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「
平
和
と
調
和
の
た
め
の
対
話
」
へ

　
人
文
科
学
は
何
が
で
き
る
か　　あ

サ
イ
ド
・
フ
ァ
リ
ッ
ド
・
ア
ラ
タ
ス

は
じ
め
に

　

諸
文
明
や
諸
宗
教
相
互
の
平
和
と
調
和
。
こ
の
課
題
に
は
、

通
常
ふ
た
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
衝
突
が
起

き
る
の
を
待
っ
て
、
そ
れ
か
ら
衝
突
の
解
決
に
取
り
組
む
方
法

で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
あ
る
意
味
で
予
防
的
と
い
え
る
方

法
で
、
相
手
方
の
文
明
を
恒
常
的
な
﹁
対
話
﹂
に
引
き
込
み
、

そ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
、
衝
突
の
可
能
性
を
最
小
限
に
し

よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
対
話
の
目
的
は
、
宗
教
や
民
族
そ

の
他
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
が
異
な
る
集
団
間
に
、

平
和
と
調
和
を
築
く
こ
と
で
あ
る
。
対
話
と
い
う
も
の
は
そ
れ

自
体
が
、
異
な
る
世
界
観
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
信
念
を
も
つ

ふ
た
り
以
上
の
人
、
あ
る
い
は
ふ
た
つ
以
上
の
集
団
の
間
の
共

通
の
利
害
を
テ
ー
マ
と
す
る
話
し
合
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

対
話
の
最
終
的
な
目
標
は
、
相
手
の
文
化
や
世
界
観
へ
の
評
価
、

理
解
、
関
心
、
共
感
に
基
づ
く
態
度
を
植
え
付
け
る
こ
と
で
あ

る
。
人
文
科
学
は
、
そ
う
し
た
対
話
を
促
進
す
る
た
め
に
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
︵
世
間
で
広
く
通
用
し
て
い
る
言
説
︶

平 
和
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と
公
教
育
の
両
方
で
一
定
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
論
文
で
は
、
宗
教
間
や
文
明
間
の
対
話
を
実
現
す
る
た
め

に
重
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
と
私
が
考
え
る
点
に
つ
い
て
論
じ

る
。
こ
の
議
論
は
、
人
文
科
学
の
役
割
と
い
う
文
脈
の
中
で
展

開
さ
れ
る
。
人
文
科
学
が
対
話
の
中
で
有
効
に
役
割
を
果
た
す

た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

ム
ス
リ
ム
世
界
と
西
洋
文
明

　
﹁
西
洋
の
人
々
に
対
す
る
テ
ロ
リ
ス
ト
の
攻
撃
は
、
西
洋
に
対

す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
攻
撃
と
は
違
う
﹂
と
い
う
事
実
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
両
者
は
同
じ
も
の
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ

る
。︵
９
・
11
の
︶
テ
ロ
攻
撃
か
ら
数
時
間
の
う
ち
に
、
人
々
は

そ
の
攻
撃
を
真
珠
湾
攻
撃
に
な
ぞ
ら
え
、
ム
ス
リ
ム
︵
イ
ス
ラ
ー

ム
信
徒
︶
を
開
戦
時
の
日
本
人
と
同
一
視
し
た
。
数
日
後
、
ブ
ッ

シ
ュ
︵
大
統
領
︶
は
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
が
黒
幕
だ
と
い

う
確
証
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
死
を
問
わ
ず
捕
ま

え
る
と
語
っ
た
。
ム
ス
リ
ム
の
方
で
も
９
・
11
の
前
後
、﹁
西
洋

は
ム
ス
リ
ム
に
敵
対
し
て
お
り
、
西
洋
の
メ
デ
ィ
ア
が
ム
ス
リ

ム
や
ア
ラ
ブ
人
に
つ
い
て
伝
え
る
内
容
や
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
が
ば

ら
ま
く
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
ア
ラ
ブ
人
や
ム
ス
リ
ム
の
イ
メ
ー

ジ
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
・
タ
イ
プ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち

の
文
章
︵
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
の
悪
魔
的
な
描
写
︶
な
ど
が
、
米
国

を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
地
の
世
論
に
影
響
を
与
え
て
い
る
﹂

と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
シ
ル
ヴ
ィ

オ
・
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
首
相
が
﹁
我
々
は
、
我
々
の
文
化
の
優

越
性
を
意
識
す
べ
き
だい
﹂
と
述
べ
た
り
、﹃
ジ
ェ
ー
ン
・
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹄
の
編
集
者
ア
レ
ッ
ク
ス
・
ス

タ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
番
組
﹃
ハ
ー
ド
・
ト
ー
ク
﹄
で

イ
ス
ラ
ー
ム
は
軍
事
宗
教
だ
と
述
べ
た
りう
し
た
こ
と
で
、
事
態

は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
す
べ
て
に
は
、
歴
史
認
識
も
一
定
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
８
世
紀
以
来
、
西
洋
と
衝

突
し
て
き
た
。
最
初
の
衝
突
は
、
ス
ペ
イ
ン
と
シ
チ
リ
ア
へ
の

征
服
だ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
人
は
ス
ペ
イ
ン
に
７
百
年
以
上
、
シ
チ

リ
ア
に
は
５
百
年
以
上
と
ど
ま
っ
た
。
次
は
、
お
よ
そ
２
百
年

に
わ
た
る
い
わ
ゆ
る
十
字
軍
の
時
代
で
あ
る
。
数
世
紀
後
に
は

オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
侵
略
を
企
て
、
ウ
ィ
ー
ン
ま
で

進
軍
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
勢
力
が
支
配
的
に
な
り
、
次
い
で
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ア
メ
リ
カ
が
支
配
的
に
な
っ
た
後
も
、
ム
ス
リ
ム
文
明
は
反
植

民
地
運
動
や
政
治
的
独
立
達
成
後
の
諸
運
動
に
お
い
て
脅
威
や

問
題
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
西
洋
に
も
ム
ス
リ
ム
に
も
、

根
深
い
敵
対
意
識
と
脅
威
感
が
あ
るえ
。

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
中
心
に
は
、
偽
り
を
伝
え
る
デ
ィ
ス
コ
ー

ス
が
あ
る
。
ふ
た
つ
例
を
挙
げ
よ
う
。
ど
ち
ら
に
も
二
分
論
の

罠
が
関
係
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
﹁
穏
健
派
ム
ス
リ
ム
対
過
激

派
ム
ス
リ
ム
﹂。
こ
の
二
分
論
は
政
治
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の

心
の
中
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
実
証
で
き
る
指
示
対
象
は
存
在

し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
分
論
は
＂
穏
健
な
、
い

わ
ば
あ
ま
り
厳
格
で
な
い
ム
ス
リ
ム
は
良
い
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、

過
激
派
つ
ま
り
厳
格
な
ム
ス
リ
ム
は
悪
で
あ
る
こ
と
が
多
い
＂

と
い
う
考
え
方
を
﹁
教
え
込
む
﹂
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ

ほ
ど
真
実
か
ら
遠
い
話
は
な
い
。
宗
教
的
信
仰
心
の
厳
格
さ
と

テ
ロ
活
動
へ
の
性
向
に
は
実
際
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
例
え

ば
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
モ
ハ
メ
ド
・
ア
タ
︵
エ
ジ
プ
ト
出
身
、
同
時
多
発
テ

ロ
の
容
疑
者
と
さ
れ
た
︶
の
旅
行
カ
バ
ン
か
ら
発
見
し
た
と
称
す

る
手
書
き
の
文
書
に
は
、﹁
神
と
私
自
身
と
わ
が
家
族
の
名
に
お

い
て
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
ど
ん
な
に
信
仰
心
の
な

い
ム
ス
リ
ム
で
も
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
多
様
な
宗

教
的
背
景
を
も
つ
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
の
経
歴
を
研
究
す
れ
ば
、

た
と
え
彼
ら
の
テ
ロ
行
為
が
ど
れ
も
宗
教
の
名
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
心
の
程
度
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
るお
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
非
西
洋
の
諸
文
明
と
西
洋
と
の
対
話

は
明
ら
か
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
２
０
０
１
年
は
国
連
の
﹁
文

明
間
の
対
話
年
﹂
で
あ
っ
たか
。
し
か
し
我
々
が
メ
デ
ィ
ア
で
見

聞
き
し
た
の
は
、
衝
突
に
関
す
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
メ

デ
ィ
ア
が
対
話
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

対
話
に
備
え
、
対
話
を
行
う
た
め
に
、
我
々
に
は
何
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
？　

人
文
科
学
は
、
そ
う
し
た
対
話
を
促
進
す
る
た

め
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
公
教
育
の
両
方
で
一

定
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
問
題

　

こ
こ
で
メ
デ
ィ
ア
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の

─
さ
ら
に
言
え
ば
他

の
諸
宗
教
の

─
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
捻
じ
曲
げ
て
い
る
か
に
つ

い
て
論
じ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歪
曲
を
正
す
た
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め
に
、
人
文
科
学
が
役
に
立
て
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私

の
目
的
は
人
文
科
学
の
そ
う
し
た
役
割
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な

く
、
人
文
科
学
は
単
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
誤
謬

や
歪
曲
を
正
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
先
へ
進
ま
ね
ば

な
ら
な
い
と
提
言
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
問
題
の
根

本
、
す
な
わ
ち
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
染
み
つ
い

た
﹁
人
文
科
学
教
育
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
﹂
の
問
題
に
メ

ス
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
マ
ッ
テ
ス
の
論
文
︵Joachim

 M
atthes, 

2000

︶
か
ら
借
用
し
た
概
念
を
例
と
し
て
用
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

心
主
義
の
問
題
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、

﹁
宗
教
﹂
と
い
っ
た
文
化
的
用
語
の
科
学
的
概
念
へ
の
翻
訳
に
関

係
し
て
い
る
。
社
会
科
学
的
な
概
念
は
、
日
常
言
語
の
な
か
で

使
わ
れ
る
文
化
的
用
語
に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
学

問
的
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
持
ち
込
ん
で
、
そ
の
言
葉
の
起
源
と

な
っ
た
分
野
や
時
代
の
外
で
用
い
よ
う
と
す
る
と
、
問
題
が
生

じ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
概
念
を
適
用
し
た
現
象
が
歪
曲
さ
れ

て
し
ま
う
。

　

英
語
のreligion

︵
宗
教
︶
と
い
う
単
語
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン

語religio

は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
現
れ
る
よ
り
前
に
ロ
ー
マ
帝
国

内
や
そ
の
周
辺
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
多
種
多
様
な
習
俗
を
指
す

総
称
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
が
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
る
と
、
キ
リ

ス
ト
教
が
支
配
的
な
信
仰
と
な
り
、
そ
の
他
す
べ
て
の
信
仰
は

キ
リ
ス
ト
教
に
吸
収
さ
れ
る
か
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、
キ
リ

ス
ト
教
を
指
し
てreligio

が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

の
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
唯
一
の
公

的
な
信
仰
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
単
に
﹁
教
会
﹂
と
呼
ば
れ
た
。

ル
タ
ー
が
現
れ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
が
起
き
る
と
、

religio

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
制
度
か
ら
分
離
し
た
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
と
そ
の
生
き
方
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。religio

は
聖
職
者

に
対
置
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
俗
人
の
宗
教
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

１
５
９
３
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
︵Jean 

B
odin

︶
はC

olloquium
 H

eptaplom
eres

︵
隠
さ
れ
た
崇
高
な
こ
と

が
ら
に
関
す
る
七
賢
人
の
対
話
︶
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た

宗
教
の
一
般
的
理
解
に
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
含
ま
れ
て

い
た
。
18
世
紀
頃
ま
で
にreligion

は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰

体
系
を
指
す
学
術
的
概
念
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
しreligion

が
す
べ
て
の
信
仰
を
意
味
し
て
い
た
一
方
で
、
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
がreligion

を
批
判
す
る
文
章
を
書
い

た
際
に
念
頭
に
置
い
た
の
は
、︵
マ
ル
ク
ス
が
宗
教
は
知
識
人
に
と

っ
て
ア
ヘ
ン
だ
と
言
っ
た
場
合
の
よ
う
に
︶
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
信
仰
者
の
宗
教
︵
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶

と
対
置
す
る
制
度
的
宗
教
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
︶
で
あ
っ
た
り
し
た
。

　

religion

が
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰
、
た
と
え
ば
イ
ス
ラ
ー

ム
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
指
し
て
使
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
暗

示
的
あ
る
い
は
明
示
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
が
あ
り
、
そ

の
結
果
、
現
実
の
一
部
が
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
比
較
の
ロ

ジ
ッ
ク
と
は
、
比
較
す
る
ふ
た
つ
の
も
の
を
そ
れ
よ
り
も
抽
象

度
の
高
い
第
三
の
単
位
の
下
に
置
い
て
包
含
し
比
べ
る
こ
と
で

あ
る
と
マ
ッ
テ
ス
は
言
う
。
例
え
ば
、
リ
ン
ゴ
と
ナ
シ
は
果
物

の
中
に
含
ま
れ
、﹁
果
物
﹂
がtertium

 com
parationis

︵
比
較
の

第
三
項
︶
と
な
る
。
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
はre-

ligion

の
下
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
も

そ
もreligion

の
性
格
が
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
般
的
学
術
概
念
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
るreli-

gion

は
文
化
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
はtertium

 com
parationis

た
る
一
般

的
概
念
のreligion

に
照
ら
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
さ
れ
る

と
い
う
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
ど
の
よ
う
な
現
実
が
消
し
去
ら
れ
、

イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
歪
曲
が
行
わ
れ
た
の
か
？　

西
洋
的
理
解
で
は
、﹁
宗
教
﹂
は
国
家
や
教
会
と
対
置
さ
れ
る
個

人
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
と
俗
、
宗
教
的
と
非
宗

教
的
な
ど
の
二
元
性
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
西
洋
に
お
け
る
宗

教
は
、
信
者
の
信
仰
と
私
生
活
を
指
す
。
だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム

を
見
る
際
に
も
そ
う
し
た
観
点
を
用
い
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
実
は
そ
の
よ
う
な
二
元
性
が
存
在
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
世
俗
的
教
育
と
宗
教
的
教
育
と
い
う
区

別
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
な
い
。
す
べ
て
の
知
識
と
教
育
は
、
神

に
つ
い
て
あ
る
い
は
神
の
創
造
物
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

西
洋
の
概
念
を
利
用
し
て
非
西
洋
の
経
験
を
構
造
化
す
る
こ

と
の
問
題
点
は
何
だ
ろ
う
か
？

　

１
．
事
実
と
虚
偽
の
混
在
。
ム
ス
リ
ム
や
イ
ン
ド
亜
大
陸
の

人
々
が
も
つ
信
仰
は
、
彼
ら
自
身
の
理
解
に
従
っ
た
形
で
は
理

解
さ
れ
て
い
な
い
。tertium

 com
parationis

と
し
て
持
ち
出
さ



226

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
由
来
す
る
枠
組
み
と
矛
盾

し
な
い
よ
う
に
事
実
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
事
実
と
虚

偽
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
構
造
は
、

い
く
ぶ
ん
架
空
の
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

　

２
．
外
か
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
押
し
つ
け
。
外
か
ら
、
す
な

わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
に
よ
っ
て
﹁
宗
教
︵religion

︶﹂
あ
る

い
は
﹁
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
﹂
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
押
し
つ
け

ら
れ
た
結
果
、
当
の
共
同
体
自
体
の
自
己
描
写
と
は
一
致
し
な

い
構
造
が
作
ら
れ
る
。

　

３
．
均
質
化
。
社
会
や
共
同
体
を
均
一
の
も
の
と
し
て
考
え

よ
う
と
す
る
た
め
、
複
雑
さ
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
イ
ン

ド
亜
大
陸
に
住
む
人
々
に
共
通
す
る
あ
り
ふ
れ
た
特
徴
だ
け
を

取
り
上
げ
る
と
、
彼
ら
の
間
の
矛
盾
し
合
う
自
己
理
解
だ
け
で

な
く
、
イ
ン
ド
の
宗
教
の
多
様
性
や
異
種
混
淆
性
が
隠
さ
れ
て

し
ま
う
。

　

宗
教
社
会
学
の
分
野
、
な
か
ん
ず
く
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
研
究
は
、
そ
の
点
で
非
常
に
遅
れ
て
い
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
法
は
、
こ
れ
ら

の
信
仰
体
系
の
中
に
あ
る
諸
概
念
を
比
較
研
究
し
、
そ
こ
か
ら

tertium
 com

parationis

を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
代
わ
り
う

る
別
の
新
た
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
現
地

な
い
し
土
着
の
伝
統
に
通
じ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
金
璟
東
︵
キ

ム
・
キ
ョ
ン
ド
ン
／
韓
国
の
社
会
学
者
︶
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
伝

統
と
い
う
も
の
は
﹁
古
典
的
な
伝
統
﹂
と
﹁
一
般
の
人
々
の
言

説
世
界
﹂
の
両
方
を
意
味
す
るき
。
現
地
な
い
し
土
着
の
伝
統
に

関
す
る
知
識
は
、tertium

 com
parationis

を
生
み
出
す
た
め
の

必
須
条
件
で
あ
る
。

　

的
外
れ
な
理
解
か
ら
生
じ
る
一
般
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
世
界
中
の
多
く
の
知
的
共
同
体
内
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
文
科
学
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
︵A

latas, 2001

︶。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
対
す
る
ア
ジ
ア
の
反
応

　

欧
米
に
起
源
を
も
つ
理
論
的
視
点
が
他
の
環
境
で
常
に
問
題

を
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
西
洋
の
大
学

の
シ
ラ
バ
ス
︵
講
義
要
項
︶
や
雑
誌
論
文
の
参
考
文
献
リ
ス
ト
で

は
依
然
と
し
て
欧
米
起
源
の
理
論
的
視
点
が
幅
を
き
か
せ
続
け

て
い
る
。
こ
れ
は
﹁
欧
米
の
社
会
科
学
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
支
配
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カ
ー
ス
ト
の
ル
ー
ル
﹂︵K

antow
sky, 1969 : 129

︶
に
合
わ
せ
て
き

て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
考
え
方
に
最
も
早
く
異
を
唱
え

た
ひ
と
り
に
、
イ
ン
ド
の
思
想
家
・
社
会
改
革
者
の
ラ
ン
モ
フ

ン
・
ロ
イ
︵R

am
m

ohun R
oy, 1772 -1833

︶
が
い
る
。
ロ
イ
が
生

き
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
団
が
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
や
ム
ス
リ
ム
の
間
で
精
力
的
に
布
教
活
動
を
進
め
た
時
期
だ

っ
た
。
ロ
イ
は
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
団
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
イ
ス

ラ
ー
ム
を
見
下
し
た
態
度
を
取
る
こ
と
に
批
判
的
だ
っ
た
。
イ

ギ
リ
ス
人
が
ヴ
ェ
ー
ダ
や
プ
ラ
ー
ナ
や
タ
ン
ト
ラ
の
よ
う
な
文

献
を
も
否
定
し
た
こ
と
を
と
ら
え
て
、
ロ
イ
は
ヴ
ェ
ー
ダ
の
教

義
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
合
理
的
で
あ
る
し
、
プ
ラ
ー
ナ
と
タ
ン

ト
ラ
の
教
え
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
以
上
に
非
合
理

的
な
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
た
︵R

oy, 1906 , Sarkar, 1937 /1985 : 

622

よ
り
︶。

　

ベ
ノ
イ
・
ク
マ
ー
ル
・
サ
ル
カ
ー
ル
︵B

enoy K
um

ar Sarkar, 

1887 -1949

︶
も
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
に
よ
る
イ
ン
ド
学
の
さ
ま

ざ
ま
な
側
面
を
体
系
的
に
批
判
し
た
。
20
世
紀
前
半
に
活
躍
し

た
サ
ル
カ
ー
ル
は
、
ア
ジ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
﹁
東
洋
と
西
洋

の
間
に
は
差
異
が
あ
る
と
い
う
前
提
条
件
を
学
問
の
第
一
原
理

と
す
る
近
代
西
洋
の
間
違
っ
た
社
会
学
的
方
法
と
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
手
に
落
ち
た
﹂︵Sarkar, 1937 /1985 : 19

︶
と
批
判
し
た
点
で
、

時
代
の
か
な
り
先
を
行
っ
て
い
た
。
彼
は
そ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
的
な
考
え
方
を
、
科
学
と
技
術
に
お
け
る
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
徒
の
後
進
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
精

神
の
非
現
世
的
・
思
索
的
側
面
の
一
方
的
な
強
調
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
東
洋
と
西
洋
の
二
分
論
で
あ
る
と
攻
撃
し
た
︵Sarkar, 

1937 /1985 : 4 , 18 , 35

︶。
彼
は
ま
た
、
当
時
支
配
的
だ
っ
た
イ
ン
ド

学
の
方
法
論
に
対
し
て
も
、
３
つ
の
根
拠
を
あ
げ
て
批
判
し
た
。

そ
の
３
つ
と
は
、︵
ⅰ
︶
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
肯
定
的
・
実
利
的
・

世
俗
的
な
理
論
や
制
度
を
見
逃
し
て
い
る
。︵
ⅱ
︶
イ
ン
ド
の
古

代
・
中
世
の
状
況
を
、
近
現
代
の
欧
米
社
会
と
比
較
し
て
い
る
。

︵
ⅲ
︶﹁
実
際
に
存
在
す
る
制
度
﹂
と
﹁
理
念
﹂
と
の
違
い
を
無
視

し
て
い
る
、
で
あ
っ
た
︵Sarkar, 1937 /1985 : 20 -1

︶。

　

社
会
学
に
跋
扈
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
イ
ド
ラ
︵
偏
見
︶

を
打
破
す
る
よ
う
な
新
し
い
イ
ン
ド
学
の
必
要
性
を
訴
え
る
サ

ル
カ
ー
ル
の
呼
び
か
け
︵Sarkar, 1937 /1985 : 28 -9

︶
は
、
極
め
て

明
晰
で
系
統
だ
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
思
想
史
に
関
す
る
サ
ル
カ
ー
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ル
の
解
釈
の
一
部
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
中
心
主
義
的
な
傾
向
も
い

く
ら
か
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
彼
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批

判
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

　

１
９
６
８
年
、
イ
ン
ド
の
有
名
な
雑
誌﹃
セ
ミ
ナ
ー︵Sem

inar

︶﹄

が
学
術
植
民
地
主
義
︵academ

ic colonialism

︶
の
特
集
号
を
刊
行

し
た
。
そ
の
中
で
は
学
術
植
民
地
主
義
が
ふ
た
つ
の
面
か
ら
理

解
さ
れ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
北
米
の
公
然
あ
る
い
は
非
公
然

の
機
関
の
学
術
研
究
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
情
報
が
、
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
政
治
的
支
配
を
助
長
す
る
た
め
に
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
面
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
北
米
の
学
術

研
究
活
動
そ
の
も
の
が
他
の
地
域
の
学
問
に
対
し
て
経
済
的
・

政
治
的
・
学
問
的
な
支
配
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
面
で
あ

る
︵Saberw

al, 1968 : 10

︶。

　

こ
こ
数
十
年
、
イ
ン
ド
で
は
人
文
科
学
の
そ
う
し
た
状
態
が

意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
Ｊ
・
Ｐ
・
シ
ン
・
ウ
ベ
ロ
イ
︵J. 

P. Singh U
beroi

︶
に
よ
る
外
国
援
助
へ
の
批
判
は
１
９
６
８
年
当

時
と
同
様
に
現
在
も
変
わ
ら
ぬ
今
日
性
を
保
ち
続
け
て
い
る
。

彼
は
言
う
。

　
﹁
学
術
面
に
存
在
す
る
外
国
か
ら
の
援
助
シ
ス
テ
ム
は
、
協
力

と
い
う
国
際
主
義
的
な
概
念
で
信
用
性
を
と
り
つ
く
ろ
っ
て
は

い
る
が
、
実
際
は
学
問
と
専
門
的
な
仕
事
と
組
織
の
あ
ら
ゆ
る

面
で
外
国
が
支
配
力
を
も
つ
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
助
成
金
付
き
の
衛
星
国
シ
ス
テ
ム
に
他

な
ら
な
い
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
貧
し
い
国
の
国
内
の
学
問
を

富
め
る
国
の
学
問
や
国
際
的
な
学
問
に
従
属
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
我
々
の
従
属
性
と
無
力
さ
を
固
定
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

決
し
て
そ
れ
ら
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
は
な
い
﹂︵1968 : 

120

︶。

　

サ
ベ
ル
ワ
ル
︵Saberw

al, 1968 : 13

︶
に
よ
れ
ば
、﹁
北
米
の
援

助
者
に
対
す
る
従
属
は
見
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
、
そ
の
結
果
、

問
題
の
選
択
、
研
究
の
設
計
、
出
版
形
式
は
い
ず
れ
も
悲
惨
で

あ
る
﹂。
そ
れ
ゆ
え
に
イ
ン
ド
で
は
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ

ス
コ
ー
ス
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
代
わ
る
言
説
︶
を
獲
得
す
る

必
要
性
が
切
実
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
社
会
科
学
や
歴
史

研
究
の
中
に
は
批
判
的
な
見
方
を
す
る
伝
統
が
生
ま
れ
て
い
る
。

初
期
の
サ
バ
ル
タ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︵
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
・
ポ

ス
ト
帝
国
主
義
の
社
会
の
研
究
︶
の
例
を
見
れ
ば
そ
れ
は
明
ら
か
で

あ
る
。
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も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
例
と
し
て
、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・

タ
ゴ
ー
ル
︵R

abindranath Tagore

︶
の
﹃
家
と
世
界
﹄︵
１
９
１
９
︶

を
取
り
上
げ
よ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
は
あ
た
り
ま
え
と
さ
れ
て
い
た

考
え
方
に
異
を
唱
え
、
東
西
二
分
論
に
基
づ
く
発
想
を
超
越
し

よ
う
と
し
た
。﹃
家
と
世
界
﹄
の
中
に
は
、
彼
が
二
分
論
を
掘
り

崩
そ
う
と
し
た
、
な
い
し
二
分
論
に
疑
問
を
投
げ
か
け
よ
う
と

し
た
、
ひ
と
つ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。﹃
家
と
世
界
﹄
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
が
、
歴
史
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
と
い
う

機
能
も
果
た
し
て
い
る
。

　

標
準
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
説
明
で
は
、
貴
族
は
抑
圧
的
で

旧
秩
序
の
利
益
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
み
な
さ

れ
、
一
方
で
愛
国
者
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

で
進
歩
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
ア
シ
ス
・

ナ
ン
デ
ィ
︵A

shis N
andy, 1994 : 15 -16

︶
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
︵G

eorg Lukacs

︶
が
書
評
︵
１
９
８
３
︶

で
﹃
家
と
世
界
﹄
を
極
端
に
批
判
し
た
の
も
、
ひ
と
つ
に
は
そ

れ
が
理
由
で
あ
っ
た
。
ル
カ
ー
チ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の

マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
視
点
で
タ
ゴ
ー
ル
を
読
み
、
書
評
を
書
い

た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
超
え
た
教
育

─
文
明
間
対
話
へ
の
下
地

　

私
は
、
そ
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
の
わ
が
同
僚
は
、

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
も
つ
批
判
的
伝
統
、
言

い
換
え
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
学
術
植
民
地
主
義
の
問

題
点
を
意
識
し
た
伝
統
の
精
神
に
立
脚
し
て
、
教
育
を
行
う
よ

う
努
め
て
き
た
。
我
々
以
外
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
学
者
が
先
述

の
よ
う
な
イ
ン
ド
人
の
業
績
や
経
験
か
ら
学
ば
な
か
っ
た
と
言

い
た
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
で
も
、
我
々
の
よ
う
な

例
は
極
め
て
珍
し
い
と
い
う
こ
と
は
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
。

こ
こ
で
は
い
さ
さ
か
個
人
的
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、﹁
人
文

科
学
に
お
け
る
非
西
洋
的
学
問
手
法
﹂
へ
の
関
心
を
説
明
す
る

た
め
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
で
我
々
が
社
会
学
理
論
を

ど
う
教
え
て
い
る
か
の
実
例
を
紹
介
し
よ
う
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
東
南
ア
ジ
ア
の
学
生
に
、
な
ぜ
、
マ
ル
ク

ス
や
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
、
そ
の
他
、
と
う
の
昔

に
死
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
著
述
家
の
作
品
を
読
ま
せ
た
り
教
え

た
り
す
る
の
か
？　

我
々
と
は
異
な
る
文
化
的
環
境
の
な
か
で
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19
世
紀
に
生
ま
れ
た
こ
の
３
人
の
理
論
家
の
思
想
は
、
現
代
の

非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
？　

オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
必
要
性
を
訴
え
る
さ
ま
ざ
ま
な

声
は
、
理
論
面
で
は
既
存
の
社
会
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
疑
問

を
呈
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ど
の
分
野
で
も
従

来
の
基
本
的
前
提
に
代
わ
る
も
の
を
提
示
で
き
ず
に
い
る
。

　

社
会
学
や
人
類
学
と
い
っ
た
分
野
を
作
り
直
す
と
い
う
実
務

的
な
要
求
に
は
、
過
去
と
の
継
続
性
を
一
定
程
度
維
持
す
る
必

要
が
伴
う
。
そ
の
た
め
に
、
人
文
科
学
の
批
判
は
専
門
的
な
領

域
︵
す
な
わ
ち
学
術
雑
誌
、
学
術
会
議
、そ
の
他
の
学
問
的
フ
ォ
ー
ラ
ム
︶

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
領
域
に
は
一
人
前
の
学
者
は

参
加
す
る
が
学
生
は
カ
ヤ
の
外
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
も
つ
意

味
は
小
さ
く
な
い
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

の
学
術
団
体
か
ら
社
会
科
学
に
関
し
て
出
さ
れ
る
批
判
は
、
抽

象
的
で
あ
り
、
内
輪
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま

な
学
問
分
野
の
現
状
に
つ
い
て
思
慮
に
富
ん
だ
発
言
が
い
く
つ

か
な
さ
れ
、
社
会
科
学
と
そ
れ
が
教
え
ら
れ
て
い
る
社
会
と
の

間
に
つ
な
が
り
が
欠
け
て
い
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、

＂
社
会
科
学
の
脱
植
民
地
化
＂
へ
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
後
に
、
西
欧
・
北
米
の
学
問
の
中
核
か
ら
離
れ
て

＂
現
地
に
根
差
し
た
＂
理
論
や
自
律
的
な
社
会
科
学
伝
統
を
築

く
た
め
の
有
効
な
試
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
概
し
て
な
か
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
呼
び
か
け
が
、
社
会
科
学
を
教
え
る
教
育
現

場
で
表
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
社
会
学
理
論
に
関
す
る

限
り
、
世
界
中
の
講
座
は
マ
ル
ク
ス
、ウ
ェ
ー
バ
ー
、デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
と
そ
の
他
の
19
世
紀
西
洋
の
学
者
に
つ
い
て
の
解
説
と
議
論

に
限
定
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
し
て
、
私
は
同
僚
の
ヴ
ィ
ネ
ー
タ
・

シ
ン
ハ
︵V

ineeta Sinha

︶
と
と
も
に
、
社
会
学
理
論
を
い
か
に
教

え
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
広
く
世
界
各
地
の
社

会
学
理
論
研
究
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。

そ
こ
に
は
＂
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
境
界
の
外
で
社
会
学
の
理
論

化
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
＂
と
い
う
問
い
か
け
が
含
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
学
理
論
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
更
と

い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
、
社
会
学
理
論
の
教
え
方

の
変
化
を
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
し
て
き
た
。
そ

う
し
た
変
化
か
ら
得
ら
れ
た
興
味
深
い
結
果
の
い
く
つ
か
を
論

文
に
ま
と
め
てTeaching Sociology 

誌
に
発
表
し
た
︵A

latas and 
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Sinha, 2001

︶。

　

変
化
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
社
会
の
変
化
と
近
代
の
出
現

に
つ
い
て
19
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
問

題
を
把
握
し
て
い
た
ア
ジ
ア
の
思
想
家
を
紹
介
し
た
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
︵Ibn K

haldun

︶、
ラ
ン
モ

フ
ン
・
ロ
イ
、ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
︵Jose R

izal

︶、ベ
ノ
イ
・
ク
マ
ー

ル
・
サ
ル
カ
ー
ル
ら
の
業
績
を
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
加
え
て
教
え
た
。
我
々
は
ま
た
、
日
本
の
荻

生
徂
徠
︵1666 -1728

︶
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
思
想
家
の
理
念
を
紹
介

す
る
計
画
も
立
て
て
い
る
︵N

ajita, 1998

を
参
照
︶。

　

私
は
、
担
当
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
講
座
﹁
発
展
と
社
会
変
化
﹂

で
も
同
様
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
採
用
し
た
。
こ
の
講
座
の
目
的
は
、

世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
人
々
の
生
活
が
貧
困
、
所
得
格
差
、
教
育

水
準
の
低
さ
、
腐
敗
、
政
治
的
弾
圧
そ
の
他
、
低
開
発
地
域
に

見
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
特
徴
に
よ
っ
て
有
形
無
形
の
影
響
を
受

け
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
を
理
解

す
る
こ
と
に
あ
る
。
発
展
プ
ロ
セ
ス
の
複
雑
さ
を
把
握
す
る
た

め
に
19
世
紀
以
来
提
示
さ
れ
て
き
た
多
様
な
説
明
を
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
の
説
明
の
中
に
は
、
19
世
紀
か
ら
20
世
紀

へ
の
変
わ
り
目
に
論
文
を
書
い
た
イ
ン
ド
の
Ｄ
・
ナ
オ
ロ
ジ
︵D

. 

N
aoroji, 1962  [1901 ]

︶
や
、イ
ン
ド
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
Ｍ
・
Ｎ
・

ロ
イ
︵M

. N
. R

oy, 1971  [1922 ]

︶
ら
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

何
を
目
的
に
こ
う
し
た
変
化
を
講
座
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
持

ち
込
む
か
と
い
え
ば
、
現
代
文
明
は
多
く
の
文
化
に
起
源
を
も

つ
こ
と
や
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
ム
ス
リ
ム
や
イ
ン
ド
人
、

中
国
人
の
貢
献
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
文
明
が
も
つ
良
い
面
、
人

類
が
共
有
す
る
共
通
の
価
値
や
問
題
に
つ
い
て
、
人
々
に
教
え

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
学
校
教
育
に
、
世
界
の
宗
教
に

つ
い
て
の
講
座
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自

分
の
宗
教
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
宗
教
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
で

あ
る
。
科
目
と
し
て
学
校
に
導
入
す
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、

他
の
宗
教
に
触
れ
る
経
験
を
す
る
と
い
う
点
で
あ
れ
ば
、
社
会
、

文
学
、
地
理
、
歴
史
な
ど
他
の
科
目
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
学
校
や
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
根
本
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

我
々
大
学
教
授
は
比
較
的
自
律
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、

大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
を
こ
の
路
線
に
沿
っ
て
改
革
で
き

な
く
て
も
、
自
分
の
教
え
る
講
座
で
こ
う
し
た
変
化
を
取
り
入
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れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
上
述
の
ふ
た
つ
の
講
座
に
加
え
て
、

﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
と
現
代
の
ム
ス
リ
ム
文
明
﹂
と
題
し
た
講
座
で
も
、

文
明
間
対
話
の
下
地
と
し
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
テ
ー
マ
を
い

く
つ
か
取
り
上
げ
た
。

　
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
と
現
代
の
ム
ス
リ
ム
文
明
﹂
は
、
ム
ス
リ
ム
文

明
入
門
の
講
座
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
勃
興
と
発
展
の
歴
史

的
・
文
化
的
・
社
会
的
文
脈
や
、
西
は
モ
ロ
ッ
コ
か
ら
東
は
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
ま
で
の
ム
ス
リ
ム
世
界
の
驚
く
べ
き
多
様
性
に
力

点
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
講
座
は
５
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い

る
。
最
初
の
部
分
は
２
回
の
講
義
か
ら
な
り
、
文
明
研
究
一
般

の
概
説
に
始
ま
っ
て
、
信
仰
と
実
践
や
信
条
と
文
明
と
し
て
の

イ
ス
ラ
ー
ム
の
定
義
を
示
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
起
源
を
簡
単
に

論
じ
る
。
２
番
目
の
部
分
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
拡
大
と
、
過
去

に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
西
洋
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
論
じ
る
。

講
座
の
こ
の
部
分
で
は
、
ム
ス
リ
ム
文
明
の
中
の
主
要
な
文
化

圏
、
す
な
わ
ち
ア
ラ
ブ
、
ペ
ル
シ
ャ
、
オ
ス
マ
ン
、
ム
ガ
ー
ル
、

マ
レ
ー
を
紹
介
し
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
と
シ
チ
リ
ア

の
征
服
や
、
十
字
軍
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
と
い
っ

た
ト
ピ
ッ
ク
を
扱
う
。
講
座
の
３
番
目
の
部
分
は
、
ム
ス
リ
ム

文
明
の
文
化
的
側
面
を
検
討
し
、
特
に
ア
ラ
ブ
人
と
ペ
ル
シ
ャ

人
の
間
で
発
達
し
た
宗
教
的
学
問
と
合
理
的
学
問
や
、
ギ
リ
シ

ャ
文
明
の
遺
産
と
ム
ス
リ
ム
と
の
出
会
い
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
中

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と
科
学
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
重
点

を
置
く
。
ま
た
、
ム
ス
リ
ム
文
明
の
文
学
・
芸
術
面
に
つ
い
て

も
講
ず
る
。
講
座
の
４
番
目
の
部
分
は
、
現
代
︵
第
２
次
世
界
大

戦
後
︶
に
お
い
て
進
行
中
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
と
り
わ

け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
出
現
と
そ

れ
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
反
応
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
ム
ス

リ
ム
世
界
の
政
治
経
済
を
概
観
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
低
開
発
、

イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
、
帝
国
主
義
と
い
っ
た
現
代
の
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
土
台
を
つ
く
る
。
こ
れ
ら
す
べ

て
を
一
講
座
で
カ
バ
ー
す
る
に
は
、
量
が
か
な
り
多
い
よ
う
に

見
え
る
と
思
う
。
た
し
か
に
、
講
座
の
目
標
が
文
明
と
し
て
の

イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
連
し
た
事
実
や
出
来
事
の
知
識
を
授
け
る
こ

と
で
あ
れ
ぱ
、
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
講
座
の
主

目
標
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
主
な
目
標
は
、
私
が
文
明

研
究
の
中
核
テ
ー
マ
だ
と
考
え
る
次
の
３
点
を
学
生
た
ち
に
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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１
．
文
明
間
の
出
会
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
は
、
異
な
る
文

明
同
士
の
出
会
い
の
ひ
と
つ
の
例
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
西

欧
を
征
服
し
た
こ
と
の
あ
る
唯
一
の
文
明
で
あ
り
、
西
洋
と
絶

え
ず
衝
突
し
続
け
て
き
た
文
明
で
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
文
明

同
士
の
遭
遇
は
必
ず
し
も
悪
い
結
果
の
み
を
も
た
ら
す
わ
け
で

は
な
い
と
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え

ば
十
字
軍
遠
征
の
結
果
、
ム
ス
リ
ム
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
互
い

の
学
問
や
文
化
を
た
く
さ
ん
取
り
入
れ
た
。

　

２
．
近
代
性
は
多
文
化
に
起
源
を
も
つ
こ
と
。
近
代
文
明
は

概
し
て
西
洋
文
明
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
近
代
文

明
に
は
、
学
問
、
芸
術
、
料
理
、
商
業
の
技
術
な
ど
も
含
め
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
や
そ
の
他
の
文
明
に
由
来
す
る
側
面
が
か
な
り
多

く
あ
る
。
良
い
例
が
大
学
で
あ
る
。
学
位
を
授
与
す
る
制
度
と

し
て
の
大
学
と
い
う
発
想
は
10
世
紀
頃
ま
で
に
ム
ス
リ
ム
の
間

で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
13
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が

こ
れ
を
取
り
入
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
教
師
や
学
者
の
階
層
構
造

︵
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
︶
と
い
う
概
念
や
、
教
授
職
と
い
う
概
念
、
学
位

と
い
う
概
念
も
含
ま
れ
て
い
る
︵M

akdisi, 1980

︶。
そ
こ
に
中
国

人
が
発
達
さ
せ
た
試
験
制
度
を
足
し
た
も
の
が
、
近
代
の
大
学

な
の
で
あ
る
。

　

３
．
多
様
な
視
点
。
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
は
、
ひ
と
つ
の
事
実

や
出
来
事
を
見
る
の
に
複
数
の
視
点
が
あ
る
と
い
う
経
験
を
す

る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
十
字
軍
を
扱
っ
た
著
作

の
大
部
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
字
軍
騎
士
の
視
点
で
書
か
れ
て

い
る
。
十
字
軍
騎
士
と
戦
い
、
ま
た
、
遠
征
と
遠
征
の
間
の
時

期
に
聖
地
周
辺
に
入
植
し
た
騎
士
団
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
た

ム
ス
リ
ム
の
視
点
は
、
片
面
だ
け
の
断
片
化
さ
れ
た
現
実
像
を

補
完
す
る
た
め
に
有
益
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
ヒ

ジ
ャ
ブ
、
す
な
わ
ち
ム
ス
リ
ム
の
女
性
の
多
く
が
か
ぶ
る
ヴ
ェ
ー

ル
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヒ
ジ
ャ
ブ
が
女
性
に
対
す
る
抑
圧
と
一
体

に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
方
で
ヒ
ジ
ャ
ブ
が
解
放
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
美

容
産
業
か
ら
女
性
が
批
評
的
ま
な
ざ
し
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
嫌

で
ヒ
ジ
ャ
ブ
を
か
ぶ
っ
た
と
い
う
ム
ス
リ
ム
女
性
の
経
験
を
、

学
生
た
ち
が
知
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

結
論

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
文
明
間
の
対
話
に
お
け
る
人
文
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科
学
の
役
割
は
多
く
の
面
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

１
．
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
打
ち
砕
き
、
一
般
に
流
布
し
て
い

る
い
わ
ゆ
る
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
た
見
方
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
参
加
し
観
察
す

る
こ
と
。

　

２
．
初
等
教
育
、
中
等
教
育
、
高
等
教
育
の
全
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
上
述
の
３
つ
の
テ
ー
マ

─
す
な
わ
ち
、
文
明
間
の

出
会
い
、
近
代
性
の
多
文
化
起
源
、
多
様
な
視
点

─
を
取
り

入
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
展
開
し
て
公
教
育
を
行
う
こ
と
。
堅

固
な
知
的
基
盤
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
う
た
め
に
は
、
適
切
な

tertium
 com

parationis

を
生
み
出
す
真
剣
な
努
力
が
必
要
で

あ
る
。

　

３
．
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
の
社
会
科
学
者
の
相
互
交
流

の
拡
大
と
、
こ
の
地
域
で
刊
行
さ
れ
る
専
門
雑
誌
そ
の
他
の
学

術
刊
行
物
へ
の
支
援
の
拡
大
。

　

文
明
間
の
対
話
、
特
に
西
洋
と
そ
の
他
の
文
明
の
間
で
の
対

話
を
促
進
す
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
流
さ
れ
る
誤
っ

た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
へ
の
本
格
的
な
対
処
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

デ
ィ
ス
コ
ー
ス
そ
の
も
の
も
、
大
学
や
研
究
機
関
、
シ
ン
ク
タ

ン
ク
が
提
供
す
る
知
識
に
直
接
的
・
間
接
的
に
影
響
さ
れ
て
い

る
以
上
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の
対
処
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
不

十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
そ
う
し
た
研
究
組

織
で
の
知
識
生
産
の
レ
ベ
ル
、
言
い
換
え
れ
ば
教
育
と
研
究
の

レ
ベ
ル
で
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
明
の
学
術
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
同
士
の
相
互
交
流
の
拡
大
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

最
近
の
歴
史
に
お
け
る
最
悪
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
︵
集
団
虐
殺
︶

は
、
世
俗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

─
す
な
わ
ち
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
自
由

民
主
主
義
、
社
会
主
義

─
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
、

我
々
は
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
私
が
こ
こ
で
指
し
て
い
る

の
は
、ナ
チ
ス
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
、
広
島
と
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
、

ス
タ
ー
リ
ン
と
ポ
ル
・
ポ
ト
に
よ
る
大
虐
殺
の
こ
と
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
原
因
が
世
俗
主
義
だ
と

結
論
づ
け
る
の
は
、
宗
教
間
の
融
和
の
裏
に
あ
る
動
機
は
世
俗

主
義
だ
と
結
論
す
る
の
と
同
じ
く
ら
い
ば
か
げ
て
い
る
。
多
く

の
問
題
の
原
因
を
宗
教
に
帰
す
る
認
識
が
支
配
的
で
あ
る
ゆ
え

に
、
私
は
︵
近
年
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
︶
こ
う
し
た
特
徴
を
明
示
す
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「平和と調和のための対話」へ　人文科学は何ができるか 

る
必
要
を
感
じ
た
ま
で
で
あ
る
。
宗
教
が
非
寛
容
を
生
む
と
い

う
考
え
を
前
提
に
し
た
見
方
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
よ
り
正
確

に
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
体
系
は
腐
敗
し
う
る
し
、
歪
曲
さ

れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
歪
曲
を
も
た
ら
す
一
定
の
社
会

的
、
歴
史
的
条
件
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

肝
要
な
の
は
、こ
の
よ
う
な
誤
解
を
是
正
す
る
た
め
に
﹁
対
話
﹂

が
役
立
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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