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ヘ
ル
ム
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
・
フ
博
士

ｌ
高
貴
な
る
魂
の
学
Ｉ

佛
教
は
自
覚
的
に
一
つ
の
偉
大
な
る
多
様
性
を
経
験
し
、
又
、
異
質

的
な
も
の
を
も
採
決
し
た
。
佛
教
は
佛
陀
そ
の
も
の
さ
え
も
無
数
の

諸
佛
の
系
列
の
中
に
現
わ
れ
る
一
つ
の
現
象
と
し
て
把
え
、
又
、
佛

陀
の
遭
遇
し
た
ど
の
宗
教
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
与
え
た
宗
教

で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
宗
教
戦
争
も
、
儒
教
に
よ

る
排
佛
運
動
と
い
う
強
権
発
動
も
、
単
な
る
政
治
的
行
動
で
あ
り
、

物
語
り
に
過
ぎ
な
い
ｌ
此
の
世
に
お
け
る
宗
教
的
な
根
元
的
姿
勢

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
全
く
何
ら
の
係
わ
り
合
い
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
と
西
洋
』
）

佐
々
木
現

順
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、
、
、

私
は
以
上
の
引
用
を
以
て
、
こ
こ
に
、
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ヅ
プ
博
士
の
学
問
に
関
す
る
一
つ
の
印
象
を
記
し
始
め
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
の
伝
統
と
生
活
の
中
で
く
ら
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
に
と
っ
て
、
東
洋
的
宗
教
の
最
大
の
魅
力
と
い
え
ば
、
寛

容
の
精
神
ｌ
極
め
て
日
常
的
感
覚
で
あ
る
が
Ｉ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
博
士
の
如
き
広
範
な
全
自
然
と
も
言
う
べ
き
偉
大
な
人
物
の

老
大
な
学
問
範
囲
を
、
わ
ず
か
に
専
門
の
一
隅
に
謬
着
し
て
い
る
私
の
如
き
者
が
批
評
し
う
る
も
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
私
が
、
親
し

く
接
し
た
風
格
と
彼
の
心
根
と
を
追
想
し
、
さ
さ
や
か
な
印
象
を
記
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
て
、
イ
ン
ド
学
の
泰
斗
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
（
岳
閏
ｌ
邑
誇
）
は
ド
イ
ツ
帝
国
銀
行
管
理
局
の
副
局
長
の
曹
子
と
し
て
一

八
九
一
年
九
月
八
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
誕
生
し
た
。

イ
ン
ド
「
夢
の
国
」
Ｉ
彼
は
そ
う
呼
ぶ
Ｉ
は
彼
に
と
っ
て
は
彼
の
魂
を
養
っ
た
大
き
な
聖
な
る
財
産
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
へ
の
憧

れ
は
博
士
の
少
年
時
代
か
ら
彼
を
と
り
こ
に
し
て
い
た
と
い
う
。
一
九
五
七
年
十
月
、
博
士
が
国
際
。
ヘ
ン
ク
ラ
ブ
の
招
待
で
日
本
を
初
め

て
訪
れ
た
時
、
そ
れ
が
私
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
私
事
に
わ
た
る
が
、
奇
し
き
縁
で
、
私
は
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
に
就
職
し

て
い
た
頃
、
初
め
て
博
士
と
会
合
し
、
そ
の
後
、
日
本
へ
来
ら
れ
た
時
も
京
都
の
紹
介
・
案
内
を
受
け
持
つ
と
い
う
縁
を
結
び
、
そ
の
後
、

屡
々
、
博
士
の
論
項
・
著
書
な
ど
の
恵
送
を
受
け
て
い
た
。
当
時
、
健
在
で
あ
ら
れ
た
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
の
ノ
ー
学
ヘ
ル
博
士
（
金
光
明
経

等
の
研
究
）
と
私
は
イ
ン
ド
で
一
ケ
年
起
居
を
共
に
し
て
研
究
し
て
い
た
が
、
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
へ
の
紹
介
も
ノ
ー
↑
、
ヘ
ル
博
士
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
今
は
亡
き
ノ
ー
愚
ヘ
ル
博
士
の
好
意
を
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
名
を
挙
げ
た
の
は
、
私
が
曽
っ
て
会
っ
た
ド
イ
ツ
の
学
者
の
中
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
時
代
の
風
貌
と
、
ド
イ
ツ
の

栄
光
を
一
身
に
担
っ
た
気
概
と
叡
知
と
を
兼
ね
そ
な
え
た
学
者
と
し
て
、
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ヅ
プ
博
士
と
ノ
ー
ベ
ル
博
士
と
を
あ
げ
る
こ
と
が

出
来
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
学
問
は
文
字
通
り
司
尉
ｍ
の
ロ
“
。
ｇ
津
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
両
博
士
に
よ
っ
て
初

め
て
知
ら
さ
れ
た
思
い
出
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
知
性
的
孤
高
性
こ
そ
、
ド
イ
ツ
の
ア
ヵ
デ
ミ
ヵ
ー
の
等
し
く
伝
承
し
て

動
か
な
い
本
質
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
爽
雑
物
の
多
い
極
東
の
学
問
の
世
界
を
思
う
時
、
一
層
、
忘
れ
て
な
ら

ハrー
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な
い
教
訓
と
も
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
貴
族
と
も
言
う
、
へ
き
生
れ
の
人
に
は
脳
日
常
の
生
活
の
上
で
も
ぐ
○
口
を
付
し
て
、
く
○
口

の
伝
の
①
昌
眉
己
と
よ
ぶ
の
が
礼
儀
で
あ
る
こ
と
は
丁
度
、
英
国
で
は
イ
ン
ド
学
者
タ
ー
ナ
ー
博
士
が
、
サ
ー
。
タ
ー
ナ
ー
博
士
と
い
う
よ
う

に
聾
吋
を
付
け
て
呼
ば
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
今
な
お
、
な
か
な
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
も
変
っ
て
お
ら
ず
、
伝
統
的
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

彼
が
イ
ン
ド
を
冒
険
と
夢
の
国
と
よ
ん
で
い
る
が
、
彼
の
旅
行
記
目
①
甘
呂
、
目
①
弓
①
岸
の
一
章
「
ど
う
し
て
イ
ン
ド
へ
来
た
の
か
」

の
中
で
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
記
し
、
更
に
、
彼
は
「
イ
ン
ド
の
異
国
的
で
而
も
、
ひ
び
き
の
よ
い
数
々
の
名
は
よ
り
一
層
、
幻
覚
的

美
の
音
を
か
な
で
る
」
と
称
讃
し
て
い
る
。

ま
だ
青
年
で
あ
っ
た
彼
Ｉ
特
に
理
性
的
な
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
彼
Ｉ
及
び
、
そ
の
学
友
達
の
追
及
し
て
い
た
も
の
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
古
代
か
ら
変
革
さ
れ
て
来
た
世
界
像
の
限
界
を
越
え
た
新
し
い
思
想
の
相
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
若
き
フ
ォ
ン
・
グ

ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
が
イ
ン
ド
哲
学
・
宗
教
の
中
に
見
出
し
た
も
の
は
、
人
間
性
へ
の
古
い
問
い
と
そ
の
解
答
と
で
あ
っ
た
。
彼
が
ベ
ル

リ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
レ
」
・
ゥ
イ
ル
ヘ
ル
ム
高
等
学
校
の
時
、
既
に
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
多
く
の
メ
モ
を
残
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ

は
、
彼
が
そ
の
頃
、
手
あ
た
り
次
第
に
読
ん
だ
イ
ン
ド
に
関
す
る
著
作
に
関
す
る
メ
モ
で
あ
っ
た
。

博
士
が
イ
ン
ド
へ
の
親
近
感
を
懐
き
始
め
た
の
は
、
曽
っ
て
、
シ
ョ
ー
。
ヘ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
バ
ガ
尋
ハ

ッ
ド
ギ
ー
タ
を
読
ん
だ
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
更
に
、
以
前
の
こ
と
だ
が
、
ゲ
ー
テ
は
イ
ン
ド
の
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
の
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
を

読
ん
だ
り
、
近
世
に
お
い
て
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
が
佛
陀
伝
を
よ
ん
だ
り
し
た
如
く
、
ド
イ
ツ
と
イ
ン
ド
は
民
族
的
に
も
、
言
語
学
的

に
も
、
Ｌ
イ
ン
ド
と
の
関
係
が
我
為
の
日
本
と
イ
ン
ド
以
上
に
‐
親
近
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
伝
統
は
、
政
治
的
に
ド
イ
ツ

が
植
民
地
政
策
を
取
ら
な
か
っ
た
理
由
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
信
望
を
え
て
い
る
現
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
と
相
俟
っ
て
、
奈
算
両
国
の

親
近
性
、
信
頼
性
の
伝
承
を
強
固
な
ら
し
め
て
い
る
。
現
代
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
及
び
ド
イ
ツ
の
学
者
へ
の
信
頼
は
他
国
を

遙
か
に
し
の
ぐ
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
永
い
伝
統
に
よ
っ
て
培
養
さ
れ
た
こ
と
と
民
族
・
言
語
の
相
互
関
係
に
も
よ
る
こ
と
が
多
大
な
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も
と
ょ
１
シ
ョ
ー
・
ヘ
ン
ハ
ゥ
ワ
ー
の
哲
学
は
ド
イ
ツ
の
観
念
哲
学
者
達
か
ら
厳
し
い
批
判
を
も
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
。
ｌ
私

見
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
批
判
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
人
に
と
っ
て
は
異
質
的
に
み
え
た
イ
ン
ド
的
幻
の
哲
学
が
当
時
、
ま
だ
充
分
、
理
解
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
う
Ｉ
・
イ
ン
ド
研
究
の
進
ん
だ
現
代
に
於
て
は
、
か
か
る
無
理
解
に
よ
る
批
判
は
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
も
起

っ
て
い
な
い
こ
と
を
み
て
も
わ
か
る
。
因
に
言
え
ば
、
今
後
；
シ
ョ
ー
。
ヘ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
の
イ
ン
ド
的
哲
学
体
系
は
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
学
者
の

み
な
ら
ず
、
我
国
の
佛
教
学
者
に
よ
っ
て
も
、
も
う
一
度
、
研
究
し
な
お
さ
る
ゞ
へ
き
で
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
現
代
の
日
本
に
お

け
る
哲
学
者
に
よ
る
佛
教
批
判
と
解
釈
の
中
に
、
シ
ョ
ー
・
ヘ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
の
哲
学
を
越
え
て
い
た
り
、
そ
れ
以
上
の
体
系
的
佛
教
乃
至
イ

ン
ド
批
判
を
提
示
し
て
い
る
研
究
が
果
し
て
如
何
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
と
疑
う
者
は
私
一
人
で
は
な
い
と
思
う
。

フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
は
、
と
も
か
く
、
イ
ン
ド
の
白
象
の
夢
を
追
い
始
め
、
遂
に
＄
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
・
ヘ
ル
リ
ン
、
ボ
ン
に

お
い
て
本
格
的
研
究
を
目
途
し
て
イ
ン
ド
学
の
一
ゼ
メ
ス
タ
ー
を
終
え
る
ほ
ど
に
彼
を
イ
ン
ド
研
究
へ
と
駆
り
立
て
る
に
至
っ
た
。
リ
ュ

ー
ダ
ー
ス
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
ジ
モ
ン
、
ク
ー
ン
等
の
諸
専
門
学
者
が
彼
の
師
と
し
て
続
左
と
登
場
し
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
諸
学
者
に
師
事
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
士
の
実
あ
る
研
究
と
学
問
的
武
器
が
備
わ
っ
て
来
た
。

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
始
め
ら
れ
た
イ
ン
ド
研
究
は
、
ボ
ン
で
博
士
論
文
「
ジ
ャ
イ
ナ
哲
学
に
お
け
る
業
説
」
を
以
て
一
応
の
切
り
を
付

け
た
。
本
論
文
の
指
導
者
は
ヘ
ル
マ
ン
。
ヤ
コ
ー
ビ
博
士
で
あ
っ
て
、
ボ
ン
大
学
に
は
高
い
イ
ン
ド
学
の
伝
統
が
あ
り
、
近
く
は
先
年
物

故
し
た
筆
者
の
畏
友
だ
っ
た
ハ
ム
博
士
も
い
た
。
ハ
ム
博
士
は
更
に
チ
ベ
ッ
ト
学
・
パ
ー
リ
佛
教
へ
の
新
し
い
領
域
を
拡
げ
っ
つ
あ
っ

人
生
を
規
定
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

か
く
て
＄
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
も
こ
の
伝
統
を
地
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
オ
ル
デ
ン
、
ヘ
ル
グ
、
ド
イ
ッ
セ
ン
等
に
よ
る
ウ

。
〈
’
一
シ
ャ
ヅ
ド
研
究
に
、
次
第
に
動
か
さ
れ
始
め
る
。
イ
ン
ド
的
霊
性
に
目
を
付
け
出
し
た
の
は
シ
ョ
ー
・
ヘ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
の
諸
著
作
に
よ

る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ョ
ー
。
ヘ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
の
『
意
識
と
現
識
と
し
て
の
世
界
』
が
大
き
な
影
響
を
与
え
、
み
の
り
豊
か
な
彼
の

る
こ
と
に
由
る
と
思
わ
れ
る
。

戸扁
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た
。
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
時
代
は
イ
ン
ド
哲
学
の
分
野
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
、
ボ
ン
大
学
の
イ
ン
ド
学
に
は
ハ
ム
博

士
の
集
め
た
貴
重
な
文
献
Ｉ
特
に
↑
チ
ベ
ッ
ト
、
パ
ー
リ
及
び
ジ
ャ
イ
ナ
が
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
の
学
位
論
文
は
一
九

四
二
年
に
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
英
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
彼
は
ベ
ル
リ
ン
に
行
き
、
有
名
な
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
イ
ン
ド
研
究
室

で
ブ
ァ
ン
チ
ャ
の
も
と
で
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
と
．
ヘ
ル
シ
ャ
語
を
修
得
し
た
。
一
九
一
四
年
、
幸
か
不
幸
か
彼
は
足
の
治
療
の
た
め
軍
籍
か
ら

離
れ
た
が
、
そ
の
頃
、
彼
は
初
め
て
、
、
ヘ
ル
リ
ン
で
イ
ン
ド
人
と
め
ぐ
り
合
っ
て
い
る
。
又
、
そ
の
頃
、
初
め
て
、
ラ
ム
リ
ラ
の
演
劇
を

み
て
イ
ン
ド
へ
の
情
熱
を
駆
り
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
頃
の
彼
は
外
交
官
で
あ
り
、
東
洋
の
弘
報
部
担
当
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

元
来
、
ド
イ
ツ
で
の
イ
ン
ド
研
究
者
は
学
者
に
な
る
た
め
の
み
で
な
く
、
活
躍
範
囲
は
広
く
、
特
に
、
外
交
官
。
銀
行
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
等
へ
の
有
望
な
人
材
養
成
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で
屡
々
、
出
会
う
ド
イ
ツ
人
外
交
官
の
中
に
、
イ
ン
ド
学
専
攻
で

あ
っ
て
、
学
位
ま
で
持
て
る
人
材
が
多
数
、
見
出
さ
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
根
深
い
文
化
的
外
交
政
策
は
、
実
に
、
我

国
と
全
く
相
違
し
て
い
る
。
又
、
イ
ン
ド
研
究
を
志
す
人
は
、
単
な
る
宗
教
・
思
想
の
研
究
で
な
く
、
イ
ン
ド
民
族
・
文
化
Ｉ
総
じ
て
、

人
生
の
神
秘
性
ｌ
へ
の
情
熱
と
夢
を
追
う
人
糞
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
同
じ
↑
イ
ン
ド
へ
の
関
心
を
有
す
る
英
国
と
違
っ
た
点
で
あ
る

と
思
う
。
英
国
で
は
植
民
地
政
策
の
必
要
性
の
度
合
が
濃
く
、
国
家
政
策
が
個
人
の
主
体
性
よ
り
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
と
見
受
け
る
。

こ
の
両
国
の
伝
統
的
イ
ン
ド
ヘ
の
態
度
の
相
違
は
戦
後
に
お
け
る
両
国
の
イ
ン
ド
学
研
究
に
な
る
と
明
白
に
現
わ
れ
て
来
た
。
即
ち
、
イ

ン
ド
と
い
う
植
民
地
を
失
っ
た
英
国
で
は
イ
ン
ド
研
究
へ
の
国
家
的
支
援
も
消
極
的
に
な
り
、
イ
ン
ド
へ
の
個
人
的
学
問
的
関
心
も
薄
ら

い
で
お
り
、
専
攻
者
も
英
国
人
の
間
に
著
し
く
減
少
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
、
古
く
か
ら
、
イ
ン
ド
へ
の
個
人
的
主
体
性
を
重

ん
じ
た
ド
イ
ツ
の
文
化
政
策
は
国
是
・
政
治
的
変
遷
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
依
然
と
し
て
、
イ
ン
ド
研
究
熱
は
盛
ん
で
あ
る
。

こ
の
点
、
大
き
く
言
っ
て
、
国
家
と
学
問
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
充
分
、
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
と
思
う
ｌ
問
題
を
縮
少
し
て

み
て
も
、
大
学
と
学
問
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
永
遠
に
し
て
根
本
的
な
問
題
と
し
て
考
う
べ
き
教
訓
で
あ
ろ
う
Ｉ
。

博
士
は
ボ
ン
に
お
い
て
一
九
一
八
年
に
教
授
資
格
論
文
が
パ
ス
し
て
教
授
の
資
格
を
得
、
続
い
て
ベ
ル
リ
ン
で
も
資
格
を
得
た
。
因
に
、
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フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
は
十
一
年
間
、
ボ
ン
と
ベ
ル
リ
ン
で
講
師
（
呼
冒
働
丘
○
個
①
具
）
を
つ
と
め
あ
げ
た
（
忌
届
ｌ
后
路
）
。
続
い

て
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
グ
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
学
の
正
教
授
（
○
ａ
冒
胃
言
い
．
○
ａ
の
ロ
呂
呂
の
儲
卑
。
詩
い
い
○
局
）
を
つ
と
め
、
最
後

に
、
一
九
四
六
年
よ
り
彼
の
停
年
退
職
白
目
①
同
旨
の
目
侭
）
ま
で
（
こ
＄
）
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ソ
大
学
に
て
、
イ
ン
ド
学
と
比
較
宗
教
学
の
教
授

と
し
て
務
め
、
名
誉
教
授
と
し
て
↑
逝
去
の
日
、
一
九
六
三
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
教
え
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
名
誉
教
授
と
は
停
年

退
職
し
て
な
お
教
育
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
教
授
を
言
う
の
で
、
日
本
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
（
年
令
に
よ
る
も
の
）
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

吋
暁
具
の
、
の
○
Ｈ
同
日
の
凰
曾
の
を
名
誉
教
授
な
ど
と
訳
す
る
の
は
誤
解
を
招
く
。

イ
ン
ド
本
国
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
そ
の
間
、
屡
々
イ
ン
ド
を
訪
ね
た
。
極
端
に
い
え
ば
、
イ
ン
ド
人
の
住
ん
で
い
る
所

は
至
る
と
こ
ろ
彼
は
広
く
歩
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
イ
ン
ド
と
直
接
の
交
渉
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

博
士
は
、
イ
ン
ド
で
何
を
み
、
何
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
イ
ン
ド
で
み
た
も
の
は
、
お
と
ぎ
の
国
Ｉ
夢
の
国
ｌ
と
同
時
に

苦
悩
せ
る
人
々
で
も
あ
っ
た
。
又
、
最
高
の
叡
知
と
救
助
し
難
い
ま
で
の
文
盲
で
あ
り
、
又
、
強
固
な
先
入
見
と
緊
張
や
期
待
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
そ
の
こ
と
を
彼
の
著
「
イ
ン
ド
的
世
界
」
の
中
で
、
又
、
多
く
の
論
項
の
中
で
客
観
的
に
記
録
し
、
そ
し
て
自
ら
の
体
験
に
即
し

ド
イ
ツ
で
は
博
士
号
を
と
っ
た
後
で
、
更
に
、
専
門
分
野
の
業
蹟
を
積
み
、
論
文
を
再
度
提
出
し
て
、
教
授
資
格
を
う
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
冨
巨
］
旨
閏
①
ロ
と
い
う
。
そ
れ
程
に
、
ア
カ
デ
ミ
カ
ー
資
格
は
高
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
．
冒
詐
．
に
あ
た
る
と
思
っ
て
よ
い
。

ア
メ
リ
カ
で
の
勺
戸
口
．
は
市
民
権
を
得
た
と
い
う
程
度
の
哲
学
博
士
号
で
あ
り
、
「
博
士
号
は
、
こ
れ
か
ら
学
問
し
て
も
よ
い
と
い
う
程

度
で
あ
る
」
と
曽
っ
て
、
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
委
員
も
述
べ
て
い
た
の
で
、
年
の
若
さ
は
ド
イ
ツ
の
口
○
屏
○
Ｈ
号
局
面
目
○
ｍ
名
巨
①
に
あ
た
る
。

ド
イ
ツ
の
教
授
資
格
は
そ
れ
よ
り
高
い
。
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
大
学
関
係
者
は
最
低
砲
戸
口
．
（
哲
学
博
士
）
の
学
位
を
持
ち
、
そ
れ
の
な

い
教
員
も
助
手
も
大
学
人
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
依
然
と
し
て
学
問
に
け
じ
め
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
ア
ヵ
デ
ミ
ァ
ン
を
信
頼
せ

博
士
は
、
イ
ン
ド
で
伺

苦
悩
せ
る
人
々
で
も
あ
っ

彼
は
、
そ
の
こ
と
を
彼
の

て
感
想
を
述
諦
へ
て
い
る
。

し
め
る
所
以
と
な
っ
て
い
る
。

69



こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
の
両
極
性
は
、
実
は
、
イ
ン
ド
の
持
っ
て
い
る
哲
学
思
想
の
両
極
性
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
口
と
私
は
思
っ

て
い
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
自
ら
の
生
活
か
ら
彼
は
万
感
の
思
い
を
懐
き
な
が
ら
、
い
つ
も
ド
イ
ツ
へ
帰
る
と
き
、
彼
は
「
ガ
ン
ジ
ス
河

の
国
」
の
進
歩
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
希
望
を
持
ち
、
な
お
も
、
訪
ね
た
い
衝
動
を
お
さ
え
き
れ
な
か
っ
た
。
彼
の
死
期
の
近
付
い
た
一

九
六
三
’
六
四
年
の
冬
で
も
、
も
う
一
度
、
白
象
の
国
、
イ
ン
ド
を
訪
ね
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
を
引
き
つ
け
て
い
た
最
大
の
も

の
は
、
生
活
の
上
や
哲
学
の
中
で
見
出
さ
れ
る
両
極
性
の
更
に
根
底
に
、
イ
ン
ド
的
霊
性
（
旨
日
の
目
の
ｇ
冨
目
四
犀
騨
）
を
直
覚
し
た
た
め

で
あ
っ
た
。
彼
の
多
く
の
著
書
が
今
な
お
人
々
の
胸
を
打
つ
の
は
単
な
る
客
観
的
記
述
に
終
ら
な
い
深
く
美
し
い
魂
に
み
ち
み
ち
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
不
朽
の
著
書
と
い
う
も
の
は
凡
て
、
学
問
を
越
え
た
も
の
を
た
た
え
た
著
書
で
あ
る
」
こ
と
を
我
女
に
教
え
る
。

永
年
の
間
、
彼
が
研
究
し
て
達
し
た
も
の
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
生
き
る
人
間
性
と
い
う
も
の
の
本
質
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て
合
理
主
義
的
・
前
向
き
の
進
歩
を
信
ず
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
反
っ
て
、
魂
の
不
滅
を
信
じ
、
或
い
は
、

ｌ
凡
て
の
存
在
を
自
ら
の
う
ち
に
統
一
し
て
い
る
最
高
根
元
に
魂
の
安
ら
い
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
信
仰
を
形
成
し
う
る
力
を
持
つ
も

の
Ｉ
そ
う
い
う
イ
ン
ド
的
信
念
が
彼
の
到
達
し
た
内
景
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
さ
か
し
ら
に
論
じ
合
う
学
者
の
議
論
の
争
闘
も
凡
て、

が
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
殆
ん
ど
、
現
世
的
生
活
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
起
る
と
こ
ろ
の
か

、
、
、

り
そ
め
の
談
合
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

博
士
の
老
大
な
数
に
及
ぶ
著
書
の
中
で
も
、
こ
う
い
う
よ
う
に
、
魂
を
ゆ
り
動
か
す
よ
う
な
著
書
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
、
我
々
は
『
イ

ン
ド
的
思
惟
の
発
展
段
階
』
『
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
タ
と
佛
教
』
「
佛
教
と
神
の
観
念
』
な
る
三
著
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
イ
ン
ド
的
思

惟
の
発
展
段
階
』
は
、
特
に
、
イ
ン
ド
哲
学
の
全
貌
を
体
系
的
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
又
、
多
く
の
資
料
を
あ
げ
て
あ
る
の
で
、
単
な
る

イ
ン
ド
的
霊
性
の
哲
学
的
解
明
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
的
思
惟
を
凡
ゆ
る
時
代
に
わ
た
っ
て
、
而
も
、
広
範
な
原
典

資
料
を
駆
使
し
て
い
る
点
で
、
学
問
的
価
値
は
高
く
、
又
、
哲
学
の
歴
史
的
変
遷
を
お
さ
え
て
い
る
点
で
、
世
界
の
歴
史
観
の
変
遷
史
に

寄
与
す
る
と
こ
ろ
も
大
で
あ
ろ
う
。
博
士
の
方
法
論
は
常
に
、
原
典
及
び
第
一
資
料
を
用
い
つ
つ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ン
ド
の
諸
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宗
教
形
態
の
中
に
、
そ
れ
ら
諸
原
典
を
Ｉ
思
想
的
・
〈
タ
ー
ン
と
し
て
Ｉ
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
性
々
に
し
て
、
専
門
的
分

野
に
深
入
り
し
な
が
ら
、
や
や
と
も
す
る
と
、
ミ
イ
ラ
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
専
門
家
に
、
そ
の
学
問
の
人
類
史
上
の
文
化
的
位
置
付
け

を
反
省
せ
し
め
る
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
、
専
門
の
学
に
没
入
し
つ
つ
あ
る
世
人
に
よ
っ
て
、
常
に
、
机
上
に
備
う
今
へ
き
宝
玉
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
広
範
な
資
料
と
原
典
を
扱
い
な
が
ら
‐
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
、
体
系
的
且
つ
、
思
想
的
筋
合
い
を
一
貫
せ
し
め
う
る
と

い
う
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
特
に
ド
イ
ツ
の
学
者
の
特
色
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
理
由
に
は
先
天
的
な
も
の
、
或
い
は
、
諸
種
の
理

由
も
あ
ろ
う
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
彼
等
の
若
い
頃
か
ら
の
研
究
・
教
育
の
状
況
に
よ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
即
ち
、
ド
イ
ツ
の
学
徒
は
早
く
か
ら
、
専
門
を
二
種
に
し
て
同
時
に
逐
行
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
学
と
哲
学
と
か
、
美
学
と
人
類

学
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
或
る
友
人
の
ド
イ
ツ
学
者
達
は
イ
ン
ド
の
ジ
ャ
イ
ナ
哲
学
と
カ
ン
ト
哲
学
害
と
を
常
に
机
上
に
お
い
て
読
ん

で
い
た
者
も
あ
り
、
又
、
日
本
文
学
者
が
、
タ
イ
文
化
の
研
究
者
で
も
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
日
本
文
学
・
佛
教
と
同
時
に
現
代
タ
イ
語
を
教

授
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
で
は
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
。
ド
イ
ツ
人
の
体
系
化
好
き
と
い
う
我
々
の
先
入
見
か
ら
す
る
と
一
時

は
意
外
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
が
、
か
か
る
他
文
化
へ
の
注
目
が
あ
っ
て
、
専
門
分
野
の
文
化
史
上
の
意
味
と
新
し
い
視
座
と
を
得
さ
し
め

る
重
要
な
理
由
の
一
つ
で
な
い
か
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
急
が
ぱ
廻
れ
と
い
う
身
近
な
諺
は
、
ど
う
や
ら
ド
イ
ツ
の
体
系
化
と
し
て
具
象

化
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
博
士
の
研
究
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
学
界
の
一
例
で
あ
る
と
信
ず
る
。
而
も
、
大
事
な
こ
と
は
、

か
か
る
広
範
の
分
野
の
研
究
を
体
系
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
常
に
人
生
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
の
な
い
専
門
家
は
た
か
だ
か
有
用
な
機
械
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
生
に
体
系
を
与
え
得
な
い
。
と
い

う
こ
と
は
人
々
の
魂
を
打
つ
も
の
と
し
て
永
く
こ
の
世
に
残
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

博
士
は
諸
様
の
国
の
文
学
・
哲
学
と
自
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
本
質
的
核
心
に
投
入
し
て
同
感
し
う
る
能
力
を
有
し
、
そ
れ
ら
を
大
き

な
関
連
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
諸
様
な
る
存
在
の
諸
現
象
は
単
な
る
ド
ラ
イ
な
理
論
的
探
求
の
対
象
で
は

な
く
し
て
、
生
々
た
る
現
実
の
生
き
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
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℃

、

博
士
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
の
、
で
は
な
く
し
て
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
が
、
全
イ
ン
ド
が
、
色
々
な
視
座
の
も
と
で
観
察
さ
れ
、
又
、
自

己
形
成
の
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
彼
自
身
の
人
生
観
が
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
性
の
底
に
垣
間
み
ら
れ
る

Ｉ
本
質
た
る
星
座
Ｉ
「
宗
教
的
な
る
も
の
」
§
の
詞
①
］
喧
留
①
を
軸
と
し
て
、
常
に
新
し
く
、
彼
の
思
想
が
回
転
し
て
行
っ
た
。

比
較
宗
教
文
化
に
ひ
そ
む
困
難
さ
は
彼
も
ま
た
身
に
し
み
て
体
験
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
著
『
五
大
宗
教
』
は
ま
こ
と

に
、
荘
麗
な
珠
玉
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
著
作
は
彼
の
死
後
、
縮
刷
さ
れ
、
要
約
さ
れ
て
再
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
既
に
、

マ
ッ
ク
ス
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー
博
士
が
引
用
し
た
有
名
な
ゲ
ー
テ
の
格
言
を
追
憶
し
て
い
る
。
「
た
だ
一
つ
し
か
知
ら
な
い
者
は
何
も
知
っ
て

い
な
い
者
で
あ
る
」
（
弓
の
周
の
旨
①
冨
口
貝
ゞ
蔚
冒
目
冨
冒
の
）
。
こ
れ
は
散
漫
に
何
で
も
知
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、

博
士
自
身
の
業
蹟
が
示
す
よ
う
に
、
一
つ
の
こ
と
に
専
心
し
、
そ
れ
に
対
す
る
深
さ
が
加
わ
る
と
共
に
、
い
わ
ば
放
射
状
を
な
す
広
さ
も

自
ず
と
開
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
つ
の
こ
と
を
深
く
知
る
こ
と
は
同
時
に
多
く
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。

彼
は
宗
教
の
偉
大
な
結
合
体
を
常
に
学
問
的
に
、
そ
し
て
又
、
大
衆
的
に
叙
述
す
る
こ
と
に
断
え
ざ
る
努
力
を
払
っ
て
い
た
。
大
衆
は

彼
の
専
門
的
分
析
的
研
究
の
成
果
か
ら
流
れ
る
音
調
に
胸
を
お
ど
ら
せ
、
心
を
は
ず
ま
せ
て
彼
の
作
品
に
近
ず
い
た
。
専
門
学
者
は
彼
に

よ
る
専
門
分
野
の
大
衆
化
の
手
腕
の
優
美
さ
と
艶
麗
な
る
文
体
に
目
を
み
は
っ
た
。
真
実
と
は
、
い
つ
も
、
大
衆
に
と
っ
て
も
胸
を
打
つ

と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
実
に
ふ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
大
衆
の
精
神
的
境
位

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
ｌ
と
い
う
筆
者
の
信
念
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
博
士
の
諸
著
作
は
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
感
動
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
古
典
的
響
さ
え
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
典
と
し
て
残
る
も
の
は
凡
て
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

凡
そ
、
比
較
研
究
Ｉ
比
較
宗
教
・
比
較
哲
学
・
比
較
文
学
Ｉ
は
最
近
、
我
国
で
も
拾
頭
し
て
来
た
新
し
い
分
野
と
み
う
け
る
が
、

如
何
な
る
研
究
で
も
比
較
な
し
に
単
細
胞
的
に
遂
行
さ
れ
る
筈
が
な
い
。
比
較
を
言
わ
ず
し
て
、
如
何
な
る
研
究
に
も
、
既
に
、
遂
行
さ

れ
て
来
て
い
た
し
、
将
来
も
、
そ
う
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
他
文
化
の
名
は
あ
げ
な
く
て
も
、
少
く
と
も
、
研
究
対
象
と
自
己
の
体
験
と
い

う
最
小
限
度
に
よ
っ
て
で
も
、
絶
え
ず
、
比
較
は
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
比
較
が
異
質
的
な
も
の
の
比
較
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ

方の
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の
驚
き
も
大
き
い
。
驚
き
は
人
倉
に
自
己
反
省
を
迫
る
。
自
己
反
省
は
他
を
意
識
せ
し
め
、
や
が
て
、
他
を
高
次
の
自
己
に
つ
つ
む
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
っ
た
博
士
が
東
洋
た
る
イ
ン
ド
宗
教
の
異
質
性
に
遭
遇
し
た
驚
き
は
、
彼
を
し
て
、
学
問
を
人
間
の
学
と
し
て
把
え
し

め
た
の
で
な
い
か
。
特
に
、
哲
学
者
で
あ
っ
た
博
士
の
宗
教
学
と
し
て
の
著
作
の
凡
て
は
人
間
の
学
で
あ
り
、
そ
れ
が
＄
多
く
の
著
作
を

一
貫
し
た
Ｆ
①
拝
日
○
戴
く
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
音
楽
に
現
わ
れ
出
て
来
る
特
色
あ
る
楽
節
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
、
あ
た

、
、
、
、
、
、
、

か
も
、
河
の
水
は
異
な
れ
ど
映
ず
る
影
は
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
諸
様
の
現
象
の
上
に
落
す
同
じ
一
つ
の
影
、
即
ち
、
佛
教
的
叡
知
の
影

は
彼
の
心
を
感
動
せ
し
め
ず
に
お
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
伽
紋
の
持
つ
寛
容
の
精
神
で
あ
っ
た
ｌ
そ
う
一
言
い
償
。
と
い
う
の
は
私

が
曽
っ
て
、
博
士
を
、
一
緒
に
、
佛
教
各
宗
派
人
と
の
談
合
に
案
内
し
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
博
士
は
会
の
終
了
後
、
私
に
「
キ
リ
ス

ト
教
の
世
界
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
」
と
前
置
し
て
言
わ
れ
た
。
「
あ
れ
程
に
、
各
種
各
様
な
佛
教
の
宗
派
が
集
り
な
が
ら
、
反
溌

も
激
論
も
な
く
、
一
つ
の
共
通
意
識
を
以
て
語
り
合
え
た
会
は
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
で
は
み
ら
れ
な
い
。
」
博
士
は
生
き
た
寛
容
の
精
神
に

痛
く
感
激
さ
れ
て
い
た
。
か
か
る
精
神
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
我
々
は
、
屡
々
、
精
神
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
私
見
・
議
論
の
た
め
の

議
論
に
走
り
、
こ
れ
を
以
て
、
学
問
と
よ
ん
だ
り
す
る
が
、
学
問
の
本
質
を
忘
れ
る
ゞ
へ
き
で
な
か
ろ
う
と
反
省
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が

東
洋
の
異
質
性
に
遭
遇
し
て
、
そ
こ
で
、
驚
い
た
こ
と
に
よ
り
、
身
を
以
て
体
得
し
た
こ
と
の
一
つ
は
佛
教
的
寛
容
の
精
神
で
あ
っ
た
に

、
、

違
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
比
較
宗
教
学
と
は
異
な
っ
た
宗
教
の
精
神
を
自
ら
に
体
得
し
、
自
ら
も
、
そ
う
な
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ

イ
ン
ド
学
者
・
宗
教
学
者
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ヅ
。
フ
博
士
に
と
っ
て
、
例
え
ば
、
カ
ン
ト
の
定
言
的
命
令
の
如
き
も
の
が
研
究
の
対

、
、

象
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
研
究
の
対
象
は
人
生
の
原
理
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
属
四
具
口
且
旦
芦
の
閃
①
］
垣
○
口
の
］
〕
。
①
の
○
鼻
①
儲
》

ご
鯉
が
こ
の
間
の
こ
と
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
彼
は
関
係
す
る
言
語
学
・
古
代
イ
ン
ド
学
と
い
っ
た
特
殊
の
研
究
に
一
方
的
に
従
事

す
る
学
者
で
は
な
く
し
て
、
イ
ン
ド
を
、
そ
れ
自
身
完
結
し
た
複
合
的
文
化
形
態
と
し
て
把
え
た
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ニ
ノ
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、

全
自
然
日
①
ぐ
○
冑
〕
胃
目
と
も
名
ず
く
、
へ
き
頭
脳
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

た
。

局 ウ
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ド
イ
ツ
の
イ
ン
ド
学
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
博
士
も
ま
た
、
イ
ン
ド
の
本
国
人
の
如
く
に
学
会
人
と
し
て
の
交
わ
り
を
持
っ
て
い

①た
。
全
イ
ン
ド
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
。
パ
リ
シ
ャ
ッ
ド
の
会
員
で
も
あ
る
。
こ
の
会
は
イ
ン
ド
人
を
主
と
し
て
会
員
と
す
る
も
の
で
、
用
語

は
凡
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
な
さ
れ
る
高
度
の
学
会
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
パ
ン
デ
イ
ヅ
ト
を
主
会
員
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
政

府
の
冒
二
国
昌
ｏ
ｏ
ｐ
画
邑
さ
Ｈ
ｏ
ｐ
岸
日
巴
閃
の
］
騨
武
○
口
の
の
会
友
で
も
あ
る
。
イ
ン
ド
政
府
の
こ
の
ｏ
ｏ
ｐ
ｐ
巳
（
目
。
届
）
は
諸
外
国
の
研
究
・

資
料
を
支
援
す
る
機
関
で
あ
り
、
筆
者
も
曽
っ
て
、
旨
。
匿
口
の
○
○
且
四
目
国
口
目
四
日
農
○
厘
曲
①
旨
冒
日
Ｐ
の
著
書
作
成
の
た
め
イ
ン

ド
社
会
研
究
に
招
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
機
関
の
活
動
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
又
、
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博

士
及
び
ド
イ
ツ
人
学
者
へ
の
政
府
の
信
頼
感
に
接
し
、
羨
ま
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
又
、
博
士
は
一
九
五
三
年
に
、

彼
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
属
す
る
者
で
あ
る
弓

更
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
彼
の
学
問
の
超
俗
性
、
貴
品
あ
る
文
体
は
良
き
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
伝
統
と
貴
族
官
吏
の
。
プ
ロ
イ
セ
ン
的
伝

統
の
良
き
要
素
に
基
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
良
き
意
味
で
の
高
貴
性
は
ド
イ
ツ
民
族
Ｉ
現
代
で
も
Ｉ
の
誇
り
で
も
あ
る
。

ド
イ
ツ
的
栄
光
１
時
に
は
独
善
的
非
社
会
性
と
も
な
っ
て
現
わ
れ
る
が
Ｉ
フ
暦
イ
夢
的
伝
統
を
通
じ
て
今
も
な
お
ド
イ
ツ
精
神
の

中
に
生
き
て
い
る
。
現
代
ド
イ
ツ
の
一
部
に
は
、
そ
の
破
壊
と
、
又
、
そ
れ
へ
の
反
抗
に
よ
る
空
気
が
た
し
か
に
、
一
部
の
大
学
に
も
み

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
内
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
日
一
、
外
部
に
向
っ
て
は
依
然
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
光
栄
の
旗
の
下
に
集
結
す

る
と
い
う
ド
イ
ツ
文
化
へ
の
誇
り
を
守
り
通
し
て
い
る
Ｉ
こ
う
み
え
る
の
が
外
国
人
の
ド
イ
ツ
観
で
あ
る
で
あ
ろ
う
．

彼
は
、
こ
の
学
問
の
高
貴
性
と
ド
イ
ツ
の
栄
光
を
、
彼
の
中
に
も
、
又
、
学
徒
達
の
中
に
も
残
そ
う
と
努
力
し
た
。
ド
イ
ツ
的
栄
光
は

、
、
、

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
決
し
て
外
貌
を
言
う
の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
、
現
象
よ
り
も
本
質
（
存
在
）
Ｉ
単
に
み
え
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、

、
、

実
際
に
在
る
こ
と
の
上
に
価
値
を
お
こ
う
と
す
る
伝
統
の
こ
と
で
あ
る
。
而
も
、
彼
は
絶
え
ず
、
変
転
進
歩
す
る
新
し
い
現
象
に
も
自
己

、
、

塗
適
合
せ
し
ゆ
え
愚
学
希
で
あ
る
．
彼
は
在
る
こ
と
Ｉ
本
質
ｌ
を
確
固
と
し
て
見
奮
鞠
鰯
て
い
る
が
故
に
み
え
る
も
”
騨

象
Ｉ
を
意
味
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
自
ら
も
現
象
と
共
に
流
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
人
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
も
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イ
ン
ド
の
ミ
ッ
ド
ル
・
イ
ン
ド
語
の
辞
典
を
提
出
し
て
政
府
よ
り
優
遇
さ
れ
、
続
い
て
三
年
後
に
は
、
佛
滅
二
五
○
○
年
祭
に
イ
ン
ド
政

府
の
賓
客
と
し
て
デ
リ
ー
に
趣
い
た
。
彼
の
多
く
の
イ
ン
ド
旅
行
そ
の
他
、
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
等
の
旅
行
は
殆
ん
ど
自
費
を
以
て
な

さ
れ
た
が
、
一
九
五
六
年
の
旅
行
は
数
す
ぐ
な
い
政
府
招
待
の
旅
行
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
現
代
に
お
い
て
は
国
家
間
の
交

流
も
増
し
、
特
に
ド
イ
ツ
の
学
者
に
は
政
府
及
び
公
金
に
よ
る
研
究
旅
行
弓
尉
ｍ
の
ロ
の
。
富
津
牌
○
日
尉
昌
ロ
の
が
多
く
な
っ
た
こ
と
は
ド
イ
ツ

政
府
の
学
問
理
解
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
・

一
九
六
一
年
、
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
所
か
ら
名
誉
博
士
の
称
号
を
得
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
佛
教
研
究
と
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
こ

と
は
筆
者
も
屡
々
、
報
告
し
て
来
た
。
ド
イ
ツ
の
東
洋
学
研
究
史
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
佛
教
研
究
は
学
問
の
み
な
ら
ず
、

哲
学
・
思
想
と
し
て
、
又
、
一
般
に
は
人
生
観
と
し
て
、
イ
ン
ド
専
門
家
の
み
な
ら
ず
、
文
学
の
上
で
も
広
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
歴
史
を

持
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
は
、
研
究
の
領
域
内
に
限
ら
れ
て
い
て
、
広
く
ド
イ
ツ
文
化
間
に
は
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
イ
ン
ド
の
側
か
ら
言
え
ば
、
佛
教
学
よ
り
も
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
の
方
が
高
く
、
広
く
、
評
価
さ
れ
て
、
イ
ン
ド
人
に

迎
え
ら
れ
て
い
る
．
イ
ン
ド
本
国
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
が
ｌ
古
典
研
究
と
し
て
も
生
き
た
宗
教
と
し
て
も
ｌ
最
も
活
溌
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
促
進
す
る
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
が
大
々
的
に
宣
揚
さ
れ
る
の
も
尤
も
な
話
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佛
教
は
イ
ン
ド
よ

り
も
他
国
の
方
が
学
者
も
多
い
た
め
、
イ
ン
ド
と
し
て
は
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
ほ
ど
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
は

〈
ン
ブ
ル
グ
大
学
・
ボ
ン
大
学
が
中
心
的
存
在
で
あ
る
。
我
国
に
お
け
る
ジ
ャ
イ
ナ
研
究
は
今
後
の
展
開
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
た

だ
↑
言
え
る
こ
と
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
生
き
て
い
る
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
古
典
も
生
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
生
き
て
い
な
い
国
で
の
研
究
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
や
や
と
も
す
る
と
形
態
的
な
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
多
分
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

博
士
は
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
自
国
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
深
く
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

博
士
は
一
九
四
九
年
以
後
、
マ
イ
ン
ッ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
で
あ
り
、
又
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
正
会
員
と
し
て
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重
き
を
な
し
て
お
り
、
文
学
者
の
．
へ
ソ
・
ク
ラ
ブ
に
も
属
し
て
い
た
。
マ
イ
ン
ッ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
Ｉ
他
の
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
と

同
じ
く
Ｉ
イ
ン
ド
研
究
に
は
特
に
支
援
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
ド
イ
ツ
の
伝
統
を
持
っ
て
い
る
．
佛
教
の
パ
ー
リ
大
辞
典
事
業
な
ど
を

も
支
援
し
て
い
る
ア
カ
デ
ミ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
元
来
、
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
そ
の
名
は
日
本
の
学
士
院
と
類
似
す
る
が
、

実
的
に
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
方
に
散
在
し
、
統
一
的
一
組
織
で
は
な
い
。
然
も
、
そ
の
会
員
は
長
老
や
ボ
ス
の
集
り
で
は
な
い
。

真
に
活
躍
し
う
る
能
力
を
有
す
る
人
々
が
地
方
自
治
体
よ
り
充
分
な
予
算
を
取
り
、
且
つ
、
実
際
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
名
の
下
で
活
動
し

て
い
る
学
者
を
以
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本
学
士
院
と
Ｉ
予
算
の
点
で
も
ｌ
‐
大
き
く
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
る
と

こ
ろ
の
全
く
ド
イ
ツ
の
み
の
組
織
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
東
洋
研
究
者
の
数
が
多
く
な
い
こ
と
に
も
よ
ろ
う
が
、
ド
イ
ツ
で
は
ボ
ン
を
中
心

と
し
た
か
か
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
援
助
を
受
け
て
研
究
旅
行
・
個
人
研
究
・
外
人
招
待
等
の
事
業
を
可
能
に
し
て
い
る
。

博
士
の
業
蹟
に
は
純
学
術
的
著
作
の
み
な
ら
ず
、
文
学
・
翻
訳
・
評
論
に
も
及
び
、
且
つ
、
文
体
は
文
筆
家
を
し
の
ぐ
も
の
が
あ
る
。

ペ
ン
・
ク
ラ
ブ
会
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
文
才
も
博
士
の
人
格
と
情
熱
の
も
た
ら
す
賜
物
で
あ
ろ
う
。

博
士
の
七
十
歳
誕
生
記
念
に
は
ド
イ
ツ
政
府
よ
り
、
最
大
の
栄
誉
と
さ
れ
る
大
功
労
賞
号
Ｈ
ｏ
Ｈ
ｏ
ｍ
の
①
ロ
く
閏
昌
①
扁
房
Ｈ
①
巨
圃
を
授
与
さ

れ
て
い
る
。
特
に
、
彼
が
喜
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
記
念
論
文
に
寄
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
彼
の
畏
友
ラ
ダ
ク
リ
シ
『
一
ナ
ン
の

序
文
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ラ
ダ
ク
リ
シ
『
一
ナ
ン
博
士
は
政
治
的
に
は
イ
ン
ド
の
副
大
領
で
あ
り
、
学
界
で
は
最
高
の
哲
学
者
で
も
あ
っ

た
。
イ
ン
ド
で
は
、
三
名
の
最
高
責
任
者
が
い
る
。
大
統
領
・
副
大
統
領
・
首
相
で
あ
る
。
当
時
、
ネ
ー
ル
は
首
相
で
、
プ
ラ
サ
ッ
ド
博

士
は
大
統
領
で
あ
っ
た
。
曽
っ
て
、
筆
者
が
直
接
に
プ
ラ
サ
ッ
ド
博
士
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「
イ
ン
ド
で
は
政
治
責
任
者
は
賢

明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
。
副
大
統
領
た
る
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
は
学
界
の
会
議
・
文
化
会
議
等
な
る
知
的
会
合
を
受
け
も
つ
、

ネ
ー
ル
首
相
は
そ
の
下
に
い
て
政
治
に
た
ず
さ
わ
る
と
い
う
三
役
が
三
人
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
追
憶
を
述
今
へ
て
恐
縮
だ

が
、
曽
っ
て
、
筆
者
が
ハ
ー
、
ハ
ー
ド
大
学
に
い
た
頃
、
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
博
士
に
会
っ
た
時
（
岳
ｇ
）
博
士
は
夕
方
私
宅
に
、
わ
ざ
わ
ざ

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
在
学
中
の
孫
娘
さ
ん
を
つ
れ
て
、
突
然
、
訪
ね
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
世
界
の
大
長
老
と
同
席
し
た
私
事
の
思
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い
出
を
語
る
の
は
、
実
は
、
そ
の
時
の
博
士
の
示
し
た
イ
ン
ド
文
化
の
世
界
に
お
け
る
重
要
性
へ
の
信
念
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
博
士
は

外
国
の
イ
ン
ド
研
究
者
に
対
す
る
熱
意
は
予
想
外
の
好
意
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
、
博
士
は
筆
者
を
同
じ
東
洋

人
と
知
っ
て
か
「
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
ド
研
究
に
対
す
る
批
判
と
意
見
を
率
直
に
聞
き
た
い
」
と
申
し
出
ら
れ
、
同
じ
ク
ッ
シ
ョ
ン
で
誠
に

気
軽
る
に
話
さ
れ
た
夕
を
今
な
お
思
い
出
す
。
私
の
如
き
一
介
の
遊
子
に
で
も
、
東
洋
人
の
故
に
示
さ
れ
た
博
士
の
イ
ン
ド
文
化
へ
の
情

熱
と
外
国
人
た
る
我
左
研
究
者
へ
の
好
意
を
思
う
と
、
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
の
如
き
世
界
的
学
者
へ
の
言
葉
は
最
大
を
極
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
私
も
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ヅ
プ
博
士
の
喜
び
の
一
端
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
、
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
博
士
と
外
国
人
た
る
グ

ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
と
の
遭
遇
は
実
は
、
外
国
に
お
け
る
イ
ン
ド
研
究
者
全
体
に
対
す
る
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
博
士
の
好
意
を
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク
に
現
わ
す
も
の
で
あ
る
ｌ
と
我
を
イ
ン
ド
研
究
者
は
受
け
取
り
た
い
。

‐
博
士
の
豊
富
な
る
知
識
は
学
問
的
及
び
文
筆
家
と
し
て
の
多
く
の
作
品
を
世
に
送
り
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
又
、
弟
子
や
一
般
の
学
徒
に

よ
っ
て
受
け
つ
が
れ
て
行
っ
て
い
る
。
凡
て
、
真
実
の
師
ｌ
彼
が
精
神
的
師
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
ｌ
の
精
神
と
学
芸
は
、
良
き
弟
子

の
上
に
う
け
つ
が
れ
る
と
き
、
よ
り
一
層
高
い
標
準
へ
達
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
、
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
の
学
問
よ
り
も
何
よ
り

も
、
そ
の
高
貴
な
る
人
格
に
心
を
引
か
れ
る
。
こ
こ
に
言
う
高
貴
な
る
人
格
と
は
対
人
関
係
と
い
う
よ
う
な
私
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は

な
い
。
「
西
洋
的
生
活
と
論
理
の
中
に
生
き
つ
つ
、
そ
れ
を
超
え
て
、
聖
な
る
も
の
を
東
洋
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
発
見
し
、
そ
れ
を
自
ら

の
信
条
と
し
て
一
生
を
終
え
た
人
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
西
欧
人
が
東
洋
の
真
理
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
誠
に
至

難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
文
献
家
に
は
か
か
る
魂
の
超
越
も
な
く
、
魂
の
内
在
化
も
な
い
。
真
の
学
者
と
は
文
献
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
文
献
の
意
味
を
人
間
性
の
上
で
把
え
る
こ
と
の
出
来
る
者
を
言
う
の
で
な
か
ろ
う
か
。

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
博
士
こ
そ
、
ま
さ
に
、
近
世
に
お
け
る
偉
れ
て
高
貴
な
る
唯
一
の
学
者
で
あ
っ
た
。

註
①
本
論
項
は
弓
．
ｚ
自
①
》
国
の
目
巨
昏
ぐ
○
員
国
四
の
①
ロ
四
弓
ゞ
的
己
旨
の
』
巨
鰐
后
置
に
準
じ
て
、
私
見
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お

け
る
博
士
の
信
望
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
博
士
の
死
後
、
イ
ン
ド
の
各
種
の
新
聞
・
雑
誌
で
追
悼
の
論
項
が
出
版
さ
れ
た
。
弓
．
Ｚ
目
①
が
前

ワワ
J イ



掲
文
の
中
で
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
あ
げ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
、

一
般
読
者
及
び
グ
ラ
ー
ゼ
ナ
ッ
プ
研
究
者
の
便
の
た
め
、Z

D
M
G

の
記
録
を
こ 

こ
で
再
録
し
て
お
こ
う
。G
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