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は
じ
め
に

　
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（E

enest F. Fenollosa, 

一
八
五
三
︱
一
九
〇
八
）

と
岡
倉
天
心
（
覚
三
︑ 

一
八
六
三
︱
一
九
一
三
）
に
よ
る
法
隆
寺
・
夢
殿
の
開
帳

は
︑
日
本
の
近
代
美
術
の
幕
開
け
を
告
げ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る（
1
）

︒
一
八
八
四
年
に
秘
仏
を
開
帳
し
た
時
の
感
激
を
︑
岡
倉
天
心
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒

　
寺
僧
の
い
わ
く
︑
こ
れ
を
開
か
ば
必
ず
落
雷
す
べ
し
︒
明
治
初
年
︑
神

仏
混
交
の
論
喧
し
か
り
し
時
︑
一
度
こ
れ
を
開
き
し
が
︑
た
ち
ま
ち
に
し

て
一
天
墨
を
流
し
雷
鳴
あ
り
︒
衆
大
い
に
怖
れ
︑
こ
と
半
ば
に
し
て
停
む

︹
︙
︙
︺
雷
の
事
は
わ
れ
ら
こ
れ
を
引
受
く
べ
き
を
約
し
︑
堂
扉
を
開
か

ん
と
す
︒
僧
等
怖
れ
て
皆
去
る
︒
開
け
ば
す
な
わ
ち
千
年
前
の
臭
気
芬
々

鼻
を
衝
き
︹
︙
︙
︺
七
尺
有
余
の
仏
像
︑
手
に
珠
を
載
せ
截
然
と
し
て
立

て
る
を
見
る
︒
一
生
の
最
快
事
な
り
と
い
う
べ
し（

2
）

︒

　
数
百
年
に
わ
た
り
︑
夢
殿
に
奥
深
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
救
世
観
音
像
は
︑
こ

う
し
て
岡
倉
が
﹁
一
生
の
最
快
事
な
り
﹂
と
記
す
出
来
事
に
よ
っ
て
日
の
目
を

見
る
︒
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
で
荒
廃
し
︑
海
外
へ

の
流
出
が
続
く
近
代
の
日
本
美
術
の
復
興
を
告
げ
る
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
︒

岡
倉
は
︑
そ
の
後
も
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
手
を
携
え
て
全
国
の
社
寺
仏
閣
を
訪
れ
て

岡
倉
天
心
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観

︱
︱
イ
ン
ド
美
術
史
論
争
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
と
社
会
進
化
論
の
克
服
を
通
し
て

外
川
昌
彦
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宝
物
リ
ス
ト
を
作
成
し
︑
そ
れ
は
今
日
の
文
化
財
保
護
法
の
原
型
と
な
る
︑

一
八
九
七
年
の
古
社
寺
保
存
法
の
制
定
に
結
実
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
岡
倉
が
近
代
日
本
の
仏
教
美
術
復
興
の
﹁
最
快
事
﹂
と
し
て
記

し
た
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
︑
同
行
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
後
に
次
の
よ
う
に

振
り
返
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
最
も
美
し
く
等
身
大
よ
り
少
し
大
き
な
立
像
は
︑
一
八
八
四
年
の

夏
に
私
と
私
の
日
本
の
同
僚
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
︒︹
︙
︙
︺
法
隆
寺
の

僧
に
よ
れ
ば
︑
厨
子
に
納
め
て
あ
る
像
は
推
古
朝
の
頃
の
朝
鮮
仏
師
の
作

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
二
〇
〇
年
以
上
︑
一
度
も
開
帳
さ
れ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
︒︹
︙
︙
︺
私
た
ち
を
最
も
惹
き
つ
け
た
の
は
︑
美

学
的
に
見
た
こ
の
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
像
は
正
面
か
ら

見
る
と
そ
れ
ほ
ど
の
気
品
を
感
じ
な
い
が
︑
し
か
し
横
顔
か
ら
見
た
時
の

美
し
さ
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
高
み
に
達
し
た
作
品
に
思
わ
れ
た
の

で
あ
る（

3
）

︒

　
近
代
の
日
本
美
術
の
復
興
を
告
げ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
︑
フ
ェ
ノ

ロ
サ
は
︑
そ
の
比
類
の
な
い
秘
仏
の
美
し
さ
を
称
賛
し
な
が
ら
︑
し
か
し
そ
こ

に
︑
古
典
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
芸
術
の
高
み
を
見
た
と
回
想
す
る
︒

　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
哲
学
を
修
め
︑
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
来
日
し
た
ア
ー

ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
も
と
も
と
担
当
は
政
治
学
と
理
財
学
（
経
済
学
）

で
︑
当
時
の
欧
米
の
最
先
端
の
学
問
と
し
て
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の

社
会
進
化
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
講
義
し
た（

4
）

︒
社
会
進
化
論
が
西
洋
文
明
を
モ

デ
ル
に
人
類
社
会
の
発
展
段
階
を
描
い
た
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
古
典
ギ

リ
シ
ア
文
化
に
世
界
の
学
芸
の
理
想
の
モ
デ
ル
を
求
め
る
が
︑
そ
れ
は
後
述
の

イ
ン
ド
建
築
史
の
大
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
（Jam

es Fergusson, 

一
八
〇
八
︱
一
八
八
六
）
を
は
じ
め
と
し
た
︑
当
時
の
欧
米
の
美
術
史
研
究
に

は
広
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
夢
殿
の
開
帳
に
よ
り
︑
は

か
ら
ず
も
西
洋
の
古
典
美
術
に
比
肩
す
る
日
本
美
術
の
価
値
を
﹁
発
見
﹂
し
た

と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

5
）

︒

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
た
岡
倉
も
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
﹁
日
本
美
術

史
﹂（
一
八
九
〇
年
）
の
講
義
で
は
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
は
西
洋
人
の
誇
称
す

る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
︑
こ
れ
に
対
す
る
わ
が
奈
良
朝
美
術
を
も
っ
て
せ
ば
︑
一

歩
も
譲
る
こ
と
な
き
を
信
ず
﹂
と
述
べ
て
︑
西
洋
美
術
と
の
対
比
か
ら
日
本
美

術
の
価
値
を
称
揚
し
た（

6
）

︒

　
し
か
し
︑
後
に
検
証
す
る
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
滞
在
か
ら
帰
国

し
た
岡
倉
天
心
は
︑
そ
れ
ま
で
の
西
洋
美
術
を
モ
デ
ル
と
す
る
美
術
史
観
を

﹁
西
洋
人
の
偏
見
﹂
と
し
て
否
定
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
展
開
を
論
じ
る

な
ど
︑
イ
ン
ド
や
日
本
美
術
の
独
自
の
歴
史
や
審
美
観
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
︒
そ
の
認
識
の
転
換
は
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
︒

　
本
稿
は
︑
近
代
日
本
を
代
表
す
る
美
術
史
家
・
岡
倉
天
心
の
ア
ジ
ア
美
術
史
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に
関
す
る
認
識
の
転
換
を
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド
滞
在
中
の
ベ
ン
ガ
ル
知
識
人
と
の

思
想
的
交
流
の
経
緯
を
通
し
て
検
証
す
る
︒
岡
倉
に
と
っ
て
イ
ン
ド
美
術
史
の

探
求
は
︑
当
時
の
社
会
進
化
論
に
基
づ
く
芸
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
克
服
し
︑
ア

ジ
ア
諸
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
や
相
互
の
交
渉
を
捉
え
る
視
点
を
与
え
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
イ
ン
ド
の
美
術
や
歴
史
に
関
わ
る
新
た
な
認
識
を
深

め
て
ゆ
く
経
緯
を
︑
日
本
と
イ
ン
ド
に
残
さ
れ
た
当
時
の
資
料
を
対
比
し
て
検

証
す
る
︒

　
本
稿
の
構
成
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
次
の
一
章
は
︑
岡
倉
天
心
の
ア
ジ

ア
美
術
史
観
に
お
け
る
﹁
転
向
﹂
の
問
題
を
跡
づ
け
︑
本
稿
の
課
題
を
明
ら
か

に
す
る
︒
二
章
は
︑
岡
倉
の
生
涯
を
取
り
上
げ
る
既
存
の
伝
記
的
研
究
を
整
理

し
︑
本
稿
の
課
題
に
位
置
づ
け
る
︒
三
章
は
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変

遷
を
︑
社
会
進
化
論
や
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響
を
通
し
て
検
証
し
︑
イ
ン
ド
訪

問
後
の
そ
の
視
点
の
変
化
を
跡
づ
け
る
︒
四
章
は
︑
岡
倉
と
イ
ン
ド
近
代
の
宗

教
改
革
運
動
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
相
互
の
交
渉
を
検
証
し
︑
両
者

の
著
作
に
見
ら
れ
る
共
鳴
関
係
を
跡
づ
け
る
︒
五
章
は
︑
イ
ン
ド
美
術
に
関
心

を
深
め
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
る
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源

説
（
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
）
へ
の
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
検
証
す
る
︒
六
章
は
︑

そ
の
相
互
の
思
想
的
な
影
響
関
係
を
︑
仏
教
の
伝
播
や
社
会
変
革
の
思
想
と
し

て
の
仏
教
な
ど
の
論
点
を
通
し
て
検
証
す
る
︒
七
章
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
独
自

の
発
展
を
捉
え
よ
う
と
す
る
両
者
の
問
題
関
心
の
共
有
を
検
証
し
︑
そ
の
影
響

関
係
の
広
が
り
を
跡
づ
け
て
︑
ま
と
め
と
す
る
︒

一
　
岡
倉
天
心
の
﹁
転
向
﹂

　
法
隆
寺
の
建
築
様
式
が
︑
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
建
築
と
の
類
似
性
を
持
つ
と
い

う
議
論
は
︑
境
内
を
囲
む
回
廊
の
柱
の
ふ
く
ら
み
が
ア
テ
ネ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神

殿
の
影
響
で
あ
る
と
論
じ
た
伊
東
忠
太
の
﹃
法
隆
寺
建
築
論
﹄（
一
八
九
三
年
）

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
は
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着

駅
﹂
と
も
称
さ
れ
る
︑
東
西
文
化
交
流
の
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
先
述
の
岡
倉
天
心
の
講
義
﹁
日
本
美
術
史
﹂
は
︑
日
本
で
は
初

の
体
系
的
な
美
術
史
論
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
法
隆
寺
の
金

堂
壁
画
を
取
り
上
げ
て
︑
そ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
天

智
時
代
は
唐
の
影
響
に
し
て
︑
唐
の
美
術
は
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
影
響
せ

る
も
の
な
る
べ
し
﹂
と
述
べ
る
と
︑
岡
倉
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

　
天
智
時
代
の
美
術
は
︑
た
だ
に
推
古
美
術
の
漸
々
進
歩
し
た
る
の
み
に

あ
ら
ず
し
て
︑
子
細
に
こ
れ
を
研
究
す
れ
ば
︑
一
種
独
特
の
性
質
を
具
う

る
の
あ
り
さ
ま
あ
り
︒
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
と
こ
れ
に
囲
ま
れ
た
る
仏
像

と
は
︑
そ
の
式
そ
の
趣
き
全
く
別
種
の
も
の
に
し
て
︑
か
く
の
ご
と
き
に

い
た
る
は
別
に
必
ず
原
因
の
存
す
る
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
︒︹
︙
︙
︺

こ
れ
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
輸
入
に
し
て
︑
す
な
わ
ち
こ
の
二
国
風
の

混
和
せ
る
も
の
を
い
う（

7
）

︒
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こ
こ
で
岡
倉
は
︑
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
を
﹁
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
の
輸

入
﹂
と
述
べ
︑
ア
レ
ク
サ
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
（
紀
元
前
三
三
四
年
）
を
切
っ

掛
け
に
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
︑
そ
れ
が
大
陸
を
経
由
し
て
︑

天
智
時
代
の
美
術
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
す
る（

8
）

︒
岡
倉
の
講
義
は
創
立
間
も
な

い
東
京
美
術
学
校
で
一
八
九
〇
年
に
行
わ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
伊
東
忠
太
の
﹃
法

隆
寺
建
築
論
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
三
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
法
隆
寺
と
ギ
リ
シ
ア
建
築
を
め
ぐ
る
学
説
史
の
検
証
を
行
っ
た

井
上
章
一
の
﹃
法
隆
寺
の
精
神
史
﹄（
一
九
九
四
年
）
に
よ
れ
ば
︑
し
か
し
︑
こ

の
見
解
は
岡
倉
の
発
案
と
い
う
よ
り
︑
そ
の
師
で
あ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
示
唆
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
そ
の
も
と
を
た
ど
る
と
︑
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
所
説
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

9
）

︒

　
当
時
の
イ
ン
ド
美
術
史
界
で
は
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
著
作

﹃
イ
ン
ド
お
よ
び
東
洋
の
建
築
史
﹄（H

istory of Indian and Eastern A
rchitecture, 

一
八
七
六
年
）
が
教
科
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
な
か
で

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
を
切
っ
掛
け
と
し
た
ギ

リ
シ
ア
美
術
の
東
漸
が
︑
イ
ン
ド
の
石
造
建
築
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
な
ど
︑
イ

ン
ド
美
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒
そ
の
見
解
は
フ
ェ

ノ
ロ
サ
を
通
し
て
岡
倉
天
心
や
伊
東
忠
太
ら
の
︑
明
治
日
本
の
美
術
界
に
も
受

容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

10
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
後
︑
一
九
〇
二
年
に
イ
ン
ド
を
訪
問
し
た
岡
倉
は
︑
そ
れ

ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
東
漸
説
を
否
定
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過
程

を
構
想
す
る
よ
う
に
な
る
︒
イ
ン
ド
滞
在
中
に
脱
稿
し
︑
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ョ

ン
・
マ
レ
ー
社
に
送
ら
れ
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he Ideals of the East, 

一
九
〇
三

年
）
の
な
か
で
岡
倉
は
︑
断
定
的
な
口
調
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
︑
こ
の
初
期
の
仏
教
の
芸
術
は
︑
こ
れ
に
先
立
つ

叙
事
詩
時
代
の
そ
れ
か
ら
の
自
然
な
成
長
で
あ
っ
た
︒
と
言
う
の
も
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
者
た
ち
が
好
ん
で
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
突
然
の
誕

生
を
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
仏
教
以
前
の
イ
ン
ド
芸
術

の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
根
拠
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る（

11
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
そ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
転
さ
せ
︑
イ
ン
ド
の
芸
術
が
﹁
自

然
な
成
長
で
あ
っ
た
﹂
と
し
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
古
学
者
た
ち
﹂
の
見
解
を

﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
否
定
す
る
︒
し
か
し
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術

史
﹂
の
全
面
否
定
と
も
言
え
る
こ
の
自
説
の
転
換
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑
そ
の
理

由
や
裏
付
け
と
な
る
資
料
は
示
し
て
お
ら
ず
︑
従
来
︑
そ
の
経
緯
は
︑
岡
倉
に

よ
る
思
想
的
な
﹁
転
向
﹂
と
も
理
解
さ
れ
て
き
た
︒

　
た
と
え
ば
︑
日
本
美
術
史
の
高
階
秀
爾
は
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
﹁
日
本
美

術
史
﹂
と
イ
ン
ド
で
脱
稿
し
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
の
間
に
︑
ア
ジ
ア
美
術
史

に
関
わ
る
本
質
的
な
視
点
の
転
換
を
指
摘
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
天
心
は
︑
最
初
か
ら
﹁
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
の
不
条
理
な
る
こ
と
﹂
を
主
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張
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
東
京
美

術
学
校
で
日
本
美
術
史
を
講
じ
て
い
た
頃
の
天
心
は
︑
お
そ
ら
く
は
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
影
響
も
あ
っ
て
︑
断
然
﹁
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
﹂
の
立
場
に
あ
っ

た
︒︹
︙
︙
︺﹃
日
本
美
術
史
﹄
か
ら
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
い
た
る
天
心
の

こ
の
百
八
十
度
の
変
化
は
︑
い
や
し
く
も
美
術
史
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
︑

ほ
と
ん
ど
自
己
の
す
べ
て
を
賭
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
決
定
的
な
意

味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
天
心
が
過
去
の
自
己
の
立
場
を
否
定
し
て
ま
で

敢
え
て
こ
の
よ
う
な
﹁
転
向
﹂
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
岡
倉
の

方
に
も
そ
れ
な
り
に
深
い
理
由
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い（

12
）

︒

　
高
階
は
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
に
関
す
る
認
識
の
転
換
を
︑﹁
自
己
の
す

べ
て
を
賭
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
﹂
問
題
と
指
摘

す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑
具
体
的
な
根
拠
や
背

景
は
示
し
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
が
﹁
転
向
﹂
と
表
現
さ
れ
る
所
以
と
も
な
っ
て
い

る（
13
）

︒
　
同
様
に
︑
岡
倉
の
美
術
史
観
の
転
換
を
論
じ
た
井
上
章
一
は
︑﹁
二
〇
世
紀

に
は
い
っ
て
か
ら
︑
岡
倉
は
そ
れ
ま
で
の
思
想
や
美
術
史
観
を
︑
一
変
さ
せ
た
︒

法
隆
寺
解
釈
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
ほ
ど
の
︑
重
大
な
変
容
を
と
げ
た
﹂
と
指
摘

す
る（

14
）

︒
し
か
し
︑
そ
の
経
緯
を
井
上
は
︑
イ
ン
ド
で
の
﹁
潜
在
的
な
潮
流
を
︑

岡
倉
は
す
く
い
あ
げ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
示
唆
す
る
に
と
ど
め
︑
や

は
り
そ
の
理
由
は
謎
と
す
る（

15
）

︒
近
年
の
研
究
で
も
︑
金
子
敏
也
は
︑﹁
彼
の
立

場
は
二
〇
年
の
歳
月
を
経
て
一
八
〇
度
転
換
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
こ

の
転
換
を
論
考
す
る
資
料
は
存
在
せ
ず
︑
具
体
的
な
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が

難
し
﹂
い
た
め
︑
そ
れ
は
不
明
の
ま
ま
と
さ
れ
る（

16
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
と
一
九
〇
三
年
の

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
間
に
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
捉
え
方
に
決
定
的
な
変
化
が

認
め
ら
れ
る
が
︑
そ
の
経
緯
は
謎
と
さ
れ
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま

で
十
分
に
は
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
か

ら
離
れ
て
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
発
展
を
評
価
す
る
と
い
う
観
点
は
︑
多
様
な

ア
ジ
ア
文
化
を
集
積
し
な
が
ら
︑
そ
の
歴
史
的
同
一
性
を
保
持
す
る
日
本
文
化

と
い
う
議
論
を
導
く
こ
と
と
な
る
︒
そ
れ
は
︑
後
の
ア
ジ
ア
主
義
の
論
拠
と
も

さ
れ
る
︑
ア
ジ
ア
諸
国
の
文
化
的
発
展
を
主
導
す
る
日
本
と
い
う
観
点
に
も
結

び
付
く
と
い
う
意
味
で
︑
単
な
る
学
説
の
修
正
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
含
意
を
持

つ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
戦
前
の
日
本
浪
漫
派
を
代
表
す
る
評
論
家
で
︑
戦
後
は
公
職
追
放
も
受
け
た

保
田
與
重
郎
は
︑
緊
迫
す
る
時
世
を
背
景
と
し
た
一
九
三
七
年
の
論
考
で
︑
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
芸
術
の
世
界
の
最
高
が
印
度
支
邦
日
本
に
な
っ
た
と
し
た
の
は
︑
天
心

の
発
見
で
あ
っ
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
考
古
学
者
の
希
臘
に
お
け
る
発
生
説

に
対
し
天
心
は
印
度
に
お
け
る
発
生
を
実
証
し
た
︒
犍
陀
羅
を
分
析
し
大

唐
を
分
析
し
た
︒
こ
の
美
術
史
上
の
天
心
説
は
︑
ア
ジ
ア
は
一
つ
也
︑
の
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思
想
を
生
ん
だ
︒︹
︙
︙
︺
天
心
が
芸
術
上
で
賭
け
た
広
大
無
辺
の
賭
け
は
︑

又
国
民
を
あ
げ
て
賭
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た（

17
）

︒

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
に
岡
倉
は
︑
現
地
の
多
様
な
知
識

人
と
の
交
流
を
通
し
て
︑
イ
ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
認
識
を
深
め
て
ゆ
く
︒
そ

の
岡
倉
に
と
っ
て
イ
ン
ド
美
術
史
の
探
求
は
︑
当
時
の
進
化
論
的
な
芸
術
の
発

展
モ
デ
ル
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
諸
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
や
そ
の
相
互
交
渉

を
捉
え
る
視
点
を
通
し
て
︑
日
本
美
術
の
独
自
の
展
開
を
構
想
す
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

　
他
方
︑
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
は
︑
歴
史
家
ラ

ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
（R

aja R
ajendralal M

itra, 
一
八
二
四
︱
一
八
九
一
） 

を
は
じ
め
と
し
た
イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
一
八
七
〇
年
代

に
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
へ
の
東
漸
説
（
歴
史
的
な
系
譜
関
係
と
い
う
意
味

で
は
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
︑
ま
た
︑
イ
ン
ド
で
は
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
と

言
及
さ
れ
る
）
へ
の
疑
問
が
呈
さ
れ
︑
イ
ン
ド
文
化
の
内
発
的
で
固
有
の
発
展

過
程
を
展
望
す
る
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
西
洋
の
美
術
を
モ
デ
ル
と
し
て
イ
ン
ド
美
術
を
評
価
す
る
と
い

う
観
点
を
克
服
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
﹁
自
然
な
成
長
﹂
を
捉
え
る
視
点
を
模
索

す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
日
本
の
岡
倉
天
心
と
︑
当
時
の

イ
ン
ド
の
知
識
人
と
の
間
に
は
︑
類
似
し
た
問
題
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

イ
ン
ド
文
化
の
独
自
の
発
展
を
構
想
す
る
議
論
は
︑
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
︑
圧

倒
的
な
影
響
力
を
持
つ
西
洋
文
明
を
相
対
化
し
︑
植
民
地
支
配
の
矛
盾
や
そ
の

脅
威
に
対
抗
す
る
自
立
し
た
民
族
文
化
を
捉
え
る
た
め
の
多
様
な
争
点
の
一
部

を
構
成
す
る
︒
イ
ン
ド
文
化
の
発
展
を
位
置
づ
け
る
イ
ン
ド
知
識
人
の
議
論
は
︑

そ
の
意
味
で
は
︑
日
本
美
術
の
固
有
の
発
展
を
構
想
す
る
岡
倉
と
︑
相
互
に
議

論
を
共
有
し
︑
そ
の
問
題
意
識
を
反
響
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
︑
本
稿
で
は
岡
倉
が
︑
当
時
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
ス

ペ
ン
サ
ー
に
由
来
す
る
社
会
進
化
論
の
影
響
を
受
け
た
単
系
的
な
発
展
モ
デ
ル

を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
発
展
経
路
を
展
望
す
る
経
緯
を
︑
イ
ン
ド

で
の
経
験
に
焦
点
を
お
い
て
検
証
す
る
︒
イ
ン
ド
知
識
人
と
の
知
的
な
影
響
関

係
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
が
イ
ン
ド
美
術
の
内
発
的
な
発
展
過
程
に
注

目
し
て
ゆ
く
経
緯
を
検
証
す
る
︒

　
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
︑
本
稿
で
は
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
内
発
的
発
展

と
い
う
新
た
な
視
点
を
岡
倉
が
獲
得
す
る
鍵
と
な
る
人
物
こ
そ
︑
近
代
イ
ン
ド

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
運
動
家
と
し
て
知
ら
れ
る
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
（Sw

am
i V

ivekananda, 

一
八
六
三
︱
一
九
〇
二
）
で
あ
る
と
考
え
て

い
る（

18
）

︒
具
体
的
に
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
争
点
と
な
っ
た
一
八
七
〇
年
代
の

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
の
論
争

に
触
発
さ
れ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
一
八
九
七
年
以
降
に
︑
既
存
の

ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
基
づ
く
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
捉
え
な
お
し
て
ゆ
く
こ
と
で
︑

一
九
〇
二
年
の
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
岡
倉
と
の
邂か
い

逅こ
う

に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
互
い
に

反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
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そ
こ
で
次
に
︑
岡
倉
の
生
涯
に
関
わ
る
既
存
の
伝
記
的
研
究
を
整
理
し
︑
本

稿
の
課
題
に
位
置
づ
け
る
︒

二
　
生
涯
の
活
動
を
評
価
す
る
二
つ
の
立
場

　
近
代
日
本
の
美
術
復
興
運
動
と
︑
戦
前
の
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
と
い
う
対

照
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
岡
倉
天
心
の
多
面
的
な
発
言
は
今

も
様
々
な
形
で
参
照
さ
れ
︑
そ
の
今
日
的
な
意
味
が
問
わ
れ
て
い
る（

19
）

︒

　
岡
倉
の
生
涯
の
活
動
を
検
証
す
る
こ
れ
ま
で
の
伝
記
的
研
究
も
︑
そ
の
た
め
︑

そ
の
活
動
の
軌
跡
を
多
面
的
で
分
裂
し
た
も
の
と
捉
え
る
の
か
︑
一
貫
し
た
も

の
と
し
て
見
る
の
か
と
い
う
︑
二
つ
の
立
場
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
そ
れ
は
岡
倉
が
東
京
美
術
学
校
を
非
職
と
な
る
前
後
の

活
動
を
断
絶
し
た
も
の
と
捉
え
る
か
︑
あ
る
い
は
連
続
し
た
も
の
と
見
な
す
の

か
と
い
う
二
つ
の
立
場
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば
︑
戦
前
に
反
軍
国
主
義
の
活
動
で
検
挙
さ
れ
た
経
歴
を
持
つ
美
術

史
家
・
宮
川
寅
雄
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
な
ど
の
政
治
的
言
説
に
流
用
さ
れ
た
岡

倉
の
思
想
を
批
判
的
に
検
証
し
た
一
九
五
六
年
の
著
作
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒

　
一
九
〇
〇
年
代
以
後
の
天
心
の
活
動
と
著
作
の
な
か
に
は
︑
一
九
三
〇

年
の
終
わ
り
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
侵
略
的
浪
漫
主
義
者
の
利
用
に

便
利
な
言
葉
は
︑
山
ほ
ど
も
書
か
れ
て
い
る
︒
一
九
〇
〇
年
代
は
︑
日
本

資
本
主
義
が
︑
帝
国
主
義
段
階
に
は
い
っ
た
時
期
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
端

的
に
い
っ
て
︑
そ
れ
以
前
の
天
心
と
︑
こ
れ
以
後
の
天
心
を
︑
は
っ
き
り

区
別
す
る
内
容
を
こ
れ
ら
の
著
書
︹
英
文
の
三
著
作
︺
は
︑
み
ず
か
ら
明

ら
か
に
し
て
い
る（

20
）

︒

　
文
部
官
僚
と
し
て
美
術
行
政
に
手
腕
を
振
る
う
前
半
生
と
︑
英
文
三
著
作
に

よ
っ
て
日
本
文
化
を
世
界
に
宣
揚
す
る
後
半
生
と
が
︑
こ
こ
で
は
日
露
戦
争
を

挟
む
一
九
〇
〇
年
代
の
日
本
の
ア
ジ
ア
政
策
の
転
換
期
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解

さ
れ
︑
結
果
的
に
は
そ
れ
が
︑
日
本
の
侵
略
主
義
の
免
罪
符
に
用
い
ら
れ
た
と

指
摘
す
る（

21
）

︒
岡
倉
の
芸
術
思
想
を
検
証
す
る
中
谷
伸
生
が
︑﹁
以
後
の
研
究
者

た
ち
の
天
心
解
釈
も
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
こ
の
宮
川
寅
雄
の
見
解
を
一
歩
も

出
﹂
な
い
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
宮
川
の
指
摘
は
︑
日
本
の
帝
国
主
義
的
政
策

に
流
用
さ
れ
る
岡
倉
と
い
う
観
点
と
し
て
︑
今
日
も
有
効
だ
ろ
う（

22
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
宮
川
寅
雄
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
思
想
を
そ
の
前
期
と
後
期
で
分

裂
し
た
も
の
と
見
な
す
立
場
に
対
し
て
︑
そ
の
な
か
に
一
貫
し
た
思
想
を
見
出

す
見
解
も
様
々
に
示
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
歌
人
・
評
論
家
の
玉
城
徹
は
︑

宮
川
寅
雄
の
著
作
を
取
り
上
げ
︑﹁
天
心
が
反
動
化
し
︑
退
廃
し
た
時
期
（
宮

川
氏
は
そ
う
考
え
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
）
に
こ
そ
︑
天
心
の
ま
わ
り
の
運
動
が
︑

す
ぐ
れ
た
実
り
を
結
ん
だ
︒
こ
の
矛
盾
を
何
と
説
明
す
る
の
か
？
﹂
と
問
い
か
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け
て
い
る（

23
）

︒

　
こ
こ
で
玉
城
が
強
調
す
る
の
は
︑
岡
倉
の
生
涯
を
賭
し
た
使
命
と
し
て
の
日

本
美
術
の
復
興
で
あ
る
︒
横
山
大
観
や
菱
田
春
草
ら
の
活
躍
は
︑
む
し
ろ
そ
の

後
半
生
に
花
開
き
︑
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
岡
倉
の
生
涯
は
一

貫
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︒

　
そ
の
後
︑
新
編
の
﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄（
平
凡
社
︑
一
九
七
九
︱
一
九
八
一
年
）

が
編
纂
さ
れ
︑
イ
ン
ド
で
の
経
緯
を
検
証
し
た
堀
岡
弥
寿
子
の
﹃
岡
倉
天
心

︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄（
一
九
七
四
年
）
や
イ
ン
ド
知
識
人
と
の
交

流
を
跡
づ
け
た
稲
賀
繁
美
の
﹃
絵
画
の
臨
界
︱
︱
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
桎

梏
と
命
運
﹄（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
の
新
た
な
研
究
が
公
に
さ
れ
︑
岡
倉
の
伝
記

的
研
究
に
は
様
々
な
進
展
が
見
ら
れ
た
が
︑
こ
の
二
つ
の
立
場
は
今
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

24
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
ボ
ス
ト
ン
時
代
の
詳
細
な
検
証
に
基
づ
き
︑
岡
倉
の
生
涯
の
活

動
を
評
価
す
る
清
水
恵
美
子
は
︑
そ
の
活
動
に
﹁
矛
盾
﹂
を
見
出
す
立
場
と
し

て
大
久
保
喬
樹
の
研
究
を
あ
げ
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
一
貫
性
﹂
を
強
調
す
る

立
場
と
し
て
大
岡
信
の
研
究
を
あ
げ
て
い
る（

25
）

︒
そ
の
﹁
文
部
官
僚
時
代
と
ボ
ス

ト
ン
・
五
浦
時
代
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
鮮
明
に
描
い
た
﹂
も
の
と
し
て
参
照
さ

れ
る
大
久
保
喬
樹
の
伝
記
的
研
究
﹃
岡
倉
天
心
﹄（
一
九
八
七
年
）
に
は
︑
次
の

一
節
が
見
ら
れ
る
︒

　
様
々
な
情
熱
︑
行
動
︑
思
想
は
互
い
に
分
裂
し
︑
無
関
係
に
あ
ら
わ
れ

る
面
が
強
く
︑
天
心
自
身
に
も
︑
ま
っ
た
く
︑
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
よ
う

な
自
覚
は
な
い
︒
そ
の
時
々
に
自
分
の
中
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
衝
動

に
身
を
ま
か
せ
︑
そ
の
衝
動
が
通
り
過
ぎ
れ
ば
︑
手
を
付
け
た
も
の
も
未

完
の
ま
ま
に
放
り
出
し
て
︑
一
貫
性
を
求
め
る
こ
と
な
く
次
の
衝
動
に
走

る
︹
︙
︙
︺
相
反
す
る
感
情
が
烈
し
く
葛
藤
す
る
分
裂
症
的
な
気
質
が
形

成
さ
れ
︑
様
々
な
事
業
に
か
か
わ
り
︑
様
々
な
国
を
め
ぐ
り
歩
く
放
浪
家

的
な
活
動
が
で
て
き
た（

26
）

︒

　
大
久
保
は
こ
こ
で
︑
岡
倉
の
豪
放
磊ら
い

落ら
く

な
気
質
や
奔
放
な
人
間
関
係
︑
様
々

な
事
業
に
手
を
出
し
な
が
ら
実
現
を
見
ず
に
放
り
投
げ
る
と
い
う
﹁
一
貫
性
﹂

の
な
さ
を
強
調
し
︑
そ
れ
を
﹁
分
裂
症
的
な
気
質
﹂
と
も
表
現
す
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
︑
岡
倉
の
生
涯
に
﹁
一
貫
性
﹂
を
見
出
す
立
場
は
︑
イ
ン
ド

の
プ
リ
ヤ
ン
バ
ダ
・
デ
ヴ
ィ
（Priyam

vada D
evi, 

一
八
七
一
︱
一
九
三
五
︑
プ
リ

ヨ
ン
ボ
ダ
・
デ
ビ
）
と
岡
倉
と
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
を
鮮
や
か
に
描
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
︑
大
岡
信
の
見
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る（

27
）

︒
た
と
え
ば
︑
大
岡

は
︑
詩
人
と
し
て
の
岡
倉
の
情
熱
や
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て
の
気
質
を
指
摘
し

て
︑﹁
天
心
と
い
う
人
物
を
︑
複
雑
な
要
素
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
込
み
な
が
ら
も
︑

感
じ
︑
考
え
︑
行
為
す
る
人
間
と
し
て
強
靭
な
一
貫
性
︑oneness

を
保
ち
つ

づ
け
た
人
物
﹂
と
論
じ
て
い
る（

28
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
岡
倉
の
活
動
に
矛
盾
を
見
る
の
か
︑
そ
こ
に
一
貫
性
を
見
出

す
の
か
と
い
う
観
点
は
︑
戦
前
の
ア
ジ
ア
主
義
へ
の
評
価
と
あ
わ
せ
て
︑
今
日
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も
繰
り
返
さ
れ
る
問
い
か
け
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば
︑
岡
倉
の
現
代
的
意
味
を
検
証
す
る
川
満
信
一
は
︑
そ
の
著
作
に

﹁
ア
ジ
ア
の
目
覚
め
を
促
そ
う
と
し
な
が
ら
︑
朝
鮮
や
満
州
へ
の
日
本
の
侵
略

の
歴
史
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
動
機
﹂
を
読
み
取
り
︑
そ
れ
を
﹁
禅
問
答
的

な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
と
も
表
現
す
る（

29
）

︒
先
述
の
中
谷
伸
生
は
︑
岡
倉
の
近
代
日

本
美
術
の
宣
揚
者
と
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
と
い
う
﹁
両
極
に
分
断
さ
れ
た
解

釈
﹂
に
注
意
を
促
す
と
︑﹁
新
た
な
天
心
解
釈
を
行
う
必
要
﹂
を
指
摘
す
る（

30
）

︒

　
実
際
︑
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
滞
在
し
た
岡
倉
は
︑﹁
西
洋
の
栄
光

は
ア
ジ
ア
の
屈
辱
で
あ
る
﹂
と
西
洋
の
植
民
地
主
義
を
批
判
し
︑
日
本
の
開
国

が
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
先
頭
と
し
た
武
装
使
節
に
命
じ
ら
れ
た
﹂
も
の
と
指

摘
す
る（

31
）

︒
し
か
し
︑
一
九
〇
四
年
一
一
月
に
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
﹃
日
本

の
目
覚
め
﹄
で
は
︑
そ
の
時
の
ペ
リ
ー
提
督
の
果
た
し
た
役
割
を
強
調
す
る
と
︑

﹁
東
洋
の
諸
国
民
は
︑
け
っ
し
て
そ
の
親
切
を
忘
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
植
民
地
を
求
め
て
ア
ジ
ア
に
進
出
す
る
西
洋
列
強
に
対
し
て
︑
そ

れ
を
イ
ン
ド
で
は
﹁
屈
辱
﹂
と
批
判
し
︑
ア
メ
リ
カ
で
は
﹁
親
切
﹂
と
述
べ
て
︑

正
反
対
の
評
価
を
与
え
て
い
る
︒
そ
の
両
極
に
振
れ
る
岡
倉
の
言
説
が
﹁
一
貫

性
﹂
を
欠
き
︑
ま
た
︑
思
想
的
な
﹁
矛
盾
﹂
に
見
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
前
者
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
に
疑
問
を
抱
く
イ
ン
ド
の
若

者
に
イ
ン
ド
の
民
族
主
義
を
鼓
舞
す
る
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

後
者
が
︑
日
露
戦
争
と
い
う
未
曽
有
の
国
難
に
際
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
市
民
に
日

本
の
立
場
へ
の
理
解
を
求
め
て
書
か
れ
た
と
い
う
背
景
を
考
え
る
と
︑
イ
ン
ド

と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
異
な
る
文
脈
の
な
か
で
︑
帝
国
主
義
の
脅
威
に
対
処
す
る

ア
ジ
ア
へ
の
／
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
意
味
で
は
︑
二
つ
の
発
言
は
必
ず
し

も
矛
盾
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う（

32
）

︒

　
少
な
く
と
も
︑
そ
の
後
の
イ
ン
ド
で
の
一
九
〇
五
年
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
高

揚
の
中
で
︑
オ
ロ
ビ
ン
ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
（Sri A

urobindo, 

一
八
七
二
︱

一
九
五
〇
）
ら
革
命
運
動
家
に
よ
っ
て
岡
倉
の
呼
び
か
け
が
想
起
さ
れ
︑
ま
た
︑

日
露
戦
争
中
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
に
セ
オ
ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
大
統
領
も
ま
た
好
意
的
な
感
想
を
述
べ
て
︑
ア
メ
リ
カ
で
の
親
日
的
な
世

論
の
形
成
に
貢
献
し
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
意
図
は
岡
倉
が
想

定
す
る
読
者
に
確
か
に
届
い
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い（

33
）

︒

　
た
だ
︑
岡
倉
の
場
合
︑
そ
の
発
言
の
振
幅
が
極
め
て
大
き
く
︑
カ
ル
カ
ッ
タ

か
ら
ボ
ス
ト
ン
へ
と
活
動
の
場
も
多
極
的
に
展
開
さ
れ
る
の
で
︑
時
に
そ
の
現

わ
れ
が
﹁
矛
盾
﹂
に
満
ち
た
も
の
に
見
え
︑
ま
た
異
な
る
文
脈
に
置
き
換
え
ら

れ
る
こ
と
で
︑﹁
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者
﹂
な
ど
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し

て
流
用
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
岡
倉
の
﹁
一
貫
性
﹂
の
無
さ
を
指
摘
し
た
先
述
の
大
久
保
喬
樹
も
︑
そ
の
後
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
﹃
茶
の
本
﹄
の
思
想
構
造
を
対
比
し
て
︑
そ
の
根
底
に
は

多
元
的
世
界
を
統
合
す
る
不
二
一
元
論
（
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
︑
後
述
）
が
︑
一

貫
し
た
理
念
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

34
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
岡
倉
の
生
涯
を
評
価
す
る
観
点
と
し
て
︑
そ
の
伝
記
的
研
究
を
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体
系
的
に
検
証
し
た
木
下
長
宏
に
よ
る
︑
次
の
指
摘
は
重
要
だ
ろ
う
︒

　
彼
の
生
活
意
識
の
通
奏
低
音
に
耳
を
傾
け
れ
ば
︑
日
本
語
の
表
現
に
主

力
を
注
い
で
い
た
時
代
と
英
語
に
よ
る
表
出
に
主
眼
を
置
い
た
時
代
︱
︱

つ
ま
り
︑
日
本
語
の
時
代
と
英
語
の
時
代
︱
︱
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒
境
い
目
は
一
九
〇
一
年
︑
一
九
世
紀
の
岡
倉
は
日
本
語
中
心
の
時
代
︑

二
〇
世
紀
は
岡
倉
に
お
い
て
英
語
中
心
の
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る（

35
）

︒

　
こ
こ
で
木
下
は
︑
時
勢
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
岡
倉
の
﹁
生
活
意
識
の

通
奏
低
音
に
耳
を
傾
け
﹂
る
こ
と
の
重
要
性
に
触
れ
︑
岡
倉
の
活
動
の
転
機
と

し
て
︑
一
九
〇
一
年
を
境
と
し
た
日
本
語
か
ら
英
語
へ
の
転
換
を
指
摘
す
る（

36
）

︒

そ
れ
は
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
を
経
た
岡
倉
の
思
想
的
転
換
を
検
証
し

よ
う
と
す
る
本
稿
の
観
点
に
も
対
応
す
る
︒

　
岡
倉
が
そ
の
前
半
生
と
後
半
生
で
社
会
的
な
発
言
が
変
化
す
る
の
は
︑
東
京

美
術
学
校
校
長
を
非
職
と
な
り
︑
文
部
官
僚
と
し
て
の
権
勢
を
失
う
と
い
う
経

緯
を
見
る
と
︑
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
見
方

を
変
え
れ
ば
︑
明
治
政
府
の
官
僚
と
し
て
日
本
の
美
術
行
政
を
担
っ
て
い
た
岡

倉
が
︑
そ
の
官
僚
機
構
の
束
縛
を
離
れ
て
︑
在
野
の
活
動
家
と
し
て
自
由
の
翼

を
得
る
こ
と
で
︑
そ
の
意
志
と
知
力
と
抜
群
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と

を
発
揮
し
て
︑
人
々
に
働
き
か
け
︑
自
ら
の
思
想
を
表
現
し
て
ゆ
く
経
緯
を
示

す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
美
術
学
校
で
取
り
組
ん
だ
後
進
の
育
成
と
い
う
使
命
は
︑
そ
の
意
味
で
は
玉

城
（
一
九
五
七
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
日
本
美
術
院
の
創
設
を
通
し
て
よ
り

鮮
烈
な
形
で
花
開
く
こ
と
に
な
る
︒
帝
国
博
物
館
美
術
部
長
・
理
事
の
辞
職
と

共
に
編
集
の
任
か
ら
外
さ
れ
た
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
は
︑
近
年
の
研

究
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
後
︑
岡
倉
の
汎
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想
か

ら
皇
統
史
観
を
強
調
す
る
官
製
美
術
史
へ
と
修
正
さ
れ
る（

37
）

︒
し
か
し
︑
岡
倉
は
︑

そ
の
独
自
の
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想
を
イ
ン
ド
で
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
ま
と
め

る
と
︑
広
く
英
語
圏
に
向
け
て
発
信
す
る
︒
最
後
ま
で
委
員
を
辞
さ
な
か
っ
た

古
社
寺
保
存
会
で
は
︑
病
状
の
悪
化
を
押
し
て
出
席
し
た
最
晩
年
の
会
合
で
︑

奇
し
く
も
そ
の
活
動
の
端
緒
と
な
っ
た
夢
殿
開
帳
以
来
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の

保
全
に
む
け
た
建
策
を
行
う
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る（

38
）

︒

　
日
本
美
術
の
復
興
や
美
術
史
観
の
深
化
と
い
う
意
味
で
は
︑
こ
れ
ら
の
活
動

は
︑
む
し
ろ
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
そ
の
意
図
を
よ
り
鮮
明
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
問
題
と
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
岡
倉
の

思
想
的
な
課
題
と
深
く
共
鳴
す
る
知
的
状
況
が
︑
岡
倉
が
交
流
を
深
め
た
当
時

の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
知
識
人
の
間
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（R

abindranath Tagore, 
一
八
六
一
︱
一
九
四
一
︑
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ク
ル
）
を
は
じ
め
と
し
た
当
時

の
イ
ン
ド
知
識
人
の
多
く
は
︑
母
語
と
は
別
に
︑
教
育
言
語
と
し
て
の
英
語
を

幼
少
期
か
ら
学
び
︑
自
国
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
自
由
に
英
語
で
議
論
す
る
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こ
と
が
で
き
た
︒
英
語
を
母
語
と
し
な
い
ア
ジ
ア
の
人
々
と
︑
英
語
で
自
由
に

議
論
を
す
る
と
い
う
経
験
を
︑
お
そ
ら
く
岡
倉
は
イ
ン
ド
で
初
め
て
体
験
す
る
︒

西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
影
響
力
や
そ
の
脅
威
へ
の
対
処
と
い
う
課
題
を
共
有
す

る
こ
と
で
︑
日
本
語
に
閉
じ
て
い
た
岡
倉
の
﹁
自
己
意
識
﹂
は
︑
英
語
に
よ
る

自
由
な
表
現
を
獲
得
し
︑
そ
の
思
想
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
実
際
に
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
岡
倉
は
︑
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
矛
盾
や
西

洋
人
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
ア
ジ
ア
観
を
縦
横
無
尽
に
批
判
し
︑
イ
ン
ド
の

若
者
に
鮮
烈
な
記
憶
を
残
す
︒
日
英
同
盟
の
締
結
に
沸
き
立
つ
一
九
〇
二
年
の

日
本
に
お
い
て
︑
そ
の
英
国
に
よ
る
イ
ン
ド
統
治
を
批
判
す
る
こ
と
は
︑
明
治

政
府
の
官
僚
や
教
育
機
関
の
責
任
者
と
し
て
は
︑
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
︒

　
カ
ル
カ
ッ
タ
で
編
集
さ
れ
︑
後
に
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
知
ら
れ
る
植

民
地
主
義
批
判
の
檄
文
を
︑
岡
倉
は
︑
し
か
し
あ
え
て
イ
ン
ド
で
は
刊
行
せ
ず
︑

一
九
〇
四
年
の
日
露
開
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
込
み
︑
そ
の
一
部
を
換
骨
奪

胎
し
︑﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
刊
行
す
る（

39
）

︒
文
部
官
僚
と
し
て
内
に
秘
め

た
岡
倉
の
意
志
や
理
念
は
︑
イ
ン
ド
体
験
を
経
て
そ
の
思
想
が
解
放
さ
れ
︑
日

本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
美
術
界
の
枠
を
越
え
て
︑
流
麗
な
英
文
と
な
っ
て
英
語

圏
の
聴
衆
や
読
者
に
向
け
て
放
た
れ
る（

40
）

︒
そ
れ
は
︑
世
界
史
の
辺
境
で
長
い
眠

り
か
ら
目
覚
め
た
日
本
人
に
よ
る
︑
欧
米
で
高
ま
る
﹁
黄
禍
論
﹂（yellow

 

peril

）
の
矛
盾
を
突
く
文
明
批
評
と
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
市
民
の
共
感
を
引
き
出

す
こ
と
に
成
功
す
る
︒

　
竹
内
好
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
岡
倉
は
イ
ン
ド
で
の
体
験
を
経
て
︑﹁
は
じ

め
て
真
の
意
味
の
思
想
家
に
な
り
え
た
﹂
と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

41
）

︒

　
そ
の
イ
ン
ド
体
験
を
検
証
す
る
前
に
︑
次
に
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
に
関

わ
る
認
識
の
変
化
を
跡
づ
け
て
み
た
い
︒

三
　
岡
倉
天
心
に
お
け
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変
遷

︵
1
︶
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶

　
日
本
美
術
の
宣
揚
者
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
︑
来
日
し
た
当
初
は

西
洋
画
の
普
及
を
語
っ
て
い
た（

42
）

︒
骨
と
う
品
店
巡
り
が
高
じ
て
日
本
美
術
に
傾

倒
す
る
と
︑
岡
倉
を
助
手
と
し
て
︑
京
都
や
奈
良
の
古
社
寺
を
精
力
的
に
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
︒
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
し
た
一
八
九
〇
年
に
は
そ
の
経
験
が
認
め

ら
れ
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ビ
ゲ
ロ
ウ
（W

illiam
 Sturgis B

igelow
, 

一
八
五
〇
︱

一
九
二
六
）
ら
の
斡あ
っ

旋せ
ん

で
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
日
本
美
術
部
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に

就
任
す
る（

43
）

︒

　
な
か
で
も
︑
一
八
八
八
年
の
畿
内
宝
物
調
査
は
︑
九
鬼
隆
一
を
団
長
と
し
︑

ビ
ゲ
ロ
ウ
や
後
の
東
京
帝
国
大
学
総
長
・
文
部
大
臣
の
浜
尾
新
を
と
も
な
う
大

規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
そ
の
学
術
的
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ザ
ー

と
し
て
参
加
す
る
︒
こ
の
時
に
浄
教
寺
の
講
演
会
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
を
切
っ
掛
け
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
日
本
の
仏
教



50

美
術
へ
の
影
響
を
指
摘
す
る
と
︑
中
央
ア
ジ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
の
古
代
文
明
が
衰

亡
す
る
な
か
で
︑
日
本
に
そ
の
精
華
が
保
持
さ
れ
て
い
る
状
況
を
︑﹁
奈
良
は

中
央
亜
細
亜
の
博
物
館
と
称
し
て
不
可
な
き
も
の
な
る
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い
る（

44
）

︒

　
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
日
本
美
術
へ
の
言
及
を
跡
づ
け
た
井
上
章
一
に
よ
れ
ば
︑

畿
内
宝
物
調
査
団
長
の
九
鬼
隆
一
も
ま
た
︑
京
都
の
講
演
会
で
﹁
大
和
法
隆
寺

ノ
古
壁
ハ
ギ
リ
シ
ア
ノ
画
式
ヲ
存
シ
﹂
と
述
べ
て
い
る（

45
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
西
方
伝
来
の
諸
文
化
を
集
積
す
る
日
本
と
い
う
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の

観
点
は
︑
九
鬼
団
長
の
畿
内
宝
物
調
査
を
通
し
て
日
本
の
美
術
史
界
に
紹
介
さ

れ
︑
一
八
九
三
年
の
﹃
法
隆
寺
建
築
論
﹄
の
伊
東
忠
太
ら
の
建
築
史
家
に
影
響

を
与
え
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
た
岡
倉
も
ま
た
﹁
日
本
美
術
史
﹂

（
一
八
九
〇
年
）
の
講
義
で
取
り
上
げ
る（

46
）

︒
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
に
匹
敵
す
る

日
本
美
術
と
い
う
評
価
と
合
わ
せ
て
︑
日
本
美
術
の
世
界
史
的
な
意
義
と
し
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

47
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
東
京
美
術
学
校
で
開
か
れ
た
岡
倉
の
講
義
録
を
検
証
す
る
と
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
示
唆
を
受
け
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
東
漸
説
︑
よ
り
広
く
は
中
国
な

ど
を
経
由
し
た
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
に
つ
い
て
︑
岡
倉
自
身
は
必
ず
し
も
確
信
を

も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る（

48
）

︒
具
体
的
に
は
︑
ギ
リ
シ
ア

文
化
の
直
接
の
流
入
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
︑﹁
余
は
い
ま
だ
こ
の
事
を
も
っ

て
︑
必
然
か
く
な
る
べ
し
と
断
言
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
︒
し
ば
ら
く
一
説
と
し

て
存
す
る
の
み
﹂
と
留
保
を
つ
け
る
と
︑
そ
の
法
隆
寺
様
式
の
﹁
劇
変
﹂
の
理

由
に
つ
い
て
︑
イ
ン
ド
に
起
源
す
る
中
国
や
朝
鮮
で
の
美
術
様
式
の
変
化
の
可

能
性
を
指
摘
す
る（

49
）

︒

　
す
な
わ
ち
︑
東
京
美
術
学
校
の
講
義
で
岡
倉
は
︑
全
体
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア

系
統
説
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
し
か
し
同
時
に
︑﹁
し
ば
ら
く
一
説
と
し
て
存
す

る
の
み
﹂
と
述
べ
て
︑
な
お
留
保
を
つ
け
て
い
た
︒
ア
ジ
ア
各
地
の
美
術
に
ギ

リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
見
よ
う
と
す
る
西
洋
の
美
術
史
観
に
対
し
て
︑
そ
れ
は

岡
倉
が
︑
当
初
か
ら
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
し
か
し
︑
当
時
の
ア
ジ
ア
美
術
史
学
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
へ
の
影

響
を
強
調
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
以
来
の
学
説
が
圧
倒
的
な
権
威
を
持
ち
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
も
ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
日
本
へ
の
影
響
が
︑﹁
わ
れ
わ
れ
欧
米
人

に
と
っ
て
は
特
に
興
味
深
い
﹂
と
記
し
て
い
た（

50
）

︒
師
匠
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
見
解
を

反
駁
す
る
だ
け
の
根
拠
を
持
た
な
か
っ
た
岡
倉
が
︑
そ
れ
を
﹁
し
ば
ら
く
一

説
﹂
と
し
た
の
が
実
情
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問
を
経
て
岡
倉

は
︑
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
を
明
確
に
否
定
す
る
︒
そ

の
帰
朝
報
告
で
は
︑﹁
印
度
の
事
に
は
英
吉
利
学
者
の
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
︑
フ
エ

ル
ゲ
ツ
ソ
ン
︑
ウ
イ
ル
ソ
ン
な
ぞ
の
人
々
が
是
ま
で
の
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
︑
是
等
の
人
の
力
を
尽
く
し
た
の
は
二
三
十
年
前
で
あ
っ
て
︑
其

後
︑
英
吉
利
学
者
の
中
で
継
続
す
る
も
の
が
な
い
﹂
と
述
べ
て
︑
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
以
来
の
所
説
を
﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
ま
で
述
べ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た（

51
）

︒
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そ
の
岡
倉
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
の
否
定
が
︑
当
時
の
日
本
の
学
界
で
も

意
外
な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
︑
こ
の
時
の
帰
朝

報
告
を
聞
い
た
考
古
学
者
で
︑
後
に
京
都
帝
国
大
学
総
長
と
な
る
濱
田
耕
作

（
青
陵
）
の
︑
次
の
回
想
に
も
う
か
が
え
る
︒

　
フ
ー
シ
ェ
ー
氏
の
大
著
が
出
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
は
益
益
日
本
に
も

紹
介
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
故
岡
倉
覚
三
氏
が
印
度
美
術
に
関
す

る
講
演
を
同
じ
史
学
会
に
於
い
て
試
み
ら
れ
た
時
に
は
︑
其
の
東
亜
美
術

に
於
け
る
影
響
を
殆
ど
否
定
せ
ら
れ
る
態
度
で
あ
っ
て
︑
私
を
し
て
少
な

か
ら
ず
失
望
せ
し
め
た（

52
）

︒

　
こ
う
し
て
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
た
岡
倉
は
︑
そ
れ
ま
で
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠

フ
ェ
ノ
ロ
サ
説
に
依
拠
す
る
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
︒
そ

の
背
景
を
︑
次
に
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響
を
通
し
て
よ
り
長
期
的
な
視
点
か

ら
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
2
︶
岡
倉
天
心
と
社
会
進
化
論

　
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

erbert Spencer, 

一
八
二
〇
︱
一
九
〇
三
）
は
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物
進
化
論
の
﹁
生
存
競
争
﹂

や
﹁
適
者
生
存
﹂
の
概
念
を
人
類
や
文
明
の
発
展
史
に
当
て
は
め
た
社
会
進
化

論
の
提
唱
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
︒
ス
ペ
ン
サ
ー
に
と
っ
て
社
会
と
は
︑
政
治
︑

経
済
︑
言
語
︑
科
学
︑
芸
術
な
ど
の
す
べ
て
の
領
域
を
含
む
有
機
体
で
あ
り
︑

そ
れ
は
単
純
な
存
在
か
ら
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
と
進
化
し
︑
環
境
の
変
化
に
適

応
で
き
な
い
も
の
は
滅
び
ゆ
く
と
さ
れ
た
︒

　
当
時
の
社
会
進
化
論
は
︑
近
代
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
依
拠
し
た
西
洋
文
明

の
発
展
段
階
を
そ
の
モ
デ
ル
と
し
︑
科
学
技
術
や
近
代
教
育
を
通
し
て
未
開
社

会
に
文
明
を
も
た
ら
し
︑
西
洋
文
明
を
通
し
て
野
蛮
状
態
の
非
西
洋
諸
国
を
統

治
す
る
と
い
う
︑
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す
る
理
論
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と

も
見
な
さ
れ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
こ
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
を
︑

一
八
七
八
年
に
日
本
で
初
め
て
講
義
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る（

53
）

︒

　
明
治
初
期
の
お
雇
い
外
国
人
と
し
て
東
京
大
学
に
招
か
れ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・

モ
ー
ス
（
一
八
三
八
︱
一
九
二
五
）
は
︑
一
八
七
七
年
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
物

進
化
論
を
日
本
で
初
め
て
講
義
す
る
︒
モ
ー
ス
に
よ
る
進
化
論
の
紹
介
は
︑
当

時
の
最
先
端
の
知
識
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
が
︑
し
か
し
︑
文
明
開
化
に
邁ま
い

進し
ん

す
る
明
治
日
本
の
知
識
人
の
間
で
は
︑
特
に
社
会
進
化
論
へ
の
関
心
が
高
く
︑

そ
の
要
望
に
こ
た
え
る
か
た
ち
で
モ
ー
ス
が
仲
介
の
労
を
取
っ
た
の
が
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
で
あ
っ
た
︒
明
治
政
府
の
関
係
者
や
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
進
化
論

は
︑
な
に
よ
り
も
西
洋
列
強
に
伍
し
︑
富
国
強
兵
や
殖
産
興
業
な
ど
︑
日
本
の

近
代
化
に
指
針
を
与
え
る
思
想
と
考
え
ら
れ
た（

54
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
福
沢
諭
吉
の
﹃
文
明
論
之
概
略
﹄（
一
八
七
五
年
）
で
は
︑
世
界

の
国
々
を
工
業
や
科
学
技
術
な
ど
の
文
明
の
発
展
の
度
合
い
に
応
じ
て
三
つ
の

段
階
に
分
類
し
︑
欧
米
諸
国
を
﹁
最
上
の
文
明
国
﹂︑
日
本
や
ト
ル
コ
な
ど
の



52

ア
ジ
ア
諸
国
は
﹁
半
開
の
国
﹂︑
ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
を
﹁
野

蛮
の
国
﹂
と
し
た（

55
）

︒
福
沢
は
︑
も
ち
ろ
ん
西
洋
文
明
が
常
に
戦
争
を
繰
り
返
し
︑

﹁
野
蛮
﹂
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
も
見
逃
さ
な
い
が
︑
そ
れ
だ
け
に
優
勝
劣
敗
の

摂
理
で
植
民
地
化
さ
れ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
状
況
の
よ
う
に
︑
近
代
国
家
の
文
明

の
発
展
の
度
合
い
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
と
し
た
︒
十
九
世
紀
中
頃
以
降

の
帝
国
主
義
の
時
代
の
世
界
認
識
に
︑
こ
の
社
会
進
化
論
は
大
き
な
影
響
を
与

え
た
︒

　
岡
倉
天
心
も
ま
た
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
で
の
第
一
期
生
で
あ
り
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
経
由
の
社
会
進
化
論
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
若
き
文
部

官
僚
の
岡
倉
が
一
八
八
五
年
に
執
筆
し
た
﹁
日
本
美
術
ノ
滅
亡
座
シ
テ
俟
ツ
ヘ

ケ
ン
ヤ
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
︒

　
時
勢
に
適
合
す
る
者
は
生
存
し
︑
時
勢
に
離
背
す
る
も
の
は
滅
亡
す
︒

こ
れ
自
然
淘
汰
の
原
則
に
し
て
普
く
人
の
知
る
所
な
り
︒
然
る
に
我
が
美

術
社
会
の
現
況
に
在
っ
て
は
︑︹
︙
︙
︺
従
来
の
旧
習
古
法
を
墨
守
し
て

進
取
を
計
ら
ず
︑
遂
に
美
術
を
し
て
目
下
文
明
開
達
の
時
勢
と
背
馳
せ
し

め
る
に
至
り
た
る
︹
︙
︙
︺
現
今
百
事
日
新
の
風
潮
に
伴
い
美
術
を
振
興

せ
ん
と
す
る
に
は
︑
泰
西
美
学
の
真
理
を
適
用
し
真
正
着
実
に
勧
奨
す
る

の
外
な
し
︒
泰
西
美
学
の
真
理
を
適
用
す
る
は
西
洋
美
術
を
輸
入
す
る
の

謂
に
非
ず
︑
其
真
理
に
拠
っ
て
本
邦
固
有
の
性
質
を
発
達
す
る
に
在
り（

56
）

︒

　
西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
技
術
力
や
軍
事
力
で
︑
列
強
の
植
民
地
支
配
に
さ
ら

さ
れ
た
ア
ジ
ア
の
国
々
を
見
た
明
治
日
本
の
知
識
人
は
︑
儒
教
文
化
や
仏
教
文

化
の
中
心
地
と
し
て
の
中
国
大
陸
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
代
わ
り
︑
文
明

が
最
高
度
に
発
展
し
た
と
さ
れ
る
西
洋
社
会
を
モ
デ
ル
と
す
る
︒
固
い
漢
文
調

で
書
か
れ
た
こ
の
提
言
書
も
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
仕
込
み
と
思
わ
れ
る
︑﹁
適
者
生

存
﹂
や
﹁
自
然
淘
汰
﹂
な
ど
の
進
化
論
の
用
語
が
多
用
さ
れ
る
︒
圧
倒
的
な
西

洋
美
術
の
影
響
と
い
う
﹁
美
術
社
会
﹂
の
潮
流
に
対
し
て
︑
た
だ
﹁
旧
習
古
法

を
墨
守
し
て
進
取
を
計
ら
﹂
な
け
れ
ば
︑
日
本
美
術
は
滅
亡
す
る
の
み
と
訴
え

て
い
る
︒

　
西
洋
文
明
の
影
響
力
を
背
景
に
︑
日
本
の
美
術
界
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え

た
西
洋
美
術
に
対
し
て
︑
現
実
に
目
を
閉
ざ
し
て
た
だ
伝
統
を
墨
守
す
る
か
︑

あ
る
い
は
西
洋
美
術
の
模
倣
を
す
る
だ
け
で
は
︑
そ
の
滅
亡
は
必
定
と
な
る
︒

こ
こ
に
は
岡
倉
が
︑
社
会
進
化
と
い
う
人
類
史
的
な
展
望
の
な
か
で
︑
西
洋
美

術
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
抗
し
て
︑
日
本
美
術
を
保
持
す
る
方
途
を
模
索
す
る

姿
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
岡
倉
の
真
骨
頂
と
も
言
え
る
の
は
︑
国
粋
主
義
と
欧
化
主
義
の
対
比
で

捉
え
ら
れ
る
当
時
の
日
本
の
美
術
界
で
︑
積
極
的
に
西
洋
美
術
を
学
ぶ
こ
と
の

意
義
を
強
調
し
な
が
ら
︑
し
か
し
同
時
に
︑
た
だ
西
洋
の
物
ま
ね
を
す
る
の
で

は
な
く
︑
西
洋
美
術
の
真
理
を
用
い
て
﹁
本
邦
固
有
の
性
質
を
発
達
﹂
さ
せ
る

こ
と
を
呼
び
か
け
て
ゆ
く
点
で
あ
ろ
う
︒

　
国
粋
主
義
も
欧
化
主
義
も
否
定
し
︑
し
か
し
︑
そ
の
両
者
の
単
な
る
寄
せ
集
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め
と
い
う
意
味
で
の
折
衷
主
義
を
も
否
定
す
る
こ
と
で
︑
岡
倉
が
強
調
す
る
の

は
︑
第
四
の
立
場
と
し
て
の
︑
西
洋
文
化
の
修
得
を
通
し
て
日
本
文
化
を
成
長

さ
せ
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
︒
そ
れ
は
近
代
日
本
の
美
術
復
興
運
動
の
な
か
で
︑

そ
の
後
も
岡
倉
が
繰
り
返
し
言
及
す
る
指
針
と
な
っ
て
い
た（

57
）

︒

　
そ
の
ア
ジ
ア
美
術
史
の
変
遷
を
︑
次
に
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
手
掛
か
り
に
検
証

し
て
み
た
い
︒

︵
3
︶
岡
倉
天
心
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
影
響

　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 

一
七
七
〇
︱

一
八
三
一
）
は
︑
弁
証
法
的
な
歴
史
の
発
展
モ
デ
ル
か
ら
人
類
精
神
の
発
展
過

程
を
展
望
し
た
精せ
い

緻ち

な
議
論
で
知
ら
れ
る
が
︑
そ
の
﹃
美
学
講
義
﹄（
一
八
三
五
）

で
は
︑
特
に
人
類
の
芸
術
の
発
展
段
階
を
︑
芸
術
を
生
み
出
す
物
質
と
精
神
と

の
関
係
か
ら
︑﹁
象
徴
的
﹂︑﹁
古
典
的
﹂﹁
ロ
マ
ン
的
﹂
の
三
段
階
の
時
代
に
区

分
し
て
い
る
︒

　
具
体
的
に
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
巨
石
文
明
な
ど
︑
物
質
的
な
形
式
が
芸
術

上
の
精
神
を
凌り
ょ
う
が駕

す
る
﹁
象
徴
的
﹂
時
代
︑
ギ
リ
シ
ア
芸
術
な
ど
の
物
質
と
精

神
と
が
調
和
的
な
結
合
を
と
げ
る
﹁
古
典
的
﹂
時
代
︑
そ
し
て
︑
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
る
︑
精
神
の
横
溢
が
物
質
的
形
式
を
凌
駕
す
る
﹁
ロ
マ
ン

的
﹂
時
代
へ
と
︑
西
洋
美
術
史
を
モ
デ
ル
と
し
た
芸
術
の
発
展
段
階
が
構
想
さ

れ
る
︒

　
実
は
︑
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
は
︑
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展
段
階
を
そ

の
ま
ま
ア
ジ
ア
美
術
の
発
展
モ
デ
ル
に
あ
て
は
め
た
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
見

ら
れ
る
︒

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
︑
芸
術
の
過
去
の
発
達
を
区
別
す
る
の
に
︑
好

ん
で
も
ち
い
る
三
つ
の
用
語
は
︑
正
確
と
い
う
点
で
は
︑
お
そ
ら
く
欠
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
必
然
的
な
真
理
を
ふ
く
ん
で
い
る
︒

︹
︙
︙
︺
東
洋
に
は
象
徴
的
︱
︱
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
に
は
形
式
主
義

的
︱
︱
と
よ
ば
れ
る
独
自
の
時
代
が
あ
り
︑
こ
こ
で
は
物
質
あ
る
い
は
物

質
的
形
式
の
法
則
が
︑
芸
術
上
の
精
神
的
な
も
の
を
支
配
し
て
い
た
︒
エ

ジ
プ
ト
人
や
ア
ッ
シ
リ
ア
人
は
巨
大
な
岩
石
を
も
ち
い
て
壮
大
さ
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
れ
は
︑
イ
ン
ド
の
職
人
が
創
作
の
さ
い
に
︑
無
数

の
反
復
に
よ
っ
て
無
限
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
︒

︹
︙
︙
︺
つ
ぎ
に
︑
美
が
精
神
と
物
質
と
の
結
合
体
と
し
て
も
と
め
ら
れ

る
い
わ
ゆ
る
古
典
時
代
が
訪
れ
る
︒︹
︙
︙
︺
こ
こ
で
は
客
観
的
な
理
想

主
義
が
︑
グ
プ
タ
王
朝
の
イ
ン
ド
の
影
響
の
も
と
に
︑
唐
朝
や
奈
良
時
代

に
最
高
の
発
達
を
と
げ
る
︒︹
︙
︙
︺
精
神
は
か
な
ら
ず
物
質
を
征
服
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
西
洋
精
神
と
東
洋
精
神
の
特
質
の
相
違
が
︑
あ
い
こ

と
な
る
表
現
へ
と
み
ち
び
く
と
は
い
え
︑
全
世
界
の
近
代
の
思
想
は
︑
不

可
避
的
に
ロ
マ
ン
主
義
の
方
向
に
む
か
っ
て
い
る（

58
）

︒

　﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he Ideals of the East

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
︑
も
と
も
と
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ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
の
﹁
理
念
態
﹂（
イ
デ
ー
）
に
由
来
し
︑
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
各

発
展
段
階
の
理
念
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
芸
術
作
品
と
し
て
発

現
す
る
の
か
と
い
う
主
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（

59
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
西
洋
の
発
展
段
階
論
は
︑﹁
正
確
と
い
う
点
で
は
︑
お
そ

ら
く
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
﹂
と
留
保
を
つ
け
な
が
ら
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
図

式
を
用
い
て
ア
ジ
ア
美
術
の
展
開
を
説
明
す
る（

60
）

︒
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
岡
倉
へ
の

影
響
を
跡
づ
け
た
清
水
多
吉
に
よ
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
欧
米
の
知
識
人
に
日
本
美

術
の
価
値
を
理
解
し
や
す
く
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

61
）

︒

　
ち
な
み
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
を
日
本
で
初
め
て
紹
介
し
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
︑
英
語
を
介
し
て
そ
れ
を
読
ん
だ
フ
ェ
ノ
ロ

サ
は
︑
社
会
進
化
論
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
を
捉
え
て
い
た
︒

他
方
︑﹁
日
本
美
術
史
﹂
を
講
義
す
る
岡
倉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美
学
講
義
﹄
の

英
訳
を
含
む
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
（B

ernard B
osanquet

）
の
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲

学
入
門
﹄（
一
八
八
六
年
）
を
手
に
す
る
の
は
︑
一
八
九
一
年
四
月
の
こ
と
と
さ

れ
る（

62
）

︒
そ
の
た
め
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
岡
倉
へ
の
影
響
は
︑
特
に
美
術
の
発
展
モ
デ

ル
に
つ
い
て
は
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
経
由
と
い
う
よ
り
︑
独
自
に
読
解
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
だ
ろ
う（

63
）

︒

︵
4
︶
ヘ
ー
ゲ
ル
史
観
を
克
服
す
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論

　
岡
倉
は
︑
こ
う
し
て
当
初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
や
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ュ
プ
ケ

（W
ilhelm

 Lübke

）
に
見
ら
れ
る
西
洋
美
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
用
い
て
︑
ア
ジ
ア

の
美
術
史
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
︑
イ
ン
ド
で
改
稿
・
加
筆
さ
れ
た

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
冒
頭
部
の
﹁
理
想
の
範
囲
﹂
で
は
︑
芸
術
を
単
線
的
な
発
展

過
程
と
し
て
捉
え
る
見
方
に
疑
問
を
付
し
︑
イ
ン
ド
的
な
円
環
と
し
て
の
時
間

モ
デ
ル
を
用
い
て
芸
術
の
成
長
を
捉
え
る
観
点
を
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

　
芸
術
は
︑
イ
ン
ド
ラ
の
金
剛
石
の
網
の
よ
う
に
︑
そ
の
い
ず
れ
の
鎖
の

輪
の
な
か
に
も
︑
鎖
の
全
体
を
反
映
し
て
い
る
︒
芸
術
に
は
︑
ど
の
時
代

に
も
︑
最
終
的
な
形
は
存
在
し
な
い
︒
そ
れ
は
︑
つ
ね
に
成
長
し
つ
つ
あ

る
も
の
で
あ
り
︑
年
代
学
者
の
メ
ス
を
拒
む
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
発
展
の

特
殊
な
一
つ
の
段
階
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と
は
︑
過
去
か
ら
現
在
へ
の
無

限
の
因
果
関
係
に
取
り
組
む
こ
と
を
意
味
す
る（

64
）

︒

　
こ
の
記
述
で
岡
倉
は
︑﹁
ど
の
時
代
に
も
最
終
的
な
形
は
存
在
し
な
い
﹂
と

述
べ
︑
段
階
的
な
進
化
を
た
ど
る
芸
術
の
発
展
モ
デ
ル
を
否
定
す
る
︒
そ
の
代

わ
り
に
岡
倉
が
提
示
す
る
の
は
︑
イ
ン
ド
思
想
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
﹁
イ
ン
ド

ラ
の
網
﹂
の
比
喩
で
あ
る
︒

　﹁
い
ず
れ
の
鎖
の
輪
の
な
か
に
も
︑
鎖
の
全
体
を
反
映
す
る
﹂
と
い
う
﹁
イ

ン
ド
ラ
の
網
﹂
は
︑
仏
教
の
華
厳
宗
で
は
縁
起
的
世
界
観
を
表
す
﹁
帝
網
﹂
と

も
呼
ば
れ
る
が
︑
詩
人
の
宮
沢
賢
治
が
︑
仏
教
的
世
界
観
を
象
徴
す
る
言
葉
と

し
て
用
い
︑
同
名
の
童
話
を
残
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
︒
岡
倉
は
︑
時
代
や

民
族
文
化
を
反
映
し
な
が
ら
生
々
流
転
を
続
け
る
芸
術
作
品
の
在
り
方
を
︑
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﹁
イ
ン
ド
ラ
の
網
﹂
の
比
喩
を
用
い
て
説
明
す
る
︒

　﹃
東
洋
の
理
想
﹄
は
︑
一
九
〇
一
年
に
東
京
に
滞
在
し
た
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ン
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
（Josephine M

acLeod, 

一
八
五
八
︱
一
九
四
九
）
に
岡
倉
が

行
っ
た
日
本
美
術
史
の
講
義
用
の
草
稿
が
元
に
な
っ
て
い
る（

65
）

︒
イ
ン
ド
滞
在
中

に
そ
の
序
論
に
あ
た
る
﹁
理
想
の
範
囲
﹂
な
ど
が
加
筆
・
編
集
さ
れ
︑
カ
ル

カ
ッ
タ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
の
ジ
ョ
ン
・
マ
レ
ー
社
に
入
稿
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
は
︑

岡
倉
が
イ
ン
ド
滞
在
中
に
︑
社
会
進
化
論
に
見
ら
れ
る
単
線
的
な
発
展
モ
デ
ル

を
捉
え
な
お
し
︑
イ
ン
ド
仕
込
み
の
円
環
的
な
時
間
モ
デ
ル
を
用
い
て
︑
独
自

の
美
術
史
観
を
構
想
し
て
ゆ
く
経
緯
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
の
後
︑
一
九
一
〇
年
に
岡
倉
が
行
っ
た
東
京
大
学
で
の
講
義
録
﹁
泰
東
巧

藝
史
﹂
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
ら
の
発
展
段
階
論
的
な
図
式
を
明
確

に
否
定
し
︑
美
術
史
の
理
解
に
そ
れ
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
︒

　
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ヤ
ン
で
ス
ペ
ン
セ
リ
ヤ
ン
に
し
て
︑
真
面
目

に
泰
東
美
術
を
研
究
せ
ん
と
せ
り
︒
只
当
時
猶
ほ
材
料
乏
し
く
し
て
其
の

結
論
は
当
た
ら
ざ
る
も
の
多
か
り
し
も
︑
組
織
的
研
究
法
を
伝
へ
た
る
功

績
は
没
す
べ
か
ら
ず
︒︹
︙
︙
︺
欧
人
の
記
録
も
亦
同
様
に
し
て
︑
西
洋

人
に
は
西
洋
人
の
偏
見
有
り
︒
凡
て
の
も
の
を
欧
州
本
位
則
ち
希
臘
本
位

に
見
ん
と
す
︒︹
︙
︙
︺

　
藝
術
史
に
限
ら
ず
︑
時
代
に
区
画
す
る
は
凡
て
人
の
胴
を
中
途
に
切
断

す
る
が
如
き
も
の
に
し
て
︑
生
血
滴
り
て
旨
く
清
く
ス
パ
リ
と
は
切
れ
ず
︒

殊
に
二
つ
（
前
代
と
現
代
の
）
の
傾
向
が
対
等
の
勢
ひ
を
持
し
て
働
く
と

き
は
︑
大
い
に
や
り
難
し
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
三
区
画
の
如
く
象
徴
的
︑
古
典

的
︑
浪
漫
的
と
云
ふ
や
う
に
画
す
る
は
︑
世
界
が
そ
れ
迄
に
竭
き
て
い
る

や
う
に
て
よ
く
な
し（

66
）

︒

　
こ
こ
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
に
お
け
る
三
段
階
の
発
展
説
は
︑﹁
世
界
が
そ

れ
ま
で
に
竭つ

き
て
い
る
よ
う
に
て
よ
く
な
し
﹂
と
否
定
す
る（

67
）

︒
そ
れ
は
﹁
す
べ

て
の
も
の
を
欧
州
本
位
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
本
位
に
見
﹂
る
観
点
で
あ
り
︑

ヘ
ー
ゲ
ル
や
ス
ペ
ン
サ
ー
を
講
じ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
観
点
も
ま
た
︑﹁
西
洋
人

の
偏
見
﹂
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
薫
陶
を
受
け
︑
師
の
所
説

に
従
っ
て
︑
法
隆
寺
の
仏
像
を
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
比
肩
す
る
も
の
と
称
揚
し
て

い
た
岡
倉
は
︑
こ
こ
で
は
立
場
を
反
転
さ
せ
︑
す
べ
て
の
も
の
を
﹁
ギ
リ
シ
ア

本
位
に
見
﹂
る
立
場
を
否
定
す
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
岡
倉
の
ア
ジ
ア
美
術
史
観
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
評
価

す
る
視
点
か
ら
︑
そ
の
影
響
を
離
れ
た
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
発
展
を
構
想
す

る
視
点
へ
と
転
換
す
る
︒
そ
れ
が
イ
ン
ド
思
想
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
や
イ
ン
ド

ラ
の
網
の
比
喩
を
用
い
て
語
ら
れ
る
経
緯
に
は
︑
そ
の
認
識
の
転
換
が
︑
特
に

イ
ン
ド
で
の
体
験
を
通
し
て
導
か
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
︒

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
岡
倉
の
認
識
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド

で
も
ま
た
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
を
展
望
す
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る
議
論
が
見
ら
れ
︑
イ
ン
ド
史
の
理
解
に
関
わ
る
争
点
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い

た
︒
特
に
︑
イ
ン
ド
美
術
の
系
統
関
係
を
め
ぐ
る
︑
一
八
七
〇
年
代
の
ラ
ジ
ェ

ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
論
争
は
︑
後
代

の
美
術
史
論
争
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
︑
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
こ
の
イ
ン
ド
美
術
史
論
争
に
強
い
関
心
を
抱
く
知
識
人

の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
︒

　
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国

宗
教
会
議
で
活
躍
し
た
近
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
運
動
家
と
し
て
知

ら
れ
る
が
︑
イ
ン
ド
美
術
に
も
幅
広
い
造
詣
を
持
ち
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
過

程
な
ど
の
歴
史
的
な
争
点
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
︒

　
そ
の
岡
倉
と
の
接
点
を
検
証
す
る
糸
口
と
し
て
︑
次
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
と
岡
倉
の
著
作
を
対
比
し
て
見
た
い
︒

四
　
共
鳴
す
る
言
葉

　
イ
ン
ド
で
構
想
さ
れ
︑
未
完
の
草
稿
で
終
わ
っ
た
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
の
冒

頭
は
︑
次
の
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
︒

　﹁
ア
ジ
ア
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
よ
！
﹂（B

rothers and Sisters of A
sia !

）

　
こ
の
呼
び
か
け
は
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
で
聴
衆
を
魅
了

し
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
講
演
冒
頭
で
の
︑
次
の
呼
び
か
け
を
踏
ま
え

た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

68
）

︒

　﹁
ア
メ
リ
カ
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
よ
！
﹂（B

rothers and Sisters of A
m

erica !

）

　
こ
の
呼
び
か
け
は
︑
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
で
宗
教
的
真
理
の
普
遍
性
と
世
界
の

諸
宗
教
の
調
和
を
説
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
聴
衆
を

前
に
冒
頭
で
繰
り
返
し
た
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
カ
ル
カ
ッ

タ
で
の
講
演
を
請
わ
れ
た
岡
倉
が
︑
シ
カ
ゴ
会
議
で
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン

ダ
の
活
躍
を
熟
知
す
る
イ
ン
ド
人
の
聴
衆
を
前
に
し
て
︑
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
踏

ま
え
て
ス
ピ
ー
チ
を
は
じ
め
た
と
し
た
ら
︑
こ
の
冒
頭
の
つ
か
み
は
効
果
的
だ

ろ
う
︒

　
当
初
︑
ベ
ル
ル
僧
院
に
滞
在
し
た
岡
倉
は
︑
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ

タ
ー
（Sister N

ivedita, 

一
八
六
七
︱
一
九
一
一；

ベ
ン
ガ
ル
語
で
は
ニ
ベ
デ
ィ
タ
︑

英
語
名
は
︑M

argaret E
lizabeth N

oble

）
の
呼
び
か
け
に
よ
る
歓
迎
会
や
プ
ロ
モ

ト
ナ
ト
・
ミ
ッ
ト
ロ
（Pram

athanath M
itra

）
に
よ
る
講
演
会
な
ど
様
々
な
場

面
で
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の

シ
カ
ゴ
講
演
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︑
ス
ピ
ー
チ
原
稿
を
岡
倉
が
ま
と
め
て
ゆ

く
と
い
う
経
緯
が
推
測
さ
れ
る（

69
）

︒
実
際
に
︑
イ
ン
ド
滞
在
中
に
執
筆
さ
れ
た
岡

倉
の
著
作
に
は
︑
両
者
の
思
索
過
程
に
お
け
る
様
々
な
共
鳴
関
係
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
仕
込
み
の
ア
ド
ヴ
ァ

イ
タ
論
だ
ろ
う
︒
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に
は
︑
次
の
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

　
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
と
い
う
語
は
︑
二
つ
で
は
な
い
状
態
を
意
味
し
︑
存
在
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す
る
す
べ
て
の
も
の
が
︑
外
見
上
の
多
様
性
が
実
際
に
は
一
つ
で
あ
る
と

い
う
︑
イ
ン
ド
の
偉
大
な
教
理
を
表
す
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑

全
宇
宙
は
す
べ
て
の
細
部
に
含
ま
れ
て
お
り
︑
一
切
の
真
理
は
︑
い
か
な

る
単
一
の
分
化
の
う
ち
に
も
発
見
で
き
る
も
の
と
な
る
︒
か
く
し
て
︑
す

べ
て
は
平
等
に
貴
い
も
の
と
な
る（

70
）

︒

　
こ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
欧
米
の
講
演
会
で

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
思
想
の
中
核
的
な
理
念
と
し
て
言
及
す
る
が
︑
そ
れ
を
岡
倉
は
︑

ど
の
よ
う
な
細
部
も
全
体
に
結
び
つ
き
︑
し
か
し
全
体
を
統
合
す
る
中
心
は
存

在
し
な
い
と
い
う
︑
ア
ジ
ア
的
多
様
性
の
理
念
と
し
て
引
用
す
る（

71
）

︒

　
特
に
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
は
︑
西
洋
美
術
の
影
響
か
ら
離
れ
た
ア
ジ
ア
美
術

の
独
自
の
概
念
と
し
て
︑
多
元
的
な
ア
ジ
ア
文
化
の
発
展
過
程
を
構
想
す
る
枠

組
み
に
敷ふ

衍え
ん

さ
れ
る（

72
）

︒
そ
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
︑
有
名
な
冒
頭
の
一
節
は
次

の
よ
う
で
あ
る
︒

　
ア
ジ
ア
は
一
つ
で
あ
る
︒
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
は
︑
二
つ
の
偉
大
な
文
明
︑

孔
子
の
共
同
主
義
を
持
つ
中
国
文
明
と
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
個
人
主
義
を
持

つ
イ
ン
ド
文
明
を
︑
際
立
た
せ
る
た
め
に
の
み
分
か
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

雪
を
抱
く
こ
の
障
壁
さ
え
も
︑
究
極
と
普
遍
を
求
め
る
あ
の
愛
の
広
が
り

を
一
瞬
と
い
え
ど
も
さ
え
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
の
愛
こ
そ
は
︑
ア

ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
思
想
的
遺
産
で
あ
り
︑
彼
ら
に
世
界
の

す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
︑
ま
た
彼
ら
を
地
中

海
や
バ
ル
ト
海
の
沿
海
諸
民
族
か
ら
区
別
し
て
い
る
も
の
で
あ
る（

73
）

︒

　
ア
ジ
ア
の
多
様
性
を
﹁
一
つ
﹂
と
宣
言
す
る
冒
頭
の
言
葉
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
︑
そ
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
る
︑﹁
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通

の
思
想
的
遺
産
で
あ
り
︑
彼
ら
に
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
こ
と

を
可
能
に
﹂
す
る
と
い
う
ア
ジ
ア
的
な
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
﹂
ア
ジ
ア
と
い

う
見
地
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
一
九
〇
〇
年

の
講
演
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
︑
ガ
ン
ジ
ス
川
と
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
と
の
間

の
国
に
︑
そ
の
起
源
を
負
っ
て
い
る
︒
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
︑
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
に
も
な
い
︒︹
︙
︙
︺
す

べ
て
の
宗
教
は
ア
ジ
ア
的
起
源
を
持
ち
︑
こ
の
地
域
に
属
し
て
い
る
の
だ（

74
）

︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
﹁
す
べ
て
の
宗
教
は
ア
ジ
ア
的
起
源
を
持
ち
﹂

と
い
う
観
点
は
︑
岡
倉
の
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
を
生
み
出
す
﹂
ア
ジ
ア

と
い
う
指
摘
に
対
応
す
る
︒
地
中
海
と
バ
ル
ト
海
の
向
こ
う
は
西
洋
世
界
で
あ

る
が
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
ア
ジ
ア
と
の
境
に
想
定
す
る
の
は
ユ
ー
フ



58

ラ
テ
ス
川
で
あ
る
︒
そ
の
地
理
的
な
境
界
に
多
少
の
揺
ら
ぎ
は
見
ら
れ
る
が
︑

こ
こ
で
共
通
す
る
の
は
︑﹁
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ

た
こ
と
は
な
い
﹂
と
い
う
観
点
で
あ
る（

75
）

︒

　
今
日
で
は
︑
こ
れ
は
や
や
単
純
化
さ
れ
た
議
論
に
も
見
え
る
が
︑
後
述
の
キ

リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
的
起
源
説
と
も
結
び
付
い
て
い
て
︑
こ
の
問
題
は
当
時

の
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
は
︑
世
界
宗
教
の
イ
ン
ド
的
起
源
を
め
ぐ
る
問
題
と

し
て
様
々
に
議
論
さ
れ
て
い
た（

76
）

︒

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
モ
ホ
リ
シ
・
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
右
腕
と
し
て
︑

ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ
マ
ー
ジ
（
ブ
ラ
ン
モ
・
シ
ョ
マ
ジ
　B

rahm
a Sam

aj

）
を
イ
ン

ド
の
全
国
的
な
運
動
と
し
て
展
開
し
た
ケ
シ
ョ
ブ
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
シ
ェ
ン

（K
eshab C

handra Sen, 

一
八
三
八
︱
一
八
八
四
）
で
あ
る（

77
）

︒
ケ
シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン

は
︑
一
八
六
六
年
の
講
演
で
︑
歴
史
的
な
人
物
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
小
ア
ジ
ア
に
生
ま
れ
た
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
と
し
︑
信
仰
的
脚
色
を
含
ま
な
い

歴
史
的
実
像
に
基
づ
い
て
︑
そ
の
本
来
の
倫
理
観
や
道
徳
観
に
立
ち
戻
る
べ
き

だ
と
論
じ
る（

78
）

︒
そ
れ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
﹁
西
洋
中
心
的
観
念
へ
の
効

果
的
な
批
判
﹂
と
し
て
︑
当
時
の
言
論
界
に
大
き
な
反
響
を
与
え
る（

79
）

︒

　
ケ
シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン
の
衣
鉢
を
継
ぐ
プ
ロ
タ
プ
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
・
モ
ジ
ュ
ム

ダ
ル
（Pratap C

hander M
ozoom

dar, 

一
八
四
〇
︱
一
九
〇
五
）
は
︑
そ
の
後
︑
普

遍
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
融
和
的
な
関
係
を
描
く

﹃
東
洋
の
キ
リ
ス
ト
（O

riental C
hrist

）﹄（
一
八
八
三
年
）
を
著
し
︑
ブ
ラ
ー
フ

マ
・
サ
マ
ー
ジ
を
代
表
し
て
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
宗
教
会
議
に
参
加
す
る
︒

　﹁
史
的
イ
エ
ス
﹂
像
を
用
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ジ
ア
的
起
源
を
論
じ
る
ケ

シ
ョ
ブ
・
シ
ェ
ン
に
対
し
て
︑
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ
れ
を

む
し
ろ
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
引
き
付
け
て
説
明
す
る
が
︑
岡
倉
が
﹃
東
洋
の
理

想
﹄
で
掲
げ
る
﹁
世
界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
﹂
の
ア
ジ
ア
的
な
起
源
と
い
う
観

点
は
︑
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
知
識
人
の
議
論
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
を
う
か
が

わ
せ
る
︒
岡
倉
が
︑﹁
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
﹂
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
も
の
と

し
て
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
言
及
す
る
の
も
︑﹁
祖
先
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た

不
二
一
元
論
の
思
想
﹂
で
あ
っ
た
︒
岡
倉
の
記
述
で
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

　
近
代
国
家
の
生
活
が
︑
日
本
に
新
し
い
色
調
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
日
本
が
忠
実
に
本
来
の
姿
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
の
は
︑
祖

先
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
た
不
二
一
元
論
の
思
想
（advaita idea

）
の
根

本
的
至
上
命
題
な
の
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
我
々
自
身
の
過
去
の
理
想
に
帰

る
だ
け
で
な
く
︑
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
（old A

siatic unity

）
の
眠
れ
る

生
命
を
感
知
し
︑
こ
れ
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
我
々
の
使
命
と
な
っ

た（
80
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
は
︑
西
洋
近
代
の
圧
倒
的
な
影
響
力
に
対
し
て
︑﹁
日
本
が
忠

実
に
本
来
の
姿
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
﹂
の
は
︑﹁
不
二
一
元
論
の
思
想
の
根
本

的
至
上
命
題
﹂
の
た
め
と
す
る
︒
日
本
古
来
の
思
想
的
系
譜
と
し
て
︑
イ
ン
ド

の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
が
言
及
さ
れ
る
の
は
や
や
唐
突
に
も
見
え
る
が
︑
こ
こ
で
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は
む
し
ろ
日
本
の
歴
史
に
は
限
定
さ
れ
な
い
︑﹁
古
い
ア
ジ
ア
の
統
一
体
の
眠

れ
る
生
命
﹂
の
比
喩
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
シ
カ
ゴ
会
議
で
好
評
を
博
し
︑
欧
米
に
と
ど
ま
っ
て
講
演
活
動

を
続
け
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
持
論
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
欧
米
の

識
者
に
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
︑
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
に
招
か
れ
た
一
八
九
六
年
三
月
の
講
演
で
あ
る
︒
こ
の
講
演
で
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
イ
ン
ド
思
想
に
基
盤
を
与
え
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲

学
の
不
二
一
元
論
（
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
）
を
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒

　
最
低
の
虫
け
ら
の
な
か
に
も
︑
最
高
の
人
間
と
同
じ
よ
う
に
︑
神
聖
な

性
質
が
宿
さ
れ
て
い
る
︒︹
︙
︙
︺
万
物
の
背
後
に
は
︑
共
通
の
神
性
が

潜
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
な
か
か
ら
道
徳
の
基
盤
が
生
ま
れ
て
く
る
︒

他
者
を
傷
つ
け
ず
︑
自
ら
を
愛
す
る
よ
う
に
︑
他
者
を
愛
し
な
さ
い
︒
な

ぜ
な
ら
︑
す
べ
て
の
宇
宙
は
一
つ
な
の
だ
か
ら（

81
）

︒

　
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
聴
衆
を
意
識
し
た

と
思
わ
れ
る
︑﹁
自
ら
を
愛
す
る
よ
う
に
︑
他
者
を
愛
し
な
さ
い
﹂
と
い
う
聖

書
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
比
喩
を
用
い
な
が
ら
︑
同
時
に
﹁
最
低
の
虫
け
ら
﹂
を

も
含
む
︑
世
界
の
多
様
性
と
そ
の
背
後
に
潜
む
神
聖
な
性
質
を
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ
の
理
念
と
し
て
提
示
す
る
︒
そ
の
﹁
最
低
の
虫
け
ら
に
も
人
間
と
等
し
い
神

聖
な
性
質
が
宿
さ
れ
る
﹂
と
い
う
観
点
は
︑
師
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
教
え
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る（

82
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
講
演
の
な
か
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
微
小
な
人

間
が
宇
宙
の
多
様
性
と
不
可
分
で
あ
る
す
る
不
二
一
元
論
的
な
状
況
を
︑﹁
す

べ
て
の
宇
宙
は
一
つ
﹂（the w

hole universe is one

）
と
説
明
し
て
い
る
の
は
興

味
深
い
︒
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
よ
っ
て
全
宇
宙
の
多
様
性
が
一
つ
に
包
摂
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
︑
ア
ジ
ア
の
多
様
性
も
ま
た
︑﹁
一
つ
﹂（A

sia is one

）
と
し
て

認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

83
）

︒

　
ま
た
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
冒
頭
で
岡
倉
は
︑﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
﹂
の
句
に
続

け
て
︑﹁
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
の
共
通
の
思
想
的
遺
産
﹂
と
し
て
︑﹁
究
極

と
普
遍
を
求
め
る
あ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂（that broad expanse of love for 

the U
ltim

ate and U
niversal

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
ア
ジ
ア
諸
民
族
の

思
想
的
遺
産
﹂
が
ど
う
し
て
﹁
あ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂
と
な
る
の
か
︑
そ

の
具
体
的
な
理
由
は
記
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は

こ
の
講
演
で
︑﹁
す
べ
て
の
宇
宙
を
一
つ
﹂
に
結
び
つ
け
る
︑
愛
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る（

84
）

︒

　
こ
の
講
演
録
は
︑
後
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
に
よ
っ
て
一
九
〇
一
年
に

﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
（T

he Vedanta Philosophy

）﹄
と
し
て
編
集
さ
れ
る（

85
）

︒

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー
ン
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
日
本
を
訪
れ
て
︑
浅

草
の
織
田
得
能
の
家
に
寄
宿
す
る
︒
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
︑
シ
カ
ゴ
会
議
や
欧
米
で

の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
活
躍
を
岡
倉
に
紹
介
す
る
と
︑
岡
倉
と
東
洋
宗

教
会
議
の
開
催
を
計
画
し
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
日
本
に
招
待
す
る
よ



60

う
働
き
か
け
る
︒
こ
の
時
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
来
日
を
呼
び
か
け

る
手
紙
を
書
い
た
岡
倉
が
︑
そ
の
近
著
に
目
を
通
そ
う
と
す
る
の
は
自
然
な
こ

と
だ
ろ
う（

86
）

︒

　
以
上
の
経
緯
は
︑
も
ち
ろ
ん
︑
相
互
の
影
響
関
係
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
り
︑

た
だ
ち
に
岡
倉
に
よ
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
﹁
引
用
﹂
と
述
べ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
︒

　
た
と
え
ば
︑﹁
日
本
美
術
史
﹂
で
岡
倉
は
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
対
比
さ
れ
る

日
本
の
仏
像
の
特
徴
を
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
は
写
生
的
に
し
て
︑
奈
良
は
理
想
的
な

り
﹂
と
述
べ
る
が
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑﹁
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
は
︑

外
面
的
な
表
現
に
優
れ
て
お
り
︑
イ
ン
ド
の
彫
刻
は
︑
外
面
的
な
表
現
を
ほ
と

ん
ど
犠
牲
に
し
な
が
ら
も
︑
内
面
的
な
特
質
を
表
現
す
る
﹂
と
指
摘
す
る（

87
）

︒
西

洋
美
術
と
の
対
比
に
よ
る
自
文
化
の
再
定
義
と
い
う
意
味
で
︑
両
者
の
発
言
に

は
興
味
深
い
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
問
わ
れ
る
べ
き
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
発

言
が
置
か
れ
た
同
時
代
の
状
況
で
あ
り
︑
そ
れ
が
ど
ち
ら
の
引
用
な
の
か
︑
と

い
う
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　
し
か
し
︑
岡
倉
に
お
け
る
イ
ン
ド
体
験
が
︑
従
来
︑
語
ら
れ
て
い
た
仏
教
遺

跡
へ
の
学
問
的
な
関
心
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
ま
た
︑﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
か
ら
連

想
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
若
者
を
鼓
舞
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
姿
に
も
限
定
さ
れ

な
い
︑
両
者
の
問
題
関
心
の
共
有
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
言

い
換
え
る
と
︑
相
互
の
視
点
の
類
似
性
は
︑
同
時
代
に
共
有
さ
れ
る
知
的
状
況

や
︑
そ
の
問
題
関
心
の
共
鳴
︑
そ
し
て
︑
そ
の
視
点
が
互
い
に
反
響
し
て
ゆ
く

経
緯
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
イ
ン
ド
知
識
人
と
日
本
の
岡
倉
と
が
共
有
す
る
知
的
状
況
の
広
が
り
を
︑

次
に
イ
ン
ド
側
の
資
料
か
ら
概
観
し
て
み
た
い
︒

五
　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観
の
変
遷

︵
1
︶
イ
ン
ド
美
術
史
へ
の
ま
な
ざ
し

　
欧
米
で
の
活
動
を
成
功
裡り

に
終
え
て
︑
イ
ン
ド
に
帰
還
す
る
途
次
の

一
八
九
七
年
に
古
代
ロ
ー
マ
遺
跡
を
訪
れ
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ

の
感
興
を
ア
メ
リ
カ
の
支
援
者
メ
ア
リ
ー
・
ハ
ー
レ
嬢
に
書
き
送
る（

88
）

︒
そ
の
な

か
で
︑
西
洋
美
術
と
の
対
比
か
ら
イ
ン
ド
の
古
代
建
築
へ
の
見
方
を
新
た
に
す

る
経
緯
を
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と
は
違
い
︑
イ
ン
ド
で
は
︑
人
を
か
た
ど
っ
た
彫
刻
が

発
展
し
な
か
っ
た
と
私
が
申
し
上
げ
た
こ
と
は
間
違
い
だ
っ
た
と
︑
ロ
ッ

ク
嬢
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
︒
私
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
著
作
を
読
ん
で
い

た
の
だ
が
︑
他
の
研
究
で
は
︑
私
が
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
オ
リ
ッ
サ
や

ジ
ャ
ガ
ン
ナ
ー
タ
寺
院
に
は
人
間
の
彫
刻
が
残
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
は
ギ

リ
シ
ア
人
の
作
品
に
引
け
を
取
ら
な
い
美
し
さ
と
解
剖
学
的
な
技
能
を
備

え
て
い
た
︒︹
︙
︙
︺
イ
ン
ド
の
森
に
は
廃
墟
と
な
っ
た
寺
院
が
あ
る
︒

そ
こ
に
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
建
築
芸
術
の
頂
点
と
考
え
た
ギ
リ
シ
ア
の
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パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
が
備
え
る
様
式
や
個
々
の
理
念
︑
細
部
に
至
る
ま
で
︑

あ
る
い
は
︑
後
の
ム
ガ
ル
建
築
な
ど
の
イ
ン
ド
・
サ
ラ
セ
ン
様
式
の
建
築

と
も
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︑
古
代
建
築
の
至
高
の
様
式
を
見
る
こ

と
が
で
き
る（

89
）

︒

　
こ
の
文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
美
術
に
与
え

た
影
響
を
強
調
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の

著
作
を
読
ん
だ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
タ
リ
ア
を
経

由
し
て
イ
ン
ド
に
帰
国
す
る
途
上
で
︑
そ
の
学
説
の
誤
り
に
気
づ
き
︑
西
洋
美

術
の
影
響
か
ら
離
れ
た
︑
イ
ン
ド
美
術
の
内
発
的
な
発
展
を
捉
え
る
視
点
に

至
っ
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
︒

　
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
十
九
世
紀
の
イ
ン
ド
建
築
史
の
権
威
と

し
て
知
ら
れ
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
か
ら
イ
ン
ド
に
石
造
建
築
や
ガ
ン
ダ
ー

ラ
彫
刻
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
起
源
説
を
論
じ
た
建
築

史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
所
説
を
批
判
し
︑

オ
リ
ッ
サ
な
ど
の
建
築
遺
構
の
研
究
に
基
づ
い
て
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展

を
論
じ
る
の
は
︑
イ
ン
ド
人
歴
史
家
ラ
ジ
ャ
・
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
で
あ
る（

90
）

︒

　
こ
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
ミ
ッ
ト
ロ
の
論
争
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
理
解
に
関

わ
る
歴
史
的
な
論
争
と
し
て
イ
ン
ド
で
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
概
略
は
︑

次
の
よ
う
で
あ
る（

91
）

︒

　
オ
リ
ッ
サ
で
の
遺
跡
調
査
で
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
研
究
に
疑
問
を
抱
い
た

ミ
ッ
ト
ロ
は
︑
一
八
七
〇
年
の
論
考
で
石
造
建
築
の
遺
構
が
イ
ン
ド
に
残
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
を
証
明
し
な
い
と
指
摘
し
︑

ラ
ー
ジ
ギ
ル
や
オ
リ
ッ
サ
な
ど
に
残
さ
れ
た
イ
ン
ド
固
有
の
石
造
技
術
を
論
じ

る（
92
）

︒
そ
れ
に
対
し
て
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
︑
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
（
紀
元
前

二
六
八
年
頃
︱
二
三
二
年
頃
）
ま
で
イ
ン
ド
に
は
石
造
建
築
の
技
術
が
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
し
︑
学
術
誌
﹃
イ
ン
ド
古
物
研
究
﹄
に
反
論
を
掲
載
す
る
が
︑

そ
れ
に
対
し
て
ミ
ッ
ト
ロ
は
︑﹃
オ
リ
ッ
サ
の
古
物
研
究
﹄（
一
八
七
五
年
）
に
︑

イ
ン
ド
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
反
論
を
掲
載
す
る（

93
）

︒
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
は
そ
れ
に

対
す
る
再
反
論
を
﹃
イ
ン
ド
と
東
方
の
建
築
の
歴
史
﹄（
一
八
七
六
年
）
に
掲
載

し
︑
ミ
ッ
ト
ロ
も
﹃
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
︱
︱
釈
迦
の
住
処
﹄（
一
八
七
八
年
）
で
再
々

反
論
を
行
う
と
い
う
経
緯
を
た
ど
る（

94
）

︒

　
そ
の
論
争
は
︑
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
よ
り
前
に
イ
ン
ド
に
﹁
真
正
﹂
な
石

造
建
築
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
︑
必
ず
し
も
イ
ン
ド
人
が
︑
ギ
リ
シ
ア

人
か
ら
石
造
建
築
の
技
術
を
学
ん
だ
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
︑
ひ

と
つ
の
決
着
を
見
る（

95
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
を
西
洋
か
ら
の
伝
播
に
求
め
る
の
で
は
な
く
︑
イ
ン
ド

文
化
の
内
発
的
な
発
展
に
注
意
を
向
け
る
ミ
ッ
ト
ロ
の
見
解
は
︑
そ
の
後
︑
イ

ン
ド
人
の
民
族
意
識
の
琴
線
に
も
触
れ
る
問
題
と
し
て
関
心
を
集
め
る
︒
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
こ
の
ハ
ー
レ
嬢
へ
の
手
紙
か
ら
︑
そ
の
議
論
に

多
大
な
関
心
を
抱
き
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
唱
え
る
フ
ァ
ー
ガ
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ス
ン
か
ら
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展
を
唱
え
る
ミ
ッ
ト
ロ
へ
と
︑
そ
の
持
論

を
転
換
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想
家
と
し
て
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
活
動
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
︑
実
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑﹃
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際

大
百
科
事
典
﹄
を
第
一
巻
か
ら
通
読
し
︑
イ
ン
ド
学
で
は
重
視
さ
れ
た
フ
ラ
ン

ス
語
の
習
得
に
努
め
る
な
ど
︑
最
新
の
科
学
技
術
や
学
問
の
潮
流
に
も
広
く
関

心
を
向
け
て
い
た（

96
）

︒
先
述
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
哲
学
協
会
の
講
演
で
は
︑
宗
教

学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
ら
の
関
係
者
に
は
好
評
を
博
し
︑
東
洋
思
想

講
座
へ
の
就
任
を
打
診
さ
れ
る
な
ど
︑
学
者
肌
の
顔
を
持
っ
て
い
た（

97
）

︒
カ
ル

カ
ッ
タ
屈
指
の
名
門
校
プ
レ
ジ
デ
ン
シ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
の
学
生
時
代
に
は
︑
イ

ギ
リ
ス
で
流
行
し
た
思
想
潮
流
で
あ
る
実
証
主
義
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト

や
功
利
主
義
に
連
な
る
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ェ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
な
ど
の
著
作
に
親
し

む
が
︑
特
に
若
き
日
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
魅
了
し
た
の
は
︑
ハ
ー

バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
で
あ
っ
た（

98
）

︒

　
イ
ン
ド
に
帰
還
後
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
特
に
イ
ン
ド
美
術
の
起

源
に
関
わ
る
美
術
史
の
論
争
に
関
心
を
抱
き
︑
一
八
九
九
年
六
月
か
ら

一
九
〇
〇
年
一
二
月
に
か
け
て
の
第
二
回
欧
米
訪
問
で
は
︑
ギ
リ
シ
ア
や
エ
ジ

プ
ト
で
古
代
遺
跡
を
実
地
に
見
聞
し
︑
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
で
は
収
蔵
品

の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
つ
い
て
の
調
査
ノ
ー
ト
も
残
し
て
い
る（

99
）

︒

　
そ
の
美
術
史
へ
の
関
心
を
通
し
て
導
か
れ
る
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
を
捉
え

る
視
点
は
︑
東
西
文
明
の
交
流
か
ら
イ
ン
ド
民
族
の
歴
史
へ
と
考
察
を
深
め
て

ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
思
索
の
展
開
を
︑
次
に
見
て
お
き
た
い（

100
）

︒

︵
2
︶
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
起
源
説
へ
の
批
判

　
イ
ン
ド
に
帰
還
す
る
一
八
九
七
年
一
月
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
先

述
の
ハ
ー
レ
嬢
へ
の
手
紙
の
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
を
す
べ
て
の
芸
術
の
源

流
に
見
る
当
時
の
美
術
史
観
に
疑
問
を
抱
く
と
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ

論
争
に
言
及
す
る
︒
そ
の
後
の
イ
ン
ド
縦
断
の
講
演
旅
行
で
は
ラ
ホ
ー
ル
を
訪

れ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
を
実
地
に
見
分
す
る
が
︑
そ
の
経
緯
を
︑
翌
年
の
北

イ
ン
ド
訪
問
に
同
行
し
た
愛
弟
子
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
︑
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
︒

　
彼
︹
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
︺
は
︑
こ
の
夏
に
は
ア
ト
ッ
ク
へ
の
道

を
探
し
出
し
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
到
達
し
︑
そ
こ
か
ら
踵
き
び
す

を
返

し
た
地
点
を
自
分
の
目
で
確
か
め
よ
う
と
決
心
し
ま
し
た
︒
彼
は
︑
去
年
︑

ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
で
見
た
に
違
い
な
い
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
彫
刻
に
つ
い
て
︑

私
た
ち
に
語
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
イ
ン
ド
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
ギ
リ

シ
ア
の
後
塵
を
拝
し
て
き
た
と
い
う
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
に
憤
激
し

て
︑
我
を
忘
れ
て
反
駁
し
た
の
で
す（

101
）

︒

　
こ
の
記
事
か
ら
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
コ
ロ
ン
ボ
か
ら
ア
ル
モ
ー

ラ
ー
ま
で
の
︑
イ
ン
ド
縦
断
の
講
演
旅
行
の
な
か
で
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
で
名
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高
い
ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
を
訪
れ
て
︑
イ
ン
ド
彫
刻
の
起
源
に
思
い
を
巡
ら
せ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
ア
ト
ッ
ク
（A

ttock

）
は
︑
今
日
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
の
都
で
あ
る
が
︑
古

代
か
ら
軍
事
や
交
易
の
要
衝
と
さ
れ
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
も
︑
こ
こ
か

ら
イ
ン
ダ
ス
川
を
渡
り
イ
ン
ド
に
侵
攻
し
た
と
さ
れ
る
︒
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
が
提
起
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
東
征
を
経
た

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
イ
ン
ド
へ
の
伝
播
を
実
地
に
踏
破
し
て
確
か
め
よ
う
と
す
る

が
︑
こ
の
文
面
か
ら
︑
す
で
に
そ
の
時
に
は
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説

を
﹁
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
﹂
と
し
︑
そ
の
誤ご
び
ゅ
う謬
に
﹁
憤
激
し
て
︑
我
を
忘

れ
て
反
駁
﹂
す
る
程
に
︑
確
信
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

　
そ
の
後
︑
イ
ン
ド
で
の
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
教
団
の
基
盤
を
固
め
た
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
一
八
九
九
︱
一
九
〇
〇
年
の
第
二
回
欧
米
訪
問
で
欧

米
の
様
々
な
学
者
の
議
論
や
学
説
に
触
れ
て
︑
イ
ン
ド
学
に
関
わ
る
多
様
な
争

点
を
検
証
す
る
︒
特
に
︑
一
九
〇
〇
年
九
月
の
パ
リ
の
国
際
宗
教
史
学
会
で
は
︑

当
時
の
東
洋
学
者
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
と
︑
西
洋
人
の
偏
っ
た
イ
ン
ド
観
に

は
疑
問
を
呈
す
る（

102
）

︒

　
た
と
え
ば
︑
ド
イ
ツ
人
の
イ
ン
ド
学
者
ギ
ュ
ス
タ
フ
・
オ
ッ
ペ
ル
ト
（G

ustav 

Solom
on O

ppert, 

一
八
三
六
︱
一
九
〇
八
）
や
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
（M

ax 

M
uller, 

一
八
二
三
︱
一
九
〇
〇
）
の
議
論
を
取
り
あ
げ
る
と
︑
東
西
の
文
化
交

流
に
関
わ
る
見
解
を
批
判
的
に
検
証
す
る
︒
そ
の
記
録
は
な
お
断
片
的
で
は
あ

る
が
︑
た
と
え
ば
︑
西
洋
の
イ
ン
ド
学
者
が
︑
す
べ
て
の
学
問
の
起
源
を
古
代

ギ
リ
シ
ア
に
求
め
る
観
点
を
批
判
す
る
と
︑
イ
ン
ド
の
天
文
学
や
算
術
︑
演
劇

な
ど
が
︑
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
か
ら
離
れ
て
︑
イ
ン
ド
で
独
自
の
発
展
を
遂

げ
た
経
緯
を
論
じ
て
い
る（

103
）

︒
そ
し
て
︑
東
西
文
化
の
類
似
性
が
問
題
と
さ
れ
る

の
な
ら
︑
ど
う
し
て
イ
ン
ド
が
西
洋
に
与
え
た
影
響
を
問
題
に
し
な
い
の
か
と

問
い
か
け
て
ゆ
く（

104
）

︒

　
こ
の
時
の
議
論
に
関
連
し
て
︑
ベ
ン
ガ
ル
人
美
術
家
プ
リ
ヨ
ナ
ト
・
シ
ン
ホ

（Priyanath Sinha

）
は
︑
特
に
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
め
ぐ
る
ミ
ュ

ラ
ー
と
の
議
論
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
︒

　
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
教
授
と
の
会
話
で
は
︑
イ
ン
ド
建
築
は
そ
の
話

題
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
ミ
ュ
ラ
ー
教
授
は
︑
仏
教
徒
の
建
築
に
は
ギ
リ
シ

ア
建
築
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
が
︑
ギ
リ
シ
ア
人
が
当
時
の
イ
ン
ド
人
と

交
流
を
持
っ
て
お
り
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
は
︑
イ
ン
ド
が
ギ
リ
シ
ア
の
影
響

を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︑
と
い
う
意
見
だ
っ
た
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
そ
れ
に
反
駁
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

た
︒
も
し
︑
い
く
人
か
の
ギ
リ
シ
ア
人
が
イ
ン
ド
に
存
在
し
た
と
い
う
こ

と
だ
け
で
︑
イ
ン
ド
建
築
が
ギ
リ
シ
ア
に
借
り
が
あ
る
と
い
う
証
拠
に
な

る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
建
築
が
イ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
︑

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
結
論
を
導
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
も
そ

も
︑
仏
教
徒
時
代
の
彫
刻
は
︑
い
か
な
る
意
味
で
も
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と

の
類
似
点
は
見
ら
れ
な
い（

105
）

︒
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こ
の
記
事
で
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の

対
話
が
︑
ま
る
で
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
に
つ
い
て
論
争
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と

ミ
ッ
ト
ロ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
イ
ン
ド
建
築
の
ギ
リ
シ
ア
建
築
と
の
類

似
性
が
指
摘
さ
れ
︑
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ
ン
ド
へ
の
影
響
と
す
る
ミ
ュ

ラ
ー
の
見
解
に
対
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
両
者
が
類
似
し
て
い

る
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
影
響
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
と

反
論
す
る（

106
）

︒

　
西
洋
人
が
唱
え
る
イ
ン
ド
建
築
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
し
て
︑
イ
ン
ド

固
有
の
発
展
過
程
を
論
じ
る
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
は
明
快

で
あ
る（

107
）

︒
紙
幅
の
都
合
か
ら
詳
細
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
が
︑
や
が
て
第
二
回

欧
米
訪
問
を
経
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
発
展
過
程
を

捉
え
る
視
点
を
イ
ン
ド
民
族
の
歴
史
的
起
源
の
問
題
へ
と
結
び
付
け
て
ゆ
く
︒

そ
れ
は
具
体
的
に
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
ア
ー
リ
ヤ
民

族
の
起
源
に
関
す
る
当
時
の
イ
ン
ド
学
へ
の
批
判
的
な
検
証
と
し
て
な
さ
れ
る

が
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
時
期
に
岡
倉
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
草
稿
を
携

え
て
︑
ベ
ル
ル
僧
院
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
も
と
を
訪
れ
た
こ
と
に
な

る
︒

　
そ
こ
で
︑
こ
の
イ
ン
ド
美
術
史
の
問
題
が
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
ど
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
︑
次
に
そ
の
概
略
を
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
3
︶
ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
と
E
・
B
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ル

　
一
八
七
〇
年
代
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
は
︑
し
か
し
︑

一
八
八
〇
年
代
に
岡
倉
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
畿
内
宝
物
調
査
や
欧
米
視
察
旅
行
を

行
っ
た
時
に
は
︑
ま
だ
欧
米
の
研
究
者
の
間
で
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
も
と
よ

り
明
治
日
本
の
知
識
人
に
十
分
な
情
報
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
す
な

わ
ち
︑
日
本
に
帰
国
し
て
か
ら
ギ
リ
シ
ア
系
統
説
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た

岡
倉
は
︑
そ
の
イ
ン
ド
滞
在
中
に
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
な
ど
の

イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
議
論
に
触
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
美
術
史
の
問
題
を
欧
米
に
初
め
て
紹
介
し
た
美
術
史
家

と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
︑
セ
イ
ロ
ン
出
身
で
︑欧
米
で
活
躍
し
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
・

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
（A

nanda K
entish M

uthu C
oom

arasw
am

y, 

一
八
七
七
︱

一
九
四
七
）
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
鉱
物
学
を
修
め
た
ク
ー
マ

ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
が
カ
ル
カ
ッ
タ
に
滞
在
す
る
一
九
〇
二
年
に
は
イ
ギ

リ
ス
植
民
地
政
府
の
鉱
物
調
査
局
長
と
し
て
︑
ま
だ
英
領
セ
イ
ロ
ン
島
に
あ
っ

た（
108
）

︒
　
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー

と
の
交
流
や
一
九
〇
五
年
の
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
高
揚
を
通
し
て
高
ま
り
︑
や
が

て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
に
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
す

る
急
先
鋒
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

が
︑
そ
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
初
め
て
批
判
す
る
論
考
﹁
イ
ン
ド
美
術
へ
の
キ

リ
シ
ア
の
影
響
﹂
を
東
洋
学
会
で
報
告
す
る
の
は
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る（

109
）

︒
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ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
と
の
親
交
で
知
ら
れ
︑
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト

ロ
の
影
響
も
受
け
た
美
術
史
家
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
に
つ
い
て
も

ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
か
ら
詳
し
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑

一
九
〇
八
年
の
論
文
に
は
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
も
引
用
し
て
い
る（

110
）

︒
す
な

わ
ち
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
を
批
判
す
る
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

は
︑
岡
倉
の
著
作
を
参
照
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
︒

　
イ
ン
ド
美
術
史
家
と
し
て
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
一
九
一
三
年
に
は

代
表
作
と
な
る
﹃
イ
ン
ド
と
セ
イ
ロ
ン
の
美
術
と
工
芸
﹄
を
刊
行
し
︑
そ
の
イ

ン
ド
美
術
復
興
運
動
へ
の
関
与
と
相
ま
っ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
イ
ン
ド
起

源
説
を
唱
え
る
美
術
史
家
の
急
先
鋒
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る（

111
）

︒

一
九
二
七
年
の
﹃
仏
像
の
起
源
﹄
で
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
権
威
で
︑
ギ
リ

シ
ア
系
統
説
の
定
説
と
さ
れ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ー
シ
ュ
の
﹃
ガ
ン
ダ
ー
ラ

の
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教
美
術
﹄（
一
九
二
二
年
）
を
批
判
し
て
︑
イ
ン
ド
古
来
の
樹

神
や
竜
神
な
ど
の
事
例
か
ら
︑
イ
ン
ド
の
彫
刻
が
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
独
自
に
発
展

し
た
こ
と
を
論
じ
︑
イ
ン
ド
彫
刻
へ
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
影
響
を
批
判
す

る
代
表
的
な
論
者
と
な
る（

112
）

︒
そ
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
岡
倉
天
心
が

去
っ
た
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
︑
一
九
一
六
年
に
就
任
す
る
︒

　
も
う
一
人
︑
同
時
代
の
イ
ン
ド
の
美
術
行
政
に
関
わ
る
人
物
と
し
て
重
要

な
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
美
術
史
家
︑
E
・
B
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
（E

rnest B
infield 

H
avell, 

一
八
六
一
︱
一
九
三
四
）
で
あ
る（

113
）

︒
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
マ
ド
ラ
ス
美
術
学

校
で
の
手
腕
が
買
わ
れ
︑
一
八
九
六
年
か
ら
十
年
以
上
に
わ
た
り
カ
ル
カ
ッ
タ

の
政
府
美
術
学
校
（G

overnem
tn C

ollege of A
rt

）
の
校
長
を
務
め
る
︒
副
校
長

の
オ
ボ
ニ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
協
力
し
︑
西
洋
画
の
模
倣
で
は
な
い
イ

ン
ド
の
伝
統
絵
画
の
復
興
を
目
指
す
︑
い
わ
ゆ
る
ベ
ン
ガ
ル
美
術
派
（B

engal 

School of A
rt

）
の
指
導
者
と
し
て
美
術
教
育
の
改
革
に
取
り
組
む
︒

　
そ
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
イ
ン
ド
の
伝
統
美
術
の
復
興
へ
の
取
り
組
み
は
︑

岡
倉
に
よ
る
日
本
美
術
院
の
活
動
と
も
対
比
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
岡
倉

天
心
が
東
京
美
術
学
校
の
校
長
で
あ
れ
ば
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
そ
の
行
政
的
な
カ

ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
な
る
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
こ
の
時
す
で
に
岡
倉
は
美
術
学

校
に
は
お
ら
ず
︑
両
者
の
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
交
流
を
示
す
具
体
的
な
記
録
は
見

ら
れ
な
い
︒

　
一
九
〇
二
年
一
月
六
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
岡
倉
は
︑
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

訪
問
に
出
発
す
る
一
月
二
七
日
ま
で
の
三
週
間
︑
ベ
ル
ル
僧
院
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
も
と
に
︑
同
行
の
留
学
僧
・
堀
至
徳
（
一
八
七
六
・
一
九
〇
三
） 

と
滞
在
す
る
︒
こ
の
時
の
﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
を
見
る
と
︑
一
月
一
三
日
と
一
四

日
︑
岡
倉
と
堀
は
続
け
て
カ
ル
カ
ッ
タ
の
博
物
館
を
訪
ね
て
い
る（

114
）

︒
こ
れ
は

チ
ョ
ウ
ロ
ン
ギ
通
り
の
イ
ン
ド
博
物
館
（Indian M

useum

）
と
考
え
ら
れ
る
の

で
︑
隣
接
す
る
政
府
美
術
学
校
に
立
ち
寄
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ

の
間
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
関
す
る
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
他
方
︑
政
府
美
術
学
校
の
記
録
で
は
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
こ
の
時
︑
自
ら
の
著

作
の
準
備
中
で
︑
四
月
か
ら
一
年
間
︑
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
て
い
る（

115
）

︒
そ
れ
に
対
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し
て
︑
一
月
二
七
日
に
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
連
れ
立
っ
て
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
の
探
索
に
出
立
し
た
岡
倉
は
︑
三
月
初
旬
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
戻
っ
て
く
る（

116
）

︒

そ
の
後
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
同
僚
オ
ボ
ニ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
と
︑
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
仲
介
で
︑
三
月
二
二
日
に
初
め
て
面
会
す
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
と
岡
倉
が
イ
ン
ド
で
会
見
を
持
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
限
ら

れ
て
い
る（

117
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
史
家
と
し
て
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
稲
賀
繁
美
が
そ
の
著
作
で
検

証
す
る
よ
う
に
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
を
通
し
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫

刻
を
評
価
す
る
既
存
の
研
究
を
批
判
し
︑
西
洋
の
審
美
観
と
は
異
な
る
﹁
イ
ン

ド
性
﹂（Indianness

）
の
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
で
︑
イ
ン
ド
美
術
研
究
に
民

族
主
義
的
な
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る（

118
）

︒
し
か
し
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
が
︑

イ
ン
ド
民
族
主
義
運
動
に
呼
応
し
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説

を
批
判
す
る
﹃
イ
ン
ド
の
彫
刻
と
絵
画
﹄（Indian Sculpture and Painting

）
を
刊

行
す
る
の
は
︑
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る（

119
）

︒

　
イ
ン
ド
美
術
運
動
の
歴
史
を
検
証
し
た
歴
史
家
パ
ル
タ
・
ミ
ッ
タ
ー
に
従
え

ば
︑
こ
の
著
作
で
イ
ン
ド
美
術
史
の
権
威
と
し
て
登
場
す
る
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑

一
九
〇
三
年
の
段
階
で
は
︑
ま
だ
﹁
こ
の
分
野
は
手
探
り
の
状
態
﹂
に
あ
っ
た

と
さ
れ
る（

120
）

︒
一
九
一
一
年
の
著
作
で
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の

影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
思
想
的
意
味
を
論
じ
る
が
︑
そ
の
な
か

で
︑﹁
優
れ
た
日
本
の
美
術
史
家
﹂
と
し
て
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
を
引
用

し
て
い
る（

121
）

︒
そ
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
著
作
の
題
名
は
﹃
イ
ン
ド
美
術
の
理
想
﹄

（T
he Ideals of Indian A

rt

）
と
な
っ
て
お
り
︑
岡
倉
の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄（T

he 

Ideals of the East

）
を
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
が
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
こ
で
も
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
岡
倉
を
参
照
し
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑

そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
ら
が
論
陣
を
張
り
︑

そ
れ
が
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
争
点
と
し
て
イ
ン
ド
美
術
研
究
者
の
間
に
知
ら
れ

る
の
は
一
九
〇
八
年
以
降
で
あ
り
︑
そ
れ
が
広
く
欧
米
の
美
術
史
研
究
者
の
間

で
認
識
さ
れ
る
の
に
は
︑
さ
ら
に
猶
予
が
必
要
で
あ
っ
た（

122
）

︒
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
の

欧
米
の
研
究
者
や
欧
米
の
研
究
書
を
学
ぶ
当
時
の
日
本
の
研
究
者
に
は
︑
そ
の

事
情
を
知
る
手
立
て
は
ま
だ
限
ら
れ
て
い
た
が
︑
一
九
〇
二
年
の
イ
ン
ド
訪
問

を
経
て
︑
岡
倉
は
そ
れ
ま
で
の
自
説
を
転
換
し
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起

源
説
を
否
定
し
︑
欧
米
の
学
説
を
﹁
根
拠
の
な
い
こ
と
﹂
と
ま
で
述
べ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
︒

　
以
上
の
経
緯
は
︑
岡
倉
天
心
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
に
お
け
る
﹁
転
向
﹂︑
ひ

い
て
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
を
始
め
と
す
る
ア
ジ
ア
美
術
の
独
自
の
展
開
を
捉
え

る
視
点
が
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
ら
の
英
語
圏
の
イ
ン
ド
美

術
史
研
究
者
よ
り
早
く
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
知
識
人
と
の
直
接
的
な
交
流
︑
と

り
わ
け
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
対
話
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
だ
ろ
う
︒

　
そ
も
そ
も
︑
一
九
〇
二
年
一
月
に
初
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
︑
マ
ド
ラ
ス
か

ら
カ
ル
カ
ッ
タ
ま
で
鉄
道
で
北
上
す
る
岡
倉
を
︑
当
初
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
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ン
ダ
は
︑
そ
の
途
上
の
オ
リ
ッ
サ
（
現
在
の
︑
オ
デ
ィ
シ
ャ
ー
州
）
で
出
迎
え
て
︑

近
隣
の
寺
院
を
案
内
す
る
計
画
を
伝
え
て
い
た（

123
）

︒
オ
リ
ッ
サ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス

ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
の
切
っ
掛
け
と
な
る
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
故
地
で
あ
り
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
岡
倉
は
︑
そ
れ
を
﹁
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
石
彫
の
無
言
の
抗

議
﹂
と
も
言
及
す
る（

124
）

︒

　
ま
た
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド
探
索
の
訪
問
地
に
は
︑
修
行
僧
時
代
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
が
訪
ね
歩
い
た
ア
ブ
ー
山
や
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
・
ア
ー
シ
ュ
ラ
ム

が
建
設
さ
れ
る
マ
ヤ
ー
バ
テ
ィ
ー
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
を

伴
っ
た
岡
倉
の
ラ
ホ
ー
ル
訪
問
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
起
源
を
め
ぐ
る
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
対
話
を
想
起
さ
せ
る
︒

　
し
か
し
︑
イ
ン
ド
美
術
史
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
心
の
接
点
は
︑
こ
こ
で
は
な

お
間
接
的
な
状
況
に
留
ま
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
次
に
︑
両
者
の
著
作
を
対
比
し

て
︑
よ
り
具
体
的
な
影
響
関
係
を
検
証
し
て
見
た
い
︒

六
　
反
響
す
る
ま
な
ざ
し

　
一
九
〇
二
年
一
月
六
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
に
到
着
し
た
岡
倉
は
︑
ベ
ル
ル
僧
院

で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
面
会
す
る
と
︑
た
ち
ま
ち
意
気
投
合
し
︑
約
三

週
間
︑
僧
院
に
滞
在
す
る
︒
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
仕
込
み
の
イ

ン
ド
美
術
史
理
解
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
岡
倉
は
︑
法
隆
寺
金
堂
壁
画
な
ど
の

日
本
の
仏
教
美
術
の
源
流
を
求
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
い
た
︒

　
他
方
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
当
初
は
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響

に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
は
人
型
の
彫
刻
が
生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
た
が
︑
岡
倉
と

出
会
う
頃
に
は
︑
そ
れ
が
﹁
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
﹂
で
あ
る
と
﹁
憤
激
﹂

す
る
ほ
ど
に
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
発
展
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

　
両
者
の
共
通
の
関
心
で
あ
る
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
に
つ
い
て
︑
し
か
し
実
際

に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
ど
の
よ
う
な
持
論
を
披ひ

瀝れ
き

し
︑
ま
た
日
本
や

中
国
の
事
例
か
ら
︑
岡
倉
が
ど
の
よ
う
な
議
論
で
そ
れ
に
応
じ
た
の
か
は
不
明

だ
が
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
発
展
過
程
を
構
想
す
る
両
者
の
見
地
は
互
い
に
反
響
し
︑

イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
展
開
を
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
﹁
議
論
風
発
﹂
し
た
経

緯
が
う
か
が
え
る
︒

　
そ
こ
で
以
下
で
は
︑
当
時
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
特
徴
的
と
思
わ
れ

る
論
点
を
取
り
上
げ
て
︑
岡
倉
の
著
作
に
見
出
さ
れ
る
影
響
関
係
を
検
証
す
る
︒

具
体
的
に
は
︑
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論
と
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏

教
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
取
り
上
げ
る
︒
は
じ
め
に
︑
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る

議
論
を
見
て
ゆ
き
た
い
︒

︵
1
︶
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論

　
宗
教
改
革
運
動
家
と
し
て
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
文
明
に
対
し
て
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
基
づ
く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
再
定
義

を
通
し
て
︑
合
理
性
や
体
系
性
を
そ
な
え
た
世
界
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
を
提
示
し
︑
高
い
精
神
性
を
備
え
た
イ
ン
ド
文
明
の
基
盤
を
構
想
す
る
︒
し
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か
し
︑
西
洋
の
物
質
主
義
を
凌り
ょ
う
が駕
す
る
イ
ン
ド
の
精
神
性
と
い
う
観
点
は
︑
西

洋
の
植
民
地
主
義
や
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
の
︑
一

種
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
中
心
主
義
を
導
く
余
地
を
残
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

125
）

︒

欧
米
社
会
に
向
け
た
仏
教
の
伝
播
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
︒

　
ブ
ッ
ダ
の
信
奉
者
た
ち
は
最
も
熱
情
的
で
そ
の
精
神
に
お
い
て
宣
教
者

で
あ
っ
た
︒︹
︙
︙
︺
彼
ら
は
︑
東
西
南
北
に
旅
を
し
た
︒
彼
ら
は
︑
最

暗
部
の
チ
ベ
ッ
ト
︑
ペ
ル
シ
ア
︑
小
ア
ジ
ア
に
も
向
か
っ
た
︒
ロ
シ
ア
︑

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
︑
そ
し
て
西
欧
世
界
の
そ
の
他
の
国
々
に
も
向
か
っ
た
︒

中
国
︑
韓
国
︑
日
本
︑
ビ
ル
マ
︑
シ
ャ
ム
︑
東
イ
ン
ド
︑
そ
し
て
そ
の
先

へ
と
向
か
っ
た
︒
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
が
︑
そ
の
軍
事
的
な
征
服
を

通
し
て
地
中
海
世
界
を
イ
ン
ド
世
界
と
の
交
流
に
開
い
た
こ
と
で
︑
イ
ン

ド
の
智
慧
は
︑
そ
れ
を
通
し
て
す
ぐ
さ
ま
︑
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広

大
な
領
域
へ
と
広
が
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
見
出
し
た
の
で
あ
る（

126
）

︒

　
こ
こ
で
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
遠
征
を
切
っ
掛
け
に
︑
東
西
交
流

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
開
か
れ
︑
仏
教
文
化
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
め
た
世
界
各
地
に

伝
播
し
︑
影
響
を
与
え
た
と
論
じ
る
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
︑
東
西
交
流
の
回
路

を
通
し
て
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
イ
ン
ド
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン

説
の
対
極
の
見
地
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
の
議
論
で
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
西
洋
文
化
の
影
響
か
ら
イ
ン
ド
美
術
を
捉
え
る
西
洋
中
心

史
観
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
︑
イ
ン
ド
中
心
史
観
の
ひ
と
つ
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い（

127
）

︒

　
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
で
は
︑
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
植
民
地
統
治
を
背
景
と
し
た

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
が
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
ブ
ラ
ー
フ
マ
・
サ

マ
ー
ジ
や
ア
ー
リ
ヤ
・
サ
マ
ー
ジ
な
ど
英
領
期
の
イ
ン
ド
人
に
よ
る
宗
教
改
革

運
動
は
︑
そ
の
動
向
に
触
発
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
活
動
を
意
識
し
な
が
ら
︑
自
ら

の
改
革
運
動
を
組
織
し
て
ゆ
く
︒﹁
ブ
ッ
ダ
の
信
奉
者
﹂
た
ち
に
よ
る
宣
教
活

動
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
は
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
古
代
の
イ

ン
ド
仏
教
の
歴
史
を
想
起
す
る
こ
と
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
に
対
抗
す

る
︑
新
た
な
宗
教
運
動
へ
の
呼
び
か
け
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　
こ
の
講
演
は
︑
一
九
〇
〇
年
三
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
な
さ
れ
︑
仏
教

徒
の
影
響
の
広
が
り
が
や
や
大
げ
さ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
︑
二
月
の
パ
サ
デ

ナ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
相
当
の
数
の
仏
教
徒
が
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
仏
教
徒
が
広

ま
る
の
か
︑
後
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
派
が
広
ま
る
か
の
︑
継
続
的
な
闘

い
と
な
っ
た
︒
グ
ノ
ー
シ
ス
や
そ
の
他
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
は
︑

多
少
な
り
と
も
仏
教
的
傾
向
を
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
︑
驚
異

的
な
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
都
市
で
融
合
し
た（

128
）

︒
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先
述
の
パ
リ
宗
教
会
議
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑﹁
イ
ン
ド
が
古
代

ギ
リ
シ
ア
に
貢
献
し
た
﹂
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
例

の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
仏
教
の
伝
播
が
指
摘
さ
れ
る（

129
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
仏
教
の
西
方
世
界
へ
の
伝
播
と
い
う
議
論
は
︑
現
代
で
は

荒
唐
無
稽
な
学
説
に
も
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
着
想

と
い
う
よ
り
︑
当
時
の
イ
ン
ド
の
知
識
人
の
間
で
は
広
く
議
論
さ
れ
た
論
点
で

あ
っ
た
︒
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
影
響
と
い
う
観
点
は
︑
先
述
の
世
界
の
諸

宗
教
の
ア
ジ
ア
的
起
源
の
議
論
と
あ
わ
せ
て
︑
古
代
の
イ
ン
ド
文
明
が
西
洋
文

明
に
与
え
た
影
響
の
一
部
と
し
て
関
心
を
集
め
た
︒
特
に
︑
神
智
学
協
会
関
係

者
の
間
で
は
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
を
仏
教
に
求
め
る
議
論
と
し
て
語

ら
れ
︑
古
代
イ
ン
ド
の
秘
教
的
な
叡
智
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
た
︒

　
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
図
式
的
な
仏
教
の
西
漸
説
は
今
日
で
は
否
定
さ
れ

て
い
る
が
︑
西
洋
世
界
で
の
仏
教
の
﹁
発
見
﹂
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
た
世

界
宗
教
の
系
統
関
係
へ
の
関
心
を
導
い
た
と
指
摘
す
る
増
澤
知
子
に
従
え
ば
︑

十
九
世
紀
後
半
の
数
十
年
間
︑
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
的
起
源
（
古

代
イ
ン
ド
的
起
源
）
の
問
題
と
し
て
︑
東
洋
学
者
の
間
で
広
く
関
心
を
集
め
る

争
点
と
な
っ
て
い
た（

130
）

︒
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
も
ま
た
︑﹁
多
数
の
人
々
が
︑

キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
と
聞
か
さ
れ
て
︑
心
を
痛
め
て

い
る
︒
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
彼
ら
は
私
に
聞
い
て
く
る
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑

こ
の
問
題
に
関
し
て
論
文
も
書
い
て
い
る（

131
）

︒

　
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
ン
ド
起
源
に
関
わ
る
当
時
の
議
論
を
検
証
し

た
梶
山
雄
一
に
よ
れ
ば
︑
十
九
世
紀
中
頃
の
仏
教
学
は
パ
ー
リ
語
仏
教
文
献
の

校
訂
・
翻
訳
が
進
み
︑
仏
典
に
描
か
れ
た
ブ
ッ
タ
伝
と
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス

伝
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
︑
両
者
の
歴
史
的
な
関
係
へ
の
関
心
が

に
わ
か
に
高
ま
る
が
︑
し
か
し
︑
よ
り
厳
密
な
仏
典
の
成
立
年
代
の
考
証
が
進

む
こ
と
で
︑
そ
の
議
論
は
間
も
な
く
衰
退
し
た
と
さ
れ
る（

132
）

︒
そ
の
後
は
A
・

L
・
バ
シ
ャ
ム
の
イ
ラ
ン
的
二
元
論
な
ど
の
系
統
論
の
議
論
に
移
行
し
︑
今
日

で
は
そ
れ
は
学
説
史
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
る（

133
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
な
か
で
岡
倉
は
︑
こ
の
古
代
仏
教
が
西
洋

に
与
え
た
影
響
と
い
う
議
論
に
触
れ
て
︑
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

　
仏
教
は
︑
ひ
と
つ
の
成
長
物
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
こ
の
よ
う
な
適
応
と

成
長
の
力
こ
そ
は
︑
こ
の
体
系
の
偉
大
さ
を
形
作
り
︑
そ
れ
は
︑
た
だ
東

ア
ジ
ア
を
抱
擁
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
遠
い
昔
に
シ
リ
ア
砂
漠
に
種
子
を

運
び
︑
そ
こ
に
花
を
咲
か
せ
︑
さ
ら
に
︑
愛
と
諦
念
の
香
り
立
つ
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
形
で
︑
世
界
一
周
を
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る（

134
）

︒

　
こ
の
記
述
は
︑
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
仏
教
徒
が
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
影
響
を

与
え
︑
西
洋
の
歴
史
に
も
そ
の
影
響
を
残
し
た
と
い
う
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
仏
教

的
起
源
説
の
一
端
を
紹
介
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
岡
倉
の
言
及
は
︑
当
時

の
東
洋
学
者
に
よ
る
多
様
な
議
論
を
検
証
し
た
様
子
は
見
ら
れ
ず
︑
ま
た
︑
神

智
学
協
会
の
記
事
を
参
照
し
た
形
跡
も
な
く
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
︑﹁
相
当
の
数
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の
仏
教
徒
が
小
ア
ジ
ア
に
入
っ
た
﹂
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
論
点

を
︑
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
︒

　
言
い
換
え
る
と
こ
の
記
述
は
︑
第
二
回
欧
米
訪
問
で
︑
し
ば
し
ば
こ
の
問
題

に
言
及
し
て
い
た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑
仏
教
の
歴
史
的
な
展
開
に
関

心
を
抱
く
岡
倉
に
対
し
て
︑
そ
の
自
説
の
一
端
を
披
歴
し
て
い
た
可
能
性
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
そ
の
両
者
の
共
鳴
関
係
を
示
す
も
う
一
つ
の
論
点
と
し
て
︑
社
会
変
革
の
思

想
と
し
て
の
仏
教
を
検
証
し
て
み
た
い
︒

︵
2
︶
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏
教

　
イ
ン
ド
宗
教
の
改
革
を
通
し
て
︑
イ
ン
ド
文
明
の
精
神
的
基
盤
を
構
想
す
る

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
と
っ
て
︑
イ
ン
ド
古
代
の
仏
教
は
︑
美
術
史
や
宗

教
史
上
の
課
題
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
カ
ー
ス
ト
差
別
を
打
破
す
る
社
会
変
革
の
思

想
と
し
て
も
注
目
さ
れ
︑
イ
ン
ド
国
民
の
統
合
と
い
う
課
題
の
一
部
を
構
成
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
述
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
コ
講
演
で

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
ブ
ッ
ダ
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
の
精
髄
を
︑
す
べ
て
の
人
に
︑
区
別
な
く
説
い

た
︒
そ
れ
を
世
界
の
人
々
に
説
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
の
偉
大
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
一
つ
は
︑
人
間
の
平
等
だ
か
ら
で
あ
る
︒
人
は
す
べ
て
平
等
で

あ
る
︒
そ
こ
に
い
か
な
る
譲
歩
も
な
い
︒
ブ
ッ
ダ
は
偉
大
な
平
等
の
宣
教

師
で
あ
っ
た
︒
あ
ら
ゆ
る
男
性
と
女
性
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
獲

得
す
る
同
じ
権
利
を
有
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
彼
の
教
え
だ
︒
司
祭
と
他

の
カ
ー
ス
ト
の
人
々
と
の
間
の
違
い
を
︑
彼
は
廃
止
し
た
︒
最
も
身
分
の

低
い
カ
ー
ス
ト
こ
そ
︑
最
高
の
悟
り
を
獲
得
で
き
る
︒
彼
は
す
べ
て
の

人
々
に
︑
解
脱
の
扉
を
開
い
た
の
だ（

135
）

︒

　
カ
ー
ス
ト
の
差
別
を
越
え
た
イ
ン
ド
の
国
民
的
な
宗
教
基
盤
を
構
想
す
る

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
こ
こ
で
は
社
会
変
革
の
理
念
と
し
て
の
仏
教
思

想
の
可
能
性
に
言
及
す
る
︒
不
可
触
民
や
男
女
の
差
別
を
打
破
す
る
平
等
の
理

念
を
︑﹁
最
も
身
分
の
低
い
カ
ー
ス
ト
こ
そ
︑
最
高
の
悟
り
を
獲
得
で
き
る
﹂

と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
し
て
提
示
し
︑
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
社
会
変
革
の
思
想
と

い
う
観
点
を
提
示
す
る（

136
）

︒

　
と
こ
ろ
で
︑
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
身
分
的
差
別
の
問
題
は
︑
特
に
穢
れ
の

観
念
や
今
生
を
前
世
の
悪
業
の
報
い
と
す
る
因
果
応
報
の
思
想
︑
ま
た
︑
宗
門

に
よ
る
穢
寺
や
戒
名
の
制
度
を
通
し
て
仏
教
と
深
く
結
び
つ
き
︑
歴
史
的
に
は

む
し
ろ
︑
身
分
差
別
を
助
長
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

137
）

︒

　
明
治
近
代
に
お
い
て
も
︑
宗
門
の
本
末
制
や
檀
家
制
は
存
続
し
︑
天
皇
制
に

基
づ
く
国
家
体
制
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
︑
宗
門
体
制
に
由
来
す
る
構
造
的
な

差
別
は
︑
む
し
ろ
温
存
・
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
近
代
日
本
の
差
別
解

放
運
動
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
る
全
国
水
平
社
が
創
設
さ
れ
︑
東
西
本
願
寺

等
の
差
別
問
題
に
関
わ
る
宗
門
へ
の
啓
発
活
動
が
な
さ
れ
る
の
は
︑
一
九
二
一
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年
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
近
代
日
本
の
差
別
解
放
運
動
に
お
い
て
︑
身
分
差
別
を
打
破
す

る
思
想
と
し
て
の
仏
教
と
い
う
観
点
は
︑
当
時
の
日
本
で
は
な
お
一
般
的
で
は

な
か
っ
た
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
差
別
を
打
破
す
る
仏
教
に
つ
い
て
岡
倉
は
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
な
か
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
私
た
ち
は
︑
ブ
ッ
ダ
が
︑
世
界
で
も
最
も
個
人
主
義
的
な
民
族
の
た
だ

な
か
に
立
っ
て
︑
物
を
言
わ
ぬ
獣
を
人
間
と
等
し
く
見
な
し
た
あ
の
慈
悲

の
熱
情
に
︑
今
も
そ
の
声
を
ふ
る
わ
せ
て
い
る
の
を
聞
く
︒
カ
ー
ス
ト
制

度
に
よ
っ
て
︑
た
だ
貧
し
い
だ
け
の
農
民
を
︑
ま
る
で
人
類
の
貴
族
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
な
そ
う
と
す
る
精
神
主
義
的
な
封
建
制
度
を
ま
え
に
し

て
︑
ブ
ッ
ダ
が
︑
そ
の
無
限
の
慈
悲
に
よ
っ
て
︑
民
衆
が
ひ
と
つ
の
偉
大

な
心
で
あ
る
と
夢
見
︑
社
会
の
束
縛
の
破
壊
者
と
し
て
立
ち
上
が
り
︑
す

べ
て
の
人
々
に
平
等
と
友
愛
を
宣
言
し
て
い
る
の
を
︑
私
た
ち
は
見
る
の

で
あ
る（

138
）

︒

　
こ
こ
で
岡
倉
が
取
り
上
げ
る
ブ
ッ
ダ
像
は
︑
古
代
ア
ジ
ア
美
術
の
源
流
と
し

て
の
仏
教
の
創
唱
者
で
は
な
く
︑
し
い
た
げ
ら
れ
た
人
々
の
解
放
を
呼
び
か
け

る
社
会
変
革
者
と
し
て
の
姿
で
あ
る
︒
カ
ー
ス
ト
の
差
別
を
越
え
て
︑
す
べ
て

の
人
々
の
平
等
を
説
く
と
い
う
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ブ
ッ
ダ
像
が
︑

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
岡
倉
が
提
示
す
る
﹁
す
べ
て
の
人
々
に
平
等
と
友
愛
を
宣

言
﹂
す
る
ブ
ッ
ダ
像
に
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
︒
真
言
宗
の
僧

侶
・
丸
山
貫
長
（
一
八
四
三
︱
一
九
二
七
）
に
師
事
し
た
岡
倉
は
︑
仏
教
教
理

に
も
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
が
︑
イ
ン
ド
渡
航
以
前
に
︑
こ
の
よ
う
な
差
別

の
打
破
を
唱
え
る
ブ
ッ
ダ
と
い
う
観
点
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
残
さ
れ
た
著
作
や
記
録
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
岡
倉
が
互
い
の
問
題
関
心
を
共
有
し
︑
相
互
の
思
想
的

な
影
響
関
係
を
深
め
る
こ
と
で
﹁
議
論
風
発
﹂
し
た
経
緯
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
特
に
︑
岡
倉
に
と
っ
て
そ
れ
は
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
に
触
発

さ
れ
︑
既
存
の
進
化
論
的
図
式
を
克
服
す
る
こ
と
で
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の

展
開
を
捉
え
る
視
点
へ
の
﹁
転
向
﹂
を
促
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
最
後
に
こ

の
問
題
を
検
証
し
た
い
︒

七
　
ま
と
め
︱
︱
反
響
す
る
ア
ジ
ア
美
術
史
観

　
冒
頭
で
検
証
し
た
よ
う
に
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
で
岡
倉
は
︑

一
定
の
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
︑
欧
米
の
定
説
に
従
っ
て
︑
イ
ン
ド
美
術
史
を

ギ
リ
シ
ア
美
術
の
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
︒
し
か
し
︑
一
九
〇
三
年

の
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
起
源
に
触
れ
る
と
︑
岡
倉
は
︑

﹁
そ
の
突
然
の
誕
生
を
ギ
リ
シ
ア
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
仏
教
以
前
の

イ
ン
ド
芸
術
の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
︑
根
拠
の
な
い
事
﹂
と
述
べ
て
︑
ギ
リ
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シ
ア
美
術
の
影
響
を
否
定
す
る（

139
）

︒

　
そ
の
岡
倉
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
言
及
は
︑﹁
仏
教
徒
時
代
の
彫
刻
は
︑
い
か

な
る
意
味
で
も
︑
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
と
の
類
似
点
は
見
ら
れ
な
い
﹂
と
述
べ
た
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
観
点
に
対
応
す
る
︒

　
あ
る
い
は
︑﹁
泰
東
巧
藝
史
﹂（
一
九
一
〇
年
）
で
岡
倉
は
︑﹁
西
人
の
多
く
は

イ
ン
ド
芸
術
は
ギ
リ
シ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
以
後
に
あ
り
と
い
う
も
︑
そ

の
以
前
に
も
イ
ン
ド
芸
術
は
存
立
す
る
な
り
﹂
と
指
摘
す
る
が
︑
そ
れ
は
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
︑﹁
イ
ン
ド
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
の
後
塵

を
拝
し
て
き
た
と
い
う
西
洋
人
の
馬
鹿
げ
た
主
張
に
憤
激
﹂
す
る
と
い
う
経
緯

に
対
応
す
る
だ
ろ
う
︒

　
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
後
に
そ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
変
さ
せ
た
岡
倉
は
︑
帰
朝
報

告
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　
印
度
の
事
に
は
英
吉
利
学
者
の
カ
ニ
ン
グ
ハ
ム
︑
フ
エ
ル
ゲ
ツ
ソ
ン
︑

ウ
イ
ル
ソ
ン
な
ぞ
の
人
々
が
是
ま
で
の
ア
ウ
ソ
リ
チ
ー
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
︑
是
等
の
人
の
力
を
尽
く
し
た
の
は
二
三
十
年
前
で
あ
っ
て
︑
其
後
︑

英
吉
利
学
者
の
中
で
継
続
す
る
も
の
が
な
い
︒
今
の
英
吉
利
の
印
度
考
古

学
は
一
頓
挫
を
来
た
し
て
い
る
︒
然
る
に
印
度
に
於
い
て
は
此
の
四
五
年
︑

殊
に
古
物
復
旧
の
気
運
に
向
か
っ
て
文
学
部
面
な
ど
に
於
て
は
豪え

ら
い
考

証
家
が
出
て
い
る
︒
就
中
ベ
ン
ガ
ー
ル
の
ラ
セ
ン
ド
ラ
︑
ミ
ツ
ド
ラ
を
初

め
と
し
て
碩
学
大
い
に
起
こ
り
︑
ヴ
エ
ダ
の
新
注
釈
だ
の
其
他
︑
中
古
の

演
劇
︑
歌
謡
な
ぞ
の
注
解
に
非
常
に
力
を
用
い
て
い
る（

140
）

︒

　
こ
の
記
述
か
ら
︑
岡
倉
も
ま
た
イ
ン
ド
滞
在
中
に
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・

ミ
ッ
ト
ロ
の
研
究
に
触
れ
て
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
価
値
と
そ
の
発
展
過
程

を
見
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
岡
倉
が
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
に
派
遣
し
た
留

学
僧
・
堀
至
徳
も
ま
た
︑
そ
の
教
科
書
と
し
て
ミ
ッ
ト
ロ
の
著
作
を
読
ん
で
い

た（
141
）

︒
　
し
か
し
︑
一
八
九
一
年
に
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
は
亡
く
な
っ
て

お
り
︑
す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
民
族
主
義
的
美
術
史
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る

ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
は
︑
ま
だ
セ
イ
ロ
ン
島
に
あ
り
︑
ハ
ー

ヴ
ェ
ル
が
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
反
駁
を
始
め
る
の
は
一
九
〇
八

年
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
に
触
発
さ
れ
︑
一
八
九
八
年
以
降
は
イ
ン
ド
美
術
の

独
自
の
発
展
過
程
を
確
信
し
︑
岡
倉
と
対
面
す
る
一
九
〇
二
年
に
は
︑
そ
の
観

点
を
敷ふ

衍え
ん

し
て
︑
イ
ン
ド
民
族
の
起
源
を
展
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

　
す
な
わ
ち
︑
岡
倉
と
対
面
し
た
時
に
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
す
で
に

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ
論
争
を
踏
ま
え
た
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過

程
に
確
信
を
深
め
て
い
た
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
逆
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒

　
し
か
し
︑
よ
り
重
要
な
問
題
は
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
内
発
的
な
発
展
を
構
想
す

る
両
者
の
視
点
が
︑
イ
ン
ド
美
術
史
に
お
け
る
西
洋
中
心
史
観
を
克
服
し
︑
ア
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ジ
ア
の
多
様
な
文
化
の
相
互
交
渉
を
通
し
た
美
術
史
を
展
望
し
て
ゆ
く
経
緯
で

あ
ろ
う
︒
岡
倉
に
よ
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
へ
の
言
及
は
︑
そ
の
意
味
で
は
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
引
用
と
い
う
よ
り
︑
西
洋
美
術
に
追
随
し
な
い
日

本
美
術
の
独
自
の
歴
史
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
岡
倉
と
︑
西
洋
の
影
響
を
離
れ

た
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
歴
史
を
構
想
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
︑

思
想
的
な
共
鳴
関
係
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

　
岡
倉
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
な
ど
の
西
洋
美
術
を
モ
デ
ル
と
す

る
発
展
段
階
論
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
美
術
の
固
有
の
展
開
と
そ
の
相
互
交
渉
の

な
か
に
︑
日
本
文
化
の
歴
史
的
な
役
割
を
位
置
づ
け
る
視
点
を
導
く
も
の
と
な

る
︒

　
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
は
西
洋
の
影
響
か
ら
離
れ
た

イ
ン
ド
の
内
発
的
な
イ
ン
ド
文
化
の
発
展
過
程
を
展
望
す
る
観
点
と
し
て
︑
イ

ン
ド
民
族
の
歴
史
や
国
民
的
な
宗
教
基
盤
の
探
求
と
い
う
思
想
的
な
課
題
に
接

続
さ
れ
る
︒

　
い
ず
れ
も
︑
西
洋
美
術
を
基
準
と
し
た
当
時
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
を
捉
え
な

お
し
︑
西
洋
文
明
を
モ
デ
ル
と
す
る
発
展
史
観
を
批
判
的
に
検
証
し
︑
自
立
し

た
民
族
文
化
の
展
開
を
捉
え
る
視
点
を
確
立
す
る
と
い
う
意
味
で
︑
共
通
の
課

題
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
︒
今
日
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
︑
そ
れ
は
西
洋
人
の
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
ア
ジ
ア
美
術
史
観
を
克
服
し
︑
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
な
多
様

性
を
捉
え
な
お
す
た
め
の
︑
文
化
相
対
主
義
の
視
点
の
獲
得
と
言
え
る
だ
ろ
う（

142
）

︒

　
イ
ン
ド
滞
在
中
に
岡
倉
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
を
は
じ
め
と
し
た
イ

ン
ド
知
識
人
と
の
対
話
を
通
し
て
そ
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
が
︑
そ
こ
か
ら

ア
ジ
ア
文
化
の
集
積
地
と
し
て
の
︑
日
本
美
術
の
固
有
の
発
展
経
路
を
展
望
す

る
︒
そ
れ
は
︑
後
の
﹃
茶
の
本
﹄
で
展
開
さ
れ
る
︑
日
常
の
さ
さ
や
か
な
時
空

間
が
全
宇
宙
と
同
等
の
広
が
り
を
持
つ
と
い
う
固
有
の
美
意
識
を
通
し
て
︑
西

洋
世
界
と
は
全
く
異
な
る
歴
史
や
思
想
構
造
を
持
つ
日
本
文
化
と
い
う
観
点
を

導
い
て
ゆ
く（

143
）

︒
そ
の
日
本
文
化
の
固
有
の
意
味
を
岡
倉
は
︑
英
語
圏
の
読
者
に

も
理
解
が
可
能
な
独
自
の
審
美
的
価
値
に
根
差
し
た
体
系
と
し
て
描
き
︑
流
麗

な
英
文
に
乗
せ
て
欧
米
の
読
者
に
紹
介
す
る
︒

　
ア
ジ
ア
美
術
の
多
様
性
と
そ
の
共
通
基
盤
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
の
ア
ド

ヴ
ァ
イ
タ
論
は
︑
そ
の
意
味
で
︑
日
本
の
仏
教
美
術
の
源
流
を
た
ど
る
岡
倉
が
︑

イ
ン
ド
美
術
の
起
源
を
探
求
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
︑
民
族
と
文
化

の
起
源
を
め
ぐ
る
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
︒﹃
東
洋
の
理
想
﹄

に
お
け
る
﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
な
り
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
と
の
︑
相
互
に
置
換
が
可
能
な
言
葉
と
し
て

読
み
と
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
︒

　
本
稿
で
は
︑
以
上
の
よ
う
に
︑
岡
倉
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
互
い

に
反
響
す
る
思
索
の
過
程
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
巻
く
歴
史
的
文
脈
を
紐
解
く

こ
と
で
対
比
的
に
検
証
し
た
︒
今
日
の
学
問
的
流
儀
で
あ
る
︑
明
示
的
な
参
照

文
献
の
列
挙
や
引
用
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
し
て
い
な
い
当
時
の
著
作
物
か
ら
両

者
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
な
お
制
約
が
あ
る
が
︑
こ
こ
か
ら

岡
倉
に
お
け
る
イ
ン
ド
体
験
が
︑
同
時
代
の
イ
ン
ド
知
識
人
の
知
的
関
心
と
の
︑
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互
い
に
共
鳴
す
る
思
想
的
体
験
と
し
て
共
有
さ
れ
て
ゆ
く
経
緯
が
理
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
︒

　
古
代
仏
教
美
術
の
源
流
を
た
ど
る
岡
倉
の
視
線
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
へ
の
探

求
を
通
し
て
︑
西
洋
の
影
響
を
離
れ
た
イ
ン
ド
美
術
の
独
自
の
発
展
過
程
を
構

想
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
視
線
と
交
錯
す
る
︒
岡
倉
の
年
来
の
課
題

と
な
っ
て
い
た
イ
ン
ド
美
術
の
起
源
説
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
知

的
関
心
の
共
有
を
通
し
て
︑
具
体
的
な
根
拠
と
表
現
が
与
え
ら
れ
る
︒

　
し
か
し
︑
同
時
に
興
味
深
い
こ
と
は
︑
日
本
と
イ
ン
ド
と
い
う
異
な
る
文
脈

で
︑
同
様
に
西
洋
列
強
の
植
民
地
主
義
の
脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
課
題
を
共

有
す
る
両
者
が
︑
そ
の
後
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
民
族
文
化
の
発
展
を
構
想
し

て
ゆ
く
と
い
う
経
緯
で
あ
る
︒

　﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
に
お
い
て
岡
倉
は
︑
社
会
進
化
論
か
ら
捉
え
ら
れ
た
西

洋
人
に
よ
る
日
本
美
術
史
観
を
︑
日
本
を
含
め
た
よ
り
広
い
ア
ジ
ア
に
対
す
る

植
民
地
主
義
的
な
視
線
の
問
題
に
敷ふ

衍え
ん

し
︑
人
種
的
偏
見
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
人

脅
威
論
で
あ
る
﹁
黄
禍
論
﹂
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
の
﹁
白
禍
論
﹂（w

hite 

disaster

）
と
い
う
観
点
を
打
ち
出
し
て
︑
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
視
線

の
矛
盾
を
抉え
ぐ

り
出
す
︒

　
そ
の
岡
倉
の
﹁
し
い
た
げ
ら
れ
た
東
洋
に
と
っ
て
︑
西
洋
の
栄
光
は
ア
ジ
ア

の
屈
辱
で
あ
る
﹂
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ

ン
ダ
の
﹁
い
か
な
る
偉
大
な
宗
教
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
な
い
﹂

と
い
う
言
葉
に
呼
応
す
る
︒
こ
こ
で
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
当
時
の
西

洋
人
に
よ
る
野
蛮
で
迷
信
に
ま
み
れ
た
イ
ン
ド
社
会
と
い
う
偏
見
を
相
対
化
し
︑

そ
れ
が
西
洋
中
心
主
義
的
な
発
展
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
︑
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地

支
配
に
は
都
合
の
良
い
イ
ン
ド
史
観
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
す
る
︒

　
そ
の
意
味
で
は
︑
西
洋
文
明
の
圧
倒
的
な
影
響
や
植
民
地
支
配
を
背
景
と
す

る
西
洋
人
が
主
導
す
る
東
洋
学
に
対
し
て
︑
ア
ジ
ア
諸
文
化
の
自
立
し
た
歴
史

や
そ
の
起
源
を
探
求
し
︑
固
有
の
価
値
を
捉
え
な
お
す
と
い
う
課
題
に
お
い

て
︑﹁
ア
ジ
ア
は
一
つ
﹂
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
が
い
み
じ
く
も
岡
倉
に
つ
い
て
述
べ
た
︑﹁
ま
る
で
長
い
間
︑
離

れ
離
れ
と
な
っ
て
い
た
兄
弟
が
再
会
し
た
よ
う
で
す
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
以
上

の
よ
う
な
文
脈
か
ら
︑
改
め
て
読
み
直
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

144
）

︒

　
ま
た
︑
交
錯
す
る
両
者
の
視
線
が
も
た
ら
す
そ
の
後
の
活
動
の
広
が
り
を
見

る
と
︑
単
な
る
交
流
の
深
ま
り
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
の
共

有
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
キ
リ
ス
ト
教
文
明
に
比
肩
す
る
世
界
宗
教
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
価
値

を
称
揚
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
視
点
は
︑
当
時
の
欧
米
社
会
の
イ
ン

ド
社
会
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
的
視
線
を
払
拭
す
る
こ
と
に
大
き
く
貢
献
す
る

が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
は
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て
︑
西
洋
文
明
へ
の
対
抗
言

説
と
し
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
中
心
主
義
と
い
う
問
題
を
導
く
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
る
︒

　
た
と
え
ば
︑
諸
宗
教
を
包
摂
す
る
優
れ
た
宗
教
と
い
う
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
的

観
点
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
こ
そ
が
世
界
の
諸
宗
教
を
凌
駕
す
る
優
れ
た
宗
教
で
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あ
る
と
い
う
排
他
主
義
的
な
観
点
を
導
く
余
地
を
与
え
る
︒
宗
教
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
運
動
が
台
頭
す
る
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
イ
ン
ド
で
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー

ナ
ン
ダ
は
愛
国
主
義
的
な
国
民
意
識
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ

と
で
︑
結
果
的
に
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
宗
教
に
抑
圧
的
に
作
用
す
る
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
至
上
主
義
の
理
念
に
も
流
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

145
）

︒

　
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
の
多
様
な
文
化
を
集
積
し
な
が
ら
そ
の

歴
史
的
同
一
性
を
保
持
す
る
日
本
文
化
と
い
う
岡
倉
の
視
点
は
︑
帝
国
主
義
的

膨
張
策
へ
と
転
じ
る
そ
の
後
の
日
本
の
ア
ジ
ア
政
策
に
お
い
て
︑
日
本
こ
そ
が

ア
ジ
ア
の
発
展
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
す
る
ア
ジ
ア
主
義
の
理

念
に
敷
衍
さ
れ
︑
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
の
国
粋
主
義
や
排
外
主
義
を
伴
う
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
と
も
な
っ
て
︑
岡
倉
は
そ
の
ア
ジ
ア
主
義
の
先
覚
者

と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

　
そ
の
歴
史
的
背
景
は
大
き
く
異
な
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
改

め
て
そ
の
言
説
が
見
出
さ
れ
︑
歴
史
的
に
は
重
い
課
題
を
背
負
う
こ
と
に
な
る

と
い
う
意
味
で
も
︑
両
者
に
は
興
味
深
い
対
応
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
め
て
︑
そ
の
後
の
両
者
の
思
想
的
交
流
の
広
が
り
は
︑

今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

付
記
：
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
︑
稲
賀
繁
美
氏
︑
岡
本
佳
子
氏
︑
山
口
静
一
氏
に
は
貴
重

な
助
言
を
頂
い
た
︒
詳
細
で
示
唆
に
富
む
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
匿
名
の
査
読
者
を
含

め
て
︑
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
す
︒
本
稿
の
資
料
の
一
部
は
︑
J 

S
P
S
科

研
費
（JP19 H

00554 ; JP18 K
K0024

）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
︒

注（
1
）  

一
般
に
﹁
岡
倉
天
心
﹂
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
生
前
は
主
に
岡
倉
覚
三
と
し
︑

英
文
で
もO

kakura K
akuzo

と
な
り
︑
天
心
の
号
の
使
用
は
限
ら
れ
て
い
た
︒
本
稿
で

は
︑
最
も
知
ら
れ
て
い
る
名
称
と
し
て
﹁
天
心
﹂
を
用
い
た
が
︑
文
脈
に
よ
っ
て
﹁
覚

三
﹂
も
用
い
て
い
る
︒

（
2
）  

﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
四
巻
︑
三
六
︱
三
七
頁
︑
及
び
岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

五
七

︱
五
八
頁
︒
な
お
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
平
明
な
文

体
で
あ
る
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
（
岡
倉
　
二
〇
〇
一
）
を
主
に
用
い
た
︒

（
3
）  

Fenollosa 1912, pp. 50–51.

（
4
）  

岡
倉
と
同
期
で
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
で
の
第
一
期
生
の
井
上
哲
次
郎
は
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
授
業
を
︑
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
︒﹁
哲
学
の
上
で
は
︑
氏
は
進
化
主
義

︱
︱
所
謂
エ
ヴ
ォ
ル
シ
ョ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
︒
独
逸
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
︑
英
の
ス

ペ
ン
サ
ア
の
哲
学
と
を
調
和
す
る
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
の
ヘ
ー
ゲ

ル
と
ス
ペ
ン
サ
ア
の
二
つ
の
哲
学
は
︑
進
化
主
義
の
一
点
に
於
い
て
よ
く
調
和
し
得
ら

れ
る
べ
き
も
の
︑
又
そ
れ
が
今
後
哲
学
の
発
展
の
方
針
で
あ
る
と
自
ら
信
じ
て
い
た
﹂

（
山
口
静
一
﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
日
本
文
化
の
宣
揚
に
捧
げ
た
一
生
﹄
一
九
八
二
︑
上
︑

八
八
頁
）︒

（
5
）  
岡
倉
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
は
︑
金
子
敏
也
（﹃
宗
教
と
し
て
の
芸

術
︱
︱
岡
倉
天
心
と
明
治
近
代
化
の
光
と
影
﹄
二
〇
〇
七
）︑
吉
田
千
鶴
子
（﹃︿
日
本
美

術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め
ざ
し
た
も
の
﹄
二
〇
一
一
︑ 

六
二
︱
七
三
頁
）
な
ど

が
論
じ
て
お
り
︑
本
稿
で
も
示
唆
を
受
け
た
︒

（
6
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

八
一
頁
︒
明
治
近
代
に
成
立
す
る
﹁
日
本
美
術
﹂
の
国
家



76

体
制
の
整
備
に
と
も
な
う
制
度
的
な
生
成
過
程
を
検
証
し
た
佐
藤
道
信
に
よ
れ
ば
︑
岡

倉
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
先
立
つ
美
術
史
講
義
と
し
て
は
︑
東
京
美
術
学
校
で
の
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
﹁
美
学
及
美
術
史
﹂︑
及
び
東
京
大
学
の
﹁
審
美
学
美
術
史
﹂
が
見
ら
れ
︑
広

い
意
味
で
の
美
術
史
論
の
先
駆
と
さ
れ
る
（﹁
近
代
史
学
と
し
て
の
美
術
史
学
の
成
立
と

展
開
﹂
一
九
九
三；

﹃
明
治
国
家
と
近
代
美
術
︱
︱
美
の
政
治
学
﹄
一
九
九
九
︑ 

一
三
一

︱
一
三
四
頁
）︒
稲
賀
繁
美
に
よ
れ
ば
︑
日
本
趣
味
が
流
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
ル

イ
・
ゴ
ン
ス
の
﹃
日
本
美
術
﹄（
一
八
八
三
年
）
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
﹃
日

本
の
絵
画
芸
術
﹄（
一
八
八
六
年
）
が
刊
行
さ
れ
︑
蜷
川
式
胤
の
﹃
観
古
図
説
・
陶
器
之

部
﹄（
一
八
八
〇
年
）
や
岩
井
兼
三
郎
の
﹃
工
藝
志
科
﹄（
一
八
八
四
年
）
が
参
照
さ
れ

た
（﹁O

kakura in the G
lobal C

ontext
﹂
二
〇
一
三
）︒
こ
れ
ら
の
中
で
︑﹁
日
本
美
術

史
﹂
と
銘
打
っ
た
講
義
は
岡
倉
が
初
で
あ
っ
た
︒

（
7
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

六
三
︱
六
四
頁
︒

（
8
）  

具
体
的
に
は
︑﹁
イ
ン
ド
に
遺
存
す
る
大
理
石
の
仏
像
は
ギ
リ
シ
ア
風
の
影
響
を
受
け

た
る
も
の
た
る
こ
と
の
容
易
に
断
言
す
る
を
得
べ
し
﹂
と
指
摘
す
る
（
岡
倉
天
心
　

二
〇
〇
一
︑ 

六
八
頁
）︒

（
9
）  

特
に
︑
井
上
章
一
﹃
法
隆
寺
の
精
神
史
﹄
一
九
九
四
︑ 

五
︱
六
二
頁
︒
フ
ァ
ー
ガ
ス

ン
の
イ
ン
ド
美
術
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
︑
後
段
で
改
め
て
検
証
す
る
︒

（
10
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

五
︱
六
二
頁
が
詳
し
い
︒

（
11
）  

原
文
は
英
文
で
以
下
の
通
り
︒‘In India the art of this early B

uddhism
 w

as a natural 

grow
th out of that of the E

pic age that w
ent before. For it is idle to deny the existence 

of pre—
B

uddhistic Indian art, ascribing its sudden birth to the influence of the G
reeks, 

as E
uropean archæ

ologists are w
ont to do’ (O

K
C

W
, vol. 1, p. 49).  

以
下
︑
岡
倉
の
英

文
著
作
の
引
用
文
は
︑
主
に
一
般
に
親
し
ま
れ
て
い
る
中
公
バ
ッ
ク
ス
版
﹃
岡
倉
天
心
﹄

（
一
九
八
四
）
の
訳
文
を
参
照
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
都
度
︑O

kakura 1984

（O
K

C
W

）

の
原
文
を
添
付
し
︑
必
要
に
応
じ
て
︑
訳
文
に
修
正
を
加
え
た
︒
ま
た
︑﹃
東
洋
の
理

想
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂（
一
九
八
〇
︑ 

四
七
五
︱
四
八
〇
頁
）︑
岡
倉
古
志
郎
﹁
天
心
と
ベ
ン
ガ
ル
の
革
命
家
た
ち
︱
︱
「
東
洋

の
覚
醒
」
に
お
け
る
天
心
の
イ
ン
ド
観
を
め
ぐ
っ
て
﹂（
一
九
八
七
）︑
木
下
長
宏
﹃
岡

倉
天
心
︱
︱
物
ニ
観
ズ
レ
バ
竟
ニ
吾
無
シ
﹄（
二
〇
〇
五
︑ 

二
六
二
︱
二
七
〇
頁
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
12
）  

高
階
秀
爾
﹃
日
本
近
代
美
術
史
論
﹄
一
九
八
〇
︑ 

二
〇
二
︱
二
二
五
頁
︒

（
13
）  

そ
の
理
由
と
し
て
高
階
は
︑
中
国
踏
査
を
経
た
岡
倉
の
︑﹁
東
洋
の
伝
統
文
化
の
自
己

同
一
性
に
対
す
る
天
心
の
信
頼
﹂
と
い
う
思
想
的
・
精
神
的
な
傾
向
を
指
摘
す
る
︒
ま

た
︑
高
階
﹁
開
か
れ
た
伝
統
主
義
者
︱
︱
岡
倉
天
心
﹂（
一
九
八
二
）
が
論
じ
て
い
る
よ

う
に
︑
岡
倉
は
︑
し
ば
し
ば
伝
統
主
義
者
と
目
さ
れ
な
が
ら
︑
同
時
に
明
治
日
本
で
も

突
出
し
た
国
際
人
で
あ
っ
た
と
い
う
﹁
二
面
性
﹂
を
︑
そ
の
背
景
に
は
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
な
お
︑
ギ
リ
シ
ア
美
術
の
イ
ン
ド
や
日
本
へ
の
影
響
を
︑
日
本
で
は
東
漸

説
や
系
統
説
と
呼
ぶ
が
︑
イ
ン
ド
で
は
一
般
に
起
源
説
と
呼
ぶ
︒
本
稿
で
は
総
称
と
し

て
起
源
説
を
用
い
た
が
︑
文
脈
に
応
じ
て
東
漸
説
や
系
統
説
も
用
い
た
︒

（
14
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

一
五
二
頁
︒

（
15
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

一
六
〇
頁
︒

（
16
）  

金
子
　
二
〇
〇
七
︑ 

一
四
六
頁
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
そ
の
状
況
を
検
証
す
る
研

究
と
し
て
重
要
な
論
点
を
提
示
し
た
も
の
に
ニ
ノ
ミ
ヤ
゠
イ
ガ
ラ
シ
（N

inom
iya-

Igarashi 2010

）
が
あ
る
︒
ニ
ノ
ミ
ヤ
゠
イ
ガ
ラ
シ
は
そ
の
博
士
論
文
で
︑
一
八
七
〇
年

代
の
イ
ン
ド
人
歴
史
家
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ロ
ラ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
史
家

フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
と
の
論
争
が
︑
岡
倉
の
美
術
史
観
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
一
八
九
一
年
に
亡
く
な
っ
た
ミ
ッ
ト
ロ
と
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
を
訪

れ
た
岡
倉
と
を
結
び
つ
け
る
手
掛
か
り
に
つ
い
て
は
︑
な
お
そ
の
間
接
的
な
関
係
を
指

摘
す
る
に
と
ど
ま
り
︑
そ
の
背
景
を
な
す
当
時
の
イ
ン
ド
知
識
人
に
よ
る
多
様
な
知
的

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
検
証
は
限
ら
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

と
の
交
渉
過
程
の
検
証
を
通
し
て
︑
そ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

で
あ
る
︒

（
17
）  

保
田
與
重
郎
﹁
明
治
の
精
神
︱
︱
二
人
の
世
界
人
﹂
一
九
八
二
︒
な
お
︑
保
田
は
︑

竹
内
好
と
は
高
校
の
同
級
生
で
︑
東
京
帝
国
大
学
で
は
美
学
科
美
術
史
学
科
の
卒
業
で
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あ
る
︒

（
18
）  
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
母
語
で
あ
る
ベ
ン
ガ
ル
語
の
発
音
で
は
︑

﹁
シ
ャ
ミ
・
ビ
ベ
カ
ノ
ン
ド
﹂
と
な
る
︒
本
稿
で
は
︑
な
る
べ
く
現
地
語
を
尊
重
し
て
い

る
が
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
発
音
に
準
じ
た
﹁
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
﹂
や
﹁
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
（N

ivedita

）﹂（
ベ
ン
ガ
ル
語
読
み
で
は
ニ
ベ
デ
ィ
タ
）
な
ど
の
よ
く

知
ら
れ
た
名
称
に
つ
い
て
は
︑
一
般
的
な
表
記
を
採
用
し
た
︒

（
19
）  

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
英
文
著
作
を
日
本
語
に
訳
す
こ
と
に
も
躊
躇
し
た
岡
倉
に
︑

そ
の
後
の
政
治
的
流
用
の
責
を
負
わ
せ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
岡

倉
の
意
図
を
離
れ
て
そ
れ
が
様
々
に
参
照
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
経
緯
か
ら
︑
そ
れ
を
許

す
素
地
が
岡
倉
の
言
説
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
観
点
は
︑
現
在
も
健
在
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
川
満
信
一
は
︑﹁
眠
れ
る
ア
ジ
ア
を
目
覚
め
さ
せ
る
使
命
︑
つ
ま
り
は
ア
ジ

ア
の
盟
主
と
い
う
日
本
の
位
置
づ
け
︑
ア
ジ
ア
の
力
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
名
目
で
た

て
ら
れ
た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
い
う
侵
略
主
義
︑
そ
こ
へ
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
く
要
素
が
︑

天
心
の
思
想
自
体
に
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
こ
う
し
た
理
念
的
な
テ
ー
ゼ
を

政
治
的
目
的
に
す
り
替
え
る
と
い
う
状
況
は
今
日
も
続
い
て
い
る
と
指
摘
す
る
（﹁
岡
倉

天
心
と
ア
ジ
ア
主
義
﹃
日
本
の
名
著
　
岡
倉
天
心
﹄﹂
二
〇
一
三
︑ 
四
〇
八
︱
四
一
五

頁
）︒
そ
の
意
味
で
は
︑
竹
内
好
が
指
摘
し
た
﹁
不
断
に
放
射
能
を
ば
ら
ま
く
﹂
と
い
う

岡
倉
の
思
想
性
の
問
題
は
今
も
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
20
）  

宮
川
寅
雄
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
五
六
︑ 

六
頁
︒

（
21
）  

な
お
宮
川
は
︑
同
時
に
﹁
か
れ
の
果
た
し
た
明
治
美
術
建
設
へ
の
役
割
は
︑
美
術
史

の
う
え
に
︑
確
実
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
る
こ
と
で
︑
そ
の
意
義

を
功
罪
合
わ
せ
て
論
じ
る
必
要
性
を
強
調
す
る
︒

（
22
）  

中
谷
伸
生
﹁
日
本
近
代
絵
画
史
研
究
の
方
法
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
岡
倉
天
心
を
め
ぐ
る

考
察
﹂
二
〇
一
〇
︑ 

四
四
九
︱
五
九
頁
︒

（
23
）  

玉
城
徹
﹁
書
評
・
宮
川
寅
雄
著
﹃
岡
倉
天
心
﹄﹂
一
九
五
七
︑ 

八
五
︱
八
九
頁
︒

（
24
）  

稲
賀
の
一
連
の
論
考
（﹁
岡
倉
天
心
と
イ
ン
ド
︱
︱
越
境
す
る
近
代
国
民
意
識
と
汎
ア

ジ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
帰
趨
﹂
二
〇
〇
二；

﹁
シ
ス
タ
ー
・
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
岡
倉
天

心
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
﹃
母
な
る
カ
ー
リ
ー
﹄︑﹃
イ
ン
ド
生
活
の
経
緯
﹄
と
美
術
批

評
の
周
辺
︱
︱
天
心
滞
イ
ン
ド
期
の
著
作
へ
の
あ
ら
た
な
洞
察
﹂
二
〇
〇
五；

﹃
絵
画
の

臨
界
︱
︱
近
代
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
桎
梏
と
命
運
﹄
二
〇
一
四
）
は
︑
岡
倉
の
イ
ン
ド

知
識
人
と
の
思
想
的
交
流
に
つ
い
て
初
め
て
体
系
的
に
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
り
︑
本
稿

で
も
様
々
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
岡
本
佳
子
﹁
仏
教
を
め
ぐ
る
同
床
異
夢
の

旅
路
︱
︱
岡
倉
覚
三
と
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
出
会
い
と
別
離
﹂

（
二
〇
一
四
）
は
︑
仏
教
観
を
通
し
て
岡
倉
と
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
の
交
流
の
経

緯
を
検
証
し
て
い
る
︒

（
25
）  

清
水
恵
美
子
﹃
岡
倉
天
心
の
比
較
文
化
史
的
研
究
︱
︱
ボ
ス
ト
ン
で
の
活
動
と
芸
術

思
想
﹄
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
︒

（
26
）  

大
久
保
喬
樹
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
八
七
︑ 

三
一
〇
︱
三
二
四
頁
︒

（
27
）  

大
岡
信
﹃
岡
倉
天
心
﹄
一
九
七
五
︒
な
お
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
清
水
は
︑﹁
詩
人
の
「
純

粋
性
」
の
み
で
︑
岡
倉
の
一
貫
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
﹂
と
指
摘
し
︑

最
終
的
に
は
︑﹁
岡
倉
が
生
涯
の
理
想
と
し
て
掲
げ
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
︑
を
追

求
す
る
姿
勢
が
重
要
﹂
と
述
べ
て
い
る
（
清
水
　
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
）︒

（
28
）  

大
岡
　
一
九
七
五
︑ 

二
九
八
頁
︒
そ
の
他
︑
大
岡
﹁
詩
人
と
し
て
の
天
心
﹂
一
九
七
六

な
ど
︒
な
お
︑
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
観
点
に
対
し
て
清
水
は
︑
岡
倉
の
行
動
が
﹁
矛
盾
﹂

し
て
見
え
る
の
は
︑﹁
現
実
社
会
と
関
係
を
持
ち
続
け
た
も
の
が
行
う
の
は
︑
あ
く
ま
で

時
代
状
況
︑
社
会
環
境
︑
人
間
関
係
に
応
じ
て
最
適
と
判
断
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
だ
か

ら
で
あ
り
︑﹁
岡
倉
の
生
涯
の
主
た
る
目
的
が
一
貫
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
︑
そ
れ
を
達

成
す
る
た
め
の
手
段
が
様
々
に
変
化
す
る
こ
と
は
当
然
﹂
と
指
摘
す
る
（
二
〇
一
二
︑ 

三
︱
一
八
頁
）︒

（
29
）  
川
満
　
二
〇
一
三
︑ 

四
〇
八
︱
四
一
五
頁
︒

（
30
）  
中
谷
　
二
〇
一
〇
︑ 

四
四
九
︱
五
九
頁
︒

（
31
）  

岡
倉
の
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
で
は
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒﹁
お
び
た
だ
し
い
武
装
使
節

が
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
先
頭
に
日
本
の
門
戸
を
叩
き
︑
日
本
の
意
に
反
し
て
開
港
を

命
じ
て
い
る
︒﹂
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（
32
）  

こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
て
五
浦
に
居
を
定
め
た
晩
年
の
十
年
間

を
﹁
五
浦
時
代
﹂
と
し
て
そ
の
活
動
を
検
証
す
る
森
田
義
之
・
小
泉
晋
弥
に
よ
れ
ば
︑

﹁
天
心
の
思
想
と
行
動
が
内
包
す
る
二
重
性
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
は
︑
文
明
開
化
・
欧
化

主
義
に
ま
い
進
す
る
明
治
日
本
の
近
代
化
と
︑
日
清
・
日
露
戦
争
に
帰
結
す
る
国
家
主

義
・
国
粋
主
義
の
台
頭
と
い
う
近
代
日
本
の
二
重
性
が
重
な
り
あ
う
も
の
と
さ
れ
る

（﹃
岡
倉
天
心
と
五
浦
﹄
一
九
九
八
︑ 

三
三
二
︱
三
三
九
頁
）︒
な
お
︑
そ
の
他
に
も
型
破

り
な
人
物
像
と
し
て
の
岡
倉
に
は
︑
た
と
え
ば
︑
松
本
清
張
（﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
そ
の
内

な
る
敵
﹄
一
九
八
四
）
が
追
求
し
た
波
津
子
と
の
悲
恋
や
︑
春
日
井
真
也
（﹁
岡
倉
天
心

の
果
た
し
た
役
割
﹂
一
九
八
一
）
や
大
岡
が
検
証
し
た
プ
リ
ヨ
ン
ボ
ダ
と
の
恋
愛
な
ど
︑

様
々
な
論
点
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

（
33
）  

岡
倉
登
志
に
よ
れ
ば
︑﹃
日
本
の
目
覚
め
﹄
は
︑
一
九
〇
五
年
上
半
期
の
ア
メ
リ
カ
の

出
版
物
ベ
ス
ト
四
に
入
り
︑
米
国
市
民
に
お
け
る
黄
禍
論
の
払
拭
な
ど
対
日
イ
メ
ー
ジ

の
向
上
に
貢
献
し
た
（﹃
岡
倉
天
心
の
実
像
︱
︱
曾
祖
父
覚
三
岡
倉
天
心
﹄
二
〇
一
三
︑ 

二
九
四
︱
二
九
九
頁
）︒
塩
崎
智
に
よ
れ
ば
︑ ﹃
東
洋
の
理
想
﹄ 

を
読
ん
だ
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
の
コ
メ
ン
ト
が
ギ
ル
ダ
ー
夫
人
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
︑﹃
日
本
の
目

覚
め
﹄
に
は
日
本
女
性
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
が
加
え
ら
れ
︑
大
統
領
が
好
意
的
な

感
想
を
述
べ
た
こ
と
が
新
聞
に
報
じ
ら
れ
る
（﹁﹃
日
本
の
覚
醒
﹄
を
め
ぐ
る
金
子
堅
太

郎
と
岡
倉
天
心
﹂
二
〇
〇
三；

﹃
日
露
戦
争
　
も
う
一
つ
の
戦
い
︱
︱
ア
メ
リ
カ
世
論
を

動
か
し
た
五
人
の
英
語
名
人
﹄
二
〇
〇
六
）︒
な
お
︑
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
六
角
紫
水

の
回
想
談
に
つ
い
て
は
︑ 

な
お
曖
昧
な
部
分
も
残
さ
れ
て
い
る
と
岡
倉
登
志 （
二
〇
一
三
︑ 

二
九
七
頁
）
は
指
摘
す
る
︒
そ
の
他
︑﹁
資
料
Ⅲ
と
な
り
の
う
わ
さ
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全

集
・
月
報
3
﹄
一
九
八
〇
年
）︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂（
一
九
八
〇
︑ 

四
八
〇
︱
四
八
四
頁
）
な
ど
︒

（
34
）  

大
久
保
喬
樹
﹁
岡
倉
天
心
と
脱
近
代
思
考
の
可
能
性
︱
︱
そ
の
言
語
︑
時
間
︑
空
間

意
識
﹂
二
〇
〇
二
︑ 

二
三
︱
四
三
頁
︒
こ
こ
で
は
︑
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
で
展

開
さ
れ
る
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
と
﹃
茶
の
本
﹄
の
多
元
的
な
世
界
が
︑
不
二
一
元
の
理
念

に
依
拠
す
る
ひ
と
つ
の
体
系
と
し
て
考
察
さ
れ
︑﹁
こ
の
世
界
に
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
も
の
を
絶
対
的
︑
固
定
的
︑
一
義
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
相
対
的
︑
可
変
的
︑

多
義
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
発
想
﹂
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
大
久
保
も

ま
た
︑
岡
倉
の
﹁
矛
盾
﹂
は
様
々
な
状
況
へ
の
対
応
の
違
い
と
し
て
把
握
さ
れ
︑
そ
の

根
底
に
は
一
貫
し
た
理
念
が
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
︒
そ
の
見
地
は
︑
最
終
的
に
は
岡

倉
の
生
涯
の
活
動
を
捉
え
る
﹁
多
義
的
︑
不
確
定
的
︑
創
造
的
︑
可
能
的
な
も
の
を
容

れ
る
場
﹂
と
し
て
の
﹁
空
虚
﹂
と
い
う
観
点
を
導
く
も
の
と
さ
れ
る
︒

（
35
）  

木
下
　
二
〇
〇
五
︑ 

三
四
九
頁
︒

（
36
）  

天
心
の
活
動
の
内
発
的
な
表
現
の
変
化
に
注
目
す
る
木
下
は
︑
和
漢
混
交
体
と
い
う

制
約
を
持
つ
日
本
語
か
ら
︑﹁
自
由
で
論
理
力
に
優
れ
る
英
語
﹂
へ
転
換
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑﹁
自
己
意
識
を
異
相
に
放
つ
自
由
さ
と
解
放
を
も
た
ら
﹂
す
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
と
指
摘
す
る
（
木
下
　
二
〇
〇
五
︑ 

三
四
九
︱
三
五
〇
頁
）︒
後
述
の
よ
う
に
︑

英
語
の
著
作
が
想
定
す
る
聴
衆
や
読
者
と
い
う
意
味
で
も
︑
こ
の
指
摘
は
示
唆
的
で
あ

る
︒

（
37
）  

岡
倉
天
心
の
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
へ
の
関
わ
り
を
検
証
す
る
高
木
博
志
は
︑

そ
の
時
代
区
分
の
﹁
大
枠
﹂
を
岡
倉
が
与
え
て
ゆ
く
経
緯
を
指
摘
す
る
（﹁
日
本
美
術
史

の
成
立
・
詩
論
︱
︱
古
代
美
術
史
の
時
代
区
分
の
成
立
﹂
一
九
九
七
︑ 

三
四
五
︱

三
八
一
頁
）︒
そ
の
他
︑﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
の
成
立
過
程
に
い
て
は
︑
稲
賀

（
二
〇
一
四
︑ 

五
八
︱
六
二
頁；

一
九
九
八
）︑
森
仁
史
﹁﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄

の
成
立
と
位
相
﹂（
二
〇
〇
一
）︑
岡
倉
登
志
・
岡
本
佳
子
・
宮
瀧
交
二
﹃
岡
倉
天
心

︱
︱
思
想
と
行
動
﹄（
二
〇
一
三
︑ 

三
一
︱
四
五
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒

（
38
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
吉
田
千
鶴
子
の
﹃︿
日
本
美
術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め

ざ
し
た
も
の
﹄（
二
〇
一
一
）
が
大
変
に
示
唆
的
で
あ
る
︒
吉
田
は
︑
日
本
美
術
の
保
護

に
向
け
た
岡
倉
の
思
い
は
︑﹁
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
壮
絶
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い

る
（
吉
田
　
二
〇
一
一
︑ 

一
九
九
︱
二
〇
三
頁
）︒

（
39
）  
﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
と
し
て
知
ら
れ
る
未
刊
の
英
文
草
稿
は
︑
原
文
で
は
﹁
我
々
は
一

つ
﹂（W

e are one

）
と
題
さ
れ
︑
一
九
〇
二
年
に
カ
ル
カ
ッ
タ
で
執
筆
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
岡
倉
没
後
の
一
九
三
八
年
に
孫
の
岡
倉
古
志
郎
に
よ
っ
て
手
書
き
の
草
稿
と
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し
て
発
見
さ
れ
︑
当
初
は
﹃
理
想
の
再
建
﹄
と
題
し
て
河
出
書
房
よ
り
日
本
語
訳
が
刊

行
さ
れ
︑
そ
の
後
︑﹃
東
洋
の
覚
醒
﹄
の
タ
イ
ト
ル
で
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

（
40
）  

鳳
凰
堂
に
つ
い
て
の
英
文
冊
子
は
︑
岡
倉
の
初
の
英
文
著
作
と
な
る
が
︑
主
に
は
展

示
物
の
解
説
で
思
想
的
著
作
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒

（
41
）  

竹
内
好
﹃
日
本
と
ア
ジ
ア
﹄
一
九
九
三
︒

（
42
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
明
治
初
期
を
代
表
す
る
洋
画
家
の
高
橋
由
一
に
よ
る
︑
フ
ェ

ノ
ロ
サ
が
﹁
洋
画
拡
張
説
﹂
を
示
し
た
と
の
証
言
が
知
ら
れ
て
い
る
（
山
口
　

一
九
八
二
︑
上
︑
一
七
二
頁
）︒

（
43
）  

山
口
　
一
九
八
二
︑
上
︑
三
九
四
︱
四
一
〇
頁
︒

（
44
）  

後
述
の
よ
う
に
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
東
漸
説
は
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ァ
ー

ガ
ス
ン
の
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
説
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
井
上
章

一
（
一
九
九
四
︑ 

五
七
︱
五
八
頁
）
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
時
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
功
績
は
︑

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
ア
ジ
ア
へ
の
伝
播
を
日
本
に
広
げ
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
東
征
を
初
め

て
学
説
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

（
45
）  

井
上
章
一
　
一
九
九
四
︑ 

五
五
頁
︒
井
上
は
そ
れ
を
︑
当
時
の
学
会
を
風
靡
し
た

﹁
フ
ェ
ノ
ロ
サ
＝
九
鬼
の
西
方
伝
来
説
﹂
と
整
理
す
る
︒

（
46
）  

な
お
︑
井
上
章
一
（
一
九
九
四
︑ 

四
︱
四
二
頁
）
は
︑
正
倉
院
宝
物
に
見
ら
れ
る
西

方
文
化
の
東
漸
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
以
前
に
も
︑
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
や
﹃
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
﹄
の
記
事
な
ど
の

存
在
を
指
摘
す
る
︒

（
47
）  

Fenollosa 1912, p. 93.  

ま
た
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
ア
ジ
ア
大
陸
を
横

断
し
て
は
る
か
に
日
本
に
浸
透
し
て
き
た
経
緯
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
欧
米

人
に
と
っ
て
特
に
興
味
深
い
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
（Fenollosa 1912, p. 81

）︒

（
48
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
井
上
章
一
（
一
九
九
四
︑ 

六
一
︱
六
二
頁
︑
一
五
八
︱

一
五
九
頁
）
に
よ
る
詳
し
い
検
証
が
あ
る
︒
な
お
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
ま
た
︑
没
後
に
刊

行
さ
れ
た
﹃
東
洋
美
術
史
綱
﹄
で
法
隆
寺
金
堂
の
仏
教
美
術
を
﹁
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教
美

術
の
影
響
の
も
と
で
成
立
し
た
も
の
に
違
い
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
晩
年
ま
で

そ
の
観
点
を
保
持
し
て
い
た
︒

（
49
）  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒﹁
そ
の
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
風
が
た
だ
ち
に
わ
が
法
隆
寺

壁
画
に
残
れ
る
に
あ
ら
ず
︒
そ
の
分
子
を
受
け
て
こ
れ
に
い
た
れ
る
も
の
に
し
て
︑
鳥

仏
師
等
の
作
れ
る
法
隆
寺
式
の
︑
僅
々
な
る
年
次
の
間
に
お
い
て
か
く
劇
変
を
生
ぜ
る

は
︑
そ
の
原
因
必
ず
支
那
︑
朝
鮮
に
あ
る
べ
く
︑
二
国
の
劇
変
は
イ
ン
ド
に
関
係
せ
る

も
の
な
る
は
自
然
の
理
に
し
て
︑
わ
が
国
も
ま
た
間
接
に
イ
ン
ド
に
関
係
せ
る
な
り
︒

し
か
れ
ど
も
︑
余
は
い
ま
だ
こ
の
事
を
も
っ
て
︑
必
然
か
く
な
る
べ
し
と
断
言
す
る
も

の
に
あ
ら
ず
︒
し
ば
ら
く
一
説
と
し
て
存
す
る
の
み
︒﹂（
岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

七
二
頁
）︒

（
50
）  

Fenollosa 1912, p. 81.  

岡
倉
は
︑
一
八
九
三
年
に
中
国
の
龍
門
石
窟
を
訪
れ
て
︑
そ

れ
が
﹁
法
隆
寺
壁
画
に
均
し
﹂
い
と
い
う
発
見
を
す
る
が
︑
そ
の
後
︑
そ
の
観
点
を
深

め
る
議
論
や
事
例
が
検
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
後
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
︑﹃
東
洋
美

術
史
綱
﹄
の
な
か
で
岡
倉
に
触
れ
る
と
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
岡
倉
君
の
よ
う

な
著
述
家
は
︑
イ
ン
ド
や
中
国
︑
日
本
に
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
影
響
を
与
え
て
き
た
と
い

う
事
を
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
し
か
し
︑
ギ
リ
シ
ア
的
仏
教

美
術
の
遠
い
起
源
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
の
時
期
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
疑

い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
﹂（Fenollosa 1912, pp. 74– 75

）︒

（
51
）  

﹁
印
度
美
術
談
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
六
二
︱
二
六
四
頁
︑
及
びO

kakura 

1984, vol. 1, p. 49

︒
ち
な
み
に
岡
倉
は
︑
イ
ン
ド
史
に
関
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ

ニ
ン
ガ
ム
と
H
・
H
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
一
九
八
六
年
の
欧
米
美
術

視
察
の
際
に
入
手
し
て
い
た
（
吉
田
　
二
〇
一
一
︑ 

一
七
八
︱
一
八
〇
頁
）︒

（
52
）  

濱
田
耕
作
︑﹃
濱
田
耕
作
著
作
集
︱
︱
東
亜
古
代
文
化
（
二
）﹄
第
四
巻
︑
一
九
九
〇
︑ 

一
五
六
︱
一
六
五
頁
︒
こ
の
時
に
濱
田
は
︑
東
京
帝
国
大
学
史
学
科
で
美
術
史
を
専
攻

す
る
学
生
で
あ
っ
た
︒

（
53
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
山
口
（
一
九
八
二
︑
上
︑
五
一
︱
六
五
頁
）
が
詳
し
い
︒
フ
ェ

ノ
ロ
サ
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
派
哲
学
者
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
の
﹃
哲
学
史
概
説
﹄
等
を
教
科

書
と
し
︑
デ
カ
ル
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
︑
ス
ペ
ン
サ
ー
に
至
る
近
代
哲
学
史
を
講
義
し
た
︒
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ま
た
︑
政
治
学
の
講
義
で
は
﹁
社
会
進
化
論
︑
社
会
有
機
体
説
の
徹
底
を
計
り
︑
そ
の

う
え
で
近
代
哲
学
史
と
政
治
理
論
と
の
関
係
を
論
じ
﹂
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
フ
ェ
ノ
ロ

サ
を
経
由
し
た
日
本
で
の
ス
ペ
ン
サ
ー
思
想
の
受
容
を
検
証
し
た
山
下
重
一
に
従
え
ば
︑

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
社
会
進
化
論
は
︑﹃
社
会
学
原
理
﹄
を
踏
ま
え
た
﹁
ス
ペ
ン
サ
ー
を
踏
襲

す
る
も
の
で
あ
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
（﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄
一
九
八
三
︑ 

一
二
一

︱
一
七
八
頁
）︒

（
54
）  

近
代
日
本
の
ス
ペ
ン
サ
ー
思
想
の
幅
広
い
影
響
を
検
証
し
た
先
述
の
山
下

（
一
九
八
三
）
は
︑
明
治
政
府
の
国
権
主
義
に
根
拠
を
与
え
る
社
会
進
化
論
や
社
会
有
機

体
説
と
い
う
観
点
と
同
時
に
︑
そ
れ
に
対
立
し
た
自
由
民
権
運
動
に
思
想
的
根
拠
を
与

え
る
個
人
主
義
や
自
由
主
義
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
も
の
と
し
て
︑
そ
の
両
面
か
ら
捉

え
る
こ
と
が
必
要
と
指
摘
す
る
︒

（
55
）  

福
沢
の
言
葉
で
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒﹁
今
世
界
の
文
明
を
論
ず
る
に
︑
欧
羅
巴
諸

国
並
に
亜
米
利
加
の
合
衆
国
を
以
て
最
上
の
文
明
国
と
為
し
︑
土
耳
古
︑
支
那
︑
日
本
等
︑

亜
細
亜
の
諸
国
を
以
て
半
開
の
国
と
称
し
︑
阿
非
利
加
及
び
墺
太
利
亜
等
を
目
し
て
野

蛮
の
国
と
云
い
︑
こ
の
名
称
を
以
て
世
界
の
通
論
と
な
し
﹂（﹃
福
澤
諭
吉
著
作
集
　
第

四
巻
　
文
明
論
之
概
略
﹄
二
〇
〇
二
︑ 

二
一
︱
二
二
頁
）︒
な
お
︑
福
沢
が
ス
ペ
ン
サ
ー

の
社
会
進
化
論
に
触
れ
る
の
は
︑﹃
文
明
論
之
概
略
﹄
を
刊
行
し
た
後
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
56
）  

﹁
日
本
美
術
ノ
滅
亡
座
シ
テ
俟
ツ
ヘ
ケ
ン
ヤ
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
一
︱

二
二
頁
︒
ま
た
︑
当
時
の
美
術
行
政
の
主
導
権
争
い
の
な
か
で
︑
岡
倉
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ

が
﹁
美
術
画
法
﹂
の
枠
組
み
を
確
立
し
て
ゆ
く
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
岡
本
佳
子
﹁
明
治

に
生
ま
れ
た
「
美
術
」
を
め
ぐ
る
政
治
﹂（
二
〇
一
六
）
が
詳
し
い
︒

（
57
）  

そ
の
理
念
は
︑
一
八
八
七
年
の
﹁
鑑
画
会
に
於
て
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑

一
七
三
︱
一
七
八
頁
）
で
展
開
さ
れ
る
﹁
自
然
発
達
論
﹂
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
そ
の
理

念
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
清
水
（
二
〇
一
二
︑ 

三
〇
︱
四
〇
頁
）
が
詳
し
く
検
証
し
て

い
る
︒

（
58
）  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘T

he three term
s by w

hich E
uropean scholars love to 

distinguish the past developm
ent of art, though lacking perhaps in precision, have 

nevertheless an inevitable truth [...] T
he E

ast has had its ow
n form

 of that period 

called Sym
bolic, or better still, perhaps, Form

alistic, w
hen m

atter, or the law
 of 

m
aterial form

, dom
inates the spiritual in art. T

he E
gyptian and A

ssyrian sought by 

im
m

en
se ston

es to express gran
deur, as the In

dian
 w

orker by his in
n

um
erable 

repetitions to utter forth infinity in his creations. [...] N
ext com

es the so- called C
lassic 

period w
hen beauty is sought as the union of spirit and m

atter. [...] H
ere w

e have an 

objective idealism
, w

hich reaches its height, under the influence of the India of the 

G
uptas, during the T

âng dynasty and the N
ara period [...] Spirit m

ust conquer M
atter, 

and though the differing idiosyncrasies of the O
ccidental and the O

riental m
ind lead 

to differing expression, the m
odern idea of the w

hole w
orld runs inevitably to 

R
om

anticism
’ (O

K
C

W
, vol. 1, pp. 93– 94).

（
59
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
小
田
部
胤
久
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
「
古
典
」
概
念
の
成
立
﹂

（
二
〇
一
八
）︑
神
林
恒
道
﹁
岡
倉
天
心
と
美
術
史
学
の
形
成
﹂（
二
〇
〇
一
）︑
木
下

（
二
〇
〇
五
︑ 

二
四
〇
︱
二
四
一
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒
美
術
史
家
・
神
林
恒
道
に
よ

れ
ば
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
は
︑﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
あ
る
い
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
進
化
思
想
に
な

ら
っ
て
︑
こ
れ
を
芸
術
的
精
神
の
自
覚
的
な
展
開
と
し
て
論
じ
た
も
の
﹂
と
さ
れ
る

（
二
〇
〇
一
︑ 

四
一
︱
六
三
頁
）︒
ま
た
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
﹃
美
術
真
説
﹄
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
︑
当
初
︑ideals

は
︑﹁
妙
想
﹂
と
訳
さ
れ
た
（
村
形
明
子
﹁﹃
美
術
真
説
﹄
と
フ
ェ

ノ
ロ
サ
遺
稿
﹂
二
〇
〇
〇
参
照
）︒

（
60
）  

そ
の
た
め
︑
法
隆
寺
金
堂
に
代
表
さ
れ
る
推
古
時
代
の
日
本
の
仏
教
芸
術
は
古
典
時

代
の
粋
と
さ
れ
︑
天
平
の
大
仏
開
眼
式
は
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
を
集
大
成
し
た
華
麗
な

ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
こ
の
点
に
関
連
し
て
神
林
は
︑

た
と
え
ば
︑﹁
東
洋
的
ロ
マ
ン
主
義
の
理
想
﹂
を
︑
禅
宗
に
体
現
さ
れ
る
足
利
時
代
の
雪

村
や
雪
舟
ら
の
﹁
自
覚
的
に
し
て
高
淡
﹂
な
芸
術
に
求
め
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
︑
奈

良
時
代
と
並
ん
で
優
れ
た
彫
刻
芸
術
を
生
み
出
し
た
鎌
倉
時
代
の
美
術
を
︑
岡
倉
が
十

分
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
（
二
〇
〇
一
︑ 

五
五
頁
）︒
ま
た
︑
江
戸
時
代
の

浮
世
絵
を
通
俗
的
な
大
衆
画
と
し
て
低
く
扱
う
こ
と
で
︑
欧
米
の
印
象
派
に
も
深
い
影



岡倉天心とヴィヴェーカーナンダの反響するアジア美術史観

81

響
を
与
え
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
評
価
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
る
︒

（
61
）  

清
水
多
吉
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
美
と
裏
切
り
﹄
二
〇
一
三
︑ 

四
九
頁
︒

（
62
）  

武
藤
三
千
夫
に
よ
れ
ば
︑
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
の
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲
学
入
門
﹄（T

he 

Introduction to H
egel’s Philosophy of Fine A

rt

）
が
東
京
美
術
学
校
図
書
館
の
台
帳
に
登

録
さ
れ
る
の
は
一
八
九
一
年
四
月
で
あ
り
︑
そ
の
鉛
筆
書
き
の
メ
モ
の
筆
跡
か
ら
︑
こ

れ
は
岡
倉
が
直
接
に
手
に
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒（﹁
天
心
の
憂
愁
︱
︱
そ
の
美
意

識
の
無
名
性
﹂
二
〇
〇
〇
）
す
な
わ
ち
︑
東
京
美
術
学
校
で
岡
倉
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美

学
講
義
﹄
の
英
訳
を
含
む
﹃
ヘ
ー
ゲ
ル
芸
術
哲
学
入
門
﹄
を
手
に
す
る
の
は
︑

一
八
九
一
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
第
二
回
講
義
以
降
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
63
）  

た
と
え
ば
︑
一
八
九
〇
年
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
は
︑
日
本
美
術
の
発
展
段
階
の
三

区
分
や
︑﹁
奈
良
は
物
質
と
精
神
の
調
和
﹂
と
い
う
表
現
な
ど
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
も
ヘ
ー

ゲ
ル
美
学
の
萌
芽
的
な
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
へ

の
直
接
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
介
し
た
岡
倉
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル

の
影
響
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
︒
こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学

の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
岡
倉
へ
の
影
響
を
検
証
し
た
小
田
部
は
︑﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
理
論

（
そ
こ
に
は
︑
岡
倉
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
占
め
る
︿
象
徴
的－

古
典
的－
浪
漫
的
﹀

と
い
う
発
展
的
図
式
も
含
ま
れ
る
）
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
影
響
を
与
え
た
と
は
い
え
な
い
︒

ド
イ
ツ
語
を
読
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
英
訳
に
頼
る
ほ
か
は
な
か
っ

た
が
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
﹃
美
学
﹄
の
「
序
論
」
が
ボ
ー
ザ
ン
ケ
ッ
ト
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ

た
の
は
一
八
八
六
年
の
こ
と
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
（
小
田
部
　
二
〇
一
八
︑ 

一
七
一
︱

一
九
〇
頁
）︒

（
64
）  

O
K

C
W

, vol. 1, pp. 16.  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘For art, like the diam

ond net 

of Indra, reflects the w
hole chain in every link. It exists at no period in any final 

m
ould. It is alw

ays a grow
th, defying the dissecting knife of the chronologist. To 

discourse on a particular phase of its developm
ent m

eans to deal w
ith infinite causes 

and effects throughout its past and present.’  

な
お
稲
賀
（
二
〇
一
四
︑ 

一
六
四
︱

一
八
〇
頁
）
は
︑
国
民
主
義
的
思
想
を
形
成
す
る
上
で
の
岡
倉
と
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー

と
の
相
互
の
影
響
関
係
を
検
証
し
て
お
り
︑
本
稿
で
も
様
々
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
︒

（
65
）  

﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
︑﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
一
巻
﹁
解
題
﹂

（
一
九
八
〇
︑ 

四
七
五
︱
四
八
〇
頁
）︑
岡
倉
古
志
郎
（
一
九
八
七
）︑
木
下
（
二
〇
〇
五
︑ 

二
六
二
︱
二
七
〇
頁
）
な
ど
が
詳
し
い
︒

（
66
）  

﹁
泰
東
巧
藝
史
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
四
巻
︑
二
五
九
︱
二
六
七
頁
︒

（
67
）  

こ
の
図
式
は
︑
一
九
〇
七
年
の
﹁
美
術
上
の
所
感
﹂（﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑

三
〇
六
︱
三
一
二
頁
）
で
も
紹
介
さ
れ
る
が
︑
最
終
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
の
美
学
は
﹁
物

笑
い
で
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
西
洋
の
既
成
品
﹂
で
東
洋
の
美
術
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
︑
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
カ
ン
ト
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
議
論
は
好
い
が
︑
実
際
は
物
笑
い

で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
独
り
西
洋
の
既
成
品
に
依
て
立
て
た
西
洋
の
美
学
で
︑
東
洋
に
進
ん

だ
大
成
し
た
る
美
学
は
無
い
︒﹂

（
68
）  

堀
岡
弥
寿
子
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄
一
九
七
四
︑ 

一
四
九

︱
一
五
〇
頁
︒

（
69
）  

岡
倉
が
ス
ピ
ー
チ
を
求
め
ら
れ
た
機
会
と
し
て
︑﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
を
見
る
と
︑
一
月

十
二
日
の
﹁
寄
合
ひ
﹂
や
三
月
二
十
二
日
の
歓
迎
会
な
ど
が
見
ら
れ
︑
そ
の
他
︑
四
月

九
～
十
一
日
の
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
や
五
月
二
～
五
日
の
マ
ヤ
ー
バ
テ
ィ
ー
な
ど
が

想
定
さ
れ
る
（
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
︑
外
川
　
二
〇
一
四
）︒
ま
た
︑
プ
リ

ン
・
ダ
シ
ュ
の
回
想
録
で
は
︑
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
バ
ネ
ル
ジ
の
も
の
と
思
わ
れ
る

イ
ン
ド
人
協
会
（Indian A

ssociation

）
で
岡
倉
が
行
っ
た
講
演
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
記
述
に
は
や
や
誇
張
も
見
ら
れ
る
が
︑
ダ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
︑
イ
ン
ド
の
植
民

地
支
配
か
ら
の
独
立
を
呼
び
か
け
る
岡
倉
の
演
説
は
︑
法
廷
弁
護
士
で
革
命
運
動
を
指

導
し
た
プ
ロ
モ
ト
ナ
ト
・
ミ
ッ
ト
ロ
（Pram

athanath M
itra

）
を
は
じ
め
と
し
た
聴
衆

を
鼓
舞
し
︑
そ
れ
は
革
命
秘
密
結
社
で
あ
る
練
成
会
（
オ
ヌ
シ
ロ
ン
・
シ
ョ
ミ
テ
ィ
）

の
結
成
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
る
（D

as 1987, pp. 102–103

）︒
ま
た
︑
堀
岡

（
一
九
七
四
︑ 
一
七
五
頁
）
は
︑﹃
東
洋
の
目
覚
め
﹄
に
残
さ
れ
た
メ
モ
書
き
か
ら
︑
ニ

ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
学
校
が
あ
っ
た
バ
グ
・
バ
ジ
ャ
ル
で
講
演
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を



82

指
摘
す
る
︒

（
70
）  
原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘A

dvaita idea.—
T

he w
ord advaita m

eans the state of not 

being tw
o, and is the nam

e applied to the great Indian doctrine that all w
hich exists, 

though apparently m
anifold, is really one. H

ence all truth m
ust be discoverable in any 

single differentiation, the w
hole universe involved in every detail. A

ll thus becom
es 

equally precious’ (O
K

C
W

, vol. 1, p. 128).

（
71
）  

イ
ン
ド
思
想
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
で
も
最
有
力
の
学
説
と
さ
れ
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ

タ
論
（advaita

︑
不
二
一
元
論
）
は
︑
八
世
紀
に
活
躍
し
た
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ
っ
て
確

立
さ
れ
た
思
想
的
立
場
で
あ
り
︑
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
梵
我
一
如
の
思
想
を
踏
ま
え
て
︑

宇
宙
の
根
本
原
理
ブ
ラ
フ
マ
ン
は
個
人
の
本
体
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
同
一
で
あ
り
︑

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
み
が
実
在
し
︑
そ
れ
以
外
の
現
象
世
界
は
実
在
し
な
い
虚
妄
（
マ
ー

ヤ
ー
）
で
あ
る
と
知
る
こ
と
で
解
脱
に
至
る
と
さ
れ
る
︒
な
お
︑
一
般
的
に
イ
ン
ド
思

想
に
お
け
る
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
は
︑
個
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
宇
宙
的
原
理
（
ブ
ラ
フ

マ
ン
）
の
一
体
と
そ
れ
以
外
の
虚
妄
性
を
理
解
す
る
思
想
的
立
場
と
さ
れ
︑
岡
倉
に
よ

る
﹁
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
宿
る
宇
宙
﹂
と
い
う
説
明
は
︑
む
し
ろ
大
乗
仏
教
に
お
け
る
﹁
仏

性
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
如
来
蔵
﹂
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒

（
72
）  

注
（
71
）
で
も
見
た
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
岡
倉
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
へ
の
参
照
を
︑

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
か
ら
の
単
な
る
借
用
で
は
な
く
︑
多
様
な
知
見
を
踏
ま
え
た

思
索
の
深
ま
り
の
な
か
で
︑
岡
倉
に
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論

に
触
発
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
岡
倉
の
老
荘
思
想
へ
の
造
詣

を
指
摘
す
る
木
下
（
二
〇
〇
五
︑ 

二
七
〇
︱
二
七
二
頁
）
は
︑
岡
倉
に
よ
る
ア
ド
ヴ
ァ

イ
タ
論
の
用
法
が
﹁
老
荘
思
想
の
上
に
建
て
ら
れ
﹂
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
︑
岡
倉
の

仏
教
上
の
師
で
あ
る
丸
山
貫
長
と
の
交
渉
を
検
証
す
る
池
田
久
代
は
︑﹁
対
立
す
る
二
つ

は
根
底
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
﹂
と
い
う
丸
山
が
説
く
不
二
真
教
の
教
え
の
影
響
を
指

摘
す
る
（﹁
埋
も
れ
た
傑
僧
︑
丸
山
貫
長
︱
︱
真
言
実
行
院
の
足
跡
を
た
ど
る
﹂

二
〇
一
一
）︒
そ
の
意
味
で
は
︑
そ
れ
は
岡
倉
に
よ
る
創
造
的
受
容
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
︒

（
73
）  
O

K
C

W
, vol. 1, p. 13.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘A

sia is one. T
he H

im
alayas divide, 

only to accentuate, tw
o m

ighty civilisations, the C
hinese w

ith its com
m

unism
 of 

C
onfucius, and the Indian w

ith its individualism
 of the V

edas. B
ut not even the snow

y 

barriers can interrupt for one m
om

ent that broad expanse of love for the U
ltim

ate and 

U
niversal, w

hich is the com
m

on thought-inheritance of every A
siatic race, enabling 

them
 to produce all the great religions of the w

orld, and distinguishing them
 from

 

those m
aritim

e peoples of the M
editerranean and the B

altic, w
ho love to dw

ell on the 

Particular, and to search out the m
eans, not the end, of life.’

（
74
）  

“T
he W

ay to the R
ealization of a U

niversal R
eligion,” 28 January 1900, C

W
SV, vol. 

2, pp. 359–74.

（
75
）  

世
界
の
四
大
宗
教
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
︑
仏
教
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

を
見
る
と
︑
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
は
中
東
に
発

す
る
︒
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
﹁
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
︑
生

ま
れ
育
っ
た
の
は
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
北
部
や
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
で
あ
り
︑
そ
の

起
源
は
﹁
ア
ジ
ア
的
﹂
と
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
議
論
は
︑
イ
ン
ド
で
は
今
日
も
様
々

に
言
及
さ
れ
る
︒

（
76
）  

増
澤
知
子
は
︑
十
九
世
紀
の
西
洋
で
の
仏
教
の
﹁
発
見
﹂
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め

た
世
界
宗
教
の
系
統
関
係
へ
の
関
心
を
導
い
た
と
指
摘
す
る
（﹃
世
界
宗
教
の
発
明
︱
︱

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
﹄
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
）︒
詳

し
く
は
後
述
す
る
︒

（
77
）  

そ
の
も
と
を
た
ど
る
と
︑
ラ
ム
・
モ
ホ
ン
・
ラ
エ
（R

aja R
am

 M
ohan R

oy, 

一
七
七
二
︱
一
八
三
三
︑
ラ
ー
ム
・
モ
ー
ハ
ン
・
ロ
ー
イ
）
の
一
八
二
〇
年
代
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
と
の
対
話
を
通
し
て
表
明
さ
れ
た
﹁
ア
ジ
ア
的
イ
エ
ス
﹂
論
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
る
（e.g. K

illingley 1993, pp. 107–127

）︒

（
78
）  

“Jesus C
hrist: E

urope and A
sia,” K

eshub C
hunder Sen: Lecture and Tracts, C

alcutta: 

Indian M
irror Press, 1879, pp. 3–34.

（
79
）  

K
opf 1979, p. 20.

（
80
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 122.  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘To rem

ain true to herself, 
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notw
ithstanding the new

 colour w
hich the life of a m

odern nation forces her to 

assum
e, is, naturally, the fundam

ental im
perative of that A

dw
aita idea to w

hich she 

w
as trained by her ancestors […

] N
ot only to return to our ow

n past ideals, but also to 

feel and revivify the dorm
ant life of the old A

siatic unity, becom
es our m

ission.’

（
81
）  

原
文
で
は
︑
以
下
の
通
り
︒‘In the low

est w
orm

, as w
ell as in the highest hum

an 

being, the sam
e divine nature is present…

 B
ehind everything the sam

e divinity is 

existing, and out of this com
es the basis of m

orality. D
o not injure another. Love every 

one as your ow
n self, because the w

hole universe is one’ (V
ivekananda 1901, p. 14).

（
82
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
師
で
あ
る
聖
者
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
︑
高
度
に
思
弁

的
な
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
と
︑
中
世
イ
ン
ド
の
聖
者
チ
ャ
イ
タ
ニ
ヤ
に
代
表
さ
れ
る

民
衆
的
な
バ
ク
テ
ィ
思
想
と
の
融
合
を
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
こ
の
﹁
最
低
の
虫

け
ら
に
人
間
と
等
し
い
神
聖
な
性
質
を
見
出
し
て
奉
仕
す
る
﹂
と
い
う
観
点
は
︑
神
へ

の
帰
依
と
奉
仕
と
し
て
の
バ
ク
テ
ィ
を
説
明
す
る
比
喩
と
し
て
語
ら
れ
︑﹁
小
さ
な
虫
の

た
め
に
も
命
を
投
げ
出
す
用
意
が
で
き
た
時
に
人
は
完
成
の
境
地
に
至
る
﹂
と
い
う
︑

イ
ン
ド
的
な
自
己
放
棄
を
導
く
理
念
と
し
て
説
か
れ
た
（A

dvaita A
shram

a 1989, vol. 1, 

pp. 138–39

）︒

（
83
）  

し
か
し
︑
後
段
で
検
討
す
る
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
岡
倉

の
影
響
関
係
を
︑
一
方
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
︒

（
84
）  

岡
倉
の
原
文
は
︑﹁
ア
ジ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
共
通
し
て
継
承
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
︑

あ
の
究
極
と
普
遍
へ
の
愛
の
広
大
な
広
が
り
﹂（that broad expanse of love for the 

U
ltim

ate and U
niversal, w

hich is the com
m

on thought-inheritance of every A
siatic 

race

）︒
そ
の
他
︑
こ
の
講
演
に
は
︑﹁
私
た
ち
は
み
な
一
つ
﹂（W

e are all one

）
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
や
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
を
︑﹁
一
塊
の
粘
土
に
も
全
宇
宙
の
知
識
が
宿
る
﹂
と

表
現
す
る
な
ど
︑
岡
倉
の
著
作
と
の
興
味
深
い
対
応
が
見
ら
れ
る
︒

（
85
）  

こ
の
時
の
速
記
録
は
一
八
九
六
年
に
編
集
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
が
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

エ
ヴ
ァ
ー
レ
ッ
ト
の
序
文
が
付
さ
れ
た
冊
子
体
は
︑
一
九
〇
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
協
会
か
ら
冊
子
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
︒
な
お
︑
生
前
の
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹃
カ
ル
マ
・
ヨ
ー
ガ
﹄（
一
八
九
六

年
）︑﹃
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
﹄（
一
八
九
六
年
）︑﹃
コ
ロ
ン
ボ
か
ら
ア
ル
モ
ー
ラ
ー
﹄

（
一
八
九
七
年
）
で
あ
る
︒

（
86
）  

こ
の
時
の
講
演
録
は
︑
既
刊
の
﹃
ラ
ー
ジ
ャ
・
ヨ
ー
ガ
﹄
や
﹃
カ
ル
マ
・
ヨ
ー
ガ
﹄

と
比
べ
て
︑
よ
り
学
術
的
な
視
点
で
書
か
れ
て
お
り
︑
ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
論
に
つ
い
て
の

予
備
的
知
識
を
持
た
な
い
読
者
に
は
︑
分
か
り
や
す
い
解
説
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑

マ
ク
ラ
ウ
ド
の
日
本
滞
在
に
つ
い
て
は
︑Pravrajika 2008

が
詳
し
い
︒

（
87
）  

岡
倉
天
心
　
二
〇
〇
一
︑ 

八
一
頁
︑
及
びSw

am
i V

ivekananda and A
rt, Priya N

ath 

Sinha, Prabhudda B
harata, vol. 11, no. 123 (N

ovem
ber 1906), pp. 204–206; no. 125 

(D
ecem

ber 1906), pp. 224–27.

（
88
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ア
メ
リ
カ
で
の
活
躍
や
︑
一
八
九
七
年
の
イ
ン
ド
帰
還

後
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
外
川
﹁
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る

宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
関
係
を
通
し
て
見
た
﹂

（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
89
）  

“To M
iss M

ary H
ale,” 3 January 1897, in C

W
SV, vol. 8, pp. 394–396.

（
90
）  

ミ
ッ
ト
ロ
の
生
涯
と
学
問
に
つ
い
て
は
︑R

ay 1969

の
研
究
が
包
括
的
で
あ
る
︒
そ

の
他
︑D

asgupta 1976

︑M
ukhopadhyay 2002

︑M
ajum

dar 1978

︑M
itra 1973

︑

M
ukherjee 1978

︑Sur 1974

な
ど
︒
イ
ン
ド
美
術
史
上
の
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
゠
ミ
ッ
ト
ロ

論
争
に
つ
い
て
は
︑C

hakrabarti 1997, G
uha-T

hakurta 1992

︑N
inom

iya-Igarashi 

2010

︑R
ay 1969, pp. 131–54

な
ど
︒

（
91
）  

“Preface,” R
. M

itra 1881, pp. i–vii; “O
rigin of Indian A

rchitecture,” R
. M

itra 1881, 

pp. 1–50

に
よ
る
︒
そ
の
他
︑Fergusson 1868; 1876, p. 47

︑M
itra 1878, pp. 164–80

な
ど
︒

（
92
）  

N
atesan 1922, pp. 92– 94.

（
93
）  

M
itra 1881, p. 1–50.

（
94
）  

Fergusson 1876, p. 47; M
itra 1878, pp. 164–80.

（
95
）  

M
itra 1878, p. 166; 1881, pp. 17–19.
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（
96
）  

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
︑
全
二
十
四
巻
の
ブ
リ
タ
ニ
カ
百
科
事
典
を
第
一
巻
か

ら
読
み
初
め
︑
一
九
〇
一
年
に
は
十
一
巻
ま
で
読
み
進
ん
で
い
た
︒
弟
子
に
無
作
為
に

百
科
事
典
の
項
目
を
選
ば
せ
る
と
︑
そ
れ
に
つ
い
て
瞬
時
に
解
説
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
（C

W
SV, vol. 7, pp. 222–26

）︒

（
97
）  

Sw
am

i V
ivekananda in the W

est: N
ew

 D
iscoveries, vol. 4, B

urke, 1996, pp. 97–98.

（
98
）  

D
atta1953, p. 154; C

hattopadhyaya 1999, pp. 29–40; G
am

bhirananda 1984, p. 

75.

（
99
）  

Paribrajak, SB
B

R
, vol. 6, pp. 69–72. 

（
100
）  

以
下
は
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
イ
ン
ド
美
術
史
観
の
変
遷
に
関
わ
る
概
略
で

あ
る
︒
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
現
在
準
備
中
の
別
稿
で
︑
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
101
）  

“O
n the w

ay to B
aram

ulla,” 14 June 1898, C
W

SN
, vol. 1, pp. 309–315.

（
102
）  

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
︑
こ
の
大
会
で
は
海
外
委
員
を
務
め
て
い
た
︒
そ
の
詳
細

は
︑
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
︒

（
103
）  

Pari pradarsani, SB
B

R
, vol. 6, pp. 38– 42.

（
104
）  

こ
の
問
題
は
︑
後
述
の
様
に
︑
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
歴
史
的
な
関
係
に
つ

い
て
の
争
点
と
し
て
︑
東
洋
学
者
や
イ
ン
ド
知
識
人
の
間
で
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て

い
た
︒

（
105
）  

Sw
am

i V
ivekananda and A

rt, Priya N
ath Sinha, Prabhudda B

harata, vol. 11, no. 

123 (N
ovem

ber 1906), pp. 204–206; no. 125 (D
ecem

ber 1906), pp. 224–27. 

（
106
）  

比
較
文
献
学
者
と
し
て
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
︑﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
校
訂
・

完
訳
を
成
し
遂
げ
た
す
ぐ
れ
た
文
献
学
者
と
し
て
︑
イ
ン
ド
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒

ミ
ュ
ラ
ー
の
歓
待
を
受
け
て
︑
一
八
九
六
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
自
宅
に
招
か
れ

た
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
も
ま
た
︑
ミ
ュ
ラ
ー
の
イ
ン
ド
文
化
へ
の
深
い
造
詣
と
理

解
に
感
銘
を
受
け
︑
そ
の
学
識
に
は
終
生
敬
意
を
払
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
ミ
ュ
ラ
ー
批
判
は
︑
そ
の
後
は
主
に
﹁
ア
ー
リ
ヤ
人
﹂
学
説
に
向
け
ら
れ
︑

そ
れ
は
イ
ン
ド
民
族
の
起
源
論
と
し
て
争
点
化
さ
れ
て
ゆ
く
︒
な
お
︑
実
際
に
は
ミ
ュ

ラ
ー
は
パ
リ
の
宗
教
史
学
会
に
は
参
加
し
て
お
ら
ず
︑
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
が
亡

く
な
っ
た
四
年
後
に
回
想
さ
れ
た
プ
リ
ヨ
ナ
ト
の
記
事
に
は
︑
な
お
曖
昧
な
点
が
残
さ

れ
て
い
る
︒

（
107
）  

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
現
在
準
備
中
の
拙
稿
で
検
証
す
る
予
定
で
あ
る
︒

（
108
）  

セ
イ
ロ
ン
鉱
物
調
査
局
（M

ineralogical Survey of C
eylon

）
の
局
長
の
任
期
は

一
九
〇
三
か
ら
一
九
〇
六
年
（C

rouch 2002, p. 26

）︒

（
109
）  

“T
he Influence of G

reek on Indian A
rt,” a paper read at the O

riental C
ongress, 

C
openhagen, A

ugust 1908.  

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
ク
ラ
ウ
チ

（C
rouch 2002

）
が
詳
し
い
︒
ま
た
︑
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
﹁
イ
ン
ド
美
術
の
目

的
﹂（C

oom
arasw

am
y 1908

）
は
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
思
想
こ
そ
が
イ
ン
ド
美
術
の
多

様
性
を
統
合
す
る
理
念
で
あ
る
と
論
じ
︑
そ
の
後
の
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
の
イ
ン
ド

美
術
思
想
の
方
向
性
を
与
え
る
論
考
と
さ
れ
る
（
な
お
︑
こ
れ
は
同
名
のM

odern 

Review
, 3(1), pp. 5–21, 1908, C

alcutta

と
は
別
の
論
考
）︒

（
110
）  

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
︑
及
び
後
述
の
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
へ
の
岡
倉
の
影
響
に
つ
い
て
は
︑

稲
賀
（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
二
︱
一
四
八
頁
）
の
研
究
が
詳
し
く
︑
本
稿
で
も
様
々
な
示

唆
が
与
え
ら
れ
た
︒

（
111
）  

C
oom

arasw
am

y 1913, 1927.

（
112
）  

な
お
︑
本
稿
で
は
︑
イ
ン
ド
の
石
造
建
築
や
人
型
彫
刻
の
起
源
説
を
め
ぐ
る
十
九
世

紀
の
言
説
を
扱
う
が
︑
考
古
学
的
研
究
が
進
展
す
る
そ
の
後
の
論
争
の
展
開
は
︑
紙
幅

の
制
約
も
あ
り
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
イ
ン
ド
美
術
史
の
肥
塚
隆
は
︑
ガ

ン
ダ
ー
ラ
美
術
を
ギ
リ
シ
ア
式
仏
教
美
術
や
ロ
ー
マ
式
仏
教
美
術
と
呼
ぶ
の
は
適
当
で

は
な
く
︑﹁
小
ア
ジ
ア
か
ら
西
ア
ジ
ア
一
帯
の
レ
ニ
ズ
ム
美
術
の
系
統
を
汲
み
つ
つ
︑
イ

ン
ド
文
化
の
影
響
下
に
︑
一
部
は
ス
キ
タ
イ
の
要
素
も
取
り
入
れ
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の

土
壌
に
お
い
て
展
開
し
た
も
の
﹂
と
解
説
す
る
（﹁
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
﹂
一
九
九
二
）︒

仏
教
美
術
史
の
宮
治
昭
は
︑
そ
の
詳
細
な
学
説
史
の
検
証
を
踏
ま
え
た
﹃
イ
ン
ド
仏
教

美
術
史
論
﹄
で
︑
高
田
修
（
一
九
六
七
）
の
先
駆
的
な
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑﹁﹃
仏
像

の
起
源
﹄
に
関
し
て
は
︑
A
・
フ
ー
シ
ェ
と
A
・
K
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
以
来
の

長
い
論
争
が
あ
る
が
︑
現
在
で
も
い
ま
だ
に
決
着
を
み
て
い
な
い
﹂
と
す
る
（﹃
イ
ン
ド
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仏
教
美
術
史
論
﹄
二
〇
一
〇
︑ 

三
〇
︱
七
三
頁
）︒
特
に
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
仏
像

の
起
源
に
関
す
る
論
考
を
精
査
す
る
と
︑﹁
マ
ト
ゥ
ラ
ー
に
お
い
て
は
カ
ニ
シ
カ
以
前
に

遡
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
仏
像
が
あ
る
の
に
対
し
て
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
カ
ニ
シ
カ
以

前
に
遡
る
仏
像
に
つ
い
て
研
究
者
の
一
致
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
︑
こ
の
問
題

を
難
し
く
し
て
い
る
大
き
な
原
因
が
あ
る
﹂
と
し
︑
最
初
期
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
が
マ

ト
ゥ
ラ
ー
仏
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
近
年
の
ド
・
レ
ー
ウ
の
論
考
を
紹
介
し
つ
つ
︑

む
し
ろ
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
な
ど
の
イ
ン
ド
古
代
初
期
彫
刻
と
の
関
係
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
と
論
じ
て
お
り
︑
本
稿
の
課
題
に
も
関
わ
る
興
味
深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
︒

（
113
）  

G
uha-T

hakurta 1992, pp. 146–59; M
itter 1992, 1994; Jam

al 1997; ‘H
avell, E

rnest 

B
infield (1861–1934),’ O

xford D
ictionary of N

ational B
iography, O

xford U
niversity 

Press, 2004

な
ど
︒

（
114
）  

﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
は
︑
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
タ
ゴ
ー
ル
国
際
大
学
で
客
員
教
授
を

務
め
た
春
日
井
真
也
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
︑
編
集
・
刊
行
さ
れ
る
（
春
日
井
﹁
イ
ン
ド

と
日
本
（
四
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
一
）﹂
一
九
七
一；

﹁
イ
ン
ド
と
日
本

（
五
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
二
）﹂
一
九
七
二
）︒
そ
の
後
︑
池
田
久
代
・
田
浦

雅
徳
・
河
野
訓
ら
に
よ
り
︑
未
収
録
の
記
事
も
含
め
た
詳
細
な
校
訂
が
加
え
ら
れ
︑
刊

行
さ
れ
た
（
池
田
・
田
浦
・
河
野
﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
二
〇
一
六
）︒

（
115
）  

B
agal 1966.

（
116
）  

外
川
昌
彦
﹁
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
︱
︱
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド

に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
﹂
二
〇
一
四
︒
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
に

お
い
て
も
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
も
︑
イ
ン
ド
美
術
復
興
運
動
や
民
族
主
義
に
関
与

す
る
切
っ
掛
け
に
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
経

緯
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
を
介
し
た

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー
や
と
岡
倉
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
稲
賀
の
先
駆
的
な

研
究
が
詳
細
で
あ
り
︑
本
稿
で
も
様
々
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
（
稲
賀
　
二
〇
一
四
︑　

一
三
二
︱
一
四
八
頁
︑
一
四
九
︱
一
六
三
頁
︑
一
六
四
︱
二
〇
〇
頁
）︒

（
117
）  

た
だ
し
︑
マ
ド
ラ
ス
で
岡
倉
と
堀
は
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
前
任
校
で
あ
っ
た
マ
ド
ラ
ス

美
術
学
校
を
訪
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
名
前
を
聞
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒（
一
月
四

日
﹁
美
術
校
参
館
﹂
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
）

（
118
）  

H
avell 1911, pp. 3–12.  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
の
研
究
が
詳
し
い
（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
二
︱
一
四
八
頁
）︒
特
に
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
本
質
主
義
的
な
﹁
イ
ン
ド
性
﹂

（Indianness

）
の
概
念
に
つ
い
て
稲
賀
は
︑
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
を
﹁
真
正
な
る
イ
ン
ド

性
﹂
に
適
合
し
な
い
と
論
じ
る
な
ど
︑
そ
れ
が
一
種
の
循
環
論
法
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（
二
〇
一
四
︑ 

一
八
九
︱
一
九
〇
頁
）︒
そ
れ
は
﹁
イ
ン
ド
を
評
価
す
る
の

に
︑
も
っ
ぱ
ら
東
洋
の
理
想
を
も
っ
て
し
︑
西
洋
の
規
範
を
退
け
る
こ
と
で
︑
西
高
東

低
の
美
的
価
値
判
断
の
基
準
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
る

（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
七
頁
）︒
な
お
︑﹃
ア
ー
リ
ヤ
人
に
よ
る
イ
ン
ド
統
治
の
歴
史
﹄（T

he 

H
istory of A

ryan Rule in India, 1918

）
で
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
宗
教
や
人
種
の
系
統
分
類

に
基
づ
い
て
建
築
様
式
を
整
理
し
た
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
美
術
史
観
を
批
判
し
て
い
る
︒

（
119
）  

ハ
ー
ヴ
ェ
ル
は
︑
イ
ン
ド
の
伝
統
工
芸
の
復
興
を
説
き
︑
一
九
〇
一
年
に
は
美
術
教

育
の
重
要
性
や
イ
ン
ド
手
工
芸
の
意
義
を
政
府
に
訴
え
て
い
る
（M

itter 1994, pp. 

234–66

）︒
神
智
学
協
会
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
イ
ン
ド
の
精
神
性
を
強
調
す
る
こ
と

で
︑
ロ
ン
ド
ン
に
戻
っ
た
一
九
〇
二
年
以
降
︑
イ
ン
ド
美
術
の
復
興
に
つ
い
て
様
々
な

論
考
を
公
開
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
活
動
が
イ
ン
ド
で
広
く
知
ら
れ
る
の
は
︑
や
は
り

ス
ワ
デ
シ
運
動
を
経
た
︑
一
九
〇
八
年
の
著
作
以
降
で
あ
る
︒

（
120
）  

M
itter 1994, p. 284.

（
121
）  

H
avell 1911, p. 3.  

稲
賀
は
︑
イ
ン
ド
美
術
の
内
在
的
な
発
展
を
説
く
﹁
ハ
ー
ヴ
ェ

ル
の
所
論
が
︑
こ
の
岡
倉
他
の
定
式
の
延
長
上
に
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
︒﹂（
二
〇
一
四
︑ 

一
三
七
頁
）
と
指
摘
す
る
︒

（
122
）  
奇
し
く
も
︑
イ
ン
ド
美
術
の
ギ
リ
シ
ア
起
源
を
批
判
し
た
︑
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
ー

の
﹁
イ
ン
ド
美
術
へ
の
キ
リ
シ
ア
の
影
響
﹂
と
︑
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
の
﹃
イ
ン
ド
の
彫
刻
と

絵
画
﹄
が
同
じ
一
九
〇
八
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
興
味
深
い
問
題
を
示
唆
す

る
だ
ろ
う
︒
そ
の
前
年
に
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
︑
イ
ン
ド
の
民
族
意
識
に
お
け
る
芸

術
の
役
割
を
論
じ
る
論
考
﹁
国
民
性
を
形
作
る
芸
術
の
機
能
﹂（T

he Function of A
rts 
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in the Shaping of N
ationality

）
を
発
表
し
て
い
る
︒
一
八
九
八
年
の
北
イ
ン
ド
踏
査
で

の
︑
イ
ン
ド
美
術
の
固
有
の
価
値
を
力
説
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
議
論
を
︑

ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
は
印
象
深
く
記
し
て
お
り
︑
そ
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
が
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
仕
込
み
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
こ
の
点
に
関
連
し
て
重

要
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
が
イ
ン
ド
美
術
史
に
関
す
る
研
究
書
を
体

系
に
取
り
寄
せ
る
の
は
︑
ブ
ル
夫
人
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
一
九
〇
五
年
五
月
の
こ
と
で

あ
り
︑
そ
れ
以
前
に
は
ま
だ
︑
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
﹃
イ
ン
ド
と
東
洋
の
建
築
の
歴
史
﹄

（H
istory of Indian and Eastern A

rchitecture, 1876

）
や
︑
ミ
ッ
ト
ロ
の
﹃
オ
リ
ッ
サ
の

古
物
研
究
﹄（T

he A
ntiquities of O

rissa, 1875

）
な
ど
は
︑
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（Letter to M

rs. O
li B

ull, 4 M
ay 1905 in N

ivedita 1982, vol. 2, 

p. 732–33

）︒
す
な
わ
ち
︑
ニ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
タ
ー
の
イ
ン
ド
美
術
へ
の
関
心
は
ヴ
ィ

ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
︑
ま
た
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
の
序
文
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
︑
岡
倉
と
の
議
論
に
よ
っ
て
触
発
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
イ

ン
ド
美
術
史
の
探
求
に
本
格
的
に
取
り
組
む
の
は
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
機
運
が
高
ま
る

一
九
〇
五
年
以
降
の
事
で
あ
り
︑
そ
れ
は
岡
倉
が
帰
国
し
た
後
の
事
で
あ
っ
た
︒
し
か

し
︑
こ
の
問
題
は
︑
タ
ゴ
ー
ル
と
の
関
り
も
含
め
て
︑
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
︒

（
123
）  

Letter to M
iss Josephine M

acLeod, 8 N
ovem

ber 1901, in C
W

SV, vol. 5, p. 171.  ﹃
堀

至
徳
日
記
﹄（
池
田
・
田
浦
・
河
野
　
二
〇
一
六
）
に
は
︑﹁
一
月
四
日
　
マ
ド
ラ
ス
発
︑

カ
ト
ッ
ク
に
向
ふ
︒
同
地
ま
で
ス
ワ
ミ
師
向
ひ
に
来
り
居
る
と
の
こ
と
也
し
為
﹂︑﹁
一

月
六
日
　
午
前
八
時
︑
カ
ト
ッ
ク
着
︒
ス
ワ
ミ
氏
病
気
の
為
来
ら
さ
る
由
聞
く
︒﹂
と
あ

る
︒

（
124
）  

‘the silent protest of rock-cut O
rissa’, O

K
C

W
, vol. 1, p. 15.

（
125
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
議
論
が
知
ら
れ
て
い
る
︒van der V

eer 1994, p. 70; 

R
ichard K

ing 1999, pp. 135– 42.  

そ
の
他
︑
外
川
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
126
）  

C
W

SV, vol. 8, pp. 92– 105.

（
127
）  

そ
れ
は
︑K

ing

（1999, pp. 135– 42

）
が
指
摘
す
る
︑
転
倒
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

（
128
）  

B
uddhistic India, delivered at the Shakespeare C

lub, Pasadena, C
alifornia, on 

February 2, 1900, C
W

SV, vol. 3, p. 512. 

（
129
）  

た
だ
し
︑
パ
リ
宗
教
会
議
で
は
︑
よ
り
慎
重
な
表
現
で
︑﹁
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が

ギ
リ
シ
ア
語
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
︑
ギ
リ
シ
ア
か
ら
イ

ン
ド
へ
の
影
響
と
い
う
議
論
も
ま
た
︑
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
し
︑

い
ず
れ
も
仮
説
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
論
旨
に
な
っ
て
い
る
︒

（
130
）  

増
澤
　
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
︒

 
 

た
と
え
ば
︑ ﹃
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
の
仏
教
﹄ （A

rthur Lillie, Buddhism
 in C

hristendom
, 

or Jesus, the Essene, London, 1887

）
の
中
で
ア
ー
サ
ー
・
リ
リ
ー
は
︑
古
代
地
中
海
世

界
に
広
ま
っ
て
い
た
ア
ー
リ
ヤ
的
な
宗
教
基
盤
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
が
生
ま
れ
た
こ
と
を

論
じ
︑
そ
の
著
作
は
広
く
読
ま
れ
た
︒
ま
た
︑
フ
ラ
ン
ス
人
判
事
ル
イ
・
ジ
ャ
コ
リ
オ
は
︑

﹃
イ
ン
ド
に
お
け
る
聖
書
﹄（Louis Jacolliot, T

he B
ible in India, N

ew
 York: C

arleton, 

1870

）
で
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
ン
ド
起
源
説
に
先
鞭
を
つ
け
︑
神
智
学
運
動
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
︒
ま
た
︑
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
甥
エ
ミ
ー
ル
・
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
は
︑
一
八
六
四
年
の
著
作
﹃
宗
教
の
科
学
﹄
で
︑
原
始
ア
ー
リ
ヤ
宗
教
か
ら
キ
リ
ス

ト
教
が
生
ま
れ
た
と
論
じ
た
（
増
澤
　
二
〇
一
五
︑ 

三
三
六
︱
三
五
三
頁
）︒
こ
の
よ
う

な
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ー
リ
ヤ
系
統
説
の
背
景
に
増
澤
は
︑
脱
セ
ム
化
へ
の
志
向
︑
す
な

わ
ち
ヘ
ブ
ラ
イ
的
・
ユ
ダ
ヤ
教
的
伝
統
の
影
響
か
ら
脱
し
︑
世
界
宗
教
と
し
て
の
普
遍

主
義
を
志
向
す
る
︑
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
人
の
傾
向
を
指
摘
す

る
︒
な
お
︑
脱
セ
ム
化
の
傾
向
が
ア
ー
リ
ヤ
神
話
を
偏
向
さ
せ
た
と
す
る
増
澤
の
指
摘

に
し
た
が
う
と
︑
ナ
チ
ス
の
ア
ー
リ
ヤ
主
義
の
起
源
を
も
っ
ぱ
ら
ア
ー
リ
ヤ
神
話
に
結

び
付
け
て
理
解
す
る
ポ
リ
ア
コ
フ
の
見
地
も
ま
た
︑
再
検
討
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
︒

（
131
）  
こ
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
は
︑
増
澤
（
二
〇
一
五
︑ 

一
九
六
︱
二
〇
八
頁
）
を
参
照
し
た
︒

ま
た
︑
ミ
ュ
ラ
ー
（M

uller 1894

）
で
は
︑
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
イ
ン
ド
滞
在
を
示

す
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
に
言
及
す
る
ニ
コ
ラ
ス
・
ノ
ト
ヴ
ィ
チ
の
所
説
を
取
り
上
げ
て
批

判
し
て
お
り
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
関
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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（
132
）  
梶
山
雄
一
﹃﹁
さ
と
り
﹂
と
﹁
廻
向
﹂
︱
︱
大
乗
仏
教
の
成
立
﹄
一
九
九
七
︑ 

六
五
︱

一
一
五
頁
︒
た
と
え
ば
︑
ザ
イ
デ
ル
は
﹃
イ
エ
ス
の
福
音
の
ブ
ッ
タ
と
の
関
係
﹄

（
一
八
八
二
年
）
の
中
で
︑
福
音
書
と
仏
伝
と
の
五
十
以
上
の
対
応
例
を
あ
げ
︑
フ
ァ

ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
は
そ
の
議
論
を
検
証
し
て
︑﹃
福
音
書
の
物
語
に
お
け
る
イ
ン
ド
の

影
響
﹄（
一
九
〇
四
年
）
で
十
五
の
対
応
例
を
あ
げ
る
︒
E
・
J
・
ト
ー
マ
ス
は
︑
そ
れ

ま
で
の
研
究
を
精
査
す
る
こ
と
で
︑﹃
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
﹄（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
で

十
六
の
対
応
例
を
あ
げ
て
い
る
（
梶
山
　
一
九
九
七
︑ 

七
二
︱
一
〇
八
頁
）︒

（
133
）  

B
asham

 

（1981, pp. 19–59
）
は
︑
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
見
ら
れ
る
古
代
イ
ラ
ン
の
二

元
論
な
ど
の
︑
両
者
に
共
有
さ
れ
る
歴
史
的
な
祖
型
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
︒

（
134
）  

O
K

C
W

, vol. 1. p. 44.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘B

uddhism
 is a grow

th. [...]this very 

pow
er of adaptation and grow

th that constitutes the greatness of that system
 w

hich 

not only em
braces E

astern A
sia, but bore its seeds long ago to blossom

 in the Syrian 

desert, and in the form
 of C

hristianity com
pletes the circling of the w

orld, w
ith its 

fragrance of love and renunciation.’

（
135
）  

C
W

SV, vol. 8, pp. 92–105.

（
136
）  

な
お
︑
社
会
変
革
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
へ
の
言
及
は
︑
も
と
よ
り
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー

カ
ー
ナ
ン
ダ
の
着
想
で
は
な
く
︑
た
と
え
ば
同
時
代
の
ボ
ン
キ
ム
・
チ
ョ
ン
ド
ロ
や
タ

ゴ
ー
ル
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
︒

（
137
）  

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
考
は
多
い
が
︑
さ
し
あ
た
り
柏
原
祐
泉
﹃
仏
教
と
部
落
差

別
︱
︱
そ
の
歴
史
と
今
日
﹄（
一
九
八
八
）
が
詳
し
い
︒
そ
の
他
︑
櫻
井
・
外
川
・
矢
野

編
﹃
ア
ジ
ア
の
社
会
参
加
仏
教
︱
︱
政
教
関
係
の
視
座
か
ら
﹄（
二
〇
一
五
）
な
ど
︒

（
138
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 46.  

原
文
は
以
下
の
通
り
︒‘W

e hear the divine voice trem
ble still 

w
ith that passion of pity that stood forth in the m

idst of the m
ost individualistic race 

in the w
orld, and lifted the dum

b beast to one level w
ith m

an. In face of the spiritual 

feudalism
 w

hereby C
aste m

akes a peasant in all his poverty one of the aristocrats of 

hum
anity, w

e behold him
 in his infinite m

ercy, dream
ing of the com

m
on people as 

one great heart, standing as the breaker of social bondage, and proclaim
ing equality 

and brotherhood to all.’

（
139
）  

O
K

C
W

, vol. 1, p. 49.

（
140
）  

﹁
印
度
美
術
談
﹂﹃
岡
倉
天
心
全
集
﹄
第
三
巻
︑
二
六
二
︱
二
六
四
頁
︒

（
141
）  

ベ
ル
ル
僧
院
に
い
た
堀
至
徳
は
︑
一
九
〇
二
年
六
月
一
三
日
に
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト

ン
の
タ
ゴ
ー
ル
の
学
園
に
移
る
が
︑
翌
一
九
〇
三
年
一
月
二
日
に
は
﹁Indo-A

ryan by 

R
ajendralal M

itra

読
み
初
む
﹂
と
︑﹃
堀
至
徳
日
記
﹄
に
記
し
て
い
る
︒

（
142
）  

今
日
の
文
化
相
対
主
義
へ
の
認
識
の
転
換
が
進
む
の
は
︑
学
説
史
的
に
は
︑﹃
未
開
人

の
心
性
﹄（T

he M
ind of Prim

itive M
an, 1911

）
で
知
ら
れ
る
文
化
人
類
学
者
フ
ラ
ン

ツ
・
ボ
ア
ズ
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
代
以
降
に
複
数
形
の
﹁
文
化
﹂

の
用
法
が
広
ま
る
こ
と
で
︑
人
種
主
義
や
白
人
社
会
の
優
越
性
と
い
っ
た
単
系
的
で
進

化
論
的
な
人
類
史
観
が
相
対
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
（Stocking 1968

）︒
こ

の
問
題
を
検
証
し
た
沼
崎
一
郎
に
よ
れ
ば
︑
し
か
し
︑
ボ
ア
ズ
自
身
は
タ
イ
ラ
ー
流
の

人
文
主
義
的
な
文
化
の
発
展
史
観
を
完
全
に
は
捨
て
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
文
明

相
対
主
義
と
言
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概

念
の
再
検
討
（
1
）
︱
︱
﹃
未
開
人
の
心
性
﹄
一
九
一
一
年
版
を
中
心
に
﹂

二
〇
一
三；

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
2
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
三
八
年
版
を
中
心
に
﹂
二
〇
一
四；

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け

る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
3
）
︱
︱
感
情
と
理
性
の
普
遍
性
と
相
対
性
﹂

二
〇
一
六
）︒
そ
の
他
︑
ボ
ア
ズ
人
類
学
の
影
響
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
︑
太
田
好
信

﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
︱
︱
移
民
と
し
て
の
人
類
学
メ
イ
キ
ン
グ
﹂（
二
〇
〇
三
︑ 

五
三

︱
八
五
頁
）
が
詳
し
い
︒

（
143
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
か
ら
﹃
茶
の
本
﹄
へ
の
思
想
構
造
の
連
続
性

を
検
証
し
た
大
久
保
の
議
論
が
示
唆
的
で
あ
る
︒
大
久
保
喬
樹
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
︒﹁﹃
茶
の
本
﹄
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
時
間
の
あ
り
よ
う
は
︑﹃
東
洋
の
理
想
﹄
に

お
け
る
マ
ク
ロ
な
時
間
の
あ
り
よ
う
と
︑
対
極
的
な
よ
う
で
い
て
︑
実
は
︑
通
底
し
て

い
る
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
︑
不
二
一
元
が
本
質
で
あ
り
︑
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そ
れ
が
﹃
東
洋
の
理
想
﹄
で
は
︑
一
か
ら
多
へ
の
展
開
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
︑﹃
茶
の

本
﹄
で
は
︑
逆
に
多
か
ら
一
へ
の
収
斂
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
﹂（﹁
岡
倉
天
心
と
脱
近
代

思
考
の
可
能
性
︱
︱
そ
の
言
語
︑
時
間
︑
空
間
意
識
﹂
二
〇
〇
二
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治
国
家
形
成
期

に
お
け
る
﹁
日
本
美
術
﹂﹄
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
︑
二
一
︱
三
七
頁
︒

小
田
部
胤
久

　 

二
〇
一
八
﹁
近
代
日
本
に
お
け
る
「
古
典
」
概
念
の
成
立
﹂﹃
美
学
藝
術
学
研
究
﹄
第
三
六

巻
︑
一
七
一
︱
一
九
〇
頁
︒

梶
山
雄
一

　
一
九
九
七
﹃「
さ
と
り
」
と
「
廻
向
」
︱
︱
大
乗
仏
教
の
成
立
﹄
人
文
書
院
︒

柏
原
祐
泉

　
一
九
八
八
﹃
仏
教
と
部
落
差
別
︱
︱
そ
の
歴
史
と
今
日
﹄
部
落
解
放
研
究
所
︒

春
日
井
真
也

　 

一
九
七
一
﹁
イ
ン
ド
と
日
本
（
四
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
一
）﹂﹃
佛
教
大
学
研

究
紀
要
﹄
第
五
五
号
︒

　 

一
九
七
二
﹁
イ
ン
ド
と
日
本
（
五
）
︱
︱
堀
至
徳
の
思
想
と
生
涯
（
二
）﹂﹃
佛
教
大
学
研

究
紀
要
﹄
第
五
六
号
︒

　 

一
九
八
一
﹁
岡
倉
天
心
の
果
た
し
た
役
割
﹂﹃
イ
ン
ド
︱
︱
近
景
と
遠
景
﹄
同
朋
舎
出
版
︑

一
二
一
︱
一
六
〇
頁
︒

金
子
敏
也

　 

二
〇
〇
七
﹃
宗
教
と
し
て
の
芸
術
︱
︱
岡
倉
天
心
と
明
治
近
代
化
の
光
と
影
﹄
つ
な
ん
出

版
︒

川
満
信
一

　 

二
〇
一
三
﹁
岡
倉
天
心
と
ア
ジ
ア
主
義
﹃
日
本
の
名
著
　
岡
倉
天
心
﹄﹂﹃
環
︱
︱
歴
史
・

環
境
・
文
明
﹄
第
五
三
巻
（Spring

）︑
四
〇
八
︱
四
一
五
頁
︒

神
林
恒
道

　 

二
〇
〇
一
﹁
岡
倉
天
心
と
美
術
史
学
の
形
成
﹂﹃
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄
第
四
巻
︑
二
八
︱

三
四
頁
︒

木
下
長
宏

　 

二
〇
〇
五
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
物
ニ
観
ズ
レ
バ
竟
ニ
吾
無
シ
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

肥
塚
隆

　 

一
九
九
二
﹁
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
﹂︑
坂
田
貞
二
他
編
﹃
南
ア
ジ
ア
を
知
る
事
典
﹄
平
凡
社
︑

一
七
七
︱
一
七
八
頁
︒

坂
野
潤
治

　 

一
九
八
五
﹁
福
沢
諭
吉
に
見
る
明
治
初
期
の
内
政
と
外
交
﹂﹃
近
代
日
本
の
外
交
と
政
治
﹄

研
文
出
版
︒

櫻
井
義
秀
・
外
川
昌
彦
・
矢
野
秀
武
編

　 

二
〇
一
五
﹃
ア
ジ
ア
の
社
会
参
加
仏
教
︱
︱
政
教
関
係
の
視
座
か
ら
﹄
北
海
道
大
学
出
版

会
︒

佐
藤
道
信

　 

一
九
九
三
﹁
近
代
史
学
と
し
て
の
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
﹂︑
辻
惟
雄
先
生
還
暦
記
念
会

編
﹃
日
本
美
術
史
の
水
脈
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︒

　
一
九
九
九
﹃
明
治
国
家
と
近
代
美
術
︱
︱
美
の
政
治
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︒

塩
崎
智

　 

二
〇
〇
三
﹁﹃
日
本
の
覚
醒
﹄
を
め
ぐ
る
金
子
堅
太
郎
と
岡
倉
天
心
﹂﹃
日
本
大
学
精
神
文

化
研
究
所
紀
要
﹄
第
三
四
集
︑
一
︱
二
二
頁
︒

　 
二
〇
〇
六
﹃
日
露
戦
争
　
も
う
一
つ
の
戦
い
︱
︱
ア
メ
リ
カ
世
論
を
動
か
し
た
五
人
の
英

語
名
人
﹄
祥
伝
社
新
書
︒

清
水
恵
美
子

　 

二
〇
一
二
﹃
岡
倉
天
心
の
比
較
文
化
史
的
研
究
︱
︱
ボ
ス
ト
ン
で
の
活
動
と
芸
術
思
想
﹄

思
文
閣
出
版
︒
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二
〇
一
三
﹃
五
浦
の
岡
倉
天
心
と
日
本
美
術
院
﹄
五
浦
歴
史
叢
書
・
別
冊
・
歴
史
編
六
︑

岩
田
書
院
︒

清
水
多
吉

　
二
〇
一
三
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
美
と
裏
切
り
﹄
中
公
叢
書
︒

高
木
博
志

　 

一
九
九
七
﹁
日
本
美
術
史
の
成
立
・
試
論
︱
︱
古
代
美
術
史
の
時
代
区
分
の
成
立
﹂﹃
近
代

天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
三
四
五
︱
三
八
一
頁
︒

高
階
秀
爾

　
一
九
八
〇
﹃
日
本
近
代
美
術
史
論
﹄︑
講
談
社
︒

　 

一
九
八
二
﹁
開
か
れ
た
伝
統
主
義
者
︱
︱
岡
倉
天
心
﹂︑
橋
川
文
三
編
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
人

と
思
想
﹄
平
凡
社
︑
二
三
八
︱
二
六
二
頁
（
初
出
︑﹃
正
論
﹄
昭
和
五
〇
年
三
月
一
日
）︒

高
田
修

　
一
九
六
七
﹃
仏
像
の
起
源
﹄
岩
波
書
店
︒

高
松
由
子

　 

二
〇
〇
二
﹃
18
世
紀
後
期
に
お
け
る
ア
ジ
ア
協
会
会
員
た
ち
の
イ
ン
ド
建
築
観
﹄
九
州
芸

術
工
科
大
学
・
学
位
論
文
︒

竹
内
好

　 

一
九
九
三
﹃
日
本
と
ア
ジ
ア
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
三
九
六
︱
四
一
一
頁
︒

タ
ゴ
ー
ル
︑
ス
レ
ン
ド
ロ
ナ
ー
ト

　 

一
九
八
二
﹁
岡
倉
覚
三
︱
︱
あ
る
回
想
﹂
山
口
静
一
訳
︑
橋
川
文
三
編
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱

人
と
思
想
﹄
平
凡
社
︑
三
一
︱
四
三
頁
︒

玉
城
徹

　 

一
九
五
七
﹁
書
評
・
宮
川
寅
雄
著
﹃
岡
倉
天
心
﹄﹂﹃
歴
史
批
評
﹄
第
九
〇
号
（
一
一
月
号
）︑

八
五
︱
八
九
頁
︒

月
脚
達
彦

　 

二
〇
一
五
﹃
福
沢
諭
吉
の
朝
鮮
︱
︱
日
朝
清
関
係
の
な
か
の
﹁
脱
亜
﹂﹄
講
談
社
選
書
メ
チ

エ
︒

外
川
昌
彦

　 

二
〇
一
四
﹁
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
岡
倉
天
心
︱
︱
一
九
〇
二
年
の
英
領
イ
ン
ド
に
お

け
る
タ
ゴ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
﹂﹃
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
二
五
号
︑
三
一
︱
四
四
頁
︒ 

　 

二
〇
一
八
﹁
ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
︱
︱
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
関
係
を
通
し
て
見
た
﹂﹃
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
第
二
九
号
︑

六
〇
︱
八
九
頁
︒

中
谷
伸
生

　 

二
〇
一
〇
﹁
日
本
近
代
絵
画
史
研
究
の
方
法
と
東
ア
ジ
ア
︱
︱
岡
倉
天
心
を
め
ぐ
る
考

察
﹂﹃
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
﹄
第
五
号
︑
四
四
九
︱
五
九
頁
︒

沼
崎
一
郎 

　 

二
〇
一
三
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
1
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
一
一
年
版
を
中
心
に
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
二

号
︑
二
六
︱
五
六
頁
︒ 

　 

二
〇
一
四
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
2
）
︱
︱
﹃
未

開
人
の
心
性
﹄
一
九
三
八
年
版
を
中
心
に
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
三

号
︑
七
二
︱
一
〇
四
頁
︒

　 

二
〇
一
六
﹁
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
に
お
け
る
「
文
化
」
概
念
の
再
検
討
（
3
）
︱
︱
感
情

と
理
性
の
普
遍
性
と
相
対
性
﹂﹃
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
﹄
第
六
五
号
︑
一
三
一

︱
一
六
四
頁
︒

野
崎
晃
市

　 

二
〇
〇
五
﹁
平
井
金
三
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
・
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂﹃
宗
教
研
究
﹄
第
七
九
巻
（
一
）︑
七
三
︱
九
六
頁
︒

濱
田
耕
作

　
一
九
九
〇
﹃
濱
田
耕
作
著
作
集
︱
︱
東
亜
古
代
文
化
（
二
）﹄
第
四
巻
︑
同
朋
舎
︒

原
田
実

　 

一
九
七
九
﹁
岡
倉
天
心
の
「
日
本
美
術
史
」
に
つ
い
て
﹂﹃
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
﹄
第

一
五
号
︑
三
〇
一
︱
三
二
二
頁
︒
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福
沢
諭
吉

　
二
〇
〇
二
﹃
福
澤
諭
吉
著
作
集
　
第
四
巻
　
文
明
論
之
概
略
﹄
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︒

フ
ェ
ノ
ロ
サ
︑
ア
ー
ネ
ス
ト

　 

一
九
七
八
﹃
東
洋
美
術
史
綱
﹄
森
東
吾
訳
︑
東
京
美
術
（E

rnest F. Fenollosa, Epochs of 

C
hinese and Japanese A

rt: A
n O

utline H
istory of East A

siatic D
esign, 1912

）︒

堀
岡
弥
寿
子

　
一
九
七
四
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
ア
ジ
ア
文
化
宣
揚
の
先
駆
者
﹄
吉
川
弘
文
館
︒

　
一
九
八
二
﹃
岡
倉
天
心
考
﹄
吉
川
弘
文
館
︒

増
澤
知
子

　 

二
〇
一
五
﹃
世
界
宗
教
の
発
明
︱
︱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
﹄
秋
山

淑
子
・
中
村
圭
志
訳
︑
み
す
ず
書
房
︒

松
本
清
張

　
一
九
八
四
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
そ
の
内
な
る
敵
﹄
新
潮
社
︒

宮
川
寅
雄

　
一
九
五
六
﹃
岡
倉
天
心
﹄
日
本
美
術
史
叢
書
8
︑
東
京
大
学
出
版
会
︒

宮
治
昭

　
二
〇
一
〇
﹃
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
社
︒

武
藤
三
千
夫

　 

二
〇
〇
〇
﹁
天
心
の
憂
愁
︱
︱
そ
の
美
意
識
の
無
名
性
﹂︑
神
林
恒
道
編
﹃
日
本
の
芸
術
論

︱
︱
伝
統
と
近
代
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

村
形
明
子

　 

二
〇
〇
〇
﹁﹃
美
術
真
説
﹄
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
遺
稿
﹂︑
村
形
明
子
編
﹃
ア
ー
ネ
ス
ト
・
F
・

フ
ェ
ノ
ロ
サ
文
書
集
成
︱
︱
翻
刻
・
翻
訳
と
研
究
（
上
）﹄
京
都
大
学
出
版
会
︒

森
仁
史

　 

二
〇
〇
一
﹁﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
﹄
の
成
立
と
位
相
﹂﹃
近
代
画
説
﹄
第
一
〇
号
︑

六
三
︱
七
三
頁
︒

森
田
義
之
・
小
泉
晋
弥
編

　
一
九
九
八
﹃
岡
倉
天
心
と
五
浦
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︒

保
田
與
重
郎

　 

一
九
八
二
﹁
明
治
の
精
神
︱
︱
二
人
の
世
界
人
﹂︑
橋
本
文
三
編
﹃
岡
倉
天
心
︱
︱
人
と
思

想
﹄
平
凡
社
︑
一
三
一
︱
一
四
九
頁
（
初
出
︑﹃
文
藝
﹄
昭
和
一
二
年
二
月
一
日
）︒

安
見
明
季
香

　 

二
〇
一
四
﹁
近
代
イ
ン
ド
美
術
に
お
け
る
民
族
主
義
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
﹂﹃
日
本
女
子
大
大

学
院
・
人
間
社
会
研
究
科
紀
要
﹄
第
二
〇
号
︑
二
二
五
︱
二
五
二
頁
︒

山
口
静
一

　
一
九
八
二
﹃
フ
ェ
ノ
ロ
サ
︱
︱
日
本
文
化
の
宣
揚
に
捧
げ
た
一
生
﹄
上
・
下
︑
三
省
堂
︒

山
崎
新
光

　 

二
〇
〇
一
﹃
日
露
戦
争
期
の
米
国
に
お
け
る
広
報
活
動
︱
︱
岡
倉
天
心
と
金
子
堅
太
郎
﹄

山
崎
書
林
︒

山
下
重
一

　
一
九
八
三
﹃
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
﹄
御
茶
の
水
選
書
︒

山
本
緑

　 

二
〇
〇
九
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
の
渡
印
と
英
領
イ
ン
ド
美
術
﹂﹃
京
都
市
立
芸
術
大
学
美
術

学
部
研
究
紀
要
﹄
第
五
三
巻
︑
四
五
︱
五
五
頁
︒

吉
田
千
鶴
子

　 

二
〇
一
一
﹃︿
日
本
美
術
﹀
の
発
見
︱
︱
岡
倉
天
心
が
め
ざ
し
た
も
の
﹄
歴
史
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
三
一
七
︑
吉
川
弘
文
館
︒




