
イ
ン
ド
に
於
げ
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界

!
ー
文
化
史
的
に
見
た
る
イ

y
ド
の
時
代
匿
分
ー
ー
ー

主主
1=1 

波

周

時
代
底
分
論
句
。
円
一
主
主
。
肉
可
は
、
史
墜
上
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、

哲
撃
上
の
問
題
と
し
て
も
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ
て
は
き
た
が
、

現
在
な
お
結
論
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
は
い
ま
に
残
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
元
来
こ
う
し
た
問
題
は
、
そ
れ
自

穂
、
各
分
野
か
ら
の
充
分
な
考
究
を
必
要
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
同
時
に
、

よ
り
綜
合
的
な
庚
い
意
味
に
於
け
る
世
界
史
的
視
野
か

ら
も
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
こ
に
、

た
と
え
あ
る
一
面
か
ら
の
異
質
を
捉
え
得
た
と
し
て
も
、

そ
れ
の
み
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
い
う
よ
う
な
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
他
の
分
野
に
も
関
連
し
で
考
え
ら
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
う
し
た
意
味
に
於
て
イ
ン
ド
の
そ
れ
も
、
決
し
て
そ
の
時
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
と
イ
ン
ド
に
関
す
る
限
り
、
こ

①
 

の
時
代
直
分
の
問
題
は
案
外
見
の
が
さ
れ
て
お
り
、
僅
か
に
金
倉
博
士
の
中
世
論
を
除
い
て
は
、
本
格
的
な
考
究
は
見
賞
ら
ず
、

一
臆
、
常
識

的
に
は
古
代
イ
ン
ド
と
い
う
よ
う
な
用
語
は
通
用
し
つ
つ
も
、

し
か
も
そ
の
限
界
に
は
少
な
か
ら
ぬ
異
論
が
あ
り
、

ま
た
そ
の
性
格
な
い
し
内

容
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
決
し
て
分
明
で
は
な
い
。

だ
が
こ
の
問
題
は
、

イ
ン
ド
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
頗
る
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他

方
ま
た
こ
れ
を
世
界
史
的
見
地
か
ら
見
て
も
、
特
に
東
西
文
化
の
交
流
等
に
関
連
し
、

イ
ン
ド
の
持
つ
古
代
の
意
義
は
決
し
て
忽
せ
に
で
き
な

い
。
本
稿
は
か
か
る
見
地
か
ら
、

イ
γ
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
を
出
来
る
だ
け
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

そ
れ
が
世
界
史
的
時
代
直
分
の
問

題
と
如
何
に
関
連
す
る
か
を
、
特
に
科
皐
思
想
の
面
か
ら
も
一
考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
波
)

八
一七

H

I

l
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五

十

周

年

記

念

論

集

八
七

時
代
区
分
と
古
代
の
意
味
す
る
も
の

古
代

gnrwロ門戸
m
g
と
は
、

Y
ヰ

ッ

サ

Y
4
A
以
後
に
於
け
る
史
家
に
よ
っ
て
、
中
世
田
広
色
。
。
『
目
。
色
拘
〈
巴

hwmg
及
び
近
代
ま
た
は
近
世

自
色
。
『
ロ

ω
m
g
に
針
し
て
用
い
ら
れ
た
時
代
医
分
勺
色
。
色
巳
々
で
あ
る
が
、

必
ず
し
も
そ
う
し
た
三
分
法
の
み
と
は
限
ら
ず
、

輩
に
巴
同
巳
め
ロ
同

と
目
。
分
自
の
二
つ
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
の

g
n
-
o
E
と
は
、
む
し
ろ
の

E
g
r
と
か

ωロ
片
山
』
巳
ぞ
と
い
う
ほ

①
 

。
-
p
gュ
可
ま
た
は
官
民
な
ど
と
同
義
語
に
さ
え
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ど
の
意
味
を
も
ち
、

近
年
出
版
さ
れ
た

Y

ヌ
ー
な
ど
の
筆
に
な
る

同ヘ同ロ仏。

Q
S巴
ρ
c
o
な
ど
も
、

そ
う
し
た
意
味
で
必
ず
し
も
時
代
匿
分
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た

己
ロ
門
凶
作
釦
ロ
の
町
内
ロ
ロ
o
と
い

う
よ
う
な
表
現
も
、
年
代
的
に
は
か
な
り
莫
然
と
し
て
い
る
。

の
限
界
あ
る
い
は
内
容
と
い
う
も
の
は
重
大
な
意
義
を
も
っ
。
何
と
な
れ
ば
、
元
来
、

し
か
し
い
ま
、

古
代
と
い
う
言
葉
を
少
く
と
も
撃
問
的
に
使
用
す
る
場
合
、

そ

こ
の
古
代
、
中
世
、

近
代
と
い
う
時
代
直
分
は
、
輩
に

そ
れ
ら
を
何
年
か
ら
何
年
ま
で
と
直
切
る
よ
う
な
末
梢
的
な
こ
と
に
重
黙
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
容
的
に
主
鰹
性
の
問
題
を
含
み
、

①
 

更
に
そ
れ
を
如
何
に
解
稗
す
る
か
と
い
う
哲
皐
上
の
問
題
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
年
代
的
限
界
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
そ
れ
よ
り
も
ま
ず
、
古
代
と
中
世
と
を
匝
別
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
根
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

y
・1
町
ツ
サ

y
ユ
期
の
人
々
の
意
見
に
従
え
ば
、

古
代
と
は
、

い
わ
ゆ
る
中
世
の
暗
黒
時
代
に
劃
し
て
、
こ
れ
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、

そ
れ
に
先
立
つ
古
代
再
生
思
想
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
こ
に
も
問
題
は
あ
る
。
特
に
近
時
、
唯
物
史
観
の
立
場
か
ら
す
れ

ば
、
古
代
と
は
、
政
治
並
び
に
経
済
生
活
に
於
て
純
然
た
る
奴
隷
制
度
の
時
代
で
あ
り
、
中
世
と
は
、
そ
れ
よ
り
や
や
経
済
的
に
も
解
放
さ
れ

た
農
奴
の
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
も
し
時
代
直
分
の
内
容
を
み
一
面
的
に
階
級
闘
争
史
的
な
も
の
に
置
き
代
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
を

解
稗
せ
ん
と
す
る
な
ら
、

そ
う
し
た
目
的
論
的
考
え
方
に
は
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
が
あ
る
と
し
て
も
、
政
治
、
経
済
、

あ
る
い
は
文
化
な
ど
の
面

に
於
け
る
後
展
の
跡
が
、
人
間
性
の
自
発
や
開
放
に
も
関
連
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
賓
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
こ
う
し
た
史
観
も
ま
た
皐



問
的
に
は
賞
然
取
り
あ
げ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
綜
合
に
よ
っ
て
こ
そ
、
始
め
て
古
代
の
も
つ
意
義
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
う

る
も
の
で
あ
ろ
う
。こ

う
し
た
時
代
直
分
に
於
け
る
年
代
的
限
界
に
つ
い
て
、
果
し
て
そ
こ
に
明
確
な
一
線
を
劃
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

y
カ
の
科
撃
者
サ
l
ト

γ
は
、
こ
の
問
題
に
閥
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
一
線
を
引
く
理
由
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
の
範
囲
を
探

り
出
す
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
虹
は
ど
こ
で
お
わ
っ
て
い
る
か
と
問
う
よ
う
な
も
の
で
無
駄
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
や
中
世
や
そ
の
他
の

@
 

一
部
重
な
り
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
、

と
こ
ろ
で
、

ア
メ

慣
例
の
時
代
を
排
他
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

お
お
む
ね
半

世
紀
毎
に
、

た
と
え
ば
ア

Y
キ
メ
デ
ユ
の
時
代
(
紀
元
前
第
三
世
紀
後
半
)
、
法
願
の
時
代
(
第
五
世
紀
前
半
)
、

ァ
Y
ピ
Y

ニ
1
の
時
代
(
第
十
一
世
紀
前
半
)

と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
期
間
中
に
於
け
る
世
界
史
的
立
場
か
ら
最
も
顕
著
な
人
名
等
を
冠
し
た
時
代
直
分
法
を
と
り
、
世
界
各
閣
に
於
け
る
同

時
代
の
、
草
に
自
然
科
撃
だ
け
で
な
く
、
哲
撃
、
史
墜
、
一
枇
曾
撃
、
一
一
一
一
尋
問
撃
な
ど
の
方
面
を
も
、

こ
れ
を
科
撃
史
の
重
要
な
要
素
と
し
て
取
り

あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
科
撃
の
世
界
史
的
な
い
し
綜
合
文
化
史
的
見
方
は
、

た
し
か
に
徐
り
に
も
草
門
分
化
し
た
近
代
科
墜
に
一
つ
の
反
省

を
輿
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
氏
も
し
ば
し
ば
使
用
し
て
い
る
古
代
あ
る
い
は
中
世
と
い
う
言
葉
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
に
何
等
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
も
と
も
と
科
墜
そ
れ
自
鯉
が
非
直
分
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

且
つ
古
代
と
か
中
世
と
い
う
言
葉
の
用
法
が
す

で
に
公
式
的
年
代
匿
分
に
通
俗
化
し
た
現
在
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、

む
し
ろ
古
代
あ
る
い
は
中
世
と
い
う
語
が
暗
歎
の
中
に
語

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
却
っ
て
本
質
的
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
こ
の
三
分
法
に
於
け
る
古
代
と
は
、
も
と
も
と
本
質
的
に
如
何
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
に
も
個
別
れ
た
よ

う
に
、

y
・
不
ツ
サ

y
メ
期
の
人
々
、

た
と
え
ば
ゲ
ァ

1
ラ、

プ
ッ
ア

γ
、
エ
-
プ
ユ
ム
ユ
、

マ
キ
ア
ゲ
エ
リ
ー
ら
の
よ
う
な
人
文
主
義
者
達
が
、

い
わ
ゆ
る
宗
敬
的
極
措
か
ら
自
ら
を
開
放
し
、
新
ら
し
き
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
生
l
死
|
復
活
と
い
う
象
徴
的
三
幅
針
の
方
式
を

世
界
史
に
も
適
用
し
、
古
代
再
生
の
理
念
の
も
と
に
、

そ
の
古
代
と
現
代
と
の
中
間
の
時

g
o色
C
E
R
E℃
5
を
否
定
す
る
意
味
か
ら
、

そ
れ

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
披
)

入
七
三
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集

八
七
四

ら
を
不
幸
な
る
前
時
代

ω
毛
色
O
B
Z
B℃
2
・ω
門
広
巳
r
F
ま
た
は
無
智
山
m
g
B島
町
野
讃

E
5
P『ロ
ω

の
時
代
と
考
え
、

①
 

世
の
暗
黒
時
代
と
い
う
考
え
が
生
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
後
足
時
の
む
し
ろ
非
歴
史
的
な
主
鰹
的
自
己
自
費
に
基
く
思
想
は
、
本
来

そ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
中

の
歴
史
家
の
分
野
か
ら
は
む
し
ろ
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
と
さ
れ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
漸
く
十
七
世
紀
末
頃
か
ら
、
そ
れ
が
歴
史
的
銭
述
の
便
宜

的
な
三
分
法
と
し
て
一
般
に
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
近
時
、

ラ
ゾ
ケ
や
マ
イ
ヰ
ツ
ケ
ら
に
よ
っ
て
新
ら
し
き
歴
史
観
の
も
と
に
改
め

て
そ
れ
ら
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
他
方
ま
た
、
唯
物
史
観
的
立
場
か
ら
も
活
殺
な
議
論
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
西
洋
史
の
場
合
、

そ
の
中
世
に
針
す
る
古
代
の
年
代
的
下
限
、
す
な
わ
ち
古
代
と
中
世
と
の
限
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
試
み
に
こ
れ
を
プ
ソ
タ
ニ
カ
に
つ
い
て
見
る
に
、

〉
月
一

g仲
〉

m
g
と
は
西
?
!
?
帝
闘
の
滅
亡
(
紀
一
元
四
七
六
年
)
以
前
で
あ
り
、

ロム【一仏門戸一。

〉

m
g
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る

g
n
r
5
と
ョ
。
内
庁

E
と
の
問
で
、

五
世
紀
中
葉
か
ら
十
五
世
紀
中
葉
ま
で
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の

古
代
と
中
世
と
の
限
界
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
多
く
の
見
方
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
紀
元
三
一
三
年
に
於
け
る
キ
リ
ノ
ザ
ハ
ト
款
の

公
認
、

同
じ
く
三
七
五
年
に
始
ま
る
民
族
の
大
移
動
、
三
七
八
年
の
ア
ド
リ
ヤ
ノ
!
プ

Y
の
戟
、

三
九
五
年
の
?
!
?
帝
園
の
東
西
分
裂
、

五

二
七
年
の
東
ロ

1
7
皐
帝
の
即
位
、

五
二
九
年
の
ア
ア
ナ
イ
に
於
け
る
撃
園
閉
鎖
、

五
九

O
年
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ユ
一
世
の
?
!
?
法
王
邸
位
、

あ
る
い
は
六
八

O
年
の
コ
ソ
ス
タ
ソ
チ
ノ

1
プ
Y
の
宗
数
曾
議
な
ど
も
塞
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、

こ
れ
を
哲
撃
史
の
方
面
か
ら
見
る
に
、

哲
撃
史
家
の

い
わ
ゆ
る
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
!
?
哲
皐
」
と
し
て
、
紀
元
後
五
二
七
年
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ユ
帝
が
キ
リ
ユ
ト
教
を
奉
じ
て
異
端
を
撲
滅
せ
ん
が
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
古
代
哲
墜
史
は
、
紀
元
前
六
百
年
頃
ギ
リ
ノ
シ
ヤ
に
起
り
、
後
に
ロ

1
7
の
領
域
に
移
植
さ
れ
て
、

普
通
、

め
に
勅
令
を
も
っ
て
ア
ア
ナ
イ
に
於
け
る
哲
墜
の
撃
校
の
閉
鎖
を
命
じ
た
時
に
終
る
と
さ
れ
、
中
世
哲
墜
は
普
通
、
救
父
哲
撃
及
び
メ
コ
ラ
哲

撃
の
二
期
に
分
か
た
れ
、
前
期
は
紀
元
二
世
紀
に
端
を
開
き
、
翠
ア
ヲ
グ
ス
チ
ヌ
メ
(
四
三
O
年
死
)
に
終
り
、

ス
コ
ラ
哲
墜
は
そ
れ
以
後
第
十
四

世
紀
ま
で
に
互
り
、
中
世
哲
皐
は
第
十
五
六
世
紀
の

Y
ヰ
ツ
サ
ン
久
期
を
介
し
て
近
世
哲
墜
に
移
行
し
て
行
く
と
す
る
の
が
遁
設
の
よ
う
で
あ

@
 

る。

こ
の
よ
う
に
哲
撃
史
の
立
場
か
ら
古
代
と
中
世
と
の
限
界
を
、

キ
リ
ユ
ト
敬
の
哲
皐
摩
迫
と
い
う
思
想
史
上
重
大
な
事
件
に
お
く
の
は
賞



然
で
あ
る
が
、

一
方
科
墜
史
の
分
野
か
ら
し
で
も
、
古
代
科
準
は
五
世
紀
初
頭
の

7

Y

チ
ア
ヌ
ユ
、

カ
ペ
ラ
に
見
る
よ
う
な
古
代
墜
事
の
百
科

金
書
的
解
説
に
そ
の
傾
向
を
示
し
つ
つ
中
世
皐
義
に
移
っ
て
行
く
が
、
西

?
1
マ
帝
闘
の
滅
亡
後
、
ち
ょ
う
ど
ユ
ユ
チ
ニ
ア
ヌ
ユ
帝
の
撃
閣
閉

鎖
の
少
し
前
、

ポ
エ
チ
ク
ユ
と
カ
ッ
ジ
オ
ド

Y

メ
の
二
人
が
亡
び
行
く

?
!
?
で
は
一
時
東
ゴ

1
ト
王
国
の
宮
廷
で
古
代
皐
術
が
庇
護
さ
れ
、

①
 

古
代
的
教
養
の
最
後
を
代
表
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
プ
ァ

l
リ
ン
ト
ン
の
如
き
は
、
古
代
科
撃
の
衰
滅
を
み
T

H

ノ
ユ
ト
敬
の
影
響
と
す

る
の
は
蛍
ら
ぬ
と
し
、
キ

y
ユ
ト
敬
が
凱
歌
を
翠
げ
た
か
ら
科
撃
が
衰
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
科
準
が
衰
滅
し
た
か
ら
宗
教
を
流
布
せ
し
め
た

①
 

諸
係
件
の
一
つ
が
生
じ
た
と
見
る
方
が
よ
り
真
相
に
合
致
す
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
古
代
や
中
世
の
限
界
に
劃
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
か
ら
す
る
意
見
の
相
違
は
む
し
ろ
嘗
然
で
あ
り
、
更
に
文
庫
十
史
と
か
美
術
史
、

あ
る
い
は
言
語
史
な
ど
の
分
野
に
於
て
も
、
古
代
的
な
も

の
と
中
世
的
な
も
の
と
い
う
よ
う
な
蓬
い
は
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
園
あ
る
い
は
民
族
に
と
っ
て
も
、
そ
の
文
化
の
程
度

な
ど
に
よ
っ
て
古
代
と
か
中
世
な
ど
の
年
代
に
も
相
蛍
の
聞
き
も
あ
り
、

そ
の
受
け
取
っ
た
中
世
的
な
い
し
近
代
的
な
も
の
の
内
容
に
つ
い
て

も
そ
れ
ぞ
れ
の
遣
い
が
あ
る
以
上
、
そ
の
園
濁
自
の
時
代
医
分
も
充
分
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
と
え
ば
先

の
哲
撃
史
や
科
皐
史
の
場
A
口
に
し
て
も
、

そ
れ
を
よ
り
庚
い
世
界
史
的
視
野
に
於
て
見
る
な
ら
ば
|
|
そ
れ
は
サ

1
ト
ン
の
立
場
に
も
遁
ず
る

も
の
で
あ
る
が

l
lー
そ
の
個
々
の
一
見
無
関
係
に
さ
え
見
え
る
事
件
の
奥
に
案
外
共
通
な
流
れ
を
見
出
し
、

そ
う
し
た
も
の
の
設
現
が
濁
自
な

展
開
を
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
よ
り
深
く
観
る
こ
と
は
全
開
を
見
る
こ
と
に
も
な
り
、

み
一
種
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
ま
た
個
々
の
濁
自
性
を
も
認
め
う
る
の
で
あ
る
。
本
稿
が
い
ま
、

特
に
文
化
史
的
立
場
か
ら
イ

γ
ド
に
於
け
る
古
代
の
も
つ
意
味
を
さ

ハ
¥
わ
ソ
、

且
つ
古
代
イ
ン
ド
の
限
界
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
も
、
賞
に
こ
う
し
た
立
場
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。

イ
ン
ド
に
闘
す
る
従
来
の
時
代
区
分

ヨ
ー
ロ
ッ
メ
に
於
け
る
古
代
あ
る
い
は
中
世
の
概
念
が
、
哲
単
一

a

史
や
一
般
文
化
史
の
上
か
ら
見
て
も
、

は
っ
き
り
し
た
地
盤
の
上
に
立
ち
、

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
披
)

λ
七
五
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記
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論
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八
七
六

従
っ
て
そ
の
年
代
的
限
界
に
も
著
し
い
差
異
が
認
め
ら
れ
ぬ
に
反
し
、
そ
れ
が
東
洋
、

特
に
イ
ン
ド
に
於
て
は
、
そ
の
内
容
な
り
概
念
と
い
う

も
の
は
頗
る
異
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
前
遁
の
如
く
、
東
洋
に
は
西
洋
に
見
る
よ
う
な
キ
ソ
ス
ト
激
的
中
世
思
想
と
い
う
も
の
が
全
然
見
出
せ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
.
云
え
ば
、

一
腹
東
洋
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
中
世
は
な
い
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、

だ
か
ら

と
い
っ
て
歴
史
的
三
分
法
が
東
洋
に
於
て
全
然
通
用
せ
ぬ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
中
世
期
に
於
て
東
洋
が
如
何
な

る
様
相
を
墨
し
、

ま
た
如
何
な
る
濁
自
性
を
後
揮
し
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
も
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
従
来
イ
ン
ド
に
は
、

古
代
に
閲
す
る
研
究
は
頗
る
多
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
に
関
す
る
も
の
は
割
合
に
少
く
、
従
っ
て
そ
の
中
世
に
劃
す
る
古
代
イ
ゾ
ド
の
内
容

と
か
限
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
決
し
て
明
確
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
古
代
イ
ン
ド

g江
O
E
F門
皆
と
い
う
用
語
は
、

古
く
か
ら
撃
術
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
限
界
等
に
開
し

て
は
っ
き
り
し
た
定
設
は
な
い
。

シ
1
Y
は
こ
れ
に
閥
し
、

現
在
の
段
階
で
は
イ
ソ
ド
の
年
代
墜
は
確
定
し
え
な
い
が
、

便
宜
上

ωロ巳

g仲

①
 

そ
れ
を

E
E
O昆
同
ロ
仏
冒
と
同
じ
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
イ

回
一
ロ
含
を
紀
元
前
五
百
年
か
ら
紀
元
後
五
百
年
ま
で
と
す
る
と
断
り
、

プ
ド
史
に
関
し
て
最
も
樺
威
あ
る
内
ω-B耳
E
m
o
や

O
M内

F
E
の
イ
ン
ド
史
な
ど
は
、

と
も
に
こ
の

gnw昆
F
ι
E
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る

こ
れ
と
て
も
決
し
て
中
世
に
針
す
る
巌
密
な
意
味
に
於
け
る
時
代
直
分
に
擦
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
古
代
イ
ソ
ド
に
劃
す
る
中
世

⑩
 

と
い
う
用
語
を
さ
え
侠
き
、
従
っ
て
古
代
そ
れ
自
身
の
限
界
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
加
う
る
に

O
K
P
E
の
そ
れ
は
、
古
代
イ
ン
ド
の

下
限
を
大
韓
悌
敬
及
び
ヂ
ャ
イ
ナ
敬
ま
で
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
同
じ
筆
者
の
手
に
な
る

F

Z々
2
8
q
o町
『
色
ω
は、

カミ

グ
プ
タ
時
代
は

も
ち
ろ
ん
、
更
に
十
二
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
侵
入
や
南
イ
ン
ド
諸
王
闘
の
興
亡
に
も
言
及
し
、
十
四
世
紀
初
頭
の
ヤ

1
ダ
ゲ
ァ
王
朝
の
滅
亡
ま
で

も
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
ホ
プ
キ
ソ
ユ
は
、

o
E
と
い
う
言
葉
を
年
代
的
に

g止
め
己
と
同
義
に
用
い
て
お
り
、

9
 

で
は
な
い
が
大
穂
紀
元
五
六
世
紀
ま
で
を
自
民
』
巳
々
と
見
て
い
る
。

⑫
 

ま
で
を
古
代
イ
ン
ド
と
し
て
お
り
、

そ
の
年
代
的
限
界
は
明
瞭

こ
れ
に
針
し
ダ
ス
の

『
古
代
イ
ソ
ド
経
清
史
』
は
、

A

Y
シ
ャ
王
の
死

一
方
Y
ヌ

1
も
そ
の
著
『
サ
ン
久
夕
刊
ノ
ッ
ト
と
文
化
』

の
中
で
、

と
く
に

己
E
O
ω
E
2
5
と
い
う
項



そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
明
示
し
て
は
い
な
い
が
、

ふ圃ヨ

ド
は
少
く
と
も
グ
プ
タ
期
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
一
o

ま
た
ブ
イ
リ
オ
ザ
は
前
記
円

H
Z
O
O
B
ω
S
c
o
中
の
歴
史
の
部
に
於
て
、
明
ら
か
に

⑬
 

山

Y

シ
ャ
王
の
死
(
六
四
七
年
)
ま
で
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。

ヵ
ー
ソ
ダ

l
サ
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
古
代
イ
y

日
を
設
け
、

し
か
ら
ば
こ
う
し
た
一
般
史
的
見
方
に
針
し
、

哲
墜
史
の
分
野
か
ら
は
如
何
な
る

こ
と
が
云
え
る
で
あ
ろ
う
か

D

ま
ず
西
欧
撃
者
に
と
っ
て
は
、
恐
ら
く
イ
ン
ド
の
哲
墜
は
最
も
紳
脳
的
且
つ
東
洋
的
な
も
の
と
映
じ
た
で
あ
ろ

あ
く
ま
で
特
異
な
存
在
と
し
て
別
個
な
位
置
を
奥
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
事
賞
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
の
時
代
直
分
と
い
う
よ
う
な

う
が
故
に
、

も
の
も
、

始
め
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
も
の
と
は
全
然
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
、
時
に
は
古
代
と
か
中
世
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
も
、

そ
れ
は
一
般
史
に
於
け
る
と
同
様
、
草
に
習
慣
的
な
公
式
匪
分
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ダ
ス
グ
プ
タ
の
『
イ
ン
ド
哲
撃
史
』

そ
の
区
分
法
は
箪
に
ず
ェ

1
ダ
の
哲
撃
、

墜
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
、
古
代
イ
ソ
ド
の
限
界
に
つ
い
て
は
嫡
れ
て
い
な
同
o

ま
た
ぺ

Y
ゲ
ア

Y
カ

1

Y
も
彼
の
『
イ

y
ド
哲
撃
史
』

な
ど
に
し
て
も
、
そ
の
文
中
に
は
古
代
イ
ン
ド
と
い
う
語
は
出
て
く
る
が
、

ウ
バ
・
』
シ
ャ
ッ
ト
の
哲の

第
二
巻
に
は
、
特
に

0
2民
話
宮
町
一
。
ι
と
副
題
を
輿
え
、

@
 

直
分
法
を
と
り
、

こ
れ
も

J

ヴ
ェ
ー
ダ
、

⑪
 

オ
U
Y

ト
ラ
マ

l
y
も
同
様
な
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
る
に
ゲ
ィ
グ
ヤ
プ
ツ
サ
ナ
は
、

プ
ラ

1
プ
マ
ナ
、

ク
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
な
一
連
の

そ
の

『
イ
ン
ド
論
理
墜
史
』
に

於
て
珍
ら
し
く

ωロ
巳

8
7
g
o色
m
g
r
目
。
仏

O
B
の
三
分
法
を
用
い
、
古
代
を
紀
元
前
六
五

O
年
か
ら
紀
元
後
一

O
O
年
ま
で
と
し
て
い
る
が
、

⑮
 

中
世
の
部
に
於
て
ヂ
ャ
イ
ナ
敬
と
悌
殺
を
取
り
扱
勺
て
い
る
な
ど
、
時
代
匿
分
的
に
や
や
社
撰
た
る
を
兎
れ
な
い
。
し
か
る
に
最
近
グ
ラ

1
ゼ

ナ
ッ
プ
は
、
そ
の
著
『
イ
ン
ド
哲
撃
』
に
於
て
|
|
そ
れ
は
哲
墜
史
と
名
ず
け
ら
れ
て
は
い
な
い
1

1

こ
れ
を
三
期
に
分
け
、
第
一
の
ゲ
ェ

1

ダ
期
は
ヲ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
に
至
る
紀
元
前
五
五

O
年
ま
で
と
し
、
第
二
期
の
古
典
期

E
p
a
5
z
a
q
回

S
F
S
E
R
F
-吉
弘
己
比
ω片

山

R
r
o
M
M
色
。
含

lま

マ
で
l
，ウィ

1
一
フ
、
悌
陀
、

及
び
マ
ヲ

Y
ヤ、

グ
プ
タ
雨
朝
を
含
む
紀
元
後
一

0
0
0
年
ま
で
と
し
、
第
三
期
の
繍
古
典
期

Z
R
r
E
S』

⑮
 

イ
メ
ラ
ム
を
含
む
紀
元
後
一

0
0
0
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
至
る
問
と
し
て
記
遇
し
て
い
る
。

ω一
R
F
0
0門
凶
作
円
白
山
口
仏

C
E一切
れ

FOMMAw-。
仏

mw
は、

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
気
の
つ
く
こ
と
は
、

一
般
文
化
史
か
ら
の
そ
れ
が
、
案
外
早
く
か
ら
古
代
、
中
世
、

近
代
と
い
う
三
分
法
を
用
い
て
い
る

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
噌
と
そ
の
限
界
(
普
被
)

八
七
七

f
十

t
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八
七
八

の
に
、
そ
れ
が
哲
墜
史
の
方
面
で
は
、

こ
の
三
分
法
を
用
い
て
い
る
の
が
非
常
に
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
外
闘
の
撃
者

も
特
に
追
及
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
宇
井
博
士
は
、
「
印
度
に
聞
し
て
は
何
れ
の
方
面
に
於
て
も
歴
史
的
に
其
後
遺
襲
濯

を
見
て
行
く
こ
と
は
最
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
殊
に
思
想
上
の
史
的
取
扱
は
時
に
は
殆
ん
ど
る
一
く
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
印
度
哲
畢
史

を
述
べ
た
書
に
歴
史
の
名
を
冠
す
る
を
控
え
て
居
る
人
も
あ
る
。
然
し
本
書
に
於
て
は
凡
て
を
歴
史
的
の
眼
で
見
る
こ
と
に
努
め
、
資
料
並
に

⑩
 

根
擦
に
於
て
は
之
を
支
那
に
俸
は
っ
た
も
の
に
仰
い
だ
こ
と
が
多
い
。
」

と
そ
の
見
解
を
示
し
、

そ
し
て
古
代
と
か
中
世
と
い
う
時
代
直
分
法

を
用
い
ず
、
第
一
期
(
紀
元
前
八
O
O
l同
三
五
0
1

第
二
期
(
紀
元
前
三
五
O
l紀
元
一
五
0
1

第
三
期
(
紀
元
一
五
O
l同
八
O
O
)
と
い
う
よ
う

な
具
合
に
区
分
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
確
か
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
忌
慣
な
く
云
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
専

門
分
化
的
立
場
と
い
う
も
の
は
そ
の
限
り
に
於
て
正
し
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
更
に
廉
い
謂
わ
ば
世
界
史
的
史
観
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

よ
り
一
一
膚
異
債
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ラ
ン
ケ
史
観
に
針
す
る
一
つ
の
批
判
列
的
立
場
か
ら
も
、

そ
う
し
た
賞
謹
主
義
を
基
盤
と

し
つ
つ
も
、

な
お
そ
こ
に
主
鰭
性
の
問
題
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
現
代
の
一
つ
の
課
題
で
も
あ
る
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば

あ
く
ま
で
濁
自

な
存
在
で
あ
る
イ

y
ド
の
思
想
な
り
哲
撃
な
り
が
、
人
々
の
努
カ
に
よ
っ
て
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
に
つ
れ
、

そ
う
し
た
精
神
史
的
分
野

も
よ
り
庚
い
世
界
史
的
領
域
に
連
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
も
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
が
今
日
の
趨

勢
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、

こ
の
時
代
匡
分
の
問
題
な
ど
も
、
そ
れ
は
グ
ラ

l
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
や
宇
井
博
士
な
ど
を

一
つ
の
頂
黙
と
し
て
、
そ
こ
に
は
す
で
に
新
ら
し
き
史
観
が
芽
生
え
つ
つ
あ
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
謹
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
年
代

区
劃
論
的
立
場
に
立
つ
宇
井
博
士
の
高
弟
で
あ
る
金
合
博
士
が
、

そ
れ
を
意
識
さ
れ
て
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
が
世
界
史
的
時
代
直
分

の
問
題
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
え
ぬ
中
世
論
を
ひ
っ
さ
げ
、
新
ら
し
き
一
石
を
投
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
見
て
も
知
り
う
べ
く
、

そ
う
し
た
意
味
か
ら

言
っ
て
金
倉
博
士
の
中
世
論
は
、

宇
井
博
士
以
来
生
ま
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
イ

γ
ド
哲
撃
史
に
於
け
る
一
つ
の
撃
的
後
展
と
し
て
大
い
に
敬

意
を
表
す
る
に
寄
か
で
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
所
見
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、

な
お
多
く
の
吟
味
さ
る
べ
き
黙
も
見
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出
さ
れ
、

そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
中
世
論
を
取
り
あ
げ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
前
に
、

こ
の
時
代
医

分
に
閲
す
る
わ
が
閣
の
イ
ン
ド
関
係
の
も
の
が
、
如
何
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
か
を
一
鷹
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
一
般
史
の
方
面
か
ら
云
え
ば
、
従
来
の
わ
が
闘
の
撃
者
に
よ
る
イ
ン
ド
の
年
代
医
分
は
、
大
な
り
小
な
り
お
お
む
ね
西
歓
皐
者
の
所
論

に
準
じ
、

古
代
と
中
世
と
の
限
界
を
大
穂

A

Y
シ
ャ
王
の
.
見
あ
た
り
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
異
訟
も
な
い
こ
と
は

な
い
が
、

し
か
し
そ
れ
は
宇
井
博
士
の
如
き
明
確
な
立
場
か
ら
の
み
と
は
限
ら
ず
、
習
慣
的
に
古
代
イ

γ
ド
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
場
合

も
多
い
。

だ
が
こ
の
黙
に
つ
い
て
佐
保
田
博
士
は
、

そ
の
著
『
印
度
古
代
史
』
の
中
に
於
て
、

「
印
度
の
歴
史
は
大
き
く
別
け
て
三
期
と
す
る
。

第
一
期
は
印
度
人
の
印
度
の
時
代
で
、
本
書
は
こ
の
時
期
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
期
は
回
数
徒
支
配
下
の
印
度
、
第
三
期
は
英
人
支
配

@
 

下
の
印
度
で
あ
る
。
」

胃と

l
u
、

古
代
イ

γ
ド
と
い
う
も
の
を
お
お
む
ね
歴
史
的
時
代
匡
分
に
於
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
確
か
に
一
つ
の

正
し
い
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
匿
分
的
に
問
題
に
な
る
の
は
貰
に
そ
れ
以
前
の
古
い
時
代
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
紳
史
あ
る
い
は
一
般

史
的
立
場
か
ら
見
て
も
、

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
!
大
王
の
東
征
か
ら

?

?

Y
ヤ
王
朝
に
か
け
て
の
イ
ン
ド
は
、

あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
見
て
明
ら
か
に
一

つ
の
エ
ボ
ッ
ク
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
遁
に
一
つ
の
時
代
直
分
を
見
出
す
撃
者
も
多
い
が
、

そ
う
し
た
意
味
で
最
近
の

『
京
大
東
洋
史
』
は
、

イ
ン
ダ
メ
文
化
か
ら
ア

1
リ
ヤ
民
族
の
東
漸
、
更
に
悌
数
及
び
ヂ
ャ
イ
ナ
教
の
時
代
ま
で
を
「
イ
ン
・
ド
史
の
雰
明
期
」

と
解
樽
し
、
古
代
統
一
闘
家
の
成
立
に
件
、
つ
マ
ク

Y

ヤ
王
朝
か
ら
グ
プ
タ
末
期
ま
で
を
「
古
代
」
と
し
て
い
る
の
は
確
か
に
一
つ
の
見
識
で
あ

の

る
と
思
う
。

金
倉
博
士
の
中
世
論
に
つ
い
て

さ
て
こ
こ
に
本
稿
が
特
に
金
倉
博
士
の
中
世
論
を
取
り
あ
げ
、

煩
を
い
と
わ
ず
こ
れ
を
引
用
し
且
つ
考
察
せ
ん
と
す
る
の
は
、

そ
の
所
論
が

従
来
イ
ン
ド
墜
の
分
野
に
於
て
殆
ん
ど
見
の
が
さ
れ
て
い
た
時
代
医
分
の
問
題
に
闘
し
、
少
く
と
も
そ
の
本
質
に
鯖
れ
、

そ
こ
に
濁
自
な
見
解

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
義
開
放
)

八
七
九
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を
後
表
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
う
し
た
問
題
を
更
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
歴
史
皐
上
並
び
に

哲
畢
上
の
一
課
題
で
も
あ
る
時
代
匿
分
の
問
題
に
、
少
く
と
も
イ

y
ド
の
側
か
ら
も
何
も
の
か
を
示
陵
し
う
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
博
士
の
中
世
論
を
ひ
も
ど
き
先
ず
疑
問
に
思
う
の
は
、

そ
の
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
古
代
と
か
中
世
と
い
う
よ
う
な
用
語
が
、
も
と
も
と

ヨ

l
官
ツ
バ
史
家
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
そ
れ
が
た
と
え
公
式
匿
分
化
し
た
と
は
い
え
、

一
般
史
的
に
も
そ
れ
ら
の
限
界
が
一
廉
あ
る
程
度
ま

で
墜
的
常
識
と
も
な
っ
て
い
る
現
在
、

そ
の
古
代
と
か
中
世
と
い
う
語
を
さ
一
く
そ
れ
ら
と
の
開
蓮
な
し
に
、
草
に
イ
ン
ド
の
精
紳
史
が
濁
自
な

も
の
で
あ
る
と
の
一
方
的
見
方
か
ら
、
従
来
文
化
史
的
に
古
代
イ
ン
ド
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
そ
の
閉
じ
内
容
の
も
の
に
、
新
ら
し
く
中

世
と
い

ν名
を
奥
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
混
鋭
が
生
じ
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
時
代
医
分
に
於
け

そ
れ
を
取
り
戻
さ
ん
と
す
る
の
が
現
代
の
あ
が
き
で
も
あ
る
以
上
、

る
主
鰹
性
の
問
題
が
や
や
も
す
れ
ば
見
失
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
今
日
、

..... 
、司. 
.，.. 
、-

に
博
士
の
所
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
次
の
三
貼
か
ら
こ
れ
を
考
察
し
て
見
る
の
も
あ
な
が
ち
無
盆
で
は
な
い
と
思
う
。

第
一
、
時
代
区
分
の
立
場
に
つ
い
て

こ
れ
に
射
す
る
博
士
の
立
場
は
、

⑪
 

「
中
世
の
限
界
」
の
中
に
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
政
治
上
の
費
革
は
、

必
ず
し
も
精

一
柳
史
の
推
移
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
と
に
印
度
に
於
て
さ
う
で
あ
る
。
」

と
ま
ず
そ
の
見
解
を
披
漉
し
、

一
般
史
に
於
て
も
イ
ン
ド

で
は
古
代
と
中
世
の
匪
分
が
明
瞭
で
な
い
二
三
の
賓
例
を
あ
げ
、
「
精
紳
史
は
、

政
治
史
と
自
ら
立
場
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
」
と
の
立
場
か
ら
、

「
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
史
は
、
猫
自
の
立
場
に
於
て
、
時
代
匿
分
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

と
主
張
さ
れ
る
。

こ
れ
は
確
か
に
そ
の
遁
り
で

あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
廉
い
意
味
に
於
け
る
時
代
医
分
の
問
題
に
、
精
神
史
の
分
野
か
ら
も
充
分
寄
輿
し
う
る
と
の
敬
度
な
撃
的
過
程
と
し
て

の
自
費
に
於
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
草
に
、
彼
は
か
れ
我
は
わ
れ
と
い
う
よ
う
な
濁
善
的
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
な
ら
ぬ

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
問
題
に
な
る
は
、
そ
の
濁
自
な
立
場
を
主
張
さ
れ
る
理
由
の
一
端
と
し
て
、
「
印

度
精
神
の
後
現
や
線
変
化
は
、

モ
ガ

Y
王
朝
の
運
命
や
、

印
度
領
有
に
関
す
る
英
悌
抗
争
の
如
き
事
件
と
は
、

殆
ん
ど
無
関
係
で
あ
る
。
」
と
云

帽



わ
れ
る
そ
の
異
意
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
二
大
事
件
の
如
き
は
、

イ
ン
ド
そ
れ
自
鞭
の
内
部
的
精
神
史
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
確
か

に
殆
ん
ど
無
関
係
で
あ
り
、

む
し
ろ
外
部
的
事
件
に
過
ぎ
ぬ
と
も
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
古
い
イ

y
ド
精
神
を
針
象
と
し
て

そ
う
し
た
事
件
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
イ
ン
ド
人
の
思
想
に
何
ら
か
の
獲
化

考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
を
長
い
歴
史
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、

が
起
き
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

こ
こ
で
暴
げ
ら
れ
た
例
が
近
世
の
モ
ガ

1
Y
王
朝
や
英
悌
抗
争
で
あ
る
か
ら
如
何
に

も
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
が
も
っ
と
古
い
時
代
の
そ
れ
で
あ
れ
ば
、

必
ず
し
も
そ
う
は
云
え
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば

ア
l
リ
ヤ
民
族
の
イ

y
ド
侵
入
と
か
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

l
大
王
の
東
征
、

あ
る
い
は
悌
陀
の
出
現
と
か
東
西
文
化
の
交
流
、
そ
し
て
ま
た
ア
ジ
ヨ

ー
ヵ
壬
の
イ
ン
ド
統
一
と
か
イ
ユ
一
プ
ム
の
侵
入
と
い
う
よ
う
な
、
明
ら
か
に
政
治
的
な
い
し
文
化
史
的
事
件
が
、

如
何
に
イ
ソ
ド
人
の
精
神
生

活
に
重
大
な
獲
化
を
も
た
ら
し
た
か
は
一
式
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
般
に
、

そ
う
し
た
政
治
上
の
事
件
の
一
つ
で
も
が
抹
殺

さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、

イ
ゾ
ド
精
紳
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
か
な
り
別
な
形
を
取
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
と
え
ば
ア
シ
ョ

l
カ
王
が
初
期
の

戟
で
戟
浸
し
た
り
、

ま
た
東
西
交
遁
が
何
も
の
か
に
よ
っ
て
全
く
阻
ま
れ
て
い
た
と
限
定
す
る
な
ら
、
悌
敬
な
ど
も
ど
ん
な
形
に
な
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
そ
れ
が
た
と
え
精
神
分
野
の
問
題
で
あ
る
に
し
ろ
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
の
枇
曾
的
背
景
|
|
そ
れ
は
よ
り
贋

い
世
界
に
も
連
る
も
の
で
あ
る
!
l
a
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
精
神
的
な
も
の
の
内
容
も
よ
り
本
質
的
に
把
握
さ
れ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
こ
と
は
勿
論
、
精
神
史
の
研
究
が
、

そ
の
分
野
か
ら
の
本
格
的
究
明
を
第
二
義
的
に
考
え
て
よ
い
と
い
う
よ
う
な
意
味

で
は
決
し
て
な
く
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
基
礎
的
な
研
究
こ
そ
撃
問
の
土
豪
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
が
故
に
、

な
お
の
こ
と
そ
れ
は

他
と
の
閥
連
に
於
て
も
考
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
で
あ
り
(
科
畢
史
な
ど
は
そ
の
好
例
て
あ
る
)
、

特
に
世
界
史
的
意
味
を
も
っ
時
代
匿

分
の
問
題
の
知
き
は
、

そ
の
個
の
立
場
は
あ
く
ま
で
会
樫
に
よ
っ
て
生
き
、

会
樫
は
ま
た
個
に
よ
っ
て
生
き
る
と
い
う
相
関
関
係
ー
ー
ー
そ
れ
は

文
化
史
的
立
場
で
も
あ
る
ー
ー
か
ら
、
更
に
進
ん
で
主
樫
性
の
問
題
に
ま
で
入
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
、
中
世
の
特
質
ま
た
は
定
義
に
つ
い
て

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
波
)
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次
に
こ
の
黙
に
関
し
て
も
博
士
の
所
見
は
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

中
世
に
於
て
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
悌
教
の
如
き
も
、
そ
の
原
始
の
思
想
は
、
印
度
的
と
い
ふ
よ
り
も
、

「
印
度
精
神
が
そ
の
特
異
性
を
完
全
に
賓
現
し
た
の
は
、

市品
4
C
1
し
ノ
¥

む
し
ろ
超
時
空
的
な
性
質
を
そ
な

へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
針
し
、
中
世
に
お
民
展
し
た
小
乗
悌
教
は
、

会
く
印
度
的
な
敬
へ
で
あ
る
。
」

と
短
万
直
入
に
中
世
の
性
質
を
取
り
あ
げ
、

「
何
れ
の
部
門
で
も
印
度
精
紳
の
特
質
は
、
中
世
に
於
て
一
一
層
鮮
明
化
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
」
と
さ
れ
、
「
吾
々
の
所
見
に
従
へ
ば
、
過

去
の
智
識
の
整
理
そ
の
も
の
は
、

ま
さ
し
く
中
世
精
紳
の
一
特
相
で
あ
っ
て
、

古
代
の
無
制
約
な
創
造
の
意
欲
に
、
好
個
の
針
照
を
示
す
か
ら

で
あ
る
。
」
と
そ
の
見
解
を
示
し
、

古
代
と
中
世
と
の
過
渡
期
を
ユ

1
ト
ラ
文
献
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
て
お
ら
れ
る
。

さ
て
右
の
絞
速
か
ら
し

て
中
世
の
定
義
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
を
強
い
て
求
む
れ
ば
、
中
世
と
は
「
過
去
の
智
識
の
整
理
」
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、

「
全
く
印
度
的
」

な
時
代
で
あ
る
と
の
見
解
に
蹄
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
過
去
の
智
識
の
整
理
そ
の
も
の
が
中
世
の
一
特
相
で
あ
る
と
さ

れ
る
見
解
は
、
そ
の
限
り
に
於
て
た
し
か
に
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
わ
た
く
し
は
、
過
去
の
智
識
の
整
理
そ
の
も
の
は
決
し
て

恥
骨
ト
治
じ
ゃ
ん
い
仲
朴
で
は
な
く
、
そ
れ
は
恥
骨
妙
心
か
舟
チ
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
相
違
は
、
博
士

が
、
中
世
の
所
産
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
ら
れ
る
バ

l
ζ

ニ
の
文
典
、
諸
法
典
、

.
ヴ
ェ
ー
ダ

1
Y
夕
、
そ
れ
に
?
ウ

Y

ヤ
王
朝
の
文
化
、
更
に

そ
れ
は
全
く
印
度
的
な
も
の
の
澄
現
で
あ
る
と
解
す
る

は
二
大
紋
事
詩
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
過
去
の
智
識
の
整
理
と
見
る
か
、

そ
れ
と
も
、

こ
と
に
よ
っ
て
、

卑
見
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

そ
れ
を
古
代
イ
ン
ド
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

金
倉
博
士
が
中
世
の
特
相
と
さ
れ
る
そ
う
し
た
全
く
印
度
的
な
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
イ
ン
ド
人
に
よ
る
イ
ン
ド
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し

た
も
の
が
古
代
イ
ン
ド
の
も
つ
性
格
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
に
於
て
詳
し
く
述
べ
る
積
り
で
あ
る
が
、

fこ

だ
そ
う
し
た
過
去
の
智
識
の
整
理
あ
る
い
は
蓄
積
が
、
宛
も
五
世
紀
初
頭
ヨ

1
甘
ツ
バ
に
於
て
、
古
代
撃
惑
の
百
科
全
書
的
解
説
が
生
ま
れ
た

頃
と
ほ
ぼ
時
代
を
等
う
し
て
、

イ
ン
ド
に
於
て
も
同
様
、

そ
う
し
た
こ
と
が
世
界
史
的
立
場
か
ら
も
橡
想
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が

一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
科
皐
史
は
、

そ
れ
が
具
鰐
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
だ
け
に

そ
う
し
た
黙
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し



ヤト
l
i
l
i
-
-
J

た
過
程
を
物
語
っ
て
い
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
博
士
が
、
中
世
の
特
質
と
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
そ
の
事
柄
が
、

わ
れ
わ
れ
の

考
え
て
い
る
古
代
イ
ン
ド
の
性
格
に
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
と
中
世
に
劃
す
る
本
質
的
な
性
格
の
差
異
が
、
も
う
一
つ

は
っ
き
り
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
詮
ど
も
な
り
、

そ
れ
に
関
連
し
て
年
代
の
限
界
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
浮
ぴ
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
三
、

古
代
と
中
世
の
限
界
に
つ
円
い
て

古
代
よ
り
中
世
へ
の
過
渡
期
を
ス

1
ト
ラ
文
献
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
、
中
世
の
限
界
を
、

鰹
に
於
て
、
法
典
文
患
の
終
を
以
て
、
そ
の
下
限
と
し
た
い
よ
と
い
う
の
が
博
士
の
見
解
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
中
世
は
庚
義
に
於
て
、
西
暦

こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

「
五
口
々
は
、
大

前
五
百
年
頃
か
ら
後
五
百
年
頃
ま
で
の
、
約
一
千
年
聞
を
指
し
、
そ
れ
以
前
の
古
代
一
千
年
と
、
以
後
の
近
世
千
五
百
年
の
聞
に
、

ほ
ぼ
尖
嘗

な
延
長
を
も
ち
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
古
代
と
中
世
と
の
境
界
線
に
そ
れ
ぞ
れ
混
合
地
帯
に
類
す
る
時
代
の
存
す
べ
き
こ
と
は
い
ふ
ま

で
も
な
い
。
」
と
主
張
さ
れ
る
。

だ
が
こ
こ
で
奇
異
に
感
ず
る
の
は
、

も
し
博
士
の
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、

た
と
え
ば
西
洋
史
並
び
に

東
洋
史
が
、
普
通
に
は
古
代
と
中
世
と
の
限
界
を
ー
ー
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
異
論
も
あ
る
が
|
|
大
鰹
紀
元
後
五
世
紀
前
後
と
見
る
の
が
一
臆

の
撃
的
常
識
で
あ
る
の
に
、
濁
り
イ
ン
ド
の
み
が
西
洋
な
ど
の
そ
れ
よ
り
、
一
千
年
も
前
に
中
世
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
穂
何
を
物
語
る
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
そ
れ
は
輩
な
る
年
代
的
ず
れ
の
問
題
で
は
な
く
、

恐
ら
く
そ
こ
に
は
中
世
と
い
う
も
の
の
性
格
に

つ
い
て
、
本
質
的
な
見
解
の
相
違
が
あ
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
根
本
原
因
は
、
も
と
も
と
ヨ

1
哲
ツ
パ
的
思
想
か
ら
出
後
し

た
こ
の
中
世
と
い
う
用
語
に
封
し
、

会
く
そ
れ
ら
と
の
関
連
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
の
世
界
観
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
な
い
か
と
考
え

5
る
を
え

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
博
士
の
所
論
は
、

あ
く
ま
で
一
つ
の
立
場
か
ら
の
意
見
と
し
て
充
分
示
唆
に
富
め
る
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
意
味
に

於
て
敢
て
無
撲
な
批
判
を
試
み
た
の
も
、
賓
は
こ
う
し
た
中
世
の
問
題
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、

イ
ソ
ド
の
も
つ
古
代
の
意
義
を
出
来
る
だ

け
明
ら
か
に
し
た
い
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
波
)

八
八
三
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文
化
史
的
立
場
か
ら
見
た
古
代
イ
ン
ド

古
代
イ

y
ド

〉

R-OHH件
古
色

PHLUHEogn-agowk片山ロ色
g
と
い
う
用
語
は
、
も
と
も
と
撃
術
誇
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
正
確
な
年
代
的
限
界

を
持
た
ず
、
常
識
的
に
は
一
腹
そ
れ
で
通
用
し
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
れ
が
少
く
と
も
古
代
と
い
う
文
字
を
冠
す
る
以
上
、
そ
の
年
代
的
限
界

は
必
ず
し
も
忽
せ
に
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

も
し
そ
の
聞
に
絵
り
に
も
大
き
な
年
代
的
差
異
が
あ
っ
て
は
、

た
と
え
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
濁

自
な
立
場
か
ら
の
撃
的
主
張
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
少
な
か
ら
ず
混
飢
を
生
ぜ
し
め
る
だ
け
で
な
く
、
肝
心
な
そ
の
本
質
を
見
失
わ
し

め
る
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
も
し
そ
う
し
た
こ
と
を
避
け
る
た
め
な
ら
、
始
め
か
ら
各
分
野
ご
と
に
第
一
期
、
第
二
期
と

い
う
よ
う
な
直
分
法
を
採
る
の
が
賢
明
で
あ
る
。

し
か
し
い
ま
新
ら
た
に
、
古
代
、
中
世
、

近
代
と
い
う
時
代
直
分
法
を
採
用
す
る
以
上
、

そ

の
持
つ
本
質
的
意
義
に
関
す
る
一
臆
の
考
察
は
絶
射
に
必
要
で
あ
り
、

も
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
本
質
的
差
異
を
見
出
す
限
り
、

そ
れ
を
よ
り
廉

い
硯
野
か
ら
も
検
討
し
て
こ
そ
、

そ
の
濁
自
性
も
ま
た
明
徳
に
捉
え
う
る
も
の
と
思
う
。
そ
う
し
た
意
味
に
於
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
性
格
や
中

世
の
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
も
、
結
局
は
イ
ン
ド
そ
れ
自
慢
の
内
部
に
存
す
る
と
共
に
、

そ
れ
は
同
時
に
、

よ
り
庚
い
世
界
史
的
視
野
か
ら
も

こ
れ
を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
イ

y
ド
で
は
、
前
述
の
如
く
古
代
に
針
す
る
中
世
と
い
う
も
の
が
、
決
し
て

ヨ

1
官
ツ
メ
的
意
味
に
於
て
展
開
し
て
お
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
前
提
と
な
る
。
し
か
し
も
し
そ
こ
に
強
い
て
キ
リ
ユ
ト
敬
的
中
世
の
暗
黒

時
代
に
も
比
す
べ
き
も
の
を
求
む
れ
ば
、
そ
れ
は
回
敬
侵
入
以
後
に
於
け
る
イ
シ
ド
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
こ
の
時
代
を
中
世
期
と

稀
す
る
見
解
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
に
先
立
つ
古
代
と
は
、
佐
保
田
博
士
の
云
う
印
度
人
の
印
度
の
時
代
で
あ
る
が
故
に
、
そ

れ
は
全
く
印
度
的
で
あ
る
と
い
う
事
賞
に
於
て
、
そ
う
し
た
時
代
が
古
代
イ
ソ
ド
で
あ
る
と
の
議
論
が
成
り
立
つ
。
と
こ
ろ
が
金
倉
博
士
に
よ

そ
の
杢
く
印
度
的
な
る
も
の
こ
そ
中
世
の
特
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
イ
ン
ド
的
な
る
も
の
の
内
容
が
改
め
て
吟
味
の
針
象
と

れ
ば
、

な
る
の
で
あ
る
。



さ
て
こ
の
イ
ン
ド
的
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
固
有
の
民
族
と
か
文
化
と
か
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
う
し
た
純
粋
な
民
族
と
か
文

化
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、

そ
れ
が
偉
大
な
文
化
で
あ
り
大
き
な
園
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
れ
は
巌
密
に
い
っ
て
ど
こ
に
も
見
出
し
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
次
化
な
ど
に
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
軍
一
民
族
か
ら
の
所
査
で
は
な
く
、

古
く
は
エ
ー
ゲ
海
文
明
の
一
環

と
し
て
の
ミ
ケ
ヰ
文
化
や
、

イ
オ
ニ
ヤ
族
な
ど
を
始
め
と
す
る
北
方
民
族
に
よ
る
文
化
の
混
滑
な
ど
に
よ
っ
て
、

土
に
於
て
あ
の
よ
う
な
後
展
を
見
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
と
い
う
園

そ
う
し
た
意
味
に
於
て
イ

y
ド
の
そ
れ
は
更
に
複
雑
を
極
め
て
い
る
と
云
え
る
。

し
か
も
人

々
は
、

古
代
イ

y
ド
と
い
え
ば
直
ち
に
ヴ
ェ
ー
ダ
を
想
起
し
、

そ
う
し
た
古
き
ア

1
9
ヤ
民
族
に
よ
る
文
化
を
イ
ン
ド
固
有
の
も
の
、

あ
る
い

は
そ
の
源
泉
と
考
え
勝
ち
で
あ
る
が
、
す
で
に
人
々
の
知
る
ご
と
く
、

ア
1
リ
ヤ
文
化
に
先
立
つ
モ
へ

y
ヂ
ョ

-
ダ
官
を
始
め
と
す
る
イ
ン
グ

ユ
文
明
は
る
一
く
別
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ド
一
ブ
ヴ
ィ
ダ
に
も
通
ず
る
も
の
が
珠
想
さ
れ
る
限
り
に
於
て
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
も
の
が
イ

γ
ド
原
往
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
も
生
ず
る
。
し
か
も
一
方
ア

l
y
ヤ
文
化
と
い
う
も
の
さ
え
、

そ
れ
が
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
文
化
の
一
支

流
と
し
て
そ
の
淵
源
を
遠
く
西
方
に
求
め
う
る
限
り
、

い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
固
有
の
文
化
と
い
え
ど
も
、

そ
れ
は
た
だ
イ

γ
ド
と
い
う
闘
土
に
於

て
成
立
後
展
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
異
賓
と
な
り
、
結
局
そ
う
し
た
も
の
が
イ
ン
ド
濁
自
の
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、

イ
ユ
ラ
ム
侵
入
後
に
於
け
る
イ
ン
ド
の
文
化
も
、

そ
れ
が
イ
ン
ド
の
園
土
に
於
て
生
ま
れ
た
と
い
う
意

味
に
於
て
イ

γ
ド
濁
得
の
文
化
と
云
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の
イ
シ
ド
的
と
い
う
こ
と
さ
え
頗
る
怪
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る

治宝

し
か
し
こ
れ
を
更
に
考
え
れ
ば
、

そ
の
イ

y
ド
的
と
い
う
も
の
の
中
に
も
自
ら
ニ
ュ
ア

y
メ
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

そ
の
ζ

ュ

ア
ン
ユ
が
顕
著
に
生
じ
た
と
こ
ろ
の
原
因
、
そ
れ
を
通
し
て
古
代
と
中
世
の
特
質
な
り
限
界
な
り
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

だ
か
ら
そ
う
し
た
意
味
で
、

金
倉
博
士
が
、
中
世
の
所
産
と
さ
れ
る
前
記
バ

1
ニ
ニ
の
文
典
、
諸
法
典
、

あ
る
い
は
二
大
叙
事
詩
と

い
う
よ
う
な
諸
文
献
が
、
前
代
の
そ
れ
と
比
較
し
て
そ
の
イ
ン
ド
的
と
い
う
黙
に
於
て
、

ど
れ
ほ
ど
本
質
的
差
異
を
持
っ
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
、

や
や
も
す
れ
ば
イ
ブ
ド
の
古
代
文
化
と
云
え
ば
、
す
べ
て
が
ゲ
ヱ

1
ダ
文
献
か
ら
出
後
し
て
い
る
か
の

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
ー
と
そ
の
限
界
(
普
波
)

八
八
五
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六

如
き
錯
脇
島
に
陥
り
易
い
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
イ
γ
ド
五
千
年
を
通
じ
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
影
響
を
輿
え
て
き
た
こ
と
は
事
賓
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
ゲ
ェ

1
ダ
文
献
と
は
あ
く
ま
で
バ
ラ
モ
ン
的
宗
教
文
化
で
あ
り
、

そ
の
外
に
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は

資
料
が
候
け
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
嘗
時
か
ら
有
カ
だ
っ
た
ド
ラ
ゲ
ィ
グ
を
始
め
と
す
る
南
方
文
化
や
、
祭
肥

文
化
な
ら
ぬ
幾
多
の
通
俗
文
化
が
、

そ
れ
と
並
行
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
問
蓬
い
な
く
、
叙
事
詩
と
か
プ
ラ

1
ナ
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、

い
わ
ば
む
し
ろ
非
ゲ
ェ

1
ダ
的
性
格
を
多
分
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、

ま
た
悌
敬
な
ど
も
超
時
空
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
あ

く
ま
で
イ
ン
ド
的
所
産
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
か
ら
博
士
が
中
世
の
も
の
と
さ
れ
る
前
述
諸
文
献
は
、

そ
れ
が
ザ
ェ

1
グ
的
で
な
い
と

い
う
だ
け
で
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
何
ら
イ

γ
ド
以
外
の
も
の
を
見
出
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
イ
ン
ド
の
科
皐
思
想

に
つ
い
て
も
・
は
っ
き
り
云
え
る
こ
と
で
あ
り
、

ふ乙
m
V
南
町
め
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
む
し
ろ
古
代
イ

y
ド
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
わ
た
く
し
は
、
前
記
誇
文
献
や
マ
ク

Y
ヤ
王
朝
の
文
化
な
ど
を
、
そ
れ
が

と
こ
ろ
が
一
方
、

こ
の
紀
元
前
四
五
世
紀
と
い
う
年
代
は
催
か
に
イ
ゾ
ド
史
上
か
ら
は
劃
期
的
な
時
代
で
あ
り
、

た
と
え
ば
こ
れ
を
政
治
史

の
面
か
ら
見
て
も
、

こ
の
時
代
は
い
わ
ゆ
る
古
代
圏
家
成
立
の
先
騒
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
悌
敬
や
デ
ャ
イ
ナ
敬
の
出
現
と
か
、
あ
る
い

は
言
語
撃
上
に
於
け
る
バ

1
ニ
ニ
の
文
典
な
ど
、
そ
れ
は
確
か
に
新
ら
し
き
時
代
へ
の
芽
生
え
を
感
ぜ
し
め
、
ま
た
ア
レ
キ
サ
ゾ
ダ

1
大
王
の

イ
ソ
ド
侵
入
な
ど
も
世
界
史
的
立
場
か
ら
一
漣
の
も
と
に
考
え
う
べ
く
、
そ
れ
以
後
の
イ
ン
ド
に
は
、
確
か
に
前
代
と
は
異
っ
た
一
つ
の
は
つ

と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
以
後
、

こ
の
紀
元
前
五
世
紀
前
後
ま
で
を
特
に
イ
ソ
ド
に
於
け
る
古
代
の

紀
元
五
六
世
紀
に
至
る
全
く
イ
ソ
ド
的
な
時
代
を
後
期

F
Z
宮
江
主

前、き
期、り

A し
民た
q 性

胃格
::l. '1l、

a見
出
さ
れ
る

そ
う
し
た
意
味
に
於
て
わ
た
く
し
は
、

と
な
し
、
そ
の
前
期
と
後
期
と
を
綜
合
し
て
、

こ
れ
を
古
代
イ
ン
ド

gn一g
H
F色
仰
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

か
く
て
古
代
イ
ン
ド
の
性
格
と
か
限
界
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
に
績
く
中
世
と
の
封
比
に
於
て
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

回
ザ
つ
に
ア
レ

キ
サ
ン
ダ

i
大
王
の
イ
ン
ド
侵
入
は
、

文
化
的
に
も
相
嘗
高
度
の
段
階
に
達
し
つ
つ
あ
っ
た
嘗
時
の
イ
ソ
ド
人
に
園
民
的
自
費
を
促
し
、

そ
こ



に
い
わ
ゆ
る
古
代
統
一
園
家
の
成
立
と
し
て
の
マ
ク
Y

ヤ
王
朝
の
樹
立

(
紀
元
前
回
世
紀
後
牟
)
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、

停
う
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば

そ
の
始
組
チ
ャ
ン
ド
一
フ
グ
プ
タ
に
は
パ
一
ブ
モ

Y

な
ら
ぬ
庶
民
の
血
が
混
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
だ
け
に
、

王
朝
の
性
格
に
は
む
し
ろ
反

パ
ラ
モ

γ
的
要
素
が
見
ら
れ
、

ァ
ヤ
ョ

1
カ
王
の
悌
敬
俸
播
と
い
う
よ
う
な
事
賞
も
、
確
か
に
そ
う
し
た
現
れ
の
一
っ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
そ
の
園
土
統
一
に
よ
っ
て
、
地
方
的
性
格
か
ら
庚
域
的
性
格
の
も
の
と
な
っ
た
が
、

し
か
も
そ
こ
に
は
あ
く
ま
で
イ
ン
ド
的
孤
高

性
、
も
し
く
は
民
族
的
閉
鎖
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
絶
え
，
さ
る
内
外
の
闘
争
な
ど
と
も
相
侯
っ
て
、
案
外
西
方
文
化
の
受
容
を
妨
げ
、

そ

う
し
た
マ
ク
Y

ヤ
王
朝
が
プ
シ
ヤ
ミ
ト
ラ

H
M
5
E
B昨
日
の

@
 

り
、
加
う
る
に
外
域
民
族
の
侵
冠
と
か
そ
れ
ら
と
の
交
渉
な
ど
に
件
っ
て
、
悌
敬
な
ど
も
漣
境
の
地
に
ま
で
惇
播
移
植
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
。

『

S
F
E
P
E
.
g
-
M
1
0〈
。
】
仲

に
よ
っ
て
覆
え
さ
れ
た
後
は
盆
々
そ
の
傾
向
が
顕
著
と
な

か
く
て
グ
プ
タ
王
朝
の
園
土
統
一
は
、
そ
の
寛
容
的
精
紳
と
相
侯
っ
て
西
方
文
化
な
ど
を
も
充
分
に
吸
牧
消
化
し
、
そ
れ
が
み
一
く
イ

γ
ド
化
し

て
康
範
囲
な
イ
ン
ド
全
域
に
及
ん
だ
こ
と
は
、

た
と
え
ば
マ
ト

l
一
フ
の
悌
敬
美
術
な
ど
の
分
布
妖
態
な
ど
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か

も
そ
の
園
民
的
自
費
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
復
興
と
な
り
、
そ
れ
は
大
乗
数
典
の
編
纂
と
い
う
形
な
ど
に
も
現
わ
れ
、
法
顕
が
渡
天
し
た
紀
元

四
世
紀
終
り
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ン
ド
は
、
世
界
史
的
見
地
か
ら
し
て
も
正
に
古
代
文
化
の
黄
金
時
代
で
あ
り
、

カ
ー
リ
グ

l
サ
を
始

め
と
す
る
イ

γ
ド
文
撃
、
西
方
科
皐
智
識
を
完
全
に
自
家
筒
中
の
も
の
と
し
た
イ
ン
ド
天
文
撃
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
文
化
面
に
於
け
る
額
著
な
後

現
こ
そ
、

そ
れ
は
ま
さ
に
過
去
の
智
識
の
整
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
イ
ン
ド
的
な
る
も
の
の
完
成
と
も
見
ら
れ
、

そ
こ
に
中
世
期

移
行
へ
の
諸
要
素
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
、
廉
域
的
智
識
の
交
流
と
、
園
民
的
向
上
に
件
、
っ
人
間
性
に
於
け
る
自
費
と

い
う
よ
う
な
も
の
も
明
ら
か
に
感
取
さ
れ
、

そ
う
し
た
性
格
の
も
の
が
中
世
思
想
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
の
時
代
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
に
於
て
も
ま
さ
に
中
世
期
の
初
期
に
嘗
り
、

一
・
方
ま
た
中
園
に
於
て
も
、

そ
の
同
じ
頃
で
あ
る
六
朝

惰
唐
の
遁
に
そ
う
し
た
気
運
が
感
ぜ
ら
れ
、
他
方
、
唯
物
史
観
的
立
場
か
ら
も
、
唐
の
均
田
制
な
ど
に
始
め
て
中
世
期
的
な
る
も
の
を
見
出
し

う
る
こ
と
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、

そ
う
し
た
一
連
の
世
界
史
的
関
連
に
於
て
、

こ
の
中
世
思
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
よ
り
よ
く
捉
え

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
?
と
そ
の
限
界
(
普
波
)
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π
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五

十

周

年

記

念

論

集

八
八
八

う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
か
も
そ
の
中
世
期
的
な
る
も
の
が
、
何
故
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
あ
の
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
暗
黒
時
代
を
現
出

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
。

こ
れ
に
反
し
て
中
闘
に
於
て
は
、
何
故
そ
う
し
た
暗
黒
時
代
が
な
く
、
中
世
期
は
む
し
ろ
順
調
に
後
達
し
た
か
。

そ
し
て
イ

γ
ド
の
場
合
は
そ
の
中
世
が
如
何
な
る
形
を
取
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
文
化
史
的
に
も
イ
ユ
ラ
ム
の
侵
入
と
い
う

よ
う
な
事
賞
を
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
中
世
に
劃
す
る
考
察
は
こ
れ
を
他
日
に
譲
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
、

そ
の
古
代
と
か
中
世
と
い
う
用
法
に
闘
し
、

一
つ
の
軽
視
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
史
な
ど
に
於
て
、

た

と
え
ば
中
世
イ
ン
ド
語
と
か
中
世
ぺ

Y

シ
ャ
語
と
云
わ
れ
る
も
の
の
年
代
が
、

少
く
と
も
紀
元
前
四
五
世
紀
頃
ま
で
遡
り
う
る
と
い
う
事
賓
で

目
。
仏
0
2
2
の
三
項
目
に
分
け
て
説
明
し
て
お
り
、
そ
の

@
 

中
世
イ
ソ
ド
語
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
ア
ジ
ョ

l
カ
王
時
代
の
プ
一
7
1
ク
リ
ッ
ト
か
ら
読
き
起
し
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
古
代
・
へ

Y

シ
ャ
語
の

あ
る
。

Y

ヌ
ー
な
ど
も
イ
ン
ド
の
言
語
を

S
E
E
-
F
B。
ヨ
ロ
宮
色
。
p
-
g
Fロ
m
c
g

下
限
が
紀
元
前
五
世
紀
前
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
、
中
世
を
そ
こ
ま
で
引
き
上
げ
う
る
と
の
設
も
起
り
う
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
の
古
代
と
か
中
世
と
い
う
用
法
は
、
歴
史
的
三
分
法
の
本
質
に
は
今
然
関
係
が
な
く
、
習
慣
的
な
公
式
直
分
法
に
よ
る
軍
な
る
過
去

の
便
宜
的
命
名
に
過
ぎ
ず
、

一
種
の
固
有
名
詞
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
面
ま
た
、
言
語
そ
の
も
の
の
非
匿
分
的
な
性
質
か
ら
見
て

も
、
そ
の
聞
の
徐
々
た
る
襲
濯
が
そ
こ
に
一
線
を
劃
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、

そ
れ
は
す

1
ト
ン
の
い
う
虹
の
如
き
も
の
と
し
て
、

た
と
え
ば
プ
ラ

1
ク
リ
ッ
ト
や
混
渚
発
語
な
ど
に
し
て
も
、

果
し
て
そ
れ
が
語
源
的
に
ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
今
後

の
興
味
あ
る
問
題
た
る
を
失
わ
な
い
。

だ
か
ら
一
概
に
、

そ
う
し
た
過
去
の
命
名
か
ら
古
代
と
か
中
世
の
限
界
を
考
え
る
の
は
遁
嘗
で
な
く
、

少
く
と
も
今
後
の
問
題
と
し
て
、

こ
の
時
代
直
分
法
を
用
う
る
以
上
、
そ
こ
に
は
正
し
い
理
論
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

五

結
論
的
に

l
イ
ン
ド
科
準
史
の
立
場
か
ら

以
上
わ
た
く
し
は
、
古
代
、
中
世
、
近
代
と
い
う
時
代
医
分
に
閥
蓮
し
て
、

こ
れ
を
文
化
史
的
立
場
か
ら
考
察
を
加
え
、
そ
の
も
つ
主
鰭
性



の
問
題
を
究
明
す
る
一
つ
の
補
助
的
立
場
か
ら
も
、
特
に
イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
性
格
、
な
い
し
そ
の
特
質
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
考
え
、

い
わ
ゆ
る
古
代
イ

y
ド
と
云
わ
れ
る
も
の
の
内
容
と
そ
の
限
界
を
世
界
史
的
立
場
か
ら
も
検
討
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
、

こ
れ
を
イ
ン

ド
の
科
撃
思
想
史
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
ど
う
な
る
か
を
述
べ
て
見
た
い
。

イ
γ
ド
の
天
文
皐
史
は
、
普
通
こ
れ
を
三
期
に
分
け
、
第
一
一
期
を
プ
ラ

1
ブ
マ
ナ
を
含
む
ず
ェ

1
ダ
時
代
、
第
二
期
を
、
そ
れ
以
後
西
方
天

文
撃
の
影
響
が
ま
だ
見
ら
れ
ぬ
紀
元
三
四
世
紀
頃
ま
で
の
、
た
と
え
ば
紋
事
詩
や
プ
一
プ

1
ナ
等
を
含
む
時
代
と
し
、
最
後
の
第
三
期
は
、
各
種

ジ
ッ
ダ

l
y
タ

ω
一
色
色
晶
ロ
訂
が
成
立
し
た
紀
元
五
六
世
紀
以
後
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
年
代
直
分
を
見
る
と
、

一
見
如
何
に
も

金
倉
博
士
の
年
代
直
分
に
符
合
し
、
そ
の
所
論
を
裏
付
け
る
か
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
仔
細
に
そ
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に

大
き
な
遠
い
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
イ

y
ド
天
文
撃
史
に
於
け
る
こ
の
区
分
法
は
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
天
文
撃
史
に
於
け

る
そ
れ
と
見
る
の
が
正
し
く
、
そ
の
第
三
期
が
一
慮
現
代
ま
で
濯
っ
て
お
る
と
は
い
え
、
そ
の
聞
に
は
ア
ラ
ピ
ヤ
な
ど
と
も
関
連
し
た
中
世
期

の
天
文
が
あ
り
、
ま
た
近
世
天
文
撃
は
そ
れ
ら
と
全
然
性
格
を
異
に
し
た
も
の
で
い
る
。

だ
か
ら
そ
れ
を
古
代
、
中
世
、
近
代
に
あ
て
は
め
る

の
は
遁
嘗
で
な
く
、

イ
ン
ド
の
古
い
天
文
筆
を
三
期
に
分
け
た
の
が
こ
の
三
期
設
の
賞
穂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
第
一
期
の

天
文
な
る
も
の
を
見
る
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
ア

1
リ
ヤ
民
族
に
よ
る
ゲ
ェ

1
ダ
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
祭
肥
階
級
に
よ
る
所
葦
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
く
、
元
来
イ
ン
ド
の
天
文
が
祭
艇
の
日
時
を
正
し
く
知
る
必
要
か
ら
出
後
し
た
名
残
り
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
第
二
期
の
そ

れ
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
期
の
そ
れ
を
縫
承
し
て
は
い
る
が
、

そ
の
一
部
に
は
明
ら
か
に
ヴ
ェ
ー
ダ
的
な
ら
ぬ
全
く
別
系
統
の
天
文
智
識
も
見
出

さ
れ
、

そ
れ
は
農
耕
な
ど
の
季
節
に
も
関
連
し
、
祭
肥
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
一
般
世
俗
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
純
粋
な
天
文

と
い
う
よ
り
は
占
星
的
な
分
子
が
よ
り
多
く
そ
の
場
を
占
め
、

そ
こ
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
そ
れ
に
通
ず
る
性
格
が
多
分
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
意
味
に
於
て
も
第
二
期
の
そ
れ
は
、

こ
こ
で
も
廉
い
意
味
で
よ
り
イ
ソ
ド
的
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
イ
ン
ド
古

来
の
停
承
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
西
方
天
文
皐
の
智
識
は
直
接
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
同
じ
第
二
期
の
期
間
に
、
す
で
に
漢
欝
を

イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の
概
念
と
そ
の
限
界
(
普
波
)

八
八
九
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n
d
r
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円
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五

十

周

年

記

念

論

集

八
九

O

遁
し
て
、
十
九
年
七
閏
の
法
と
か
、
現
行
七
曜
の
順
序
、

あ
る
い
は
歳
首
起
春
な
ど
の
西
方
思
想
が
中
園
に
停
っ
て
い
る
の
に
、

紀
元
前
後
と

推
定
さ
れ
る
そ
の
漢
誇
の
原
本
で
あ
る
ザ
ン
ユ
ク

y
ッ
ト
の
文
献
が
、

全
然
そ
う
し
た
記
事
を
快
い
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に

指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
詳
し
く
は
拙
稿
「
併
典
の
天
文
暦
法
に
つ
い
て
」
印
度
皐
悌
教
皐
研
究

第
七
競

参
照
)
0

し
か
る
に
そ
れ
が
グ
プ
タ
期
に
入
る
や
、

西

方
天
文
撃
の
智
識
は
イ
ン
ド
に
根
を
下
ろ
し
、
紀
元
五
世
紀
前
後
に
成
立
し
た
各
種
シ
ッ
グ

l
ン
タ
は
、
完
全
に
西
方
天
文
撃
と
イ
ン
ド
の
そ

れ
を
融
合
さ
せ
、

そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
天
文
の
華
を
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
過
去
の
智
識
の
整
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た

百
科
全
書
的
性
格
の
も
の
と
し
て
、

ま
さ
に
中
世
へ
の
蔚
芽
を
示
し
て
い
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

更
に
こ
れ
を
盤
墜
史
の
方
面
か
ら
見
る
に
、

そ
こ
に
は
天
文
皐
に
見
る
よ
う
な
時
代
区
分
は
全
然
な
く
、

ア
タ
Y
ゲ
ァ
的
呪
術
思
想
が
終
始

え
方
に
も
、

あ
る
い
は
醤
皐
倫
理
的
傾
向
は
頗
る
強
く
、

⑮
 

ヒ
ツ
ポ
ク
一
プ
ア
ユ
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
の
ギ
リ
ノ
シ
ャ
思
想
と
も
一
脈
の
相
通
ず
る
も
の
が
見
出
さ
れ
、
ま
た
悌
陀
時
代
に
、

ア
カ
ヨ

g
E
〈
名
盤
の
代
名
詞
た
る
香
婆
扇
鵠
の
前
者
〉
と
稀
す
る
イ
ン
ド
人
が
、

よ
い
意
味
で
の
精
神
醤
撃
、

一
方
病
理
皐
的
な
考

根
強
く
民
衆
の
生
活
に
喰
い
込
ん
で
い
る
が
、

チ

1
ウ

タ
キ
シ

1
ラ
'
に
遊
墜
し
て
外
科
的
な
技
術
な
ど
を
も
習
得
し
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
同
地
に
は
す
で
に
外
科
に
優
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
磐
撃
な
ど
が
入
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、

と
も
か
く
紀
元

早
々
の
編
纂
と
考
え
ら
れ
る
チ
ヤ
一
ブ
カ

(UmwEE
や
ス
シ
ュ

Y
タ

ω忌
E
E
が、

全
く
イ
ン
ド
的
な
古
来
の
俸
承
で
あ
る
こ
と
は
事
賓
で
あ
り
、

そ
う
し
た
意
味
に
於
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
古
代
イ
ン
ド
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

や
が
て
そ
れ
が
ア
ラ
ピ

ヤ
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
に
も
停
わ
り
、
中
世
期
瞥
撃
の
母
抽
胞
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
が
、

そ
の
起
原
を
イ
ン
ド
に

求
め
う
る
の
と
み
且
く
同
じ
ケ

1
ユ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
見
る
と
き
、

イ
ン
ド
の
科
撃
思
想
も
こ
れ
を
文
化
史
的
立
場
か
ら
見
る
限
り
、

敢
て
世
界
史
的
時
代
医
分
の
坪
外
に
あ
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
裏
付
け
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
時
代
医
分
の
問
題
は
、
今
後
あ
ら
ゆ
る
分
野
か
ら

の
綜
合
的
研
究
に
よ
っ
て
、
始
め
て
そ
の
喜
一
貌
を
明
ら
か
に
な
し
う
る
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
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