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タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
〇
九
（
一
〇
九
）　

冬
の
夜
の
星
の
こ
と
ご
と
人
間
に
そ
の
名
呼
ば
れ
ん
と
し
て

う
る
わ
し
き

坪
野
哲
久

は
じ
め
に

カ
ミ
ユ
の
師
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ニ
エ
（
一
八
九
八-

一

九
七
一
）
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
を
「
五
世
紀
こ
の
か
た
あ

え
ぎ
な
が
ら
現
代
ま
で
生
き
の
び
て
い
る
か
の
よ
う
だ
」
と
評
し

た
う
え
で
、「
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
ん
に
ち
そ
の
代
表
者
で
あ
り
、
い

わ
ば
、
ば
ら
香
水
な
の
だ
」）

1
（

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
高
等
学

校
の
図
書
室
で
、
は
じ
め
て
ア
ポ
ロ
ン
社
版
の
タ
ゴ
ー
ル
の
訳
詩

集
を
読
ん
だ
と
き
、「
ば
ら
香
水
」
の
芳
香
に
目
眩
が
し
、
美
し

す
ぎ
て
自
分
に
は
無
縁
だ
と
思
っ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。
グ
ル

ニ
エ
は
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
と
を
比
較
し
、
こ
う
断
言
す
る
。

「
夢
に
ふ
け
っ
た
イ
ン
ド
は
（
西
欧
人
に
と
っ
て
は
、
無
分
別
で

あ
り
、
実
り
の
な
い
夢
で
あ
る
が
）、
じ
っ
と
動
か
ず
に
と
ど
ま

り
、
人
間
の
生
活
を
軽
蔑
す
る
。
イ
ン
ド
に
と
っ
て
人
間
の
生
活

は
、
風
で
吹
き
は
ら
わ
れ
る
一
群
の
羽
虫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」）

2
（

昨
今
の
経
済
発
展
で
イ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
も
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て

き
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
話
が
宗
教
や
文
化
に
な
る
と
、
ま
だ
ま

だ
グ
ル
ニ
エ
の
描
き
出
し
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
根
強
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
を
〈
聖
者
〉
あ
る
い
は
〈
神
秘
主
義
の
詩

人
〉
と
見
な
す
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
（
一
九
一
三
年
）
当
時
に
揺
曳

し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
で
も
西
欧
で
も
生
き
つ
づ
け
て
い
る）

3
（

。

タ
ゴ
ー
ル
が
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
回
顧
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、

長
身
で
神
韻
縹
渺
と
し
た
風
貌
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
ベ
ン
ガ
ル
人
学
者

カ
リ
ダ
シ
ュ
・
ナ
ー
グ
（K

alidas N
ag, 1892-1966

）
に
宛
て

タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

臼　

田　

雅　

之
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た
手
紙
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
小
さ
な
地
方
﹇
ス
イ
ス
・
レ
マ
ン
湖
東
岸
の
ロ

ラ
ン
が
住
ん
だ
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
村
周
辺
﹈
の
人
び
と
が
、
ど
ん
な

に
詩
人
の
重
々
し
い
姿
に
深
い
印
象
を
受
け
た
か
は
、
あ
え
て
申

し
あ
げ
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
婦
人
が
、
ホ
テ
ル
の
階
段

を
彼
の
降
り
て
く
る
の
を
見
て
、『
神
さ
ま
』（le Bon D

ieu

）

が
現
わ
れ
た
の
を
見
た
と
思
っ
た
、
と
私
の
前
で
話
し
て
い
ま
し

た
。」）

4
（タ

ゴ
ー
ル
の
才
能
は
天
馬
空
を
ゆ
く
広
が
り
を
見
せ
、
文
学
の

あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
だ
け
で
は
な
く
、
音
楽
家
（
シ
ン

ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
）
で
あ
り
、
画
家
で
あ
り
、
俳
優
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
領
は
詩
人
で

あ
り
、
ふ
た
た
び
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
彼

の
ゆ
た
か
で
か
が
や
か
し
い
人
格
の
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
目
立
つ

の
が
詩
人
で
す
。
彼
の
精
神
の
他
の
属
性
は
そ
の
中
心
に
従
属
し

て
い
ま
す
」）

5
（

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

タ
ゴ
ー
ル
が
ベ
ン
ガ
ル
語
の
生
ん
だ
最
大
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ

と
は
疑
い
が
な
い
。
今
日
の
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ

た
存
在
に
な
っ
て
い
る
が
、
ベ
ン
ガ
ル
（
お
も
に
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
と
イ
ン
ド
の
西
ベ
ン
ガ
ル
州
）
で
は
、
没
後
七
〇
年
以
上

た
っ
た
今
日
で
も
、
も
っ
と
も
そ
の
詩
が
暗
唱
さ
れ
、
そ
の
思
想

が
語
ら
れ
論
じ
ら
れ
る
、
巨
大
な
存
在
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

ベ
ン
ガ
ル
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
は
〈
神
秘
的
な
詩
人
〉
あ
る
い
は

〈
聖
者
〉
だ
か
ら
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
敬
愛
さ
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
も
っ
と
多
様
で
深
い
要
因
が
そ
こ
に
は
働
い
て
い
る）

6
（

と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
の
思
想
が
現
に
現
代
イ
ン
ド
で

正
当
に
受
容
さ
れ
生
き
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
近

代
イ
ン
ド
を
代
表
す
る
二
人
の
マ
ハ
ー
ト
マ
（
偉
大
な
る
魂
）
に

他
な
ら
な
い
タ
ゴ
ー
ル
、
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
思
想
は
、
現
代
イ
ン
ド

の
思
想
の
主
流
を
形
成
し
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
タ
ゴ
ー
ル
も
ガ
ン
デ
ィ
ー
も
、
繰
り
返
し
参
照
さ

れ
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
の
事
態
に
は
近
現
代
の
イ
ン
ド
が
抱
え
込

ん
で
き
た
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿

の
狙
い
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
出
発
し
た
よ
う
に
見
え
る

タ
ゴ
ー
ル
が
、
根
底
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
者
へ
と
変
貌
す

る
（
変
質
で
は
な
く
）
過
程
を
跡
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

近
代
ベ
ン
ガ
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
た
だ
政

治
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
広
範
な
文
化
の
問
題
と
し
て

考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

第
一
章　

詩
人
の
形
成
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル）

7
（

（Rabindranath T
agore, 

（
一
一
〇
）　



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
一
一
（
一
一
一
）　

1861-1941

）
は
、
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
の
第
一
四
子

と
し
て
コ
ル
カ
タ
に
生
ま
れ
た
。
タ
ゴ
ー
ル
家
は
ピ
ラ
リ
・
バ
ラ

モ
ン
と
い
う
「
堕
落
」
し
た
と
み
な
さ
れ
た
特
殊
な
バ
ラ
モ
ン
で

あ
り
、
も
と
も
と
の
出
自
集
団
で
あ
る
ラ
リ
ヨ
・
バ
ラ
モ
ン
と
は
、

基
本
的
に
通
婚
関
係
を
断
た
れ
て
い
た）

8
（

。
し
か
し
、
カ
ー
ス
ト
制

度
は
そ
の
厳
格
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
い
く
つ
も
の
抜
け
道

を
備
え
た
柔
軟
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、「
堕
落
」
し
た
バ
ラ
モ
ン

も
、
財
力
が
あ
れ
ば
資
産
の
一
部
と
引
き
換
え
に
、
な
ん
と
か
通

婚
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
タ

ゴ
ー
ル
家
は
つ
ね
に
家
産
を
良
好
な
状
態
に
保
っ
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
。
一
七
世
紀
に
フ
ゥ
グ
リ
水
系
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
東

イ
ン
ド
会
社
の
商
業
活
動
に
よ
っ
て
活
性
化
し
、
そ
の
世
紀
末
に

は
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
拠
点
が
カ
ル
カ
ッ
タ
（
コ
ル
カ

タ
）
に
置
か
れ
、
急
速
に
発
展
す
る
の
を
見
て
取
っ
た
タ
ゴ
ー
ル

家
は
、
一
八
世
紀
の
は
じ
め
故
郷
の
ク
ル
ナ
地
域
か
ら
コ
ル
カ
タ

へ
と
移
住
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
イ
ン
ド
人
協
力
者
と
し
て
資
産

を
築
い
て
い
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
、
イ
ン
ド
の

植
民
地
化
を
進
め
、
カ
ル
カ
ッ
タ
が
英
領
イ
ン
ド
の
首
府
と
な
る

過
程
で
、
タ
ゴ
ー
ル
家
も
巨
万
の
財
を
築
い
て
い
っ
た
。
詩
人
タ

ゴ
ー
ル
の
祖
父
ダ
ル
カ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（D

w
arkanath 

T
agore, 1794-1846

）
は
イ
ギ
リ
ス
に
遊
ん
だ
と
き
、
そ
の
豪

奢
な
暮
ら
し
ぶ
り
か
ら
、
プ
リ
ン
ス
の
称
号
を
冠
し
て
呼
ば
れ
た

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
銀
行
業
、
藍
製
造
業
、
炭
田
経

営
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
イ
ギ
リ
ス
人
と
合
弁
し
て
多
角
的

に
展
開
し
た
。
近
世
的
な
植
民
地
体
制
の
な
か
で
、
近
代
イ
ン
ド

の
創
出
の
た
め
に
努
力
し
た
先
駆
的
企
業
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

期
（
一
九
世
紀
前
半
）、
コ
ル
カ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
人
社
会
は
、
東

イ
ン
ド
会
社
と
関
わ
っ
て
財
産
を
築
い
た
成
功
者
の
下
に
ド
ル

（dal

）
と
呼
ば
れ
た
カ
ー
ス
ト
横
断
的
な
派
閥
を
作
っ
て
、
互
い

に
鎬
を
削
っ
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
家
は
一
方
の
旗
頭
（dalpati

）

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
四
八
年
の
国
際
的
な
商
業
危
機
（
世
界
恐

慌
）
の
煽
り
を
受
け
て
、
タ
ゴ
ー
ル
家
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ

ス
人
と
提
携
し
た
企
業
は
倒
産
し
、
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
近
代
産

業
発
展
の
契
機
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
タ
ゴ
ー
ル
家
に
残
っ
た
の

は
、
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
リ
と
呼
ば
れ
た
農
地
を
主
と
し
た
地
所
だ
け

で
あ
っ
た
。
そ
の
広
大
な
土
地
財
産
を
受
け
継
い
だ
詩
人
の
父
デ

ベ
ン
ド
ラ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（D

ebendranah T
agore, 1817-

1905
）
は
、
ラ
ム
モ
ホ
ン
・
ラ
エ
（Ram

ohan Ray, 1774-
1833

）
の
始
め
た
近
代
的
宗
教
で
あ
る
ブ
ラ
フ
モ
信
仰
を
組
織
化

し
、
そ
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
ブ
ラ
フ
モ
信
仰
は
偶
像
崇
拝
を
認

め
な
い
一
神
教
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
体
制
に
は
原
則
的
に
批
判
的
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一
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）　

で
あ
っ
た）

9
（

。

ブ
ラ
フ
モ
信
仰
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
批
判
に
耐
え
う
る
信
仰
で

あ
っ
た
が
、
重
要
な
の
は
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
模
倣
で
は
な
く
、

範
を
古
代
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
求
め
る
伝
統
の
再
生
（
創
造
）

の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
イ
ン
ド
人
の
自
由
が
許

容
さ
れ
た
（
＝
植
民
地
政
府
の
干
渉
を
受
け
な
い
）
宗
教
領
域
に

依
拠
し
て
活
動
し
た
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
は
、
イ
ン
ド

人
の
内
面
生
活
に
イ
ギ
リ
ス
的
な
要
素
が
流
入
す
る
こ
と
に
極
度

に
警
戒
的
で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
大
反
乱
（
セ
ポ
イ
の
反
乱
、
一
八
五
七
年
）
以
降
、
イ

ン
ド
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
植
民
地
か
ら
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
直
轄
植

民
地
に
再
編
成
さ
れ
、
近
代
化
が
図
ら
れ
る
と
同
時
に
、
中
間
層

（
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
）
が
牽
引
す
る
民
族
運
動
が
展
開
さ
れ
始
め

る
。
大
反
乱
に
先
立
つ
一
八
五
一
年
に
設
立
さ
れ
た
英
領
イ
ン
ド

人
協
会
（British Indian A

ssociation

）
は
、
ベ
ン
ガ
ル
の
大

地
主
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
政
治
的
圧
力
団
体
で
、
イ
ン
ド

に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
始
ま
り
を
告
げ
る
組
織
だ
と
い
わ

れ
る
が
、
そ
の
幹
事
長
に
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
が
就
い

た
の
は
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
家
は
民
族
運
動
と
抜
き
差
し
の
な

ら
な
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
詩
人
の
誕
生
を

説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
く
つ
も
の
核
家
族
か
ら
構
成
さ
れ

た
大
家
族
の
末
の
方
に
生
ま
れ
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、
養
育
が
サ
ー

ヴ
ァ
ン
ト
任
せ
で
、
寂
し
い
幼
少
時
代
を
す
ご
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
寂
し
さ
の
中
か
ら
、
夢
想
の
翼
が
育
ま
れ
た
。
ま
た
、
少
年

タ
ゴ
ー
ル
は
規
律
を
押
し
つ
け
て
く
る
学
校
生
活
に
も
適
応
で
き

な
い
、
落
ち
こ
ぼ
れ
の
生
徒
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
家

の
子
弟
は
三
番
目
の
兄
ヘ
メ
ン
ド
ロ
ナ
ト
（H

em
endranah 

T
agore, 1844-1884

）
が
編
み
出
し
た
全
人
的
で
独
創
的
な
家

庭
教
育
に
よ
っ
て
厳
し
く
鍛
え
上
げ
ら
れ
、
ベ
ン
ガ
ル
語
、
英
語
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
い
う
一
九
世
紀
ベ
ン
ガ
ル
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

知
識
人
が
心
得
て
お
く
べ
き
三
言
語
に
は
十
分
な
素
養
を
獲
得
し

て
い
た
。
惜
し
む
ら
く
は
、
父
デ
ベ
ン
ド
ラ
ナ
ト
の
世
代
ま
で
が

自
家
薬
篭
中
の
も
の
と
し
て
い
た
ペ
ル
シ
ア
語
が
、
そ
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
か
ら
は
欠
落
し
て
い
た）

10
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
タ
ゴ
ー
ル

は
天
分
豊
か
な
兄
弟
姉
妹
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て
、
と
く
に
目

立
っ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
学
校
へ
や
れ
ば

落
ち
こ
ぼ
れ
、
留
学
さ
せ
て
も
も
の
に
な
ら
な
い
問
題
児
で
あ
っ

た
。
詩
、
こ
と
に
抒
情
詩
は
、
輝
か
し
い
朝
の
光
の
中
か
ら
だ
け

で
は
生
ま
れ
ず
、
翳
り
の
な
か
か
ら
誕
生
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。タ

ゴ
ー
ル
は
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
詩
作
を
は
じ
め
、
一
三
歳
九
か



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
一
三
（
一
一
三
）　

月
の
一
八
七
五
年
二
月
一
一
日
に
、
は
じ
め
て
公
開
の
場
で
自
作

を
朗
読
し
た）

11
（

。
そ
の
場
は
ヒ
ン
ド
ゥ
・
メ
ラ
（H

indu M
ela

）

と
い
い
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
と
渾
名
さ
れ
た
ノ
ボ
ゴ
パ

ル
・
ミ
ッ
ト
ロ
（N

abagopal M
itra, 1840?

│1894

）
が
、
タ

ゴ
ー
ル
家
の
後
ろ
盾
が
あ
っ
て
組
織
し
た
愛
国
的
な
催
し
で
あ
り
、

こ
の
年
は
第
九
回
目
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
が
管
区
別
の
地
方
的
結
集
を
遂
げ
る
時
期
に
、
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
の
デ
ビ
ュ
ー
が
、

熱
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
息
吹
の
中
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に

と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う）

12
（

。

も
っ
と
も
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
イ
ン
ド
皇
帝
の
座
に
就
い

た
こ
と
を
祝
っ
て
、
帝
国
主
義
者
の
イ
ン
ド
総
督
リ
ト
ン

（Lytton, 

在
位1876-1880

）
が
一
八
七
七
年
元
旦
に
デ
リ
ー
で

催
し
た
典ダ

ル
バ
ー
ル礼は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
で
も
ベ
ン
ガ
ル
知
事
（
公
式
に
は

準
知
事
）
の
も
と
に
祝
典
が
あ
り
、
実
際
に
は
欠
席
し
た
ら
し
い

が
、
詩
人
の
父
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
も
知
事
か
ら
表
敬
状
を
授
与
さ

れ
る
者
の
リ
ス
ト
に
名
を
列
ね
て
い
た
。
こ
の
時
、
少
年
タ
ゴ
ー

ル
は
次
の
よ
う
な
詩
を
書
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
宣
言
し
た　

勝
利
を

寿
ぎ
歌
う
奴
は
歌
う
が
い
い　

ぼ
く
は
歌
わ
な
い

ぼ
く
ら
は
歌
わ
な
い　

よ
ろ
こ
び
の
歌
を

い
い
か　

ぼ
く
ら
の
頭あ

た
ま
か
ず数は
ど
れ
だ
け
あ
る

さ
あ　

ぼ
く
ら
は
別
の
歌
を
歌
お
う

詩
人
の
兄
ジ
ョ
テ
ィ
リ
ン
ド
ロ
ナ
ト
（Jyotirindranath 

T
agore, 1849-1925

）
は
、
自
作
の
戯
曲
「
夢
み
ち
る
女
」

（Sw
apnam

ayi

）
に
こ
の
歌
を
挿
入
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
ム

ガ
ル
に
置
き
換
え
ら
れ
た）

13
（

。
植
民
地
支
配
下
の
教
養
人
た
ち
の
処

世
の
難
し
さ
が
伺
わ
れ
る
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

一
八
七
七
年
、
一
六
歳
に
な
っ
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、『
バ
ヌ
シ
ン

ホ
の
御ポ

ダ詠
歌ボ

リ集
』（Banushinher Padabali

）
と
い
う
、
古
語

を
用
い
て
書
か
れ
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
宗
教
歌
集
を
上
梓
し
て
い

る
。
こ
れ
は
民
族
精
神
の
基
底
を
探
る
試
み
と
も
評
し
え
よ
う
。

と
く
に
決
ま
っ
た
知
的
専
門
職
に
就
か
な
か
っ
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、

詩
人
と
し
て
自
己
形
成
に
勤
し
ん
で
い
く
。
二
一
歳
の
時
に
は
、

朝
の
光
の
中
で
周
囲
の
光
景
が
変
容
し
、
輝
か
し
い
姿
の
現
わ
れ

る
体
験
を
う
た
っ
た
「
滝
の
目
覚
め
」
が
書
か
れ
た
。
こ
の
体
験

は
詩
人
の
最
初
の
神
秘
体
験
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
れ
以
上
に
こ
の
よ
う
に
鮮
烈
な
目
覚
め
を
歌
っ
た
詩
は
、
イ
ン

ド
が
植
民
地
的
な
呪
縛
を
内
面
的
に
断
ち
切
っ
て
立
ち
上
が
ろ
う

と
す
る
瞬
間
を
写
し
取
っ
た
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



史　
　
　

学　

第
八
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文
学
部
創
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一
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第
一
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冊
）

一
一
四
（
一
一
四
）　

一
八
八
六
年
、
詩
人
二
五
歳
の
と
き
に
は
、
詩
集
『
長
調
と
短

調
』（K

ari o K
om

al

）
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
詩
集
は
、
八
冊

か
ら
な
る
初
期
詩
集
の
最
後
に
出
版
さ
れ
、
タ
ゴ
ー
ル
が
近
代
詩

人
と
し
て
の
全
き
姿
で
登
場
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
ソ
ネ
ッ
ト
「
い
の
ち
」
で
あ

る
。

死
に
た
く
な
い　

ぼ
く
は　

美
し
い
世
界
で

人
び
と
の
あ
い
だ
で　

ぼ
く
は
生
き
て
ゆ
き
た
い

こ
の
日
の
光
の
な
か
で　

こ
の
花
咲
く
庭
で

息
づ
く
心
の
な
か
に　

も
し
場
所
が
得
ら
れ
る
の
な
ら
！

大
地
の
生い

の
ち命
の
遊た
わ
む
れ戯
は　

と
こ
と
わ
に
う
ね
り
波
打
つ

別
れ
、
出
会
い
は　

な
ん
と
笑
い
と
涙
に
満
ち
て

│

人
間
の
幸
福
、
そ
し
て
不
幸
で　

編
み
あ
げ
た
歌

あ
あ　

も
し　

そ
れ
で
造
れ
る
の
な
ら　

不
滅
の
家
を

そ
れ
が
も
し
で
き
な
け
れ
ば　

生
き
ら
れ
る
か
ぎ
り
生
き
て

き
み
た
ち
の
あ
い
だ
に　

場
所
が
ほ
し
い

朝
な
夕
な　

き
み
た
ち
が
摘
む
か
ら

た
く
さ
ん
の
新
し
い　

歌
の
花
が
ひ
ら
く
！

笑
顔
で
受
け
取
っ
て
ほ
し
い　

花
を　

そ
れ
か
ら　

あ
あ

捨
て
て
し
ま
っ
て
く
れ　

も
し
そ
の
花
が
萎
ん
で
し
ま
う
の

な
ら

こ
の
詩
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が
な
に
よ
り
若
々
し
い
生
命
の
目
覚
め

を
う
た
う
青
年
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
ベ
ン
ガ
ル
あ
る
い
は
イ
ン
ド
を
指
し
示
す
イ
メ
ー
ジ
は

な
に
一
つ
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
関
わ
り
合
う
要
素
は
見
当

た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
は
全
編
、
普
遍
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
初
め
か
ら
「
普
遍
的
」
な
近
代
的

観
念
に
立
脚
し
て
全
イ
ン
ド
的
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
植
民
地
イ
ン
ド
の
言
説
で
は
、
目
覚
め
は

前
近
代
の
無
明
か
ら
近
代
の
光
明
へ
の
目
覚
め
（enlighten-

m
ent

）
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
要
請
さ
れ
、
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
支

配
（
近
代
西
欧
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
近
代
西
欧
の
価
値
を
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
、
ひ
る
が
え
っ
て
イ
ギ
リ
ス
支
配

の
現
実
が
そ
の
普
遍
性
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
が
批
判
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
支
配
の
「
非
イ
ギ
リ
ス
的
性
格
」
が
批
判
さ
れ
、「
ほ
ん

と
う
の
イ
ギ
リ
ス
的
支
配
」
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー

ル
が
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
、
イ
ン
ド
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
出
さ
ず
、



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
一
五
（
一
一
五
）　

普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
形
象
化
を
試
み
て
い
る
の
は
、「
ほ
ん
と

う
の
普
遍
性
」
を
問
う
た
、
初
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ス
タ
ン
ス

と
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
長
調
と
短
調
』
が
出
版
さ
れ
た
前
年
に
創
設
さ
れ
た
イ
ン
ド

国
民
会
議
は
、
民
族
運
動
の
全
イ
ン
ド
的
結
集
の
場
（
フ
ォ
ー
ラ

ム
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
び
と
は
「
ほ
ん

と
う
の
イ
ギ
リ
ス
的
支
配
」
を
要
求
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
深
化
に
と
も
な
い
、
か
れ
ら
の
微

温
的
・「
穏
健
派
」
的
立
場
は
批
判
さ
れ
、
腰
抜
け
同
然
の
扱
い

を
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
宗
主
国
べ
っ
た
り
の
奴
隷
根

性
を
見
る
の
で
は
な
く
、
植
民
地
支
配
の
現
実
に
た
い
す
る
鋭
い

批
判
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ガ
ン

デ
ィ
ー
の
前
景
化
の
な
か
で
、
な
か
ば
不
可
視
の
領
域
に
押
し
や

ら
れ
て
い
る
が
、
近
代
イ
ン
ド
の
主
流
を
な
し
て
い
た
の
は
「
穏

健
派
」
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
あ
っ
た
人
び
と
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

一
八
八
六
年
は
、
イ
ン
ド
国
民
会
議
の
第
二
回
大
会
が
カ
ル

カ
ッ
タ
で
開
か
れ
た
年
で
も
あ
る
。
国
民
会
議
の
有
力
な
核
を
形

成
し
て
い
た
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
会
員
の
た
め
に
開
か
れ
た
歓

迎
会
の
席
で
、
タ
ゴ
ー
ル
は
自
ら
の
作
詞
・
作
曲
に
な
る
「
わ
れ

ら
集
い
ぬ
、
き
ょ
う
母
（
な
る
神
、
イ
ン
ド
）
の
招
く
声
に
」
を

歌
っ
た）

14
（

。
タ
ゴ
ー
ル
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
上
げ
潮
の
な
か
で
詩

人
と
し
て
の
自
己
形
成
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
「
い
の
ち
」
の
終
わ
り
の
二
行
に
は
、
唐
突
な

転
調
が
認
め
ら
れ
る
。
思
い
が
高
ま
っ
て
終
わ
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
る
の
に
、
花
が
萎
む
と
い
う
負
の
可
能
性
が
挿
入
さ
れ
、
翳
り

が
さ
す
。
一
本
調
子
の
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
に
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ

に
、
問
題
の
複
雑
さ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
改
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

タ
ゴ
ー
ル
は
一
八
八
三
年
に
結
婚
し
、
一
八
九
〇
年
以
降
は
東

ベ
ン
ガ
ル
（
現
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
に
あ
っ
た
地

ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
リ
所
を
、
父
デ

ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
に
命
じ
ら
れ
て
管
理
に
当
た
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
生
活
の
基
盤
が
で
き
あ
が
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
田
舎
暮
ら
し

は
都
会
の
詩
人
タ
ゴ
ー
ル
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の
自
然
と
農
民
の
生
活

に
目
を
開
か
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
に
お
い
て
、

ベ
ン
ガ
ル
の
都
市
は
カ
ル
カ
ッ
タ
に
一
極
化
し
、
ベ
ン
ガ
ル
の
人

口
動
態
は
地

モ
フ
ォ
ッ
シ
ョ
ル
方
か
ら
英
領
イ
ン
ド
の
首
府
カ
ル
カ
ッ
タ
を
目
指

す
ベ
ク
ト
ル
に
な
っ
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ま
さ
に
そ
れ
と
は
逆
方

向
に
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
間
層
の
牽
引
す
る
近
代
文
化

へ
の
最
大
の
批
判
者
と
な
り
え
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

一
九
〇
一
年
に
は
、
西
ベ
ン
ガ
ル
の
田
舎
シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト

ン
に
、
の
ち
に
国
際
大
学
に
ま
で
発
展
す
る
学
園
を
開
い
た
。
樹
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一
一
六
（
一
一
六
）　

陰
の
野
外
授
業
、
芸
術
教
育
な
ど
、
近
代
の
知
育
偏
重
教
育
を
乗

り
越
え
よ
う
と
す
る
、
世
界
的
な
新
教
育
運
動
の
一
環
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
あ
っ
た）

15
（

。
さ
ら
に
隣
接
す
る
村
に

農
村
再
生
の
た
め
の
拠
点
を
設
け
る
な
ど
、
社
会
運
動
に
も
拡
大

し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た）

16
（

。

二
〇
世
紀
の
最
初
の
一
〇
年
間
は
、
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
試
練

の
連
続
で
あ
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
世
界
詩

人
（Bishw

akabi

）」
と
呼
ば
れ
る
詩
人
が
誕
生
し
得
た
と
考
え

ら
れ
る
。
一
九
〇
二
年
の
妻
の
病
死
に
は
じ
ま
る
相
次
ぐ
身
内
や

信
頼
す
る
人
の
死
は
、
娘
の
婚
出
や
息
子
の
留
学
も
重
な
り
、
一

九
〇
七
年
に
は
「
わ
ず
か
数
年
前
に
は
七
人
家
族
だ
っ
た
タ
ゴ
ー

ル
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
だ
れ
も
い
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
」）

17
（

の
で
あ
る
。

第
二
章　

  

タ
ゴ
ー
ル
と
ス
ワ
デ
シ
運
動
：
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
批
判
論
の
形
成

一
九
〇
五
年
、
民
族
運
動
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
っ
た
ベ
ン
ガ
ル
を

政
治
的
に
東
西
に
二
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弱
体
化
さ
せ
る
た
め

に
、
植
民
地
政
庁
は
ベ
ン
ガ
ル
を
、
ほ
ぼ
現
在
の
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
と
イ
ン
ド
の
西
ベ
ン
ガ
ル
州
を
分
け
る
国
境
線
に
そ
っ
て
分

割
し
た
。
そ
れ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
多
い
西
ベ
ン
ガ
ル
と
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
多
い
東
ベ
ン
ガ
ル
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
宗
教
対
立
の
火
種
を
煽
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ベ
ン
ガ
ル
分

割
断
行
に
対
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル
で
激
し
い
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ

た
の
は
も
と
よ
り
、
イ
ン
ド
各
地
が
敏
感
に
そ
れ
に
反
応
を
示
し

た
。
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
や
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
よ
う
に
反
対
運

動
を
積
極
的
に
支
持
す
る
地
域
も
あ
れ
ば
、
オ
リ
ッ
サ
の
よ
う
に

冷
淡
あ
る
い
は
敵
意
を
示
す
地
域
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ベ
ン
ガ

ル
分
割
反
対
運
動
は
、
ほ
ぼ
イ
ン
ド
全
域
に
鋭
い
反
応
を
呼
び
起

こ
し
た
、
最
初
の
近
代
的
な
民
族
運
動
で
あ
っ
た
。

ベ
ン
ガ
ル
で
は
運
動
は
、
単
な
る
政
治
運
動
の
域
を
超
え
て
、

地
域
の
一
体
性
を
謳
い
あ
げ
る
文
化
運
動
（
ス
ワ
デ
シ
運
動
）
と

な
っ
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
自
立
を
強
調
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
渦
中
に
飛
び
込
み
、

運
動
の
先
端
に
立
っ
た
。
糸
の
腕
輪
を
手
首
に
巻
く
民
俗
儀
礼
が
、

分
割
さ
れ
得
な
い
ベ
ン
ガ
ル
を
象
徴
す
る
行
為
と
し
て
、
人
び
と

の
あ
い
だ
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
。
歴
史
家
ロ
メ
シ
ュ
チ
ョ
ン
ド

ロ
・
モ
ジ
ュ
ム
ダ
ル
は
、
分
割
実
施
日
の
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

「
ア
ッ
シ
ン
月
一
〇
日
（
一
〇
月
一
六
日
）
の
朝
、
ロ
ビ
ン
ド

ロ
ナ
ト
を
先
頭
に
、
多
く
の
著
名
人
や
身
分
に
か
か
わ
り
な
く
大

勢
の
人
が
、
に
ぎ
や
か
に
行
列
を
組
ん
で
、
ガ
ン
ジ
ス
の
岸
辺
に



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
一
七
（
一
一
七
）　

集
ま
っ
た
。
ガ
ン
ジ
ス
河
で
沐
浴
し
て
、
互
い
の
手
に
腕ラ

キ輪
を
結

ん
だ
」）

18
（

。
タ
ゴ
ー
ル
は
九
月
二
七
日
に
シ
ャ
ビ
ト
リ
図
書
館
で
催

さ
れ
た
集
会
で
、
腕ラ

キ輪
結ボ
ン
ド
ンび
を
分
割
実
施
日
に
取
り
交
わ
す
提
案

を
し
て
い
た
。
一
〇
月
一
一
日
の
シ
ュ
レ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
バ
ナ
ジ

（Surendranath Banerjea, 1848-1925

）
の
英
字
新
聞
『
ベ

ン
ガ
リ
ー
』（the Bengalee

）
は
、
ベ
ン
ガ
ル
文
字
で
分
割
実

施
日
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
腕ラ

キ輪
結ボ
ン
ド
ンび
の
要
領
を
掲
載
し
た）
19
（

。
タ

ゴ
ー
ル
家
の
人
び
と
は
、
腕ラ

キ輪
に
カ
ー
ド
を
添
え
て
知
友
や
各
地

の
指
導
者
に
送
っ
た
。
ス
ワ
デ
シ
運
動
に
お
い
て
最
前
線
に
立
っ

た
東
ベ
ン
ガ
ル
（
現
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
の
ボ
リ
シ
ャ
ル
の
指
導

者
、
オ
ッ
シ
ニ
ク
マ
ル
・
ド
ッ
ト
（A

sw
inikum

ar D
atta, 

1856-1923

）
は
、
そ
れ
を
送
ら
れ
た
一
人
で
、
そ
の
礼
状
は

シ
ャ
ン
テ
ィ
ニ
ケ
ト
ン
の
ロ
ビ
ン
ド
ロ
・
ボ
ボ
ン
（Rabindra 

Bhavana

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
の
お
送
り
下
さ
れ
た
腕ラ

キ輪
の
糸）
20
（

を
結
ん
で
、
あ
り
が

た
く
存
じ
ま
し
た
。
あ
な
た
が
私
の
よ
う
な
、
取
る
に
た
り
な
い

者
を
こ
の
よ
う
に
思
い
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
思
い
、
歓
び

で
溢
れ
ん
ば
か
り
で
す
…
…
州
協
議
会
﹇
準
備
﹈
の
仕
事
で
遠
い

村
々
を
旅
し
て
回
っ
て
い
た
も
の
で
、
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
の
が

遅
く
な
り
ま
し
た
」。
オ
ッ
シ
ニ
・
ド
ッ
ト
は
、
翌
年
（
一
九
〇

六
）
四
月
に
ボ
リ
シ
ャ
ル
で
開
か
れ
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
と
な
っ
た
ベ
ン
ガ
ル
州
協
議
会
の
大
会
を
実
り

あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
農
村
部
を
回
っ
て
支
持
の
取
り
付
け
に

奔
走
し
て
い
た
。
タ
ゴ
ー
ル
は
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
を
通
じ
て

ボ
リ
シ
ャ
ル
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

分
割
実
施
日
を
中
心
と
す
る
ス
ワ
デ
シ
運
動
期
に
、
タ
ゴ
ー
ル

は
こ
う
し
た
感
性
に
訴
え
る
大
衆
行
動
を
提
案
し
た
が
、
ま
ず
な

に
よ
り
人
び
と
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
は
、
そ
の
作
詞
・
作
曲
に
な

る
「
国
の
魂
を
奮
い
立
た
せ
る
歌
」）

21
（

の
数
々
で
あ
っ
た
。
一
九
〇

五
年
八
月
七
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
の
タ
ウ
ン
・
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た

集
会
で
、
英
国
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
自
国
製
品
の
購
買
（
ス
ワ

デ
シ
）
が
、
全
ベ
ン
ガ
ル
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
戦
術
と
し
て
採
択
さ
れ
、

ス
ワ
デ
シ
運
動
が
本
格
的
に
始
動
し
た
。
同
月
二
五
日
に
同
じ
タ

ウ
ン
・
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た
集
会
で
、
タ
ゴ
ー
ル
は
「
状
況
と
方

策
」（A

bastha o Byabastha

）
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
。

民
族
運
動
の
主
流
を
な
し
て
き
た
穏
健
派
の
イ
ギ
リ
ス
か
ら
利
益

を
引
き
出
そ
う
と
す
る
や
り
方
を
物
乞
い
と
批
判
し
、
自
助
努
力

の
必
要
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
八

九
〇
年
代
半
ば
か
ら
「
過
激
派
」
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
論

点
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。
興
味
あ
る
の
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
明
に
対
す
る
真
っ
向
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

優
越
は
自
ら
を
誇
示
し
、
維
持
す
る
こ
と
を
最
優
先
課
題
と
心
得
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て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
ら
の
利
害
が
他
者
を
守
る
こ
と
に
重
な
る

場
合
は
、
他
者
に
と
っ
て
は
勿
怪
の
幸
い
で
あ
る
。
も
し
利
害
が

ま
っ
た
く
一
致
し
な
い
場
合
、
彼
ら
に
慈
悲
の
情
と
か
善
悪
の
判

断
な
ど
は
皆
無
だ
。」）

22
（

ま
た
、
次
の
よ
う
な
文
章
は
、
タ
ゴ
ー
ル
の
運
動
か
ら
の
離
脱
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
根
拠
と
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
注

目
さ
れ
る
。「
国
に
対
す
る
私
た
ち
の
な
す
べ
き
す
べ
て
の
こ
と

を
、
私
た
ち
は
き
ょ
う
確
定
し
た
。
も
し
そ
れ
が
愛
（priti

）
の

う
え
に
さ
だ
め
ら
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
誇
っ
て
い
い
し
、
長
続

き
も
す
る
。
そ
れ
が
も
し
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
怒
り
に
立
脚
し
て

い
る
な
ら
、
そ
れ
に
信
を
置
く
こ
と
は
困
難
だ
。」）

23
（

こ
の
八
月
二
五
日
の
集
会
で
、
現
在
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
国
歌

に
な
っ
て
い
る
歌
「
わ
が
黄
金
の
ベ
ン
ガ
ル
」）

24
（

が
、
は
じ
め
て
披

露
さ
れ
た
。
作
詞
・
作
曲
と
も
に
タ
ゴ
ー
ル
で
、
歌
っ
た
の
も
詩

人
自
身
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
が

ス
ワ
デ
シ
運
動
に
飛
び
込
ん
だ
の
は
、
数
々
の
「
国
の
魂
を
奮
い

立
た
せ
る
歌
」
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
で
あ
っ

た
。タ

ゴ
ー
ル
が
民
俗
儀
礼
や
民
俗
芸
能
を
民
族
運
動
の
な
か
に
取

り
込
ん
だ
の
は
魅
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
違
い
な
か
っ
た
が
、

オ
ッ
シ
ニ
・
ド
ッ
ト
な
ど
は
一
八
八
〇
年
代
の
初
め
か
ら
歌
を
運

動
に
用
い
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ベ
ン
ガ

ル
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
御
詠
歌
の
合
唱
（
シ
ョ
ン
キ
ル
ト
ン
）
や

御
詠
歌
を
歌
い
な
が
ら
の
行
進
（
ノ
ゴ
ル
・
キ
ル
ト
ン
）
な
ど
を

取
り
込
ん
だ
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
の
試
み
に
範
を
と
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
民
間
の
儀
礼
や
芸
能
は
、
い
わ
ば
時
代

精
神
と
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
、
シ
ャ
ー
ク
タ
派
（
女
神
信
仰
）
を

問
わ
ず
、
宗
教
歌
が
豊
か
で
あ
り
魅
力
あ
る
民
謡
の
響
き
渡
る
ベ

ン
ガ
ル
に
お
い
て
、
民
族
運
動
の
う
ち
に
流
れ
込
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、「
国
の
魂
を
奮
い
立
た
せ
る
歌
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

そ
の
も
の
は
、
ボ
ン
キ
ム
（Bankim

candra Cattopadhyay, 
1838-1894

）
や
ヘ
ー
ム
（H

em
candra Bandyopadhyay, 

1838-1903

）
と
い
っ
た
、
一
九
世
紀
後
半
の
文
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
ワ
デ
シ
運
動
に
は

民
俗
芸
能
が
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
す
で
に
民
族
運
動
と

同
じ
精
神
に
促
さ
れ
て
一
九
世
紀
後
半
か
ら
再
認
識
の
過
程
が
進

行
し
て
い
た
の
で
あ
る）

25
（

。

分
割
実
施
が
迫
っ
て
き
た
九
月
二
七
日
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
タ
ゴ
ー
ル
は
シ
ャ
ビ
ト
リ
図
書
館
で
開
か
れ
た
自
宗
教
修
行

会
（Sw

adharm
a Sadhan Sam

iti

）
の
集
会
で
、
糸
の
腕
輪

（
ラ
キrakhi
）
の
交
換
を
分
割
実
施
日
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の
一
体

性
を
象
徴
す
る
行
為
と
し
て
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
れ
と
同



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
一
九
（
一
一
九
）　

時
に
、
い
ま
な
お
歌
い
継
が
れ
て
い
る
国
へ
の
祈
り
の
歌
を
は
じ

め
て
歌
っ
た
。

ベ
ン
ガ
ル
の
土
、
ベ
ン
ガ
ル
の
水
、
ベ
ン
ガ
ル
の
風
、
ベ
ン

ガ
ル
の
果
実

│

清
く
あ
れ
、
清
く
あ
れ
、
清
く
あ
れ
、
お
お　

神
よ

ベ
ン
ガ
ル
の
家
、
ベ
ン
ガ
ル
の
市
、
ベ
ン
ガ
ル
の
森
、
ベ
ン

ガ
ル
の
野
原

│

満
ち
て
あ
れ
、
満
ち
て
あ
れ
、
満
ち
て
あ
れ
、
お
お
神
よ

ベ
ン
ガ
ル
人
の
誓
い
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
望
み
、
ベ
ン
ガ
ル
人

の
仕
事
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
言
葉

│

真ま
こ
と実
た
れ
、
真ま
こ
と実
た
れ
、
真ま
こ
と実
た
れ
、
お
お
神
よ

ベ
ン
ガ
ル
人
の
命
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
心
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
家
、

　

す
べ
て
の
兄
弟
姉
妹
よ

│

一
つ
に
な
れ
、
一
つ
に
な
れ
、
一
つ
に
な
れ
、
お
お　

神
よ）
26
（

ベ
ン
ガ
ル
分
割
断
行
に
抗
議
し
、
ベ
ン
ガ
ル
人
の
一
体
性
を
祈

り
訴
え
る
歌
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
ベ
ン
ガ
ル
一
色
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
に
は
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
素
は
皆
無
で
あ

る
。
こ
の
歌
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
土
台
に

も
な
り
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
故
国
を
愛
す
る
心
情
の
自
然
な
発

露
だ
と
受
け
取
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
愛
国
」

に
は
さ
ん
ざ
ん
余
計
な
滓
が
こ
び
り
つ
き
、
虚
心
に
は
用
い
ら
れ

な
い
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
自
分
を
取
り
巻
く
自
然
や
人
事
へ
の
愛

（
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
）
は
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
そ
う
し
た
心
情
的
基
礎
か
ら
抽
出
さ
れ
る
抽
象
観
念
に

す
ぎ
な
い
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
ス
ワ

デ
シ
運
動
を
境
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

者
へ
と
変
貌
し
た
が
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
を
捨
て
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

「
タ
ゴ
ー
ル
が
一
九
〇
五
年
当
時
の
、
主
に
ベ
ン
ガ
ル
分
割
を

め
ぐ
る
ス
ワ
デ
シ
運
動
へ
の
初
期
の
関
わ
り
か
ら
、
一
九
〇
七
年

あ
た
り
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
政
治
活
動
の
本
流
か
ら
し

だ
い
に
身
を
引
い
た
こ
と
は
今
日
で
は
有
名
な
話
だ
」）

27
（

と
一
般
に

認
識
さ
れ
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批

判
者
へ
の
変
貌
が
そ
の
間
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
ボ
イ

コ
ッ
ト
に
関
す
る
受
け
止
め
方
の
変
化
か
ら
、
こ
の
問
題）

28
（

を
検
討

し
て
み
た
い
。

ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
に

回
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
が
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
初
期
か
ら
タ

ゴ
ー
ル
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
つ
い
て
反
対
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

国
を
自
分
た
ち
の
も
の
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
国
民
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は
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
、
国
産
品
を
使
い
は
じ
め

た
の
だ
と
見
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
商
店
主
た
ち
も
損
失
を
承

知
の
う
え
で
英
国
製
品
を
仕
入
れ
る
の
を
ひ
か
え
、
青
少
年
は
イ

ギ
リ
ス
商
品
の
誘
惑
を
振
り
払
い
、
女
性
た
ち
は
身
を
飾
る
こ
と

に
意
を
用
い
な
く
な
っ
た
の
だ
と
理
解
し
た
。
こ
こ
で
国
民
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
中
間
層
だ
け
で
は
な
く
、
直
前
に
「
教
育
の

な
い
人
」（ashiksita
）
が
出
て
く
る
の
で
、
も
っ
と
広
範
な
人

び
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
イ
ギ
リ
ス
製
品
は
買

う
ま
い
と
い
う
怒
り
の
念
、
あ
る
い
は
根
強
い
要
求
が
あ
る
か
ら
、

不
買
が
こ
れ
ほ
ど
広
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
促
し
た
の
は

愛
だ
」
と
タ
ゴ
ー
ル
は
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。「
国
産
品
だ
か

ら
国
中
の
人
が
皆
そ
れ
を
使
お
う

│
そ
う
し
た
深
い
愛
が
私
た

ち
の
な
か
か
ら
湧
き
起
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
運
動
が
こ
れ
ほ
ど
力

を
得
た
の
だ
。
こ
れ
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
は
な
い
。
こ
れ
は
中
身
の

な
い
こ
け
お
ど
し
で
は
な
い
。
こ
れ
は
国
に
た
い
す
る
国
民
の
敬

意
で
あ
る
」

│
正
真
正
銘
の
パ
ト
リ
オ
ト
が
高
揚
し
た
思
い
を

語
っ
て
い
る）

29
（

。

タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す

る
怒
り
や
負
け
ん
気
に
駆
ら
れ
て
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
、
国
を

愛
し
、
国
産
品
を
使
用
し
た
い
か
ら
、
余
計
な
消
費
品
目
を
控
え

よ
う
と
す
る
気
持
ち
の
う
ち
に
、
評
価
で
き
る
点
を
認
め
る
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
政

治
的
な
意
味
で
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
当
初
か
ら
異
質
で
あ
っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
対
象
で
あ
る
イ
ギ
リ

ス
製
品
よ
り
も
、
は
る
か
に
問
題
と
す
べ
き
対
象
が
あ
っ
た
。
同

じ
こ
ろ
に
書
か
れ
た
「
拍
手
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
タ
ゴ
ー

ル
は
称
賛
の
表
し
方
と
し
て
の
拍
手
が
、
舶
来
の
習
慣
で
イ
ン
ド

古
来
の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
拍
手
は
侮

辱
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
拍
手
は
抑
制
の
な
い
表
現

だ
か
ら
、
侮
辱
を
表
わ
す
の
に
こ
そ
相
応
し
い
と
タ
ゴ
ー
ル
は
主

張
す
る
。
感
情
表
現
を
慎
む
の
が
東
洋
の
流
儀
で
あ
る
こ
と
を
、

戦
場
に
お
け
る
身
内
の
死
に
、
日
本
の
武
士
が
悲
し
み
を
こ
ら
え

て
表
に
は
だ
さ
な
い
の
を
家
族
愛
の
不
足
と
み
る
西
洋
人
の
判
断

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
タ
ゴ
ー
ル
は
東
洋
と
西
洋
の
考
え
方
の

違
い
を
対
比
さ
せ
る
。
東
洋
を
東
洋
た
ら
し
め
る
も
の
が
内
面
の

思
惟
・
感
性
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
タ
ゴ
ー
ル

は
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の
塩
や
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
綿
布
な
ど
、
さ
し

て
害
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
恐
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
自
発
的
に

称
賛
の
拍
手
と
い
っ
た
外
国
の
や
り
方
に
縛
ら
れ
、
自
分
た
ち
の

内
面
を
歪
め
る
こ
と
だ
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
が
展
開
し
、
植
民
地
政
府
の
規
制
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一
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と
弾
圧
が
は
じ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
現
場
、

す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
製
綿
製
品
の
販
売
を
阻
止
す
る
店
頭
の
ピ
ケ

は
、
緊
張
を
は
ら
ん
だ
つ
ば
ぜ
り
合
い
の
場
と
な
っ
た
。
ボ
イ

コ
ッ
ト
は
す
べ
て
の
イ
ギ
リ
ス
製
品
を
対
象
と
し
た
と
い
う
よ
り
、

奢
侈
品
、
酒
類
、
綿
製
品
な
ど
比
較
的
限
定
さ
れ
た
商
品
が
槍
玉

に
あ
が
っ
た
。
な
か
で
も
綿
製
品
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
焦
点
と
な
っ

た
。
顧
客
は
安
価
な
綿
製
品
を
買
い
控
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

よ
り
高
価
な
イ
ン
ド
製
綿
製
品
の
購
入
へ
と
誘
導
さ
れ
た
。
こ
れ

は
貧
し
い
農
民
層
の
生
活
に
と
っ
て
打
撃
だ
っ
た
。
ベ
ン
ガ
ル
に

お
い
て
は
、
貧
し
い
農
民
層
と
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
、
主
に

「
不
可
触
民
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
下
位
カ
ー
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
れ
が
か
れ
ら
の
運
動
か
ら
の
離
反
あ
る
い
は
対
立
と

い
う
火
種
に
油
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と

「
不
可
触
」
カ
ー
ス
ト
は
、
こ
う
し
た
経
済
的
理
由
か
ら
だ
け
で

は
な
く
、
す
で
に
ベ
ン
ガ
ル
社
会
に
お
け
る
劣
弱
な
立
場
を
克
服

す
る
運
動
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ベ
ン
ガ
ル

の
統
一
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
ス
ワ
デ
シ
運
動
は
、
ベ
ン
ガ
ル
社

会
内
部
の
亀
裂
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
〇

六
年
の
前
半
に
は
、
は
っ
き
り
と
こ
の
矛
盾
が
姿
を
現
わ
し
て
い

た
。
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
に
激
し
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、「
沈
黙
」

に
入
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
〇
七
年
秋
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
自
己
批
判
す
る
小
説
『
ゴ
ー
ラ
』
の
連
載
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
『
ゴ
ー
ラ
』
は
、
直
接
ス
ワ
デ
シ
運
動
を
主
題
と
は
し

て
お
ら
ず
、
一
時
代
前
の
過
激
派
思
想
の
台
頭
期
を
背
景
に
ス

ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
る
。
ス
ワ
デ
シ
運
動
を
真
正
面
か
主
題

化
し
た
の
は
『
家
と
世
界
』
で
、
一
九
一
五
年
四
月
〜
一
九
一
六

年
二
月
、『
土シ

ョ
ニ
バ
レ

曜
日
のル
・

便チ
ッ
テ
ィり
』
誌
に
連
載
さ
れ
、
一
九
一
六
年
単

行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
レ
グ

ル
ス
文
庫
版
翻
訳
の
下
巻
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
、「
ニ
キ
レ
シ
ュ

の
独
白
」
の
な
か
に
緊
迫
し
た
場
面
が
出
て
く
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト

を
貧
し
い
農
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
と
い
う
理
由
で
領
地
内
で
は

許
さ
な
い
地
主
の
ニ
キ
レ
シ
ュ
の
も
と
に
、
活
動
家
の
学
生
た
ち

が
押
し
か
け
て
き
て
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
強
制
を
迫
っ
た
。
学
生
の

な
か
に
は
ニ
キ
レ
シ
ュ
か
ら
奨
学
金
を
得
て
、
カ
レ
ッ
ジ
に
通
う

者
も
い
た
。
か
れ
ら
の
相
手
を
し
た
の
は
、
ニ
キ
レ
シ
ュ
の
恩
師

で
、
小
学
校
長
の
チ
ョ
ン
ド
ロ
ナ
ト
で
あ
っ
た
。
安
価
な
イ
ギ
リ

ス
製
品
の
ゴ
イ
コ
ッ
ト
を
迫
る
学
生
た
ち
に
、
チ
ョ
ン
ド
ロ
ナ
ト

は
、
こ
う
諭
す
。「
き
み
た
ち
に
は
金
が
あ
る
か
ら
、
二
パ
イ
サ

よ
け
い
に
出
し
て
国
産
品
を
買
う
こ
と
も
で
き
る
。
…
…
彼
ら
に

き
み
た
ち
が
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
力
ず
く
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
。
…
…
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
の
二
パ
イ
サ
が
ど
れ

だ
け
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
、
き
み
た
ち
に
は
想
像
も
つ
く
ま
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い
。」）
30
（活

動
家
た
ち
の
言
い
分
は
「
国
の
た
め
に
」
で
あ
っ
た
。
チ
ョ

ン
ド
ロ
ナ
ト
は
反
論
す
る
。「
国
、
国
と
い
う
が
、
国
は
土
く
れ

で
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
人
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
こ
と
を
、

指
す
の
で
は
な
い
か
ね
。」）

31
（

具
体
的
な
人
を
捨
象
し
て
、「
国
が
神

様
だ
な
ん
て
呪
文
を
広
め
る
こ
と
」）

32
（

は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、

ニ
キ
レ
シ
ュ
と
チ
ョ
ン
ド
ロ
ナ
ト
、
ひ
い
て
は
タ
ゴ
ー
ル
の
考
え

方
で
あ
っ
た
。『
家
と
世
界
』
は
い
さ
さ
か
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批

判
の
主
張
が
前
面
に
出
す
ぎ
て
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
を
描
く
小
説
と

し
て
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
欠
く
恨
み
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
述
し
た
点
は
、
社
会
の
上
層
と
下
層
の
対
立
、

ベ
ン
ガ
ル
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
い
え
ば
ボ
ッ
ド
ロ
ロ
ク

（bhadralok=

紳
士
階
層
）
と
サ
バ
ル
タ
ン
の
対
立
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
大
雑
把
に
い
え
ば
経
済
的
格
差
に
還
元
さ
れ
る
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
東
ベ
ン
ガ
ル
（
現
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）
で
は
、
耕

作
農
民
の
主
力
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
地
主
の
主
力
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
上
位
カ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ら
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
強
行
、

す
な
わ
ち
人
口
上
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
が
社
会
勢
力
と
し
て
は
メ

ジ
ャ
ー
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
上
位
カ
ー
ス
ト
の
リ
ー
ド
し
た
民
族
運
動

の
推
進
は
、
人
口
上
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
だ
が
社
会
勢
力
と
し
て
は

マ
イ
ナ
ー
な
ム
ス
リ
ム
の
利
益
を
阻
害
し
、
結
果
的
に
ヒ
ン

ド
ー
・
ム
ス
リ
ム
間
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
タ

ゴ
ー
ル
は
こ
の
対
立
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
見
破
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
へ
と
舵

を
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
前
面
に
押
し
出
し
た
『
家
と
世
界
』

が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
最
初
の
日
本
訪
問
の
年
に
脱
稿
・
出
版
さ
れ
た

こ
と
に
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受

賞
（
一
九
一
三
）
後
の
来
日
と
あ
っ
て
、
盛
大
な
歓
迎
を
受
け
た

が
、
東
京
帝
国
大
学
と
慶
應
義
塾
で
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

批
判
す
る
演
説
を
す
る
と
、
そ
の
熱
狂
は
潮
の
引
く
よ
う
に
冷
め

て
い
っ
た
。
後
年
、
塾
の
英
文
科
教
授
で
あ
っ
た
野
口
米
次
郎
は
、

こ
の
と
き
の
こ
と
を
こ
う
回
想
し
て
い
る
。「
八
年
前
日
本
へ
き

た
と
き
は
随
分
激
烈
な
言
葉
で
真
実
な
人
間
性
を
毒
す
る
現
代
の

物
質
文
明
を
呪
っ
た
、
然
し
大
声
俚
耳
に
入
ら
ず
の
感
が
あ
つ
て
、

な
に
し
ろ
戦
争
で
成
金
国
に
な
ら
う
と
し
て
居
つ
た
最
中
で
あ
っ

た
か
ら
、
彼
の
厳
粛
な
正
直
な
批
評
も
当
然
得
べ
き
反
響
を
得
る

こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。」）

33
（

タ
ゴ
ー
ル
が
三
田
を
訪
れ
、
現
在
西
校
舎
の
あ
る
場
所
に
あ
っ

た
大
講
堂
で
、
二
千
人
以
上
の
聴
衆
を
前
に
、
大
正
五
（
一
九
一

六
）
年
七
月
二
日
の
四
時
半
か
ら
一
時
間
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
講
演

し
た
。
演
題
はT

he Spirit of Japan

（
日
本
の
精
神
）
で
あ
っ
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た
。
こ
の
講
演
で
タ
ゴ
ー
ル
は
「
自
然
の
秘
術
を
共
感
に
よ
っ
て

体
得
し
て
い
る
日
本
人
」
を
讃
嘆
し
な
が
ら
、
一
方
で
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
日
本
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

「
日
本
に
と
っ
て
危
険
な
こ
と
は
何
か
、
と
い
え
ば
そ
れ
は
西
洋

の
外
面
的
特
徴
を
模
倣
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
西
洋
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
原
動
力
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
社
会

理
想
は
政
略
に
押
さ
れ
て
い
る
徴
候
を
す
で
に
示
し
て
い
る
。
わ

た
し
は
『
適
者
生
存
』
と
い
う
標
語
が
、
日
本
現
代
史
の
入
り
口

に
大
書
さ
れ
て
い
る
の
を
み
た
。

│
こ
の
標
語
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、『
自
ら
を
助
け
よ
。
他
人
に
ど
ん
な
迷
惑
が
か
か
ろ
う

と
も
意
に
介
す
る
な
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
標
語
は
自
分

が
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
自
分
の
手
に
触
れ
る
も
の
し
か

信
じ
ら
れ
な
い
盲
人
の
標
語
で
あ
る
。」）

34
（

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
日
本
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
の
言

葉
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
全
盛
の
時
代
の
批
評
で
あ
る
。
こ

れ
を
呑
み
込
む
こ
と
は
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
不
可
能
に

近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
内
在
的
展
開

第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
か
ら

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
批
判
者
へ
の
変
貌
は
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
期
に
生

じ
た
。
そ
れ
は
時
代
を
は
る
か
に
超
越
し
た
根
底
的
な
批
判
で

あ
っ
た
。
ス
ワ
デ
シ
運
動
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
が
、

ム
ス
リ
ム
耕
作
民
や
下
位
カ
ー
ス
耕
作
民
の
生
活
を
圧
迫
す
る
働

き
を
す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
そ
の
も
の
を
問
う
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
観
点
は
、
ス
ワ
デ
シ
期
の

状
況
に
促
さ
れ
て
外
在
的
に
降
っ
て
湧
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
タ

ゴ
ー
ル
の
考
え
方
・
感
じ
方
の
な
か
に
前
々
か
ら
伏
在
し
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
詩
作
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

関
係
を
た
ど
り
直
す
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
こ
の
点
を
検
討
し
て

み
た
い
。

ア
ブ
ゥ
・
シ
ョ
イ
ド
・
ア
ユ
ブ
（A

bu Sayeed A
yyub, 

1906-1982

）
に
よ
れ
ば
、
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
の
テ
ー
マ
は
、
女
性
、

自
然
、
国
（sw

adesh

、
自
国
）
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る）

35
（

。
タ
ゴ
ー
ル
の
歌
詞
集
で
あ
る
『
歌
の
庵
』（Gitabitan

）

で
は
、
プ
ジ
ャ
（
宗
教
歌
）、
自
国
賛
歌
（sw

adesh

自
国
＝
国

の
魂
を
奮
い
立
た
せ
る
歌
）
を
第
一
巻
と
し
、
愛
と
自
然
を
第
二

巻
と
し
て
分
類
し
て
い
る
。
歌
詞
集
に
圧
倒
的
に
宗
教
歌
が
多
い

の
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
に
か
か
わ
る
讃
美
歌

を
数
多
く
作
っ
た
た
め
で
も
あ
る
し
、
歌
そ
の
も
の
が
宗
教
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
ベ
ン
ガ
ル
の
土
地
柄
に
も
よ
る
。
一
方
、
ア
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ユ
ブ
が
詩
を
分
類
す
る
に
際
し
て
、
宗
教
的
主
題
を
無
視
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
宗
教
を
軽
視
す
る
近
代
的
態
度
の
反
映

だ
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
に
は
宗
教
的
な
問
い

が
根
源
的
に
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
宗
教
は
分
類
の
基
準
に
は
な

り
え
な
い
と
い
う
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
国
を
賛
美
す
る
詩
が
、
神
や
女
性
や
自
然

を
歌
う
詩
と
並
ん
で
、
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
作
の
重
要
な
対
象
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
日
本
で
は
戦
時
下
の
苦
い
体
験
か

ら
、
国
を
賛
美
す
る
こ
と
は
詩
の
テ
ー
マ
と
し
て
忌
避
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
で
あ
る
近
代
に
お
い
て
、

国
を
讃
え
て
歌
う
こ
と
が
詩
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
は
、

ご
く
自
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の

詩
人
の
作
品
集
の
中
か
ら
、
戦
時
下
の
「
愛
国
」
詩
が
ど
の
よ
う

に
消
去
さ
れ
た
か
は
、
深
く
検
討
し
て
し
か
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ

ろ
う
。
ス
ワ
デ
シ
期
を
境
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
者
に
変
貌
し

た
タ
ゴ
ー
ル
で
あ
る
が
、
若
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
時
代
に
作
っ

た
自
国
を
讃
え
る
詩
を
、
詩
集
か
ら
抹
消
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し

て
い
な
い
。「
国
（
国
家
で
は
な
い
） 

を
愛
す
る
こ
と
」
が
根
源

的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
と
に
な
っ
て
抹
消
す
る
必
要
は
な

い
は
ず
で
あ
る）

36
（
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国
へ
の
愛
を
歌
う
詩
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
も
う
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
じ
め
に
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
ソ
ネ
ッ
ト
「
い
の
ち
」
に

別
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
ソ
ネ
ッ
ト
「
い
の
ち
」

の
〈
美
し
い
世
界
〉
を
、
ま
ず
な
に
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結

び
つ
け
る
の
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
向
日
性
、
明
る
さ
で
あ
ろ
う
。

植
民
地
下
の
鬱
屈
し
た
気
分
を
世
界
に
向
か
っ
て
開
く
こ
と
、
そ

れ
が
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
が
な
し
と
げ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
寄
与

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
詩
は
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
派
の
作
品

が
鋭
い
近
代
批
判
に
貫
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
近
代
的
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
は
必
ず
し
も
一
直
線
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。

タ
ゴ
ー
ル
の
詩
は
一
般
的
な
印
象
と
し
て
は
、
美
し
す
ぎ
る
ほ
ど

美
し
く
、
近
代
が
置
き
忘
れ
た
献
身
的
信
仰
（bhakti

）
が
息
づ

く
神
秘
性
に
満
ち
た
詩
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
を
理
解
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
印
象
は
い
っ
た
ん
脇
に
置
い
て
、
年
齢
と

と
も
に
、
時
代
と
と
も
に
変
貌
し
続
け
た
詩
人
の
多
面
的
な
作
品

を
、
注
意
深
く
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ブ
ゥ
・
シ
ョ
イ
ド
・
ア
ユ
ブ
は
、「
い
の
ち
」
の
主
題
で
あ

る
、
タ
ゴ
ー
ル
が
少
年
の
時
か
ら
愛
し
た
〈
美
し
い
世
界
〉
に
つ

い
て
、
興
味
あ
る
指
摘
を
し
て
い
る
。「
世
界
の
美
し
さ
は
、
百

弁
の
蓮
の
よ
う
な
無
疵
で
凹
み
も
汚
れ
も
な
い
美
し
さ
で
は
な
い

│
こ
う
し
た
感
覚
が
彼
の
な
か
で
次
第
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ

た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
の
愛
も
知
性
的
に
な
り
、
困
難
な
も
の



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
二
五
（
一
二
五
）　

と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
〈
世
界
詩
人
〉
が
一
瞬
た
り
と
も

世
界
か
ら
顔
を
背
け
る
よ
う
な
陥
穽
に
陥
る

│
そ
の
よ
う
な
弛

み
が
生
じ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
」）
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（

。

ま
ず
注
目
す
べ
き
点
は
、（
美
し
い
世
界
）
が
無
疵
で
完
璧
な

も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
欠
点
や
傷
を
か
か
え
て
い
る
と
、
タ

ゴ
ー
ル
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
美
し
い
世
界
は
、
コ

ス
ミ
ッ
ク
な
広
が
り
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
な
に
よ
り
具
体

的
な
姿
を
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、
ベ
ン
ガ
ル
の
美
し
い
自
然
と
い

う
形
を
と
っ
て
で
あ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で

あ
っ
た
時
期
に
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
批
判
者
と
な
っ
た
時
期

に
も
変
わ
り
な
く
生
涯
を
通
じ
て
、
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
ベ
ン
ガ
ル

の
自
然
の
美
し
さ
を
歌
っ
た
。
し
か
し
、
美
し
い
ベ
ン
ガ
ル
の
風

光
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
和
音
や
雑
音
が
紛
れ
込
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
タ
ゴ
ー
ル
は
し
だ
い
に
目
を
背
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
。
タ
ゴ
ー
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
者
へ
の
変
貌

を
決
定
的
に
表
現
し
た
小
説
『
ゴ
ー
ラ
』
の
な
か
で
、
主
人
公
の

ゴ
ー
ラ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
復
古
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

活
動
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
ベ
ン
ガ
ル
社
会
の
矛
盾
に
直
面
し
て

ゆ
く
過
程
に
、
そ
れ
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
〈
美
し
い
世
界
〉
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
欠
陥
や
疵
に
気

づ
い
て
い
く
過
程
は
、『
ゴ
ー
ラ
』
が
ま
さ
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
不
協
和
音
や
雑
音
が
構
造
的
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
性
を
認
識
す
る
過
程
と
重
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
ワ
デ
シ
期
の
タ
ゴ
ー
ル
の
運
動
へ
の
参

加
を
、
高
揚
感
に
駆
ら
れ
た
詩
人
の
一
時
的
な
逸
脱
と
見
な
す
見

方
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
詩
と
現
実
世
界
へ

の
参
与
は
ま
っ
た
く
別
々
の
領
域
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と

つ
の
共
通
の
場
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ソ
ネ
ッ
ト
「
い
の
ち
」
の
（
美
し
い
世
界
）
が
明
る
い
向
日
的

な
世
界
だ
と
い
っ
た
が
、
そ
こ
に
射
す
影
の
存
在
を
最
後
の
二
行

が
暗
示
し
て
い
る
こ
と
を
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
。
植
民
地
下
の

社
会
で
、
た
だ
明
る
く
向
日
的
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
気
楽
な
極

楽
ト
ン
ボ
で
し
か
あ
る
ま
い
。
タ
ゴ
ー
ル
の
初
期
の
詩
は
、
激
し

い
鬱
屈
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
抗
す
る
よ
う
に
「
死
に
た
く
な

い
、
ぼ
く
は
」
の
叫
び
が
聞
こ
え
て
く
る
。
タ
ゴ
ー
ル
の
第
一
詩

集
が
『
夕
べ
の
歌
』（Sandhyasam

git, 1882

）
で
あ
り
、
第
二

詩
集
が
『
朝
の
歌
』（Prabhatsam

git, 1883

）
で
あ
る
の
は
象

徴
的
で
、
影
／
闇
が
先
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
朝
の
光
は
闇
が
明

け
て
初
め
て
射
し
初
め
る
。『
夕
べ
の
歌
』」
の
時
期
に
つ
い
て
、

詩
人
自
身
が
「
他
な
ら
ぬ
自
信
の
欠
除
（
マ
マ
）
そ
の
も
の
が
、

私
が
私
自
身
に
達
す
る
道
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
た
の
だ
」）

38
（

と
述

べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
個
人
的
な
発
達
段
階
を
示
す
も
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の
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
の
場
合
は
、
青
春
の
鬱
屈
が
朝
の
光
の
な

か
に
解
放
さ
れ
る
、
波
状
に
繰
り
返
さ
れ
る
過
程
と
、
国
が
植
民

地
と
し
て
の
隷
属
状
態
か
ら
、
解
放
へ
む
か
っ
て
民
族
運
動
を
展

開
す
る
過
程
と
が
、
同
時
に
二
重
写
し
に
進
行
し
た
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う）

39
（

。

こ
の
闇
と
光
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
通
し
て
、
タ
ゴ
ー
ル
ひ
い
て
は

ブ
ラ
フ
モ
（
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
会
員
と
、
ブ
ラ
フ
モ
的
な
考

え
方
に
共
感
す
る
人
び
と
＝
ブ
ラ
フ
モ
・
シ
ン
パ
）
に
も
共
通
す

る
思
考
回
路
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

光
を
も
た
ら
す
の
は
意
欲
（iccha
）
だ
か
ら
、「
意
欲
を
破
壊

す
る
の
は
私
た
ち
の
修
行
と
は
無
関
係
だ
」
と
タ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

た
だ
意
欲
は
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら

な
い
か
ら
、
い
く
ら
で
も
恣
意
的
に
な
り
う
る
。
そ
れ
に
正
し
い

方
向
性
を
与
え
る
の
は
〈
世
界
・
意
欲
〉
で
あ
り
、
個
人
の
意
欲

を
〈
世
界
・
意
欲
〉
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
教
育
の
目
的
に
も

な
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
至
高
の
歓
び
で
も
あ
る）
40
（

。

意
欲
を
前
面
に
押
し
出
し
た
と
き
の
危
険
は
、
青
春
時
代
に
タ

ゴ
ー
ル
が
直
面
し
た
危
険
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。「
若
さ
に
促

さ
れ
て　

ほ
と
ば
し
り
進
も
う
／
誰
の
も
と
へ
行
く
の
か　

だ
れ

ひ
と
り
知
ら
な
い
！
／
欲
望
が
目
覚
め　

世
界
を
み
た
し
／
あ
ふ

れ
ん
ば
か
り
に
氾
濫
し　

流
出
す
る
。」（「
滝
の
目
覚
め
」）

│

こ
れ
は
ど
う
見
て
も
安
定
し
た
状
態
で
は
な
い
。
こ
の
危
機
を
タ

ゴ
ー
ル
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
が
ら
も
乗
り
切
れ
た
の
は
、
個
人
の
意

欲
を
〈
世
界
・
意
欲
〉
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
ブ
ラ
フ
モ
信
仰

の
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
年
少
時
分
は
、
欲
望
を

制
御
し
て
活
動
す
る
習
慣
を
つ
け
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界

と
し
て
の
〈
外
な
る
自
然
〉
を
〈
内
な
る
自
然
〉
の
調
べ
と
結
び

つ
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
タ
ゴ
ー
ル
の
考
え
方）

41
（

に
も
、
父
デ
ベ
ン
ド

ロ
ナ
ト
か
ら
の
感
化
が
強
か
っ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見

て
よ
か
ろ
う）

42
（

。
タ
ゴ
ー
ル
自
身
が
そ
う
し
た
生
き
方
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
青
春
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。

意
志
力
の
権
化
の
よ
う
な
ガ
ン
デ
ィ
ー
に
比
べ
て
、
タ
ゴ
ー
ル

に
は
柔
弱
な
詩
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。
し
か
し
、

実
際
に
は
自
分
を
持
す
る
と
き
の
タ
ゴ
ー
ル
の
自
我
意
識
の
強
さ

は
並
外
れ
て
い
る
。
か
つ
て
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
主
義
を
も
暴

力
的
だ
と
批
判
す
る
タ
ゴ
ー
ル
の
理
想
の
高
さ
を
、「
ほ
と
ほ
と
、

あ
き
れ
ざ
る
を
え
な
い
」）

43
（

と
評
し
た
の
は
、
哲
学
者
の
市
井
三
郎

で
、
詩
人
が
「
ケ
タ
外
れ
の
人
間
、
と
わ
た
し
な
ど
に
は
思
え

る
」）

44
（

と
述
べ
た
。
こ
の
「
あ
き
れ
ざ
る
を
え
な
い
」
理
想
主
義
を

支
え
て
い
た
の
が
、「
ケ
タ
外
れ
の
人
間
」
の
自
我
意
識
の
強
さ

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鳥
獣
や
普
通
の
人
間
と
自
分
と
の
多
く
の
共



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
二
七
（
一
二
七
）　

通
点
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
タ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張

す
る
。「
だ
が
、
一
か
所
で
は
ま
る
で
似
て
い
な
い

│
そ
こ
で

は
私
は
特
殊
だ
。
私
が
き
ょ
う
私
と
呼
ぶ
存
在
は
無
二
だ
。
神
の

果
て
し
な
い
世
界
創
造
の
な
か
で
、
こ
の
創
造
物
は
完
全
に
前
例

の
な
い
も
の
だ

│
こ
れ
は
私
だ
け
の
私
、
た
だ
一
人
の
私
、
比

類
な
く
比
較
を
絶
し
た
私
だ
。
こ
の
私
と
い
う
存
在
の
世
界
、
そ

れ
は
た
だ
ひ
と
り
私
の
も
の
で
あ
る
世
界
だ　

│
そ
の
大
い
な

る
無
人
の
境
涯
に
は
、
私
の
内
に
い
ま
す
神
の
ほ
か
は
、
だ
れ
に

も
入
り
こ
め
る
余
地
が
な
い
」）

45
（

。

植
民
地
政
府
は
宗
教
領
域
に
お
け
る
イ
ン
ド
人
の
自
由
を
保
証

し
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
内
面
の
砦
を
難
攻
不
落
の
も
の
に
鍛

造
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
モ
イ
ト
レ
イ
・
デ
ビ
（M

aitreyi 
D

evi, 1914-1989

）
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
（Eliade, M

ircea, 
1907-1985

）
と
の
恋
愛
を
め
ぐ
る
小
説
『
そ
は
知
ら
ず
』（N

a 
hanyate

）
の
な
か
で
、
だ
れ
で
あ
れ
そ
の
心
を
読
み
取
っ
た
ロ

シ
ア
人
女
性
読
心
術
師
が
、
つ
い
に
タ
ゴ
ー
ル
の
心
に
入
り
込
め

な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る）

46
（

。
タ
ゴ
ー
ル

は
詩
人
と
し
て
成
熟
す
る
過
程
で
、
不
可
侵
の
内
面
世
界
を
練
り

上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
植
民
地
政
府
の
手
の
届
か
な

い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
同
時
に
、
イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら

の
自
由
も
要
求
す
る
。

こ
の
自
我
の
強
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
そ
れ
は
自
我
が
最

高
我
で
あ
る
神
と
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
個
人
的
な
自
我
は
最
高
我
を
得
る
た
め
に
放
棄

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
歓
び
が
あ
り
、
自
我
は
否
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
献
身
さ
れ
る）

47
（

。
献
身
が
歓
び
で
あ
る
の
は
、
そ

れ
が
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
自
発
的
な
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。

タ
ゴ
ー
ル
の
神
は
服
従
を
要
求
せ
ず
、
人
間
に
「
い
い
え
」
と

言
う
自
由
を
与
え
る
。
神
は
人
間
の
望
み
の
う
ち
に
あ
っ
て
の
み
、

み
ず
か
ら
を
完
全
な
も
の
に
し
な
か
っ
た

│
な
ぜ
な
ら
、
神
が

完
全
で
あ
る
と
、
人
間
の
望
み
の
意
味
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
神
は
人
間
を
愛
し
た
の
で
、
人
間
に
自
発
的
に
「
は

い
」
と
言
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
欲
し
た
か
ら
、「
い
い
え
」
を
言

う
自
由
を
人
間
に
与
え
た
。
人
間
が
「
は
い
」
と
し
か
言
え
な
い

と
こ
ろ
で
は
、
支
配
が
あ
る
ば
か
り
で
、
愛
は
存
在
し
な
い
。
人

間
が
み
ず
か
ら
望
み
、
神
の
望
み
を
承
認
す
る
と
き
、
神
の
望
み

と
人
間
の
望
み
の
一
致
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る）

48
（

。

こ
れ
が
個
人
的
な
自
我
の
最
高
我
へ
の
献
身
で
あ
り
、
個
我
と

最
高
我
の
結
び
つ
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

タ
ゴ
ー
ル
の
個
我
（
自
我
）
の
強
さ
は
、
愛
に
よ
っ
て
最
高
我

と
結
び
つ
い
て
い
る
強
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
し
も
硬
直
し
た
強
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二
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さ
で
は
な
く
、
流
動
的
な
歓
び
に
満
ち
た
、
し
な
や
か
な
強
さ
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
修
行
と
か
練
成
と
呼
ば
れ
る
行
為
に
は
、
堅
固
さ

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
の
世
界
は
う
ね
り
流

動
す
る
樹ロ

シ
ュ液
（rasa

）
が
ほ
と
ば
し
り
、「
生
命
の
流
れ
、
青
春

の
流
れ
、
美
の
流
れ
」
と
な
っ
て
あ
ふ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
堅
固

な
も
の
が
欠
如
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
地
球
の
岩
盤

の
よ
う
に
深
く
に
あ
っ
て
大
地
を
支
え
て
い
る
。
し
か
し
、
硬
い

岩
盤
だ
け
で
は
地
球
は
完
全
に
は
な
ら
な
い
。
不
動
な
も
の
の
上

に
、
つ
ね
に
流
れ
ゆ
く
も
の
の
遊リ

ー
ラ
ー戯
（lila

）
が
な
け
れ
ば
、
地

球
も
信
仰
も
完
全
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
タ
ゴ
ー

ル
の
考
え
で
あ
っ
た）

49
（

。

硬
い
岩
盤
と
は
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル

は
真
理
だ
け
に
満
足
し
え
な
い
（
そ
こ
が
ガ
ン
デ
ィ
ー
と
の
違
い

で
あ
る
）。
真
理
に
支
え
ら
れ
て
展
開
す
る
流
体
の
遊
戯
が
な
け

れ
ば
、
世
界
は
完
璧
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
遊

び
は
た
し
か
に
「
よ
け
い
な
も
の
」、
余
剰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
余
剰
の
う
ち
に
、
世
界
を
美
で
彩
る
神
の
愛
が

働
い
て
い
る
の
を
見
出
し
、
そ
れ
を
賛
美
す
る
人
間
の
応
答
が
表

現
を
生
み
出
し
、
こ
う
し
て
神
と
人
間
は
愛
の
関
係
で
結
ば
れ
、

世
界
は
歓
び
に
満
た
さ
れ
て
、
あ
ふ
れ
る
と
思
い
描
い
た
。

こ
う
し
た
世
界
観
に
立
っ
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
よ
う
な
、
敵
を
設
定
し
、
敵
と
対
抗
す
る
た
め
に
内
部
結

束
を
図
る
よ
う
な
思
想
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
に
ち
が
い
な
い
。

自
由
な
人
間
の
愛
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
抵
触
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
母
体
で
あ
る
「
国
民
」
と
は
何
か
。
タ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、「
一
国
の
全
人
民
が
力
と
し
て
組
織
さ
れ
る
と
き
の
様
相
」）

50
（

を
指
す
で
あ
る
。
国
民
は
強
力
か
つ
効
率
的
に
な
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
不
断
の
要
求
は
、
人
間
の
自
己
放

棄
的
で
創
造
的
な
本
性
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
国

民
に
は
機
械
的
な
組
織
維
持
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
自
発

的
な
献
身
と
い
う
道
徳
的
で
究
極
的
な
人
間
と
し
て
の
在
り
方
を

抑
圧
す
る
か
ら
で
あ
る）

51
（

。
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
展
開
と
、
同
時
期
の

身
の
回
り
の
不
幸
の
連
続
の
な
か
で
、
詩
作
を
通
じ
た
世
界
理
解

と
運
動
の
現
実
に
決
定
的
な
矛
盾
が
生
じ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
横
溢
す
る
さ
な
か
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の

論
陣
を
張
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
初

期
に
彼
が
作
っ
た
「
国
の
魂
を
奮
い
立
た
せ
る
歌
」、「
ひ
と
り
行

け
」
の
言
葉
ど
お
り

│
「
千
万
人
と
雖
も
吾
往
か
ん
」
の
勇
猛

心
を
振
る
っ
た
荒
野
の
声
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

ス
ワ
デ
シ
運
動
期
は
、
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
不
幸
が
連
続
し
た

時
期
で
あ
っ
た
。
不
幸
の
受
け
止
め
方
も
タ
ゴ
ー
ル
独
特
の
も
の

で
あ
る
。
不
幸
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
悲
し
み
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ

て
も
個
々
人
の
も
の
だ
。
神
は
完
全
で
あ
り
財
と
い
う
財
は
神
の

も
の
、
人
間
に
あ
る
も
の
と
い
え
ば
、
完
全
が
価
値
で
あ
る
と
い

う
了
解
だ
け
で
あ
る
。
人
間
が
神
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
幸
だ
。
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
悲
し
い
と
い

う
心
の
状
態
で
は
な
く
、
不
幸
が
課
す
悲
し
み
に
屈
服
せ
ず
、
個

我
（
魂
）
の
尊
厳
を
感
じ
取
る
、
修
練
（sadhana

）
や
苦
行

（tapasya

）
と
い
う
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
転
換
さ
れ

た
悲
し
み
を
、
神
は
歓
び
で
も
っ
て
満
た
し
て
く
れ
る
。
神
が
与

え
て
く
だ
さ
る
歓
び
と
い
う
甘ア

ム
リ
タ露
を
受
け
取
る
器
が
、
悲
し
み
／

不
幸
な
の
で
あ
る
。
不
幸
の
ほ
か
に
、
試
練
ゆ
え
の
歓
び
を
得
る

途
は
な
い）

52
（

。

タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ベ
ン
ガ
ル
分
割
と
自
分
を
襲
っ
た

数
々
の
不
幸
は
、
と
も
に
乗
り
越
え
る
べ
き
試
練
で
あ
っ
た
。
タ

ゴ
ー
ル
は
最
高
我
（
神
）
と
個
我
を
愛
の
関
係
の
う
ち
に
結
び
つ

け
る
こ
と
を
通
し
て
、
個
人
的
な
試
練
を
乗
り
越
え
よ
う
と
図
っ

た
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
ス
ワ
デ
シ
期
の

『
ギ
タ
ン
ジ
ョ
リ
』
を
は
じ
め
と
す
る
神
秘
主
義
詩
集
の
完
璧
な

詩
の
数
々
を
読
め
ば
納
得
さ
れ
る
。
そ
の
世
界
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
抵
触
し
た
の
で
あ
る
。
詩
人
（
人
間
）
と
神
と
の
愛
の
世
界

に
は
、
自
己
拡
張
的
な
利
己
主
義
に
貫
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
、
収
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
神
秘
主
義
的
な
詩
を
書

き
継
ぐ
こ
と
と
、
ス
ワ
デ
シ
運
動
へ
の
参
加
、
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
批
判
を
契
機
に
し
た
運
動
か
ら
の
離
脱
は
、
別
々
の
道
筋

を
た
ど
っ
た
の
で
は
な
く
、
詩
人
の
同
一
の
探
求
の
結
果
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

あ
な
た
が
わ
た
し
に
歌
を
唄
え
と
命
じ
る
と

　
　
　

・
・
・
・
・

生
き
る
こ
と
の
辛つ

ら

さ
や
痛
み
は

甘
露
の
歌
の
中
に
融
け
入
り
た
が
り
ま
す
、

　
　
　

・
・
・
・
・

心
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
な
た
に

わ
た
し
は
歌
に
よ
っ
て
御
足
に
触
れ
ま
す

歌
の
調
べ
に
惑
わ
さ
れ
て　

わ
た
し
は
つ
い
我
を
忘
れ
て
し

ま
い
ま
す

│

そ
し
て
わ
た
し
の
主
を
友
と
呼
び
ま
す）
53
（
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一
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唄
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
対
象
は
、
周
囲
に
展
開
す
る
世

界
で
あ
る
。
夜
空
に
遠
く
瞬
く
星
も
み
な
、
冒
頭
に
引
い
た
坪
野

哲
久
の
歌
の
よ
う
に
、
人
間
に
そ
の
名
を
呼
ば
れ
よ
う
と
し
て
美

し
い
。
国
中
、
そ
し
て
世
界
中
の
人
び
と
が
、
こ
う
し
た
愛
の
関

係
に
結
ば
れ
る
こ
と
を
、
詩
人
は
祈
り
つ
つ
、
詩
作
し
、
労
働
し

つ
づ
け
る
。

註（1
）　

ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ニ
エ
、
井
上
究
一
郎
（
訳
）『
孤
島
』
竹
内
書

店
、
一
九
六
八
年
、
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
2
）　

同
上
、
一
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
3
）　

丹
羽
京
子
『
タ
ゴ
ー
ル
』
清
水
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
三
八

ペ
ー
ジ
。

（
4
）　

蛯
原
徳
夫
（
訳
）「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
タ
ゴ
ー
ル
」『
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
35
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
二
年
、
二
五
五

ペ
ー
ジ
。

（
5
）　

同
上
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
6
）　

ベ
ン
ガ
ル
人
の
タ
ゴ
ー
ル
観
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
佐
藤
宏
、

粟
屋
利
江
（
訳
）『
議
論
好
き
な
イ
ン
ド
人
』（
明
石
書
店
、
二
〇

〇
八
年
）
の
第
五
編
「
タ
ゴ
ー
ル
と
か
れ
の
イ
ン
ド
」。

（
7
）　

タ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
ま
で
ふ
つ
う
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ

ゴ
ー
ル
と
表
記
さ
れ
て
き
た
。
姓
の
タ
ゴ
ー
ル
は
英
語
表
記
の

T
agore

に
基
づ
い
て
い
る
が
、T

agore

は
ベ
ン
ガ
ル
語
の

T
hakur

に
由
来
す
る
。
タ
ゴ
ー
ル
の
姓
名
を
ベ
ン
ガ
ル
語
に
近

く
表
記
す
れ
ば
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ク
ゥ
ル
と
な
る
。
ラ
ビ
ン

ド
ラ
ナ
ー
ト
は
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
（
イ
ン
ド
共

和
国
の
公
用
語
）
読
み
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
や

バ
ラ
モ
ン
の
よ
う
な
日
本
語
に
定
着
し
た
も
の
を
除
き
、
ベ
ン
ガ

ル
語
固
有
名
詞
は
ベ
ン
ガ
ル
語
の
発
音
に
近
く
表
記
し
た
。

（
8
）　

詳
細
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
臼
田
雅
之
「
タ
ゴ
ー
ル
家
の

歴
史
的
位
相
」（『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
・
別
巻
（
タ
ゴ
ー
ル
研
究
）』

第
三
文
明
社
、
一
九
九
三
年
）、
二
九
五-

二
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
9
）　

大
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
で
あ
っ
た
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
・
タ
ゴ
ー
ル

は
、
社
会
的
に
は
保
守
思
想
家
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
体
制
に
つ
い

て
も
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
。
ブ
ラ
フ
モ
・
サ
マ
ー
ジ
の
二
回
の

分
裂
（
一
八
六
六
年
、
一
八
七
八
年
）
は
、
い
ず
れ
も
カ
ー
ス
ト

差
別
に
反
対
す
る
社
会
改
革
の
進
め
方
に
関
す
る
見
解
の
相
違
が

原
因
で
あ
っ
た
。

（
10
）　

イ
ギ
リ
ス
統
治
以
前
、
一
三
世
紀
の
初
め
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
は
ム

ス
リ
ム
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
、
統
治
の
た
め
の
公
用
語
は
ペ
ル

シ
ア
語
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
も
統
治
の
初
期
は
ペ
ル
シ
ア
語
を

公
用
語
と
し
て
い
た
、
一
八
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
お
よ
そ
三
〇

年
を
か
け
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
政
府
は
公
用
語
を
ペ
ル
シ
ア
語
か

ら
英
語
へ
と
切
り
替
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
前
半
の
ベ

ン
ガ
ル
知
識
人
は
ペ
ル
シ
ア
語
に
堪
能
で
あ
っ
た
。
タ
ゴ
ー
ル
と

同
世
代
で
あ
っ
て
も
、
オ
ッ
シ
ニ
・
ド
ッ
ト
（A

sw
inikum

ar 
D

atta, 1856-1923

）
の
よ
う
な
地
方
出
身
の
知
識
人
に
は
、
ペ
ル

シ
ア
語
を
身
に
つ
け
た
人
も
い
た
。
タ
ゴ
ー
ル
が
も
し
ペ
ル
シ
ア

文
学
に
明
る
か
っ
た
ら
と
想
像
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
刺
激
的
な

問
い
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
一
九
世
紀
前
半
の
ベ
ン
ガ
ル
／
イ
ン



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
三
一
（
一
三
一
）　

ド
の
文
学
者
は
、
世
界
文
学
を
構
想
で
き
る
資
格
を
備
え
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

（
11
）　Prashantakum

ar Pal, R
abijibani, V

ol.1, K
alkata, 1993, 

p.189.

（
12
）　

こ
の
と
き
、
ヒ
ン
ド
ゥ
・
メ
ラ
で
少
年
タ
ゴ
ー
が
朗
読
し
た
詩

に
は
、
部
分
訳
が
あ
る
。
我
妻
和
男
『
タ
ゴ
ー
ル
』（
人
類
の
知
的

遺
産
61
）、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
〇-

一
〇
一
ペ
ー

ジ
。

（
13
）　Saum

endra Gangopadhyay, Sw
adeshi A

ndolan o Ban
gla Sahitya : 1308 theke 1321 Bangabde

（2nd edition

）, 
K

alkata, 1388 BS

（1981
）, p.18

（
14
）　

タ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
歌
を
国
民
議
会
の
会
場
で
歌
っ
た
と
い
う
説

も
一
時
出
回
っ
た
が
、
プ
ロ
シ
ャ
ン
ト
・
パ
ー
ル
の
最
新
の
詳
細

な
伝
記
は
そ
れ
を
否
定
し
、
ブ
ラ
フ
モ
の
歓
迎
会
で
の
こ
と
に
訂

正
し
て
い
る
。Prashantakum

ar Pal, R
abijibani, V

ol. 3, 
K

alkata, 1987, p.62.

（
15
）　

臼
田
雅
之
「
タ
ゴ
ー
ル
と
大
倉
邦
彦
」『
大
倉
山
論
集
』
第
五

十
八
輯
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

臼
田
雅
之
「
ロ
ビ
ン
ド
ロ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
：
人
を
結
び
合

わ
せ
る
教
育
を
求
め
て
」（
阿
部
洋
編
『
現
代
に
生
き
る
教
育
思
想　

8
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
、
三
五
一-

三
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

丹
羽
京
子
、
前
掲
書
、
二
〇
一
一
年
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
18
）　R

am
eshcandra M

ajum
dar, B

angla D
esher Itihas, 

V
ol.4, K

alikata, 1382 BS, p.35.

（
19
）　Prashantakum

ar Pal, R
abijibani, V

ol.5, K
alkata, 1990, 

p.261.

（
20
）　Bengalee

紙
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
一
日
）
に
よ
れ
ば
、

ラ
キ
は
黄
色
の
糸
三
本
か
ら
で
き
て
い
た
。Prashantakum

ar 
Pal, op.cit., p.268.

（
21
）　

“deshatm
abodhak gan

” 

の
直
訳
。「
愛
国
歌
」
と
短
縮
し

て
も
か
ま
わ
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
戦
時
中
の
記
憶
を
引
き
ず
る
の

で
、
直
訳
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

（
22
）　Rabindranath T

agore, 

‘Abastha o Byabastha

’ in A
t-

m
ashakti (V

isva-Bharati edition R
abindra-R

acanabali, 
V

ol.3, K
alikata, 1382 BS, p.603.

（
23
）　Ibid., p.607.

（
24
）　

全
訳
が
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
我
妻
和
男
『
タ
ゴ
ー
ル
』

中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
三
三
九-

三
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
25
）　

臼
田
雅
之
「
ス
ワ
デ
シ
運
動
と
民
族
芸
能
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
21
号
、
一
九
八
一｡

（
26
）　Rabindranath T

agore, G
itabitan, K

alikata, 1973, p.255.

（
27
）　

ビ
カ
シ
ュ
・
チ
ョ
ク
ロ
ボ
ル
テ
ィ
、
結
城
文
（
訳
）「
ス
ワ
デ

シ
・
サ
マ
ー
ジ
：
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
考
」『
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・

タ
ゴ
ー
ル
：
生
誕
一
五
〇
年
記
念
号
』
イ
ン
ド
外
務
省
、
二
〇
一

二
年
、
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　

ス
ワ
デ
シ
期
の
タ
ゴ
ー
ル
に
は
、
民
族
教
育
運
動
へ
の
関
わ
り

と
い
う
重
要
な
側
面
が
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
論
で
は
取

り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
29
）　Prashantakum

ar Pal, V
ol.5 op.cit., p.265.　

引
用
は
い
ず

れ
も
、
タ
ゴ
ー
ル
の 

‘Partitioner Shiksa

’ よ
り
。

（
30
）　R.
タ
ゴ
ー
ル
、
大
西
正
幸
（
訳
）『
家
と
世
界
』（
下
）
レ
グ

ル
ス
文
庫
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
三
二
（
一
三
二
）　

（
31
）　

同
上
、
二
〇
八
ペ
ー
ジ
。

（
32
）　

同
上
書
（
上
）、
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　

野
口
米
次
郎
『
詩
人
タ
ゴ
オ
ル
』、
第
一
書
房
、
一
九
三
〇
年
、

三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　

タ
ゴ
ー
ル
、
蠟
山
芳
郎
（
訳
）「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」『
タ
ゴ
ー

ル
著
作
集
』
第
八
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
一
年
、
三
六
七

ペ
ー
ジ
。

（
35
）　A

bu Sayeed A
yyub, A

dhunikata o R
abindranath, K

al
kata, 1968, p.29.

（
36
）　

例
え
ば
、
加
藤
楸
邨
は
そ
の
句
集
か
ら
戦
時
詠
を
省
い
て
い
な

い
。「
十
二
月
八
日
の
霜
の
屋
根
幾
万
」

│
こ
の
句
は
戦
争
を
ど

う
考
え
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
同
じ
よ
う
に
私
た
ち
に
訴
え
る
も

の
が
あ
る
か
ら
だ
。

（
37
）　A

bu Sayeed A
yyub, op.cit., p.12.

（
38
）　

タ
ゴ
ー
ル
、
山
室
静
（
訳
）「
わ
が
回
想
」『
タ
ゴ
ー
ル
著
作

集
』
第
十
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
七
年
、
一
五
四-

一
五
五

ペ
ー
ジ
。

（
39
）　

詩
集
『
朝
の
歌
』
所
収
の
「
滝
の
目
覚
め
」
の
次
の
よ
う
な
箇

所
は
、
個
人
的
な
鬱
屈
と
植
民
地
的
束
縛
と
が
、
二
重
に
詩
人
を

拘
束
し
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

お
お
、
ど
う
し
て
創か

み
造
主
は　

こ
の
よ
う
に
冷
酷
な
の
か
？

四
方
を
囲
む　

こ
の
束
縛
は
な
ぜ
か
？

破
れ
、
お
お　

心
よ
、
破
れ
、
い
っ
さ
い
の
束
縛
を
、

お
お
、
今
日
、
生
の
悲
願
を
成
就
せ
よ
、

波
が　

あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
湧
き
起
る
よ
う
に

打
て
、
打
て
、
打
撃
の
雨
を
降
ら
せ
よ
！

　
（
森
本
達
雄
訳
、『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
一
巻
、
第
三
文
明
社
、

一
九
八
一
年
、
五
〇
二
ペ
ー
ジ
）

（
40
）　Rabindranath T

hakur, 

‘Tatah kim

’ Dharm
a, K

alikata, 
1315 BS

（1908-1909

）, p.148.

（
41
）　Ibid., pp.148-149.

（
42
）　

父
デ
ベ
ン
ド
ロ
ナ
ト
の
存
在
が
詩
人
に
と
っ
て
い
か
に
大
き

か
っ
た
に
つ
い
て
は
、
言
わ
れ
つ
く
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
「
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
」
の
な
か
で
、「
私
の
聖
な
る
父
」
と
呼

ん
で
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。（
我
妻
和
男
訳
、『
タ

ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
十
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
七
年
、
三
四

〇
ペ
ー
ジ
）

（
43
）　

市
井
三
郎
「《
解
説
》『
全
人
類
主
義
者
』
タ
ゴ
ー
ル
」『
タ

ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
八
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
一
年
、
五
六

三
ペ
ー
ジ
。

（
44
）　

同
上
、
五
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
45
）　Rabindranath T

hakur, 

‘Bishes

’ in Shantiniketan, R
abi-

ndra-R
acanabali

（V
isva-Bharati

）, vol.13, K
alikata, 1374 

BS, p.514.

（
46
）　M

aitreyi D
ebi, N

a hanyate, K
alikata, 1974, pp.13-16.

（
47
）　

タ
ゴ
ー
ル
、
森
本
達
雄
（
訳
）「
人
間
の
宗
教
」（
英
語
版
）

『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
七
巻
、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
六
年
、
一

六
一-

一
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
48
）　Rabindranath

’s letter to N
irm

alcandra D
e on the es-

say entitled 

‘Atm
abodh

’ published in Santiniketan, vol.13. 
Q

uotation from
 

‘Granthaparicay

’ in R
abindra-R

acanabali, 



タ
ゴ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

一
三
三
（
一
三
三
）　

vol.16, p.517.
（
49
）　Rabindranath T

hakur, 

‘Raser D
harm

a

’ in Shantinik-
etan, vol.11, R

abindra-R
acanabali 

（V
isva-Bharati

）, K
a-

likata, 1374 BS.

（
50
）　

タ
ゴ
ー
ル
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（
既
出
）、
三
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
51
）　

同
上
。

（
52
）　Rabindranath T

hakur, 

‘Duhkha

’, D
harm

a, K
alikata, 

1315 BS. pp.103 &
 106.

（
53
）　

タ
ゴ
ー
ル
、
伊
藤
晋
二
（
訳
）『
ギ
ー
タ
ー
ン
ジ
ャ
リ
』
私
家

版
、
二
〇
〇
五
年
、
七
八
番
、
一
五
九-

一
六
一
ペ
ー
ジ
。


