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構
成
物
と
の

関

係
に

よ
っ

て

伺
え
る

意
図
を
考
察
す
る
た
め

で

あ
る

。

　
『

ブ

リ
ハ

ッ

ト
・

サ

ン

ヒ

タ
ー

』

で

は
、

寺
院
の

立

地
と

し
て
、

豊

富

な
水
を
得
ら
れ
る

と
こ

ろ
、

遊
園
林
の

あ
る
と

こ

ろ、

静
水
面
の

近
辺
で

さ
ま
ざ
ま
な

水
鳥
た
ち
が

集
ま
っ

て

い

る

と

こ

ろ、

川
の

合
流

点
や

中
州

な
ど

川
の

流
れ
に

面
す
る

よ

う
な
と

こ

ろ、

森
や

川
や

山
や

滝
の

近
辺
、

遊
園
林
を
も
つ

町
の

中、

バ

ラ

モ

ン

な
ど
の

敷
地
と

し
て

適
当
な
と
こ

ろ

が
あ
が
っ

て

い

る
。

ガ

ル

バ

・

グ

リ
ハ

の

大
き
さ
は、

祠
堂
の

横
幅
の

半

分
と
な
っ

て

い

る
。

　
『
サ
マ

ラ

ー

ン

ガ

ナ
ス

ー

ト
ラ

ダ

ー

ラ
』

で

は
、

森
の

中、

吉
祥
な
と

こ

ろ
、

南

北
方
向
の

街
路
に

沿
っ

て
、

都
市
の

中
央

、

都
市
の

内
外
と

規

定
し
て

い

る
。

し
か

し
、

ガ
ル

バ

・

グ
リ
ハ

に
つ

い

て

の

確
実
な
記
述
は

な
い

。

　
『
マ

ヤ

マ

タ
』

で

は
、

特
定
の

ヴ

ァ

ー

ス

ト
ゥ

・

デ
ー

ヴ

ァ

タ

ー

の

場

所
、

都
市
の

中
央、

都
市
の

周
囲
と
規

定
し
て

い

る
。

ガ
ル

バ

・

グ

リ

ハ

は
、

祠
堂
の

大
き

さ
の

三

分
の
一
、

五

分
の

三
、

七

分
の

四
、

九

分
の

五
、

十
一

分
の

六、

十
三

分
の

七
、

十
五

分
の

八
、

十
七

分
の

九
、

ま
た

は
、

半
分
が

横
幅
と

記
し
て

い

る
。

　

寺
院
の

立

地
は
、

地

上
に

あ
る

が

天

界
に

近
い

と
い

う
こ

と
で

聖
性
が

高
く
感
じ

さ
せ

た
り、

流
れ

る
水
に

よ
っ

て

浄

性
が

高
く
感
じ

さ
せ

た

り

と
い

う
特
性
を

持
っ

て

い

る
。

そ

し

て
、

周
囲
に

小

祠
堂
が
併
設
さ
れ
、

中
央
部
の

持
つ

ヒ

エ

ラ

ル

キ

ー

や

聖

性
の

高
さ
を

示
し

て

い

る
。

都
市
な

ど

で

は
、

中
央
と
い

う
他
よ

り
も

尊
い

と

す
る

場
所
に

寺
院
を

設
定
し

て

い

る
。

ま
た
、

周
囲
に

建
て

る
も
の

は
、

周
囲
と

隔
絶
を
計
り
内
部
の

浄

性
を

保
つ

守
護
神
と

し
て

の

役
割
が

期

待
さ

れ
て

い

る

と

思
わ

れ
る

。

　
プ
ー

ジ

ャ

ー

に

よ

っ

て、

浄
め

が

行
わ

れ

る

の

で
、

浄
性
を

高
め

る

働

き
を

す
る

。

ヴ
ァ

ー

ス

ト

ゥ

・

プ
ー

ジ
ャ

ー

は
、

土
地
選
定
の

た
び
に

繰

り
返
し

行
わ
れ

る

の

で
、

次
第
に

土
地
の

浄
性
が
高
ま
る

。

　
ガ
ル

バ
・

グ

リ

ハ

の

広
さ

に

つ

い

て

は
、

祠
堂
の

大
き
さ
と

の

比
例

関

係
で

表
さ
れ
る

。

こ

の

割
合
は、

敷
地
を
三

分
割
し
た

と
き
の

ダ
イ
ヴ
ァ

の

部
分
に

あ
た
る

。

そ

し
て
、

祠
堂
の

位

置
も
、

寺
院
の

中
で

も
浄
性
の

高
い

位
置
で

あ
り、

周
囲
の

小
祠
堂
に

よ
っ

て

祠
堂
の

聖
性
が

高
め
ら
れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
に
、

ガ

ル

バ

・

グ

リ

ハ

は

周
囲
よ

り
も
プ
ー

ジ
ャ

ー

の

繰
り
返
し
で

浄
め

ら

れ
た

聖
性
が

高
い

場
所
で

あ
る

。

　
そ
し

て
、

三

文
献
の

内
容
比
較
か
ら

、

古
代
に
は

北
イ
ン

ド
で

も
ガ

ル

バ
・

グ

リ

ハ

が

存
在
し

た
が
、

十
一

世
紀
ま
で

に
設
定
さ
れ
な

く
な
り、

南
イ
ン

ド

系
の

文
献
に

残
っ

て

い

る

の

で
、

建
築
形
体
の

分
化
が

見
ら
れ

る
。

南
イ
ン

ド

系
で

は

塔
状
に
つ

く
る

祠
堂
基
部
に
壁
に

囲
ま
れ
た
ガ

ル

バ
・

グ

リ

ハ

が

存
在
す
る
が、

北
イ
ン

ド

系
で

は

ガ

ル

バ
・

グ
リ
ハ

と
い

う
場
所
が

な

く
な
っ

て

い

る

こ

と
が
わ

か
っ

た
。

イ

ン

ド

の

歴

史
教
科
書
に

お

け
る

　
ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

叙
述

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

澤
田

　
彰
宏

　

本
発
表
は
、

イ

ン

ド
の

国
立
教
育
機
関
（

NCERT

）

作
成
の

中

等

教
育
用
歴

史
教
科
書
に
お
い

て
、

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ

リ
ズ
ム

が
い

か

に

記
述
さ
れ

て

い

る
か
を
検
討
す
る

も
の

で

あ
る

。

　
イ
ン

ド

近

現
代
史
の

大
き
な
問
題
の
一

つ

は

宗
教
対
立
（
南
ア

ジ
ア

で

は

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

と

呼
ぶ
）

で

あ
り、

そ
の

帰
結
は
印
パ

分

離
独
立
で

あ
る

。

そ

し
て

現
代
の

コ

ミ

ュ

ナ
リ

ズ

ム

の

最

大
の

問
題
は

ヒ

ン

ド

ゥ

ー
・

ナ
シ

ョ

ナ
リ

ズ
ム

（
HN

）

で

あ
る

。

こ

れ
は

究
極
的
に

は
ヒ

ン

ド
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ウ

i
教
を
イ
ン

ド
の

国
家
原
理
と

し
よ

う
と

す
る

運
動
で

あ
り、

イ

ン

ド

人
民
党
（
BJP

）

は

そ
の

政
治
ウ

イ
ン

グ

で

あ
る

。

　

こ

の

BJP

が
今
世
紀
初
頭
に

政
権
の

座
に
あ
っ

た

と

き
、

歴
史
研
究

や
教
育
へ

の

介
入
を
起
こ

し
た

。

同
時
に
歴
史
教
科
書
が

新
し

く
作
成
さ

れ

た
が、

こ

の

教
科
書
は

教
育
の

ヒ

ン

ド
ゥ

ー

化
と

し

て
、

大
き
な

批
判

の

対
象
と

な
っ

た
。

そ
の

後
、

政

権
が

国
民
会
議
派
に

移
っ

た
こ

と
で

こ

の

問
題
は
一

応
終
結
し
た

。

本
発

表
で

は
、

こ

の

歴
史
教
科
書
問
題
の

理

解
の

た

め

に、

介
入
時
と

そ
の

前
後
の

時
期
と
い

う
三

つ

の

時
期
（
出

版

順
に
A
、

B
、

C
期
と

表
記）

の

教
科
書
を

比
較
検
討
す
る

こ

と
を
目

的

と

す
る

。

　

教
科
書
分
析
の

た
め

に

ヒ

ン

ド
ゥ

i
・

ナ

シ

ョ

ナ
リ

ズ

ム

運

動
の

思

想

的
基
盤
と

も
い

え
る

V
・

D
・

サ
ー

ヴ
ァ

ル

カ

ル

著
『

ヒ

ン

ド
ゥ

ト
ゥ

ヴ

ァ
』

を

参
照
し
た

。

そ

こ

に

描
か
れ

る

「

ヒ

ン

ド

ゥ

ー

：
不

イ
シ
ョ

ン
」

の

特

徴、

す
な
わ

ち
ヒ

ン

ド
ゥ

ー

は

古
代
か
ら

の

イ
ン

ド
の

住

民
で

あ

り、

ひ

と
つ

の

種
族
で

あ
る

。

ム

ス

リ

ム

は

侵
入
者
で

あ

り
、

非
暴
力
主

義
は

イ
ン

ド
の

防
衛
の

た
め

に

は
必

ず
し
も

善
で

は

な
い
、

な
ど
の

視
点

を

援
用
し

、

 
サ

ー

ヴ

ァ

ル

カ

ル

と
関

連
団
体

、

 
武
力
を
用
い

た

革
命

家
の

運
動

、

 
印
パ

分
離

独
立

、

 
ガ

ン

デ

ィ

ー

の

暗
殺
の

四

点
に

つ

い

て

教
科
書
の

検
討
を

行
っ

た
。

　

内
容
を
み

る

と
、

A
期
が

最
も
コ

ミ
ュ

ナ
リ

ズ

ム

を
強

く
批

判
し
て

い

て
、

公
的

領
域
で

宗
教
が
政
治
力
を
も
つ

こ

と
へ

の

批
判

、

宗
教
が

私
事

で

あ
る

こ

と
も

明
確
に

記
し
て

い

る
。

ま
た

、

ム

ス

リ

ム

（
連
盟）

に

分

離

独
立
や

暴
動
の

責
任
を

押
し
付

け
な
い

よ

う
に

配
慮
し
て

い

る

よ

う
に

み
え
る

。

B
期
は

革
命
家
の

英
雄
視
や、

ム

ス

リ

ム

連
盟
が

分

離
独
立
主

義
者
で

あ
っ

た
と
の

主
張
が
明
ら
か
で

あ
る

。

C
期
は
テ

ー

マ

別
に

章
立

す
る

と
い

う
記
述
の

た
め

、

民
族
独
立

運
動
や

分
離
独
立

が
近
現
代

史
す

べ

て

の

出
来
事
・

重
要
事
で

は

な
い

と
い

う
内

容
と

な
り、

そ
の

点
で

は

コ

ミ
ユ

ナ

リ
ズ

ム

批
判
が

見
え
に

く
く
な
っ

て

い

る
。

　
三

期
を

通
し
て

検
討
す
る

と
、

た

と

え
B
期
で

あ
っ

て

も、

ど
れ
も
H

N
に

つ

い

て

の

具
体
的
な
記
述
が

な
い

こ

と
が

わ
か
っ

た
。

少
な
く
て

も

こ

の

点
に

関
し

て

は

B
期
に

お
い

て

も
「

新
し

い

歴

史
」

を
描
く
こ

と

は

し

な
か

っ

た

よ

う
だ

。

ガ

ン

デ

ィ

ー

に

つ

い

て

も

単
に

「

独
立

の

父
」

と

し

て

だ

け
で

は

な

く
、

コ

ミ
ュ

ナ

リ
ズ

ム

を
除
去
し
よ

う
と

し
て

い

た

記

述
が

ど
の

教
科
書
に

も

見
ら

れ

た
。

　
だ
が

、

内
容
は

、

「

コ

ミ

ュ

ナ
ル

化
」

以

後
作
成
の

新
し
い

教
科
書
（
C

期
）

よ

り
も、

そ

れ

以

前
（
A
期）

の

方
が
コ

ミ
ュ

ナ

リ

ズ

ム

に
対
し
て

（
お
よ
び

宗
教
の

政

治
化
批
判
の

記
述
か
ら）

HN

批

判
が

明
ら
か

で

あ

り
、

ま
た
ム

ス

リ

ム
へ

の

配

慮
も

見
ら

れ
た

。

こ

こ

に

は

積
極
的
な
（
そ

れ

ゆ

え

素
朴
な

）

イ
ン

ド

的
セ

キ
ュ

ラ

ー

志
向
が

読
め

る
。

一

方、

C
期

は
、

そ
う
い

っ

た

姿
勢
は

打

ち
出

し
つ

つ

も
、

歴

史
叙
述

方
法
の

変
化
も

あ
り、

こ

の

点
に

関
し
て

は
以

前
よ

り
わ
か
り
に

く
く

（

弱
く）

な
っ

て

い

る
。

時
期
を

考
え
れ
ば

、

A
期
よ

り
も
強
い

HN

批
判
が

見
ら
れ
て

も

お

か
し

く
な
い

の

だ
が

、

あ
え
て

そ
う
は

し
な
か
っ

た
と
こ

ろ

に、

HN

は

ま
だ

現
在
形
で

あ
っ

て

歴

史
上
の

事
象
で

は
な
い

と
い

う
姿
勢
が
伺
わ

れ
、

扱
い

が

難
し

い

ゆ

え
に

中
立

性
を

保
と

う
と
し
た

叙
述
に

な
っ

た

と

い

え
る

だ
ろ

う
。
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