し
な
-
で
は
な
ら
な
い
o

A
I
B
A
R
D.A
U
:
L
e
s
co
n
tro
v
e
rses
relativ
e
s
i
la
n
a
ture
de
l'arh
a
n
t

dam
s
le

b
o
u
d
d
h
ism
e
a
n
c
ie
n
(p
.
24)-2
50
)

は
､
部
派
俳
教
に
お
け
る

重
要
な
1
諭
零
細
に
向
け
ら
れ
て
い
る
O
阿
羅
漢
に

関
す
る
定
薬

･
見
解
は
､

部
派
に
従
っ
て
相
違
し
､
清
願
な
論
織
の
的
と
な

っ
た
こ
と
を
論
述
L
t
完
全

清
浮

の
理
想
的
存
在
と
見
る
も
の

(D
ar浩
a
n
tik
a
〉
D
h
a
rm
a
g
u
p
ta
k
a
)
U
t･

ta
ra
p
a
th
a
k
a
の

i
部
)
よ
-
､
聖
巣
を
喪
失
し
普
通
<

に

退
輔
す
る
こ
と
あ



-
と
す
る
も
の

(P
n
rv
a
Sa
ita
)

に
至
る
ま
で
'
種
々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
-
t

T
h
e
ra
v
a
d
in
.
M
a
h
品
a
sa
k
a
-
V
tbh
a
jy
a
v
a
d
in
の
詮
T
S
arv
as
tiv
ad
in
或

い

は
V
atsiputriy
a

の
詮
は
､

そ
の
中
間
に

配
列
さ
れ
得
る
こ
と
を
示

し
て

い
る
｡

イ
ラ
ン
撃
の
領
域

に
属
す
る
論
文
は
六
倍
を
琴

九
､
そ
の
中
四
倍
は
ア
ブ

エ

ス
タ
語
の

解
明
に
督

て
ら
れ
て
い
る
O
E
.
B
E
!qY空
-STD
:
L
a
p
riか
Ie
A
h
u
n
a

v
a
ry
a
d
a
m
s
son
e
x
かg
か
se

zo
ro
a
strie
n
n
e
(p
･7
7
･
85)
は
､
ゾ
ロ
ア
ス

タ

ー
教
の
最
も
神
聖

な
所

前

文

と
し
て

有
名
な

ah
u
n
a

l
a
ily
a

(Y
a
sn
a

x
x
v
lt.
)3
)
を
'
ガ
-
サ
ー
語
の
特
質
に
照
し
'
特

に
Y
.
X
X
ZX

と
の
関

連
に
お
い
て
解
精
し
､
古
来

そ
れ
に
附
さ

れ
た
重
要
性

の
由
来
す
る
理
由
に
論

及

し
て
い
る
｡
こ
の
研
究
の
締
結

と
し
て
得
ら
れ
た
研
評
は
下

の
通
-

で
あ

m
a
zd
la
<
m
azd
p
Lah
(

fo
r
★m
a
zd
･ah
<
lE
.*
lT)申
Z･dH
.･bs
:
m
a
zd
a
h

る
｡
"
(tl
e
st)
ta
n
t
L'a
h
u
d
か
sira
b
le
q
u
e

le
ra
tu

se
)on
A
rta

d
on
n
e
le
ら
actes
d
e

B
o

n
E
sprit
de
son
e

x
istence
a
M
a
z
dah

et
so
n

pou
v
o
ir
(est)
P
o
u
r
A
h
u
ra
二

u
i
(Z
a
ra
th
ustra)
q
u.i)s
o
n
t

かtabli
p
a
ste
u
r
p
o
ur
te
s
hu
m
b)es.
"

(p.8
4
)
特
に
原
文
第
二
行
お
よ
び

第
三
行
前
年

(d
a
t.+
i-I.
cf.
p.
82)
の
解
棒
は
'
従

来
の
そ
れ

(B
AR
l
l
OIO
･

hrA
日
､e
tC
.)
と
興
る
新
見
解
を
含

む
が
､
こ
れ
と
全
-
別
の
解
棒
の
可
能
な
こ

と
は
'
本
誌
第
二
等
併
載

の

J
.

D
u
cJZtssITVB:･G
u
n
l
E
-
tq

E
x
6
g
か
se
d
e

I.A
h
u
na
V
a
iry
a
(p
.66
17
))
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
O

F.
B.J.
K
tTZP
F,A
:
A
v
e
stan
m
a
zd
a
･
(p
.
8
6
1
95
)
は
'
ゾ

ロ
ア
ス
タ

ー
教
の
最
高
紳
ア
フ
ラ

･
マ
ズ
ダ
ー
に
お

け
る
第

二

語
の
語
幹
が
､

一
般
に
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
に

m
a
zd
a
h
･
(B
,u
lT臼
OLO
M
A
t=.
e
上c
.)
で
あ
る
襟
嬢
は
な

-
､
す
べ
て

m
a
zdi-I.
忙
よ
っ
て
詮
明
し
得

る
と
主
眼
す
る
.
前
説

の
支
持

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

O
P
.
m
a
zd
a
h
a
(g
e
n
.)
は
､
m
a
zd
a
h
(g
e
n
.)
-
A
v
.

批
評
と
紹
介

(
悲
)

m
a
zd
Ia
<
m
azd
a
.ah
(

fo
,
･m
a
zd
_ah
<
lE
.･
m
D
Z_dH
I.bs
:
m
a
zd
a
卜｣

(n
om
L
∧

ZE
.苔
dh
か
H

)･S)
に
さ
ら

に
ge
n
itiv
e
語

尾
･ah
を
怖
加
し
て
へ

同
形
の

a
cc
u
s.
p
l
(m
azd
a
h
∧
o鼓
.ah)
と
区
別
し
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
と

説
明
し
て
い
る
.
ち
な
み
に
著
者
は
､
la
ry
n
g
ea
l
が
個
別
譜
時
代
に
ま
で
存

筋
し
た
と
い
う
見
解
を
と
る
鮎
で
t
H
.
P
E
D
FJR
SE:y

教
授
と

1
致
す
る

こ
と

に
注
意
｡
"
･････n
o
th
im
g
w
o
u
ld
p
re
vent
us
fro
m

a
ssu
mi

ng
th
at

Zara
th
ustr
a
still
pron
o
u
n
ced
so
m
e
taryngeal
sound
ln
th
e
se

po
sitions.
W
e
sh
a
ll
tra
n
sc
ribe
such
doubte
vow
els
wi
th
h
ia
tus

[a.a),
ctc."
(p
1
9
1))

な
お
こ
の
論
文
中
で
(

p
94
cum
n.27)
'
著
者
が

A
v
.
m
ar
ata
n
6
(Y
.

x
x
X

6)

を
張
語
幹
の
坊
張
に
よ
る
gen.
sg
.
(c
E.
L
a
te
A
v
.
m
a
raO
n6)

と
す
る
詮
に
賛
成
し
て
い
る
が
へ
H
.
ll
u
Am
^
CE

A
w

lM
a
ra
ta
n
6
(
p
.
30
6

･308
)
は

こ
れ
を
反
駁
し
'
文
法
的
考
慮

の
み
な
ら
ず
'
常

訪
個
所
の
解
粒
に

か

ん

が
み
て
'
m
a
ra
ta
n
o.
は

m
a
ra
ta
n
･
.
m
o
rta
l
.
の

n
o
m
.
p
t.
(y
a

b
や
n
a
y
a
n
a
h
p
m

rnara
ta
n
6

"
n
it
d
en

die
M
e
n
s
ch
e
n
d
ie

W
elt

ve
rp
e
ste
n
")

と
認
む

べ
き
･J
と
を
論
じ

て
いる
.

ア
ブ
エ
ス
タ
語
特
に
ガ
-
サ
ー
の
言
語
の
研
究
は
､
悼
承
的
預
手
､
資
料
の

僅
少
､
語
形
の
不
明
確
に
班
げ

ら
れ
'
ヴ

ュ
ー
〆
語
の
研
究
に
比
L
へ
特
殊
の

困
難
を
伴
う
｡
近
来
中
期
イ
ラ
ン
諸
語
､
近
代

イ
ラ
ン
諸
方
言
の
研
究
が
盛
ん

に
な
っ
た
か
た
わ
ら
､
イ
ラ
ン
聾
者
の
注
意
は
依
然
と

し
て
ア
ブ

エ
ス
タ
を
離

れ
ず
､
初
期
の
成
果
を
修
正
し
っ
つ
､
再
び
ヴ

ュ
ー
〆
拳
と
の
紐
柿
を
強
め
る

傾
向
に
あ
る
こ
と
は
喜
ば

し

い
｡
H
AN
N
S･P
El
-

S
cE
呂
D
l
･
A
w
e
stisch
e

w
o
r
tstu
d
ie
n

(p
.
)60
I
L75
)

は
そ
の
1
例
と
見
ら
れ
る
｡
著
者
は

a
v
a77･

h
a

na-
(one
Y
.
X
X
X
ZlT.
5
,
c
f.
V
ed
.
a
v
a
sa
n
a
･)
と

v
a
ed
a
m
n
a
･
(六

同
の
用
例
中

五
同
は

G
ath
ic)

の
二
幣
を
主
題
と
し
､
前
者

(p.
160
-
16
5)

七

五



批
評
と
粕
介

(辻
)

を

.be主
der
L
osbindu
n
g
}
〔d
e
r
Siind
e
n
〕
と
解
し
'
ガ
ー
サ

ー
に
お
け

る

.K
uh･Spekutation
〉
と
､
リ
グ

･
ヴ
ュ
ー
〆
の

.
V
a
ta
･M
y
thos'
と

の
関
係
を
､
比
較
研
究

す
る
こ
と
の
必
要
を
示
度
し
て
い
る
O
後
者

(
p
.
)6
51

)7
5)
に
つ
い
て
は
'
そ
の
ア
ブ

エ
ス
タ
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
全

て
の個
所
を

詳
し
-
検
討
し
'
意
毅
の
上
か
ら
見
て
､

vid
･
.
Lin
d
e
n
.
に
腐
す
る
も
の
と

断
じ
て
い
る
｡
(特
に

v
a
ed
a
m
n
6
g
a
tum
Y
.
X
X
V
lZl15
:V
ed
･
g
a
td
lTI

v
id
･
Ed
e
n

W
e
g

finden'
忙
注
意

｡)
た
だ
し
語
根

郡
音
節
の
母
音
段
階

(vaid･)に
関
し
て
は
､

い
ま
だ
適
切
な
解
決
が
兄
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
｡

上
記
の
諸
論
文
が
圭
と
し
て
語
草
的
な

の
に
封
し
'
J.
D
d
CE
E
Sil
E
･G

un･

LtCE
宅

‥
L
e
Z
e
rv
a
n
ism
e
e
t
)e
s
m
a
n
u
s
crits
d
e

la
Mer
Morte
(p.

96
-
9
9)
は
､
Q
um
ran
寛
本
中

か
ら
襲
見
さ

れ
た
'
明
暗
二
重
に
脚
す
る
小

文
啓
の
数
鶴
と
'
ガ
-
サ
ー
の
詮
-
純
粋
の
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
そ
れ
と
の
相

違
を
指
摘
し
'
前
者
の
起

源
を
む
し
ろ
ゼ
ル
グ
ア
ニ
ス
ム
忙
求

め
ん
と
す
る

H
.
M
工CSP
U
D
(
V
e
tu
s
T
e
sta
m
e
n
tu
m
,
)9
5
5
)
の
蔚
想
を
､
イ
ラ
ン
聾
者

の
叡

鮎
か
ら
正
確

に
論
謹
し
て
い
る
O

最
後
に
､
R
.C
.
Z
A
FZE
N
E
Ii
:
A
b
ロ
Y
az7d

of
B
is
芯
m
I
A

turnin
g
･

po
in
二

nI
sla
mi

c

m
ysticism
(
p.
286-30
1)
は

､

ス

ー

フ
ィ

ズ
ム
の
黄

金
時
代
を

代
表
す
る
1
<
'

ビ
ス
タ
ー
ム
の

ア
ブ
-
･
ヤ
ジ
ー
ド
が
､
そ
の
師

A
b
P
.A
ご
a
l
S
in
d
i
(
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら
の
改
宗
者
或
い
は

改
宗
者

の
息

チ

)
を
通
じ
'
自

ら
はそ
れ
と
意
識
せ
ず
に
､
ウ
.ハ
二
･b
ヤ
ツ
ド
に
現
わ
れ
た

ダ

エ
ー
ダ
ー
ン
ク
の
板
本
数
轟
を
聴
取
し
､
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に

一

元数
的
神
秘

圭
幾
を
導
入
し
た
と
推
定
し
､
そ
の
最
も
有
力
な
讃
嬢
を
､
チ
ャ
ー
ン
ド
-
〆

ヤ
の
大
路
語

ta
t
tv
a
m

a
si
｢汝
は
そ
れ
な
り
｣
(V
1.
8
-
)6
)
な
ら
び
に
ブ

リ
ハ
ッ
ド

･
ア
-
ラ
ヌ
ヤ
カ
に
見
え
る
蛇
の
脱
皮
の
比
倫

(lV
.
4
.
7
)

お
よ

び

ay
a
m

a
smi

｢
わ
れ
は
そ
れ
な
-
｣
(ib
.)2
)
に

1
致
す
る
語

句
が
T
T

七
六

ブ
-

･
ヤ
ジ
ー
ド
に
舶
せ
ら
れ
る
譜
銀
中

に見
出
さ
れ
る
番
資
に
求
め
､
な
お

傍
詮
と
し
て
'
カ
タ
'
シ
ュ
ヴ

ュ
ー
ク
ー

シュ
プ
ア
ぞ
フ
お
よ
び
ギ
ー
ク
ー
の

語
句
を
援
用
し
て
い
る
0
ス
1
7
ィ
'r(
人
の
研
究
に
ま
で
及
び
か
ね
る
イ
ン
ド

聾
者
に
と
-
'
ヴ

ュ
ー
ダ
ー
ン
ク
思
想
が
九
世
紀

に
隣
域
の
紳
越
生
額
に
か
よ

ぽ
し
た
影
哲
を
知
-
得
る
こ
と
は
甚
だ
興
味
が
あ
る
.

智
評

に
あ
て
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
は
比
較
的
に
少
-
tH
I
B
BRG昌
‥Zw
e
i
P
rob.

1em
e

d
er
m
i･
L
a
u
tle
h
re
(p
.
)00
-
102
,b
y
M

.
M
AyRJIOF
E
R
)
】
R
.

K
tLm
T:
0
td
Pers
ian
(p.
)76
-)78.
by
M
.
M
AyR
E

OFER).
J.N
ot)EL
‥

U
dray
a
つa}
K
6n
ig
v
o
n
R
oruka
(p
.
312-
3
14
,
by
J.
W
.
D
Eこ
0岩
)

お
よ
び

HI
H
i
til
El
:
K
arm
avacana
(p.
3)5-3)7
.
b
y
W

.
CotTVRfrU
)()

の
四
啓
を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
.
し

か
し
い
ず
れ
も
単
な
る
紹
介
に
と
ど
ず
り

ず
'
詳
細
な
批
判
を
加
え
て
す
こ
ぶ
る
有
益
で
あ
る
｡
こ
の
種
の
暫
評
が
き
り

忙
槍
加
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
｡
〔辻

直
四
郎

〕

S
.
V
ai
y

a
c

u
ri
P
]LLAT:H
is
to
r
y

O
f

T

a
m
it

L
an
ga
g
e

an
d
L
iterat
u
r
e
.
】胃

a
d
r
a
s
t956.

x
v
i
+
2
0
8
p
.

南
イ
ン
ド
す
な
わ
ち
デ
カ
ン
高
原
以
南
の
地
方
は
､
政
治
史
の
上
か
ら
見
て

も
'
鉦

に
早
-
よ
-
北
イ
ン
ド
と
は
動
き
を
典
に
し
た
諸
王
朝
の
交
替
が
あ
っ

た
｡
ま
た
､
文
化
史
的
に
見
て
も
'
7
-
リ
ヤ
文
化
が
北
イ
ン
ド
か
ら
漸
次
浸

透
し
た
後
に
も
､
古
く
か
ら
こ
の
地
方
に
住
ん
で
拓
白
の
文

化
を
も
っ
た
ド
ラ



デ
ィ
〆
族
の
文
化
が
常
に
な
ん
ら
か
の
形
で
表
面
に
現
わ
れ
て
'
北
イ
ン

ド
と

は
異
な
っ
た
様
相
を
量
し
て
き
た
.
就
中
､
二
千
年
の
歴
史
を
も
つ
タ
ミ

ル
語

と
そ
の
文
化
が
南
イ
ン
ド
の
文
化
史
に
果
し
た
役
割
は
多
き
い
.
例
え
ば
､
イ

ン
ド
思
想
史
を
論
ず
る

場
合
に

b
h
a
kti
(誠
信
)
は
極
め
て
重
大
な
練
題
で

あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
に
言

う
ま
で
も
な
い
が
T
b
h
ak
ti
の
研
究
に
関
し
て

タ
､･､
ル
･
ジ
グ
T
波
の
思
想
を
無
税
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
派

の
タ
･"
ル
語
文
献
に
つ
い
て
は
'
M
a
d
ra
s
T
h
e
S
o
u
th
In
d
ia
S
a
iv
a

S
id
･

d
h
a
n
ta
W
o
rk
s
P
u
b
tish
in
g
S
o
ciety
の
C
atalogue
を
見

て
も
､
そ
の

丑
の
多
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る

が
'
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
､
殆
ん
ど
紹
介

さ
れ
て
い
な
い
の
が
焚
状
で
あ
る
｡
特
に
､
わ
が
イ
ン
ド
畢
界
に
於
い
て
は
､

南
イ
ン
ド
の
研
究
､
タ
･､､
ル
語
と
そ
の

文化
に
封
す
る

踊
心
は
殆
ん
ど
皆
撫
と

言

っ
て

も
､
過
言
で
は
な
い
情
況
に
あ
る
.
こ
れ
は
今
日
ま
で
の
わ
が
イ
ン
ド

嬰
の
主
流
が
そ
の
進
路
と
方
向
を
典
に
し
て
い
た
こ
と
に
大
き
な
原
因
が
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
､
Jpi
た

1
両
に
於
い
て
こ
の
方
両
の
資
料
の
入
辛

困

難
と
い
う
こ
と
に
も
'
大
き
な
原
因
の
あ
っ
た
こ
と
を
説
め
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
タ
,･､
ル
語
に
醐
心
を
も
つ
研
究
者
が
､
そ
の
文
法
哲
と

し
て

M
幻n
E
.P
.:In
tro
d
u
ctio
n
a
u
T
a
m
o
u
l,
P
a
ris
L94
5
1
あ
る
い
は

メ

A
R
D
E
N
,
A
.
H
.:
A

P
rogressive
G
ra
m
m
a
r

of
C
om
m
o
n
T
a
m
il.

4
th
ed.re
v
山sed
b
y
A
.C
.

C
layton.
M
adras
19
3
4.
を
幸
に
入

手
し

た

と
し
で
も
'
そ
の
後
の
研
究
文
献
の

入
手
は
ま

ず
不
可
能
で
あ
っ
た
｡

B
AR
N
S:ll
.
L
.
D
.a
n
d
G
.U
.P
o
p
E
‥
C
a
ta
lo
g
u
e
o
f
th
e
T
a
m
il
B
o
o
k
s

in

the
L
ibrary
of
the
B
ritish
M
useum,
O
xford
190
9･
B
I
R
ZqEll,

L
.
D
.
:A
Su
p

plem
e
n
ta
ry

C
at.
o
f
th
e
T
am
itB
ooks.
Lo
n
d
o

n
1932.

を
披

い

て
'
そ
の
文
献
の
把
富
な
の
に
獲

輿
し
っ
つ
も

'
如
何
と
も

な
し
え
な

か
っ
た
し
'
ま
た

L
E
ll
.
S
.:
O
n
M
a
づ
im
e
k
h
a
la
"
T
h
e
g
u
a
rd
ia
n

批
評
と
紹
介

(
岩

本
)

d
e
ity

o
f
th
e

s

ea
｡

(Tnd
ia
n

H
istoric
al
Q
uarte
r]y
〉
V
TT)
)93r

p
p
.
173
-
5
)
や
同

じ
-

M
o
re
o
n

M
aD
im
e
khata
(lb
id
1.
p
p
･
37
1･6)

を
研
ん

で
こ
の
方
面
に
興
味
を
殴
ら
れ
て
も
､
ぞ

､､
ル
文
献
の
梗

概
啓
な
い
し

は
タ
,､､
ル
文
革
史
さ
え
も
得
ら
れ
な
い
と
い
う
憾
が
あ

っ
た
.

F
B
i
2lE
R
,R
･

C
.:
L
ite
ra
ry
H
isto
ry
o
f
In
d
ia
や

G
I
A
S買
A
P
P
,
H
･
V
･:
D
ie
L
itera
l

turen
lndiens
の
ど
と
き
イ
ン
ド
文
革
史

概
詮
哲
に
見
ら

れ
る
タ
,,､
ル
文
畢

概
説
も
､

到
底
わ
れ
わ
れ
の
渇
望
を
満
た
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
o
こ
の
意
味

に
於
い
て
､
S
.V
.
P
n
L
己
教
授
の
こ
の
皮
の
著
者
は
少
-
と
も
わ
れ
わ
れ
の

渇
望
の
一
端
を
満

た
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

著
者

S
.V
.
P
n
L
At
教
授

(
(2
,O
ct.二
8
9
T
17
.
F
eb..
(956)
は
マ
+j･

ラ
ス
大
草
で
法
律
を
修
め
た
が
､
母
語
そ
､､
ル
語

の
研
究

に
志
ざ
し
'
生
涯
に

於
い
て
十
五
射
以
上
の
ぞ
､､
ル
語
研
究
啓
を
額
表
し
'
約
四
十
位
の
原
典
出
版

を
行
っ
た
今
世
紀
第

1
の
ぞ
､､
ル
語
草
者
で
あ
る
0
タ
ミ
ル
語
研
究
史
上
の
金

字
塔
で
あ
る

マ
ド
ラ
ス
大
拳
の

T
a
m
ニ
L
ex
ico
n
.6
v
o
ls
,in
･4
,C
V
I3
944

p
a
g
es
〉M
a
d
ra
s
1924
-3
6
.
の
完
成

に
専
念
し
､
1
九
二
六
年
よ
-

三
六
年

に

至

る
ま
で
は
そ
の

編
纂

主
任
で
あ
っ
た
O
僅
か
に
十
飴
年
の
歳
月
で
こ
の
金

字
塔
が
完
成
し
た
に
つ
い
て
は
､
教
授
の
異
教
な
努
力
と
非
常
な
畢
瓢
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
｡
三
六
年
'
迎
え
ら
れ
て
マ
ド
ラ
ス
大
挙
タ
ミ
ル
語
部
の
部
長

と
な
-
'
十
年
間
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
.
障
退
後
､
･L
ラ
グ
ア
ン
コ
ー
ル
大
挙

に
招
碑
さ
れ
､
五

1
年
か
ら
五
三
年
に
至
る
三
ケ
年
間
タ
",
ル
語
の
主
任
教
授

で
あ
っ
た
が
'
五
六
年
二
月
に
惜
し
-
も
長
逝
し
た
.
従
っ
て
､
教
授
は
生
涯

を
そ
､､
ル
語
研
究
に
捧
げ
た
の
で
あ
-
'
こ
の
意
味
に
於
い
て
本
哲
は
小
筋
子

な
が
ら
も
教
授
の
生
涯
を
か
け
て
の
研
究
の
絶
決
井
と
も
い
う
べ
き
啓
で
あ

-
'
そ
れ
だ
け
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
こ
こ
に
信
耕
し
え
ら
れ
る
タ
,"
ル
文

畢
史
綱
要
が
こ
の
雷
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

七
七



批
評
と
紹
介

(岩

本
)

き
て
､
本
書
は
二
部
に
分
た
れ
､
第

1
部

(p
p
.
)
-
4
6
)
は
西
暦

1
世
紀
か

ら
三
〇
〇
年
に
至
る
ま
で
の
タ
",
ル
語

と
そ

の
文

嬰

を

塀
扱

い
､
第

二
部

(p
p
.
47-
16
7
)
は
四
世
紀
か
ら
十

1
世
紀
初
某
に
至
る
タ
,､､
ル
文
畢
史
を
問

題
とす
る
｡
ま
ず
タ
ミ
ル
語
の
合
成
的
な
性
格
を
論
じ
､
そ
の
古
き
を
言
語
拳

的

･
文
献
的
見
地
か
ら
考
察
し
て
'
サ
ン
ガ
ム
の
文
筆
は
西
暦
二
世
紀
に
勃
興

し
'
そ
の
後
約
三
世
紀
竺
且
っ
て
栄
え
た

旨
を
述
べ
る
.
そ
の
論
否
に
あ
た
っ

て
引
用
す
る
関
係
の
資
料
の
塀
扱
い
は
極
め
て
焼
玉
で
あ
-
'
そ
の
結
論
は
極

め
て
穏
健
で
あ
る
.
つ
い
で
'
最
も
初
期
の
文
字
作
品
で
あ
る
名
詩
選
集

E
t･

tu
to
g
a
i

の
八
続
に
つ
い
て
概
説
す
る
と
と
も
に
そ
の
相
互
の
比
較
年
代
を
汝

定

'
さ
ら
に
十
節

の
牧
歌
柴

P
a
ttu
p
a
ttu

の
内
容
を
槍
討
し
'
そ
の
比
較
年

代
を
論
讃
す
る
.
初
期
サ
ン
ガ
ム
期
の
詩
人
お
よ
び
詩
語
の
名
を
額
げ
る
と
と

も
に
､
潜
時
の
タ
,､､
ル
文
拳

の
中
に
ヴ

ュ
ー
〆

の
宗
教
の
影
韓
を
指
摘
し
､
ま

た
併
教
の
投
瀞
を
跡
づ
け
る
｡
最
後
に
'
こ
れ
ら
の
詞
牽
非
の
文
化
史
的
意
薬

を
述
べ
て
'
第

1
部
は
終
る
.

第
二
部
は
五
茸
に
分
た
れ
､
第

一
章
は
西
暦
三

〇
〇
年
か
ら

一
〇
〇
〇
年

に

至
る
間
の
詞
華
錨
を
評
詮
し
､
四
七
〇
年
に
グ
丁
ジ

ラ
ナ
ン
デ
ィ

V
ajrana
n
di

の
指
呼
の
下
に

M
a
d
u
ra
i
に
設
立

さ
れ
た
D
ra
m
ita

San
gh

aが
タ
,"ル
語

お
よ
び
タ
ミ
ル
文
筆
の
歴
史
に
於
い
て
第

1
の
重
要
性

を
も
つ
事
件
で
あ
る
と

し
'
そ
の
作
品
に
於
け
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
影
啓
を
重
視
す
る
｡
串
焚
'
そ

､､
ル

語
地
域
に
謝
す
る
限
-
'
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
は
文
化
の
拳
闘
の
展
の
使
徒
で
あ
-
､

し
か
も
虫
に
注
意
す
べ
き
は
'
彼
等
は
ま
ず
民
衆
と
接
触
L
t
民
衆
の
傾
向
に

適
合
し
､
達
に
は
文
拳
的

･
文
化
的
活
動
に
於
い
て
指
導
的
役
刷
を
果
し
た
の

で
あ
っ
た

(
cf
.
W
首
1X;R
ヨ
1
2;,

M
.:
H
isto
ry

o
f
In
d
ia
n

L
ite
ra
tu
re
,

V
O
I.(Ⅰ
,p
.
4
7
5
;

R
A
p
sozy,E
.
I.
:
A
n
cien
ニ

n
d
ia
.
p
.
66
).
第
二
章
は

文

法
告
に
つ
い
て
論
ず
る
｡
特
に
タ
､､､
ル
語
文
法
で
現
存
す

る

最

古

の
も

の

七
八

T
olkapp;y
am

につ
い
て
許
し
-
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
'
著
者

T
o
T

k

apiyyar
は
西

暦五
世
紀
後
年
の
出
と
推
定
す
る
｡
T
olk
a
p
p
iy
a
r
が
標

準

語
と
す
る
S
e
コ

T
a
m
il
は

M
a
d
u
ra
i
市
を
中
心
と

す
る
言
語
で
あ
り
､
既

に
常
時
十

二
の方
言
の
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
｡
第
三
奇

(p
p
.
7
8-
99)
は

金
言

･
警
句
の
集
銭
に
つ
い
て
諭
ず
る
が
､
こ
こ
で
最
も
重
葵

な
作

品
は
既
に

P
o
p
e:.
G
.
U
.:
T
h
e
S
acred
K
u
rra
l
o
f
T
iru
v
a
llu
v
a
･N
a
y
a
n
a
r.
L
o
n
･

d

o
n

1886
.に
よ
っ
て
歓
米

の
畢
界
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
金
言
娼

K
u
rra
l
で

あ
る
.

こ
の
作
品
は
人
生
の
三
日
的

(d
h
a
rm
a
,
k
a
m
a
.
a
rth
a)
を
テ
ー
マ

と
す
る

1
三
三
〇
講
の
短
句
の
英
銀

で
､
カ
ー
マ
･
ス
ー
ト
ラ
な
ど
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
作
品

と
関
聯
す
る
と
こ
ろ
が
多
-
'
し
か
も
初
期
の
サ
ン
ガ
ム
作
品

あ
る
い
は

T
o
tk
A
p
p
ia
rn
に
比
べ
て
､
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
起

源
の
卑
語
が

増
加
し
て
い
る
銘
が
注
意
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
'

タ
,,,
ル
語
史
の
上
か
ら
見
て
極

め
て
注
目
す
べ
き
現
象
は
新
し
い
磯
能
を
も
つ
語
尾
'
接
尾
辞
が
こ
の
作
品
に

初
め
て
登
坂
す
る
｡
例
え
ば
､
枚
数
を
示
す
濃
尾
辞

g
a
!
現
在
時
柄
を
示
す
挿

入
辞

抄
n
in
rru
n
l
人
柄
未
来
単
数
を
現
わ
す
語
尾

･a
n
な
ど
そ
れ
で
あ
る
0

作
者

Va
H
u
v
a
r
の
年
代
と
し
て
六
〇
〇
年
興
と
す

る
｡
V
a
!lu
v
a
r
に
よ
っ

て
刺
戟
さ

れ
て
'
一
聯
の
同
系
作
品
が

現
わ
れ
た
が
､
こ
れ

ら
は
タ

､･､
ル
文

畢
史
に
於
い
て

K
i〓
〈･K
a
D
a
k
k
u
と
稀
せ
ら
れ
る
が
t
P
o
p
s
.
G
.
U
.:
T
h
e

N
LE
a
diya
r
o
r
th
e
Fo
u
r
H
un
dred
Q
u
a
tra
in
s
in
T
a
m
iL
w
ith
Zn
tro
d
u

c･

一io
n

,T
r
a
n
s
一a
tio
n

a
n
d
N

o
te
s.

忙よ
っ
て
知
ら
れ
る

N
a
)ad
i
N
a
n
d
rru

も
そ
の

一
つ
で
あ

る
｡

第
四
章
は
.ハ
ク
テ
ィ
遊
動
と
そ
の
タ
ミ
ル
文
拳
史
に
於
け
る
忠
銭
を
詳
述
す

ら
.
す
な
わ
ち
'
K
u
rra
)
が
世
に
現
わ
れ
た
頃
か
ら
'
タ
,"
ル
語
地
域
に
於
い

て
宗
教
界
に
無
血
の
革
命
が
進
行
し
て
い
っ
た
｡
そ
れ
は
ヒ
ソ
ド
ゥ
数

の
波
及

に
よ
る
も

ので
､
こ
の
挺
選
に
於
い
て
は
プ
ラ
-
ナ
文
献
の
神
話

･
倖
詮
が
主



罫
な
動
力
と
な

っ
た
O
そ
し
て
'
そ
の
神
話

･
俸
詮
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
が
強
く

信
奉
さ
れ
､
そ
こ
に
示
さ
れ
る
極
め
て
突
飛
な
奇
跡
に
勤
し
で
さ
え
稚
封
的
な

信
仰
が
次
第
に
坊

ま
っ
た
.
こ
れ
が
.ハ
ク
テ
ィ
遊
動

の
起
源
と
な

っ
た
O
か
-

て
'
六
世
紀
は
.I,
ク
テ
ィ
遊
動
の
老
展
期
と
な
-
'
ま
ず
二
大
叙
事
詩

マ
ハ
-

.ハ
-
テ
ク
お
よ
び
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
が
タ
",
ル
語
に
訊
課
さ
れ
た
｡
爾
後
､
数
多

-
の
詩
人
が

出
て
.ハ
ク
テ
ィ
運
動
の
展
開
に
寄
輿
し
た
が
'
七
世
紀
の
初
め
に

'(
ッ
ラ
グ

ァ
朝
に
マ
へ
-
ソ
ド
ラ
グ

ァ
ル

マ
ン
王
が
出
て
ジ
グ
ダ

T
波
の
信

徒

と
な
り
へ
シ
ヴ

ァ
沢
の
外
謹
者
と
な

っ
た
彼

は
'
シ
ヴ

ァ
波
の
信
仰
が
主
導
権

を
凝
る
に
至
っ
た
｡
そ
し
て
'
T
iru
･n
a
v
u
k
k
a
ra
su
(A
p
p
a
ru
ま
た
は

V
a
･

g
叫Sa
と
も
い
う
)
､
T
iru
g
n
a
na
Sa
m
b
a
n
d
ar.
S
u
n
d
a
ra
m
urth
i-n
a
y
a
n
a
r

の
三
大
互
匠
の
ほ
か

に
'
女
流
詩
<
K
a
ra
ik
･k
a
l
Am
m

aiyar
な
ど

が
シヴ

ァ
秤
に
封
す
る
熱
烈
な
誠
信
を
泳

っ
た
｡
P
o
pE.GIU
.:
T
h
e
T
iru
V
苫
a
g
a
m

o
r
.
Sacre
d
U
u
e
ra
n
ce
s
.
o
f
th
e

T
am
ilP
o
et.Sa
i
n

t
and
SageM
a･

pikka･V
5召
gar.O
x
fo
rd

19
00.
で
知
ら
れ

て
い

る
M
晋
ik
kav
獣
a
g
a
r

は
､
こ
う
し
た
ジ
グ
丁
秤
の
バ
ク
テ
ィ
遊
動
の
栄
え
た
時
期

の
末

期

に
あ

た

-
'
大
鰻
に
於
い
て
九
世
紀
の
後
年
の
出
で
あ
る
｡
彼
の

T
iru
v
款
a
gam
紘

六
五
四
頚

の
詩
か
ら
成
-
､
偉
大
な
精
神
の
深
奥
か
ら
逃
-
で
た
原
敬
重
言
菜

は
改
む
人
の
心
を
喜
悦
で
溢
れ
さ
せ
､
そ
の
中
に
救
済
さ
れ
た
者
の
輩
が
聴
か

れ
る
と
い
う
.
シ
ヴ

ァ
渡
の
.ハ
ク
テ
ィ
崇
弄
よ
-
少
し
遅
れ
て
グ
ィ
y
ユ
ヌ
波

の
そ
れ
が
掩
頭
し
た
が
､
こ
れ
は
七
〇
〇
年
か
ら
九
〇
〇
年
に
亘
っ
て
栄
え
た

Al
v
a
r
達
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
て
い

る
.著
者
は
こ
の

A
tva
r
に
舶
し
て
詳
逃
し

(p
p
.
1
16
-13
3
)
'わ
れ
わ
れ
に
新
ら
し
い
知
見
と
発
電
な
資
料
を
提
供
す
る
｡

最
後
の
第
五
茸
は
世
俗
文
拳
を
テ
ー
マ
と
す
る
.
第
三
の
政
事
詩
と
い
わ
れ

る

『
ブ
リ
ハ
ッ
･L
･
カ
タ
-
』
の
タ
ミ
ル
俸
承
本

P
e
ru
h
g
a
d
a
i
は
八
世
紀
後

年
以
後
に
屈
す
る
が
'
美
し
い
措
辞
'流
暢
な
ス
タ

イ
ル'
満
々
た
る
語
調
は
､

批
評
と
紹
介

(
岩

本
)

こ

の
作
品
を
タ
,"
ル
文
拳
の
最
高
位
に
か
く

に
値
す
る
と
い
う
.
つ
い
で
､
タ

･､､
ル
語
地
域
の
物
語
お
よ
び
事
件
を
テ
ー
マ
と
す
る
文
妊
作
品
が
あ
ら
わ
れ
る

忙
至
っ
た
が
t
S
ita
p
p
a
d
lk
a
ra
m

は
そ
の
初
期

の
作

品

で
あ

る
O
作
者
を

)!a
n
g
o
と
言
い
'
そ
の
友

人
5a
tta
n
a
r
が

M
a
つ
im
e
k
a
la
i
を
雷
き
､
こ
の

両

署は
｢壁
生
見
｣
と
い
わ
れ

る
0
前
者
の
女

主
人
公
K
an
na
g
i
を
捨
て
た

夫

K
6
v
a
la
n
が
遊
女
上
-
の
賓
に
生
ま
せ
た
娘
が

M
a
rl
irnek
a
lai
で
'
後

者
は
俳
数

の
尼僧
と
し
て
の
彼
女

の
生
涯
を
物
語
る
も

の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味

で
､
M
a
p
im
e
k
a
la
i
は
タ
､､､
ル
文
字
に
於
け
る
唯

一
の
現
存
の
併
散

文
拳

と

し
て
注

目
さ
れ
る
｡
著
者
は
こ
の
両

作
品の
成
立
年
代
に
つ
い
て
詳
細

に
論

じ
､
前
者
を
九
世
紀
中
英
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
､
後
者
は
そ
れ
よ
-
早
い
成

立
と
す
る
｡

附
銀
と
し
て
､
前
述
の

M

aDim
eka)ai
の
物
語
の
梗
概
が
述
べ
ら
れ
'
索

引
と

T
a
mi

t
G
lo
ssa
ry
が

載
せ
ら
れ
る
.
T
a
m
il
G
lo
ssa
ry
は
索
引
に
挙

げ
ら
れ

た
固
有
名
詞

の主
要
な
も
の
を
タ
､､､
ル
文
字
に

て記
し
て
い
る
.

本
哲
を
通
讃
し
て
ま
ず
第

1
に
感
ず
る
こ
と
は
､
著
者
の
見
解
の
穏
健
適
正

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
イ
ン
ド

の
聾
者
に
よ
-
見
ら
れ
る
傾
向
､
す
な
わ
ち
'

殊
更
に
年

代
を
古
く
し
よ
う

と
す
る
傾
向
は
全
-
見
ら
れ
ず
､
内
外
の
資
料
を

渉
猟
し
て
そ
の
論
述
の
基
礎
を
固
め
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
鼓
に
始
め
て
信
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執

葦

者

紹

介

へ1
)
称
故
(
2
)
視
聴

(
3
)

若
林
'
皇
軍
独
文

中

村

元

①

イ

ン
ド
哲

畢

②

東
京
大

挙

教

授

へ

文

畢

博
士

③

〔著
作
〕
初
期

の
ヴ

ュ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
拳
､
ブ
ラ
フ

マ

ス
ー
ト
ラ
の
暫
拳
､

こ
と
ば
の
形

而
上
拳
､
ヴ

ュ
ー
ダ

ー
ン
ク
哲
拳

の
凌
展
'
東
洋
人
の
思
惟
方
故
'
イ

ン
ド

的

思
惟
､
祷
津

の
育
英
'
な
ど

岩

本

裕

①
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
文
畢
'
簿
畢

②
東
海
大
単
数
投

③

〔著
作
〕
イ

ン
ド
史
､
印
度
文
化
史

の
深
週
へ
サ

ン
ス

ク
リ

ッ
ト
文
鎮
､
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
読

本
､
〔
課
〕
イ

ン
ド
甘
典
詮
結
集

｢
カ
グ
ー

サ
リ
ッ
ト
･
サ
ー
ガ
ラ
｣

坂

本

徳

政

①
現
代
イ

ン
ド
の
鼓
す

･
政
治

②
愛
知
大
学
教
授

③

〔著
作
〕
ガ
ン
デ
ィ
ー
､
ネ
ル
し

な
ど

〔静
文
〕
イ

ン

ド
農
民
の
政
治
意

誰

(
愛
知
大
韓
十
周
年
紀
念
輪
文
典
)'
ネ
ル

-
改
構

の
本
質
と
平
和
政
策

(r政
治
軸
力
の
勝
岡
g
J
釈
放
)

な

ど

埼
山
元

三
郎

①
気
象
昏
拳
､
腺
用
推
計
拳

②
束
象
研
究
所
見
'
東
凍

大
草
訴
師
'
埋
草
博
士

③

〔著
作
〕
少
数
例

の
ま
と

め
方
､
安
捻
計
宜
態
､
低
束
塵

の
泣

過

と
人
髄

の
煙

調
､
磯
波

の
推
計
理
静
'

1
次
元
城
散
港
と
生
物
検
定

の
基
礎
方
程
式
､
な
ど

高

崎

直

道

①
イ

ン
ド
沸
教

②
駒
棒
大
革
帯
師

③

〔論
文
〕

A
M
U
K
T
A
J
a
A

の
館
義

忙
つ

>
て

(r印
度
畝
沸
教
壊
研

究
｣
6
の
一
)

辻

直

四

郎

①
サ

ン
ス
ク

リ

ッ
ト
文
拳
､
衝
撃

②
東
京
大
草
数
枚
､

文
筆
博
士

③

〔著
せ
〕
ヴ

ュ
ー
〆
と
り
.ハ
エ
シ
ャ
ツ

ド
､
バ
カ
ケ

7
ツ
ド

ギ
ー
ダ
ー
､
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と

シ
ュ
ラ
ウ
タ

･
ス
ー
ト
ラ
と

の
関
係

〔
滞
〕

シ
ャ
ク

ン

タ
ラ
1
､
な
ど

J

教

科



粂

報

的
西
日
印
文
化
協
骨
の
設
立

東
京
に
於
け
る
日
印
文
化
協
合
の
設
立
に
呼
臆
し
て
､
踊
西
地
区
に
於
い
て

も
目
的
を
同
じ
う
す
る
協
倉
の
設
立
を
準
備
中
で
あ

っ
た
が
へ
日
本
人
側
は
拳

界

･
寅
業
界
そ
の
他
三
十
五
名
'
関
西
在
任
の
イ
ン
ド
人
数
名
を
磯
起
人
と
し

て
謝
西
日
印
文
化
協
骨
が
設
立
さ
れ
､
四
月
十
九
日

(
土
)
午
後

1
時
牛
よ
-

京
都
大
草

(
法
経
第
七
教
室
)
に
於
い
て
開
合
式
が
盛
大
に
単
行
さ
れ
た
.
式

八
四

詮
は
京
都
大
畢
教
授
上
野
照
夫

氏｡昏
す
る
者
は
三
百
名
を
越
え
た
｡

関
西
日
印
文
化
協
合

の
昭
和

三十三
年
産
役
員
は
次
の
通
-
逃
出
さ

れた
｡

曹
長

･
理
事

鳥

範

利

三郎

理

事

山

口

益

同同同同

浮 薄 森 坂

岡

庭

井 山 川 内

琢 英 昇 智 襲

雄徳香≡≡

の
次
第
は
次
の
通
-
で
あ

っ
た
｡

一
､
開
合
の
辞

l
､
骨
長
挨
拶

主
事

骨
長

1
､
硯

野

末
都
市
長

京
都
大
畢
総
長

(
来
賓
代
表
)
宵
山
汽
船
骨
社
社
長

(
欄
咽
逓

針
)

か
A
が
禁

日
印
文
化
協
昏
理
事

1
'
式
辞

･
講
演

｢
ア
ジ
ア
の
結
合
と
イ

ン
ド
｣

長

尾

雅

人

鳥

韮

利

三

郎

高

山

義

三

平

滞

興

樺

山

昇

書

｡ハ
ル
デ
ィ
ワ

ル

岩

本

裕

ジ
ャ
ー
駐
日
イ
ン
ド
大
便

l
t
日
印
両
国
歌
舛
唱

以
上
で
'
第

1
部
を
終
り
'
申
憩
の
後
'
法
経
第
五
教
室
を
骨
観
と
し
て
イ

ン
ド
文
化
映
蛮

｢
カ
ジ
ュ
ラ
ー
ホ
｣
そ
の
他
若
干
の
矩
語
が
上
映
さ
れ
た
O
解

同

.ハ

ルデ
ィ
ワ
ル

同

マ

タ
ニ

ー

理
事
･
主
事

長

尾

雅

人

な
か
'
事
務
所
は
京
都
市
左
京
置
青
田
へ
京
都
大
草
文
畢

部
内に
置
か

れて

い
る
｡

ソ
印
文
化
交
流
協
骨
の
設
立

本
年

一
月
二
十
五
日
の
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
紙
の
報
道
に
よ
れ
ば
､

1
月
二
十
四

日
夜
､
全
ソ
連
邦
封
外
文
化
交
流
協
骨
の
昏
場
で
催
さ
れ
た
イ
ン
ド
共
和
国
宣

言
八
週
年
記
念
成
典
の
席
上
'｢
ソ
印
文
化
交
流
協
骨
｣
の
設
立
が
蛍
起
人
代
表

エ
ヌ
･
べ
-
･
チ
テ
ン

(
ア
カ
デ
ミ
ー
魚
貝
)
に
よ
っ
て
塊
奏
さ
れ
'
全
昏
衆

の
f
j
同
を
え

て
設
立
さ
れ
た
｡

新
協
骨
の
役
員
と
し
て
'
曹
長
に
は

エ
ヌ
･
+(
-

･
チ
チ
ソ
'
副
骨
長
に
は

ト
ル
ク
メ
ン
大
草
総
長
.へ
I
･
ア
ジ
-
モ
ア
ほ
か
十

1
名
が
選
ば
れ
た
.



報

人
骨
を
組
統
す
る
と
と
も
忙
'
理
事
と
し
て
協
食

の

牙
行
香
見
骨
を
暫
定
的
に

一
九
五
八
年
末
ま
で
構
成

l

｢
日
印
文
化
協
曾
｣
設
立
の
経
過

近
年
衆
へ
東
京

忙
於

い
て
イ

ン
ド
忙
陶
す
る
展
撃

な
研
究
グ

ル
ー
ブ

が清
頑
な
活
動
を
続
け
て
き
た
が
'

そ
れ
ら
相
互

の
連
絡
を
は
か
り
､
わ
が
固
忙
お
け
る

イ
ン
ド
研
究
を
さ
ら
忙
促
進
す
る
と
と
も

に
､
イ

ン

ド

文
化
を
わ
が
閣
忙
箱
介
す
る
横
細

の
必
要
が
痛
感

さ
れ
た
｡
し
か
し
へ

こ
の
こ
と
は
言
う
は
易
-
行
う

は
誠
に
至
難
で
'
な
か
な
か
忙
女
現
の
並
び
に
至
ら

な
か
っ
た
｡
昨
年
十
二
月
､
東
京
大
草
数
枚
中
村
元

博
士
と
東
京
外
開
館
大
草
助
教
授
土
井
久
弼
氏
K
､

駐
日
イ

ン
ド
大
使
館
情
報
部
長
ブ

シ
ュ
.ハ
･
ダ

ス
氏

よ
り
呼

び
かけ
が
あ
り
､
同
二
十

一
日
牛
後
ブ

シ
ュ

.ハ
･
ダ

ス
氏
官
邸
忙
前
述

の
両
氏
の
ほ
か
忙
完
投
雑
､

倉
本
裕
､

田
中
於

蒐欄
の
三
氏
と
在
日
イ

ン
ド
人
代

表
と
し
て
ナ
ラ
イ

ン
､
ザ

ペ
ソ
の
二
氏
が
集
ま
り
'

具
健
的
な
相
談
を
し
た
の
が
､
わ
れ
わ
れ
の
日
印
文

化
協
骨

の
弟

1
歩
で
あ
る
.
そ
の
席
上
､
骨

の
名
稀

を

｢
日
印
文
化
協

骨
L
U
a
p
a
n
･ln
d
ia
S
o
c
ie
ty
)

と
し
'
亜
起
人
と
し
て
名
を
連
ね

る
べき
人
を々
選

び
､
さ
ら
に
迎
昏
忙
つ
い
て
骨
則
秦
な
ど
を
韓
沸
し

た
.
同
二
十
八
日
へ
左
記
の
人
々
が
集
ま
り
'
費
起

&

#

す
る
こ
と
忙
し
た
｡

来

賓

大

草

助

教

授

東

海

大

畢

数

枚

印
度
銀
行
東
京
支
店
支
配
人

愛

知

大

単

数

授

ジ

ン

ダ

ギ

ー

生

鮮

日
本

ペ

ソ
･
ク
ラ

ブ

理
事

中

央

大

挙

教

授

東
京
外
国

語

大
草

助

教

授

東

寛

大

拳

教

授

全

日

本

沸

教

骨

埋

却

イ

ン
ド

共

同

泣

信

代

表

ア
ジ

ア
文
化

の
せ
常
任
理
事

荒

枚

堆

岩

本

裕

カ
プ

ラ
ー
ル

坂

本

徳

橡

tb

I(

>

高

見

順

田
中
於
蒐
禰

土

井

久

弼

中

村

元

中

山

理

々

ナ

ラ

イ

ン

山
本
千
枝
子

な
お
'

1
九
五
八
年

の
役
且
と
し
て
'
理
番
長
忙

中
村
元
氏
'
削
理
部
長
忙
田
中
於
蒐
瑚
氏
､
ナ
ラ

イ

ン
氏
'
庶
渉
僻
事
忙
土
井
久
欄
氏
､
財
薪
幹
事
忙
岩

本
裕
氏
が
選
ば
れ

た｡

本
年

1
月
六
日
､
希
二
同

の
理
事
骨
を
開
き
､
左

kTu
の
設
立
趣
意
番
を
作
成
､
理
事
と
し
て

東
京
大
草
訴
師
埋
草
博
士

塘
山
元
三
郎

前
ポ
ン
ペ
イ
組
領
布
林
不

二
郷

氏夫人

東
京

舞肌拳
校
長

の
三
氏
を
加
え
る
こ
と
忙
決
定
し
た
｡

林

園

子

榊
原

蹄
逸

さ
ら
K
､
拳

界
文
集
界

の
方

々
忙
協
力
を
求
め
､
評
議
且
と
し
て

協
骨

の
敬
展
忙
操
助
を
鰹
節
す
る
こ
と
と
し
た
o

趣

意

啓

日
本
と
イ

ン
ド
の
爾
園
が
文
化
而
忙
お
い
て
も
緊

密
な
提
携
協

力
を
行
う
こ
と
は
'
ひ
と
り
両
国
民
の

切
願
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'

ひ
ろ
-
滑
水
の
世
界

文
化

の
た
め
仁
も
丑
嬰
な
意
義

の
あ
る
課
題
で
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
｡

日
本
は
甘
衆
千
教
官
年
の
長
を
忙
わ
た
っ
て
偶
数

文
化
を
通
し
て
イ

ン
ド
文
化
を
横
取
し
'
素
数

の
み

な
ら
ず
日
常

生
清

の
蘇
づ
か
ね
緒
方
雨
粒
於

い
て
さ

え
も
そ
の
影
坪
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
､
ま
こ
と
忙

多
大
で
あ
り
ま
す
が
'
そ
の
跡
は
充
分
忙
自
発
き
れ

て
お
り
ま
せ
ん
.
ま
た
現
代
イ

ン
ド
に
鯛
し
て
は
'

欧
米
諸
国

の
文
他
忙
細
す
る
程
の
理
解
を
も

っ
て
お

り
ま
せ
ん
し
､
ま
た
日
本
人
の
現
代
イ

ン
ド
理
解
は

魂
念
な
が
ら
他
の
鰭
闘
民
の
そ
れ
よ
り

も
劣

っ
て
お

り
ま
す
.
他
方
､
イ

ン
ド
国
民
は
日
本
人
忙
封
す
る

尊
敬
と
親
愛
感
と
を

も
って
は
お
り
ま
す
が
､
日
本

を
知
ら
ざ
る
こ
と
甚
だ
し
-
'
日
本
忙
潮
す
る
乏
し

い
知
識
は
多
-
は
欧
米
陳
餌
を
艇
過
し
て
移
入
さ
れ

て
い
る
と

い
う
倍
な
い
発
情
で
あ
り
ま
す
.

こ
の
安

倍
を
見
る
忙
つ
け
て
も
､
わ
れ
わ
れ
は
適
切
な
文
化

交
流

の
行
わ
れ
る
こ
と
を
切
生
せ
ず
忙
は
い
ら
れ
ま

八

五



旬

報

せ
ん
｡

徒
衆
両
国
民

の
政
治
､
紐
済
而
忙
お
け
る
親
藩
交

歓
協
力

の
た
め
仁
は
､
大

い
忙
そ
の
活
動

の
見
る
べ

き
横
関
が
あ
り
ま
す
が
､
文
他
市
に
お
い
て
は
綜
合

的
忙
し
て
領
力
な
も
の
が
放
け
て
い
る
う
ら
み
が
あ

り
ま
す
｡
咋
軟
ネ
ー
ル
甘
粕
が
衆
口
さ
れ
ま
し
た
と

き
仁
も
､

こ
の
鮎
を
痛
感
さ
れ
'
席
開
後
イ

ン
ド
で

特
忙
そ
の
必

要
を
カ
記
さ
れ
ま
し
た
.

こ
の

よ
う
な

安
倍
を
薪
み
て
､

い
ま
こ
こ
忙
わ
が
外
務
省
と
イ

ン

ド
大
使
館

の

後
按

の
も
と
K
T
有
志
粕
は
か
り
新

た

忙
日
印
文
化
協
骨

(la
p
a
n
･(n
d
ia
S
o
c
ie
ty
)
を
設

立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

こ
の
協
骨

の
活
動
と
し
て
は
､
畢
衝
､
戦
術
､
宗

教
そ
の
地
文
他

の
緒
方
雨
に
わ
た
り
､
日
印
爾
国
文

他

の
交
流
と
相
互
理
解
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
が
'
特
忙
出
版
物
の
刊
行
'
定
期
的
な
許

演
骨
､
講
習
食

の
開
催
'
展
児
骨
､
映
載
せ
､
菅
栄

食
な
ど
忙
上
る

l
般
人

へ
の
イ

ン
ド
紹
介
､
人
物
交

流

の
促
進
援
助
な
ど
は
緊
要

の

こ
と
と
思

い
ま
す
｡

具
世
的
な
活
動
護
符
忙
つ
い
て
は
､
日
印
両
国
政

府
よ
り
補
助
金
の
下
附
そ
の
他
諸
硬

の
援
助
を
輿
え

ら
れ
'
特
に
在
日
イ

ン
ド
大
使
館
で
は
可
能
な
限
り

あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
捉
供
す
る
と
の
好
意
的
な
申
出
を

き
れ
て
お
り
ま
す
o
し
か
し
､

こ
の
文
他
活
動
が
あ

ま
カ
-
簡
民
的
な
も
の
と
し
て
襲
展
す
る
た
め
に
は
'

ひ
ろ
-
緒
方
丙
の
御
指
導

と
御
後
援
を
必
要
と
い
た

し
ま
す

の
で
各
位

の
御
賛
同
を
得
た
-
存
じ
ま
す
｡

昭
和
三
十
三
年

一
月

日

軽

骨
式
を
イ

ン

ド共
和
国
宜
音
八
周
年
紀
念
日
で

あ

る

1
月
二
十
六

日
忙
容
行
す
る
の
が
澱
も
意
義
が

あ
る
の
で
､
そ
の
日

を
目
標
と
し
て
骨
則
案

の
作
成

そ
の
他
忙
努
力
を
重
ね
'

1
月
十

l
日
'
十
八
日
お

よ
び
二
十
五
日
の
三
岡

の
理
都
合
を
開
催
し
て
準
備

を
と
と
の
え
た
｡

二

諌
曾
式

日
印
文
化
協
食

の
凌
骨
式
は

一
月
二
十
六
日
午
後

二
時
か
ら
中
央
大
拳
骨
館
三
階
大
ホ
ー
ル
で
拳
行
き

れ
た
｡
駐
日

エ
ジ
プ
ト
大
使
を
は
じ
め
約
二
有
名
が

参
集
し
'
式
は
土
井
幹
串

の
司
令
で
開
か
れ
た
.
開

骨
式

の
氷
解
は
次

の
洩
り
で
あ
る
｡

.1
'
日
印
爾
駒
歌
斉
唱

1
､
理
事
長
挨
拶

1
､
外
渉
大
臣
硯
新

一
へ
駄
目
イ

ン
ド
大
使
税
鮮

一
､
各
鼎
代
表

硯
節

7
'
イ

ン
ド
稗
郎

八
六榊

原
沖
洲
草
枕
有
志

全
日
本
体
散
骨
骨
長

日
本
印
度
畢
併
数
拳
骨
理
事
長

1
､
イ

ン
ド
菅
栄

ミ
ス

一
､
イ

ン
ド
秤
流

入

高
階
瑞
仙
師

官
本
正
尊
氏

･
7
ル
テ
ィ

江

瑞

凪

ピ
ー
コ
ッ
ク

･
ダ

ン
ス

カ
タ

･
カ
リ

-

･
ダ

ン
ス

て
こ
プ

ー
リ
ー

･
ダ
ン

ス

Lrt
l
テ
ク

･
ナ

I
テ
ィ
ヤ
ム
･
ダ

ン
ス

シ
ケ

ツ
沖

の
釣
り
.

1
'
イ

ン
ド
文

化
映
婁

｢
カ
ジ

ュ
ラ
ー

ホ
｣

式
は
四
時
牛
忙
盛
況
裡

忙
終

っ
た
.

な
お
'

駐
日
イ

ソ
ド
大
使
チ
ャ
ン
ド
ラ

･
シ
ュ
ー

カ
ル
･
ジ

ャ
ー
氏

な
ら
び
忙
外
渉
大
臣
藤
山
愛

一
郎

氏
は
本
骨

の
名
辞
骨
長
た
る
こ
と
を
発
許
さ
れ
た
｡

三

そ
の
後
の
活
動

者

1
同
月
例
骨
は
二
月
二
十
日
忙
中
央
大
草
食
館

三
階
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
'
ジ

ャ
I
駐
日
イ

ン
ド

大
使

の

Tn
d
ia
a
n
d
U
n
ity
o
f
As
ia
.
と
越
す
る

離
演
が
あ

っ
た
o
適

評
は
早
稲
田
大
学
数
枚
松
本
兼

氏
o
参
甘
者
約
す
五
十
名
｡

弟
l
l同
月
例
骨
は
三
月
二
十
日
に
国
際
文
化
骨
館

で
開
か
れ
た
｡
文
他
使
節
と
し
て
衆
靭
す
る
イ

ン
ド

菅
栄
舞
純
囲
ラ
ヴ
ィ

･
シ
ャ
ン
カ
ル
氏

一
行
歓

迎
の

前
奏
曲
と
し
て
'
イ

ン
ド
の
青
紫

･
鉾
抑
忙
関
す
る

文
化
映
宜
を
上
映
し
た
.
参
骨

者
は
官
名
を
準

え
'

特
忙
駐
日
外
囲
公
館
且

の
参
骨
が
多
か
っ
た
｡

弗
三
周
月
例
骨
は
四
月
三
十
日
に
聾
者
で
あ
る
と

と
も
仁
政
冶
家
で
あ
る
ム
y
シ
氏
を
迎
え
て
'
国
際



文
化
各
館
で
開

い
た
｡
参
骨
者
は
約
す
名
で
あ

っ
た

が
､

ム
ン
シ
氏
の
訴
演
は
聴
衆

に
多
大

の
感
銘
を
輿

え
た
｡
越
は

｢
ア
ジ
ア
の

一
致
｣

弟
四
同
月
例
骨
絃
六
月
十
九
日
忙
国
際
文
化
食
餌

で
､
去
る
四
月
作
イ

ン
ド
政
府

の
好
意
K
よ
り

一
ケ

月
間
イ

ン
ド
の
各
地
を
波
布
し
た
紳
山

寺
氏

(
東
京

外
囲
館
大
草

ヒ
ソ
デ
ィ
幣
料
率
兼
)
の
許
を
捲

い
た
o

越
は
｢
イ

ン
ド
上
-
飾

っ
て
｣
.
外
忙
文
化
映
食
教
節
O

協
骨

の
ス
.へ
シ
ァ
ル
･
,"
-
テ
ィ
レ
グ
と
し
て
'

四
月
二
十
日
午
後
六
時
よ
り
早

相
田
大

草
大
股
講
堂

で
'
イ

ン
ド
普
輿

･
舞
的
鮒

の
公
演
を
主
催
し
た
｡

入
場
者
は

千
五

官
名
を
超
え
､
イ

ン
ド
帝
紫
と
舞
節

の
粋

忙
探
-
感
銘
し
､
日
印
文
化
の
交
流

､
わ
が
闘

民
の
イ

ン
ド
文
化
の
理
解

忙
大
き
-
貢
赦
し
た
｡
樽

K
t
カ

7
7
-

･
ラ
ク
シ
ユ
マ
ン
般

忙
上
る
バ
ー
ラ

グ

･
ナ
-
テ
ィ

ヤ
ム
の
ム
ド
ラ
ー
の
焚
咲
､
ダ

マ
ヤ

ン
テ
ィ
ー

･
ジ

ョ
ー
シ
ー
舷
忙
上

る
カ
タ
ッ
ク

･
ダ

ン
ス
の
ム
ド
ラ
ー
の
安
演

は
好
評
で
､
趣
め
て
有
斎

義

で
あ

っ
た
｡

つ
い
で
､
四
月
二
十
九
日
牛
後
四
時
か
ら
東
京
都

港
値
麻
布
庚
尾
町
の
奥
村
網
堆
氏
(
日
興
覆
穿
社
長
)

部
に
て
'
イ

ン
ド
普
発
揮
節
閥

の
迭

別

の
ガ

ー
デ

ン
･
.ハ
ー
テ

ィ
を
ア
ジ
ア
文
化
の
骨
と
共
同
で
催

し

た

｡

一
行

の
ほ
か
忙
イ

ン
ド
大
使
館
そ
の
他
各
方
両

の
人
々
約
五
十
名

が参
合
し
､
名
東
リ
を
惜
し
ん
で

官

報

交
軟
の
か
ぎ
り
を
つ
-
し
た
｡

四

D]
印
文
化
協
甘
食
則

(
検
挙
)

解

一
章

組

別

解

一
棟

木
骨
は
日
印

文

化
協

食

(Japan
･lndia

S
o
c
ie
ty
)
と
稗
す
る
｡

弟

二
倹

本
骨

の
串
番
所
は
東
京
都
内

忙澄
-
も
の

と
し
､
常
分

の
間
東
京
都
丸

の
内
'
内
外
ビ

ル
五

一
五
淡
室
忙
置
-
.

啓
二
寒

月
的
お
よ
び
萌
黄

弟
三
保

本
骨
は
日
本
'
イ

ン
ド
嗣
開
聞

の
鶴
巻
友

好
お
よ
び
協
力

の
増
進
を
周
り
､
互

い
に
他
の
美

術
､
文
拳
､
文
化
'
短
所
革

の
知
識
と
理
解
を
拝

め
'
頗

い
意
味

忙
お
け
る
文
化

の
交
淡
と
協
力
忙

寄
輿
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

紫
四
休

本
食
は
前
俵

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

忙

左
把
の
都
井
を
行
う
.

H

日
本
忙
お
け
る
イ

ン
ド
拳
研
究

の
奨
励

2

イ

ン
ド
に
鰯
す
る
地
番
へ
静
丈
､
雄
藩
等

の

閲
覚
室
お

よび
固
蕃
館

の
設
置

JiL
T

イ

ン
ド
拳
に
関
す
る
価
春
､
露
文
へ
雑
誌
お

よ
び
そ

の
他
の
研
究
資
料

の
牧
集
整
理

㈱

イ

ン
ド
文
化
に
関
す
る
囲
藩
､
静
文
､
繊
細

駈

･
骨
報

の
刊

行

的

イ

ン
ド
文
化
忙
関
す
る
研
究
骨
､
訪
涙
骨
へ

詐
習
骨
へ
映
渡

せ､
舞
的
輯
刺
せ
､
展
示
骨
専

の
開
偶

的

日
本
人
の
た
め
の
イ

ン
ド
蘭
官
幣

の
講
習
骨

お
よ
び
在
日
イ

ン
ド
人
の
た
め
の
日
本
階
誠
習

食

の
開
催

㈲

イ

/
ド
忙
封
す
る
日
本
文
化
の
軸
介

困

イ
ン

ド
忙
向

い
叫
蚤
す
る
日
本
人
畢
生
､
ま

た
は
日
本
忙
儲
畢
す
る
イ

ン
ド
人
畢
生
忙
封
す

る
便
益
の

供輿

叫

衆
訪
す
る
著
名
な
イ

ン
ド
人
へ
文
化
使
節
脚

お
よ
び
そ
の
他
の
侠
酢
蛸
忙
封
す
る
歓
迎
軒
､

陀
老
骨
鬼
等

の
開
催

尚

イ

ン
ド
忙
射
し
文
他
使
節
朗
'
研
究
放
行
蛸

の
派
遣
お

上び
イ

ン
ド
よ
り
同
種
使
節
楓

の
箱

船

臼

イ

ン
ド

へ
の
､
ま
た
は
イ
ン

ド
上
り
の
漉
行

者

忙
封
す
る
促
従

の
供
典

臼

日
本
人
お
よ
び
在
日
イ

ン
ド
人

の
た
め
の
映

発
設
備

お
よ
び
社
交
横
骨

の
捉
供

臼

日
本
お
よ
び
イ

ン
ド
忙
お
け
る
同
税
脱
髄
と

の
協
力

向

そ
の
他
前
嬢

の
目
的
を
連
成
す
る
た
め
忙
必

要
な
る
串
菜

解
三
寒

骨

見

解
五
味

本
骨

の
令
兄
忙
な
ろ
う

と
す
る
個
人
ま
た

は
幽
健
は
次

の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

八

七



骨

報

r

本
骨

の
目
的
に
賛
同
し

jI

所
定

の
人
骨
申
込
番

で
申
込
み

日

本
骨
骨
q
二
名

の
推
鹿
を
得
て
現
帯
食
の

東

謎
を
受
け

拘

所
定

の
せ
教
を
納
め
る
｡

飾
六
俵

骨
且
た
る
図
位
は
そ
の
代
表
者
を
指
定
し

て
本
骨

の
都
井
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

葬
七
催

せ
且
を
分

っ
て
左
の
二
様
と
す
る
O

H

維
持
食
月

食
戟
年
額
五
千
m
を
納
め
る
者

ま
た
は
閲
牌

Z

普
漉
せ
見

せ
北
年
額
六
首
凹
を
納
め
る
者
､

但
し
畢
生
の
せ
非
は
牛
額
と
す
る
0

解
八
壊

せ
且

の
姿
は
食
費
を
支
排
う
こ
と
な
-
令

息
と
同
株
に

取
敬
わ
れ
る
｡
但
し
投
mf
に
は
参
加

し
な
い
｡

努
九
煉

本
骨

の
令
兄
は
骨
則
､
骨
盤
細
則
な
ら
び

忙
井
行
秦
月
食

の
決
定
忙
従
う
も
の
と
す
る
｡

発
十
偉

左
記
各
旗

の

i
忙
該
首
す
る
者
ま
た
は
圃

位
は
骨
月
た
る
の
教
格

を失
う
｡

r

曾
我

を
支
排
わ
ざ
る
も
の

2

着
勅
を
似
て
収
骨
眉
を
提
出
し
た
る
も
の

iL7g

死
亡

榊

貫
け
香
月
食
に
お
い
て
本
骨

の
利
鑑
に
反
す

る
行
薦
あ
り
と
認
め
ら
れ
離
骨
を
鋤
骨
き
れ
た

る
も
の

投

稿

規

定

1
､
骨
負
は
本
誌

に投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

二
､
併
科

の
抹
香

総編
集
蜜
月

の
剣
噺
忙
従
う
｡

三
㌧
紙
両
の
都
合
K
よ
り
編
集
零
点
忙
お
い
て
カ

ッ
ト
ま
た
は
腰
続
を
要
求
す
る
こ

と
が
あ
る
.

印
刷
上
の
髄
鼓
に
つ
い
て
は
編
集
香
且
忙

1
任

す
る
こ
と
を
偉
件
と
す
る
｡

四
'
稿
料
は
原
則
と
し
て
梯
わ
な

い
｡

五
'
原
稿

の
枚
数
､
論
文
は
g
I音
字
琵
原
稿
用
耗

三
〇
枚
以
内
､
尊
称

･
粕
介
は
二
〇
枚
以
内
と

す

る
｡

六
､
軟
刷
は
論
文
､
蕃
評
､
紹
介
忙
つ
い
て
壮
二

〇
部
ま
で
を
無
料
で
量
す
る
｡

七

'
原
稿
は
空

風
都
千
代
円
筒
丸
ノ
内
､
内
外
ビ

ル
五

1
五
壊
室
'
日
印
文
化
協
食
宛
迭
付
さ
れ

た
い
｡

編

集

後

記

編
集
委
員

(
五
十
音
'g
)

荒

松

堆

岩

本

裕

坂

本

徳

政

ザ

ペ

ソ

田
中
於
尭
瑚

土

井

久

摘

中

村

元

ナ

ラ

イ

ン

○
わ
れ
わ
れ
の
協
食
が
機
槻
誌
を
も
つ
と
い
う
こ
と

は
'
設
立
常
勤
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
が
､

こ
こ
に

漸
-
そ
の
弟

一
旗
を
婆
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
う

に
な

っ
た
｡

○
内
容
は
種

々
パ
ラ
イ

エ
テ
ィ
忙
宵
ん
だ
も
の
と
す

る
こ
と
忙
軸
潰
し
た
.
特
忙
'
村
山
氏
の
給
文
の
ご

と
き
へ

い
ま
ま
で
に
何
人
も
企
て
な
か
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
'
種

々
の
意
味
で
仮
借
高
-
.
.意
裁
決

い
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

○
本
誌
は
純
粋

の
畢
術
雑
誌
で
は
な
い
｡

い
わ
ば
,

イ
ン
ド
に
関
す
る
綜
合
雑
箆
で
あ

っ
て
､
わ
が
窮
民

の
イ

ン
ド
文
化
忙
封
す
る
理
解
を
促
逝
す
る
と
と
も

忙
､
わ

が
闘
忙

放
け
る
イ

ン
ド
研
究
忙
寄
輿
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､

こ
の
こ
と
紘

な
か
な
か
K
囚
新
で
あ
る
.
弗

一
旗
が
こ
の
日
的
に

油

い
え
た
か
'
端
的
な
批
判
が
望
ま
し

い
.
琴

壷

以
下
K
は
､
座
談
骨

･
合
評
骨

の
記
都
あ
る
い
は
講

座
な

どを
禍
戟
し
て
､
さ
ら
忙
バ
ラ
イ
エ
テ
ィ
忙
富

む
も
の
忙
し
た
い
｡

○
な
お
､
英
文

の
横
賄
紙
を
関
西
日
印
文
化
協
骨
と

共
同
編
集

で
本
年
中
に
輩
行
の
竣
定
で
あ
る
.
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今
浄
慈
海
部

穴
朋
詐
取

焚
文
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田
山
新
聯
専
守
行

者
者

の
三
十
億
年
に
わ
た
る
菅
辛

の
結

晶

で

あ

る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
冊
文
典
で
懇
切
町
婆
を
き
わ
め
'

初
畢
着
用
と
し

て
'

こ
れ
忙
ま
き
る
文
法
啓
は
甘
今

東
丙
を
池
じ
て
存
在
し
な

い
｡
A
4
版
六
六
二
貫

の

大
冊
と
同
じ
-

1
二

1
貫

の
別
筋
か
ら
成
る
O
ま
ず

｢
繍
論
｣

忙
於

い
て
､
サ
ン
ス
ク
リ
ッ･
ト
前
史
'
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
幣
史
が
詳
述
さ
れ
､
爽
忙

｢
本
静
｣

は

把
並
文
港
の
粋
を
あ
つ
め
て
'
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

語

の
複
雑
な
舘
法
則
が

T
日
瞭
顔
骨
砕
き
れ
る
よ
う

忙
記
述
さ
れ
て
い
る
.
合
成
詞
'
文
章
給

に
つ
い
て

詳
述
さ
れ
て
い
る
の
は
誠
に
者
ば
し

い
｡
別
妙
は
蓮

華
'
曲
用
､
活
用
の
絵
盟
で
'
極
め
て
便
利
で
あ
る
O

O
金
倉
慨
照
濯

倍
-

へ
の
道

中
鮮
卑
鞘
店
帝
行

七
せ
絶
後
牛

の
俳
教
詩
人

シ
ャ
ー
ソ
テ
ィ
デ
ー
ゲ

丁
の

『
ポ
ー
デ
ィ
チ
ャ
ル
ヤ
ー
〆
ク
ー

ラ
』

の
邦
課

で
'
滞
文
は
平
明
で
'
著
者

の
深
刻
な
罪
昔
意
誰
と

熱
烈
な
博
愛
棉
榊
が
美
し
-
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
｡

俳
典

の
テ
キ
ス
ト
が
榊
課
さ
れ
る
こ
と
な
-
'
研
究

の
み
さ
れ
て
い
る
わ
が
イ

ン
ド
畢
界
仁
､

こ
の
よ
う

な
常
が
砺
拳
に
上
っ
て
資
愛
さ
れ
た
意
適
は
大
き

い

と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

○
中

村

元
著

程
合

望
lln糞

必
款
鼓
奇
行

｢
生
き
る
倫
理
｣
と
い
う
別
週
が
つ
い
て
い
る
｡

ま
こ
と
に
'
そ
の
名
忙
ふ
さ
わ
し
-
'
人
間

の
生
活

忙
印
し
て
､
梓
令

の
育
英
を
や
さ
し
-
紹
介
す
る
O

わ
が
畢
界

･
讃
審
界
に
骨

忙
新
風
を
吹
き
こ
ん
で
や

ま
な

い
著
者
が
'
鼓

忙
一
陣

の
旋
風
を
ま
き
起
し
た

と
み
る
べ
き
好
者
o

O
山
口
益

･
佐

々
木
数
倍
習

イ

ン
ド
文
化
史

平
安
等
容
店
奇
行

今
世
紀
前
半
忙
於
け
る
フ
ラ

ン
ス
印
度
拳

の
最
高

梯
威
で
あ

っ
た
シ
ル
ゲ

ァ
ソ
･
レ
グ
ィ
の

『
文
化
的

凌
者
と
し

て

の
イ

ン
ド
』
L
J
n
d
e

c
iv
l)is
a
tr-c
c

(
1
9
3
8
)
の
前
年

の
邦
常
で
あ
る
｡
原

著
は
硫
単
が
生

涯
の
紐
帯
を
傾
け
て
の
静
滋
で
難
解
と
さ
れ
る
が
､

本
常
態
は
ま
こ
と
忙
平
明
で
あ
り
､
ま
た
証
が
き
わ

め
て
詳
細
で
'
演
者
忙
親
切
で
あ
る
O
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メ
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え
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西
洋
思
想
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西
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近
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史
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