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（
一
）
は
じ
め
に

　

ジ
ャ
ワ
時
代
の
武
田
麟
太
郎
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
強
い
愛
着
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
。
徴
用
中
の
武
田
麟
太
郎
は
、
一
九
四
二
年
四
月
十
五
日
に
ジ
ャ
ワ
で
、
オ
ラ

ン
ダ
植
民
地
か
ら
の
解
放
を
題
材
と
す
る
劇
「
ア
ジ
ア
の
光
」
を
上
演
し
た
。
そ
の
舞
台
の
終
幕

で
、
興
奮
し
た
観
衆
は
歓
声
を
上
げ
、
舞
台
に
殺
到
し
、
劇
場
は
演
説
会
場
と
化
し
た
。
そ
の
中

に
交
じ
っ
て
、武
田
麟
太
郎
は
舞
台
中
央
で
「
新
興
民
族
万
歳
」
と
絶
叫
し
た
。
姫
本
由
美
子
は
、

武
田
麟
太
郎
の
こ
の
行
動
に
つ
い
て
、
独
立
を
願
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
々
へ
の
共
感
と
し
て
捉

え
て
い
る（

一
）。

　

さ
ら
に
、
内
地
帰
還
後
の
武
田
麟
太
郎
は
、『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』（
一
九
四
四
年
）
を
執
筆
し
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
代
表
的
な
文
学
者
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
宛
の
手
紙
を
収
録
し
た
。
武
田
は
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
独
立
を
約
束
し
た
小
磯
国
昭
声
明
に
言
及
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
と
も
に
歓
喜
す
る
。

こ
の
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
と
は
「
肝
胆
相
照
ら
す
中
に
な
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
と
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
へ
の
愛
を
認
め
合
っ
た
」（

二
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』
に
お
い
て
武
田
麟
太
郎
は
、
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
描
い
て
い
る
。

　

 　

今
、
こ
こ
に
私
信
を
発
す
る
相
手
は
、
文
学
部
長
の
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
ー
氏
で
、
か
つ
て
は

バ
ラ
イ
・
プ
ス
タ
カ
（
国
民
図
書
局
）
に
勤
務
し
、
パ
ン
ヂ
ー
・
プ
ス
タ
カ
誌
の
編
輯
責
任
者

で
も
あ
つ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の
整
備
に
も
尽
く
す
と
こ
ろ
の
あ
つ
た
人
で
あ
る
。
か
の
高

名
な
熱
血
詩
人
で
、
現
在
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
最
初
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
の
大
著
に
没

頭
し
て
ゐ
る
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
ー
氏
の
弟
だ
け
あ
つ
て
、
実
に
穏
か
で
温
い
表
情
の
下
に
も
、
烈

し
く
熱
い
も
の
を
潜
め
て
ゐ
る
の
は
、
静
か
に
語
る
口
調
の
端
々
に
も
う
か
が
は
れ
た
。
戯
曲

小
説
な
ぞ
の
著
作
が
多
数
あ
る（

三
）。

　

右
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
は
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
最
初
の
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
史
の
大
著
に
没
頭
し
て
ゐ
る
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
ー
氏
の
弟
だ
け
で
あ
つ
て
」と
、サ
ヌ
シ
・

パ
ネ
と
の
関
係
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
武
田
麟
太
郎
に
お
け
る
も
う
一
人
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
人
文
学
者
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
存
在
が
浮
び
上
が
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い

て
、
こ
の
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
に
つ
い
て
は
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

本
章
で
は
、
武
田
麟
太
郎
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
、
と
り
わ
け
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
文
学
を
取
り

上
げ
、
ジ
ャ
ワ
時
代
の
武
田
麟
太
郎
に
と
っ
て
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
文
学
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
か
分
析
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
戦
時
中
に
お
け
る
武
田
麟
太
郎
の
文
学
観
お
よ

び
ジ
ャ
ワ
で
の
文
化
と
の
接
触
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

（
二
）
武
田
麟
太
郎
と
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン

　

武
田
麟
太
郎
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
在
住
オ
ラ
ン
ダ
人
が
読
ん
で
い
た
書
物
を
観
察
し
、

そ
の
趣
味
の
低
さ
を
軽
蔑
し
て
い
る
。

　

 　

話
は
か
は
る
が
、
ジ
ャ
ワ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
た
ち
の
読
ん
て
ゐ
た
書
物
は
極
め
て
貧
し
か
つ

た
。
堂
々
た
る
本
屋
や
、
豪
奢
な
各
家
庭
の
書
架
に
あ
る
の
は
、
多
く
愚
に
も
つ
か
ぬ
ア
メ
リ
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カ
の
通
俗
小
説
、
探
偵
小
説
な
ぞ
安
つ
ぽ
い
赤
本
の
氾
濫
で
、
そ
れ
ら
を
麗
麗
し
く
飾
り
立
て

て
ゐ
た
。
絵
画
な
ぞ
も
解
ら
な
い
の
か
、
立
派
な
金
の
額
縁
に
を
さ
め
て
あ
る
の
は
、
笑
ふ
べ

し
、「
ラ
イ
フ
」
な
ぞ
十
銭
雑
誌
の
写
真
の
切
り
抜
き
や
、
映
画
雑
誌
の
ど
ぎ
つ
い
彩
色
口
絵

な
ぞ
で
あ
っ
た
。（
戡
定
直
後
、
常
時
の
バ
タ
ビ
ア
で
最
も
大
き
い
出
版
社
で
あ
り
小
売
店
で

あ
つ
た
コ
ル
フ
書
店
へ
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
ゴ
ツ
ホ
の
画
集
を
探
し
に
行
つ
た
が
、
そ
こ
の
鼻

眼
鏡
を
か
け
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
支
配
人
た
ち
は
、
彼
ら
の
国
の
産
ん
だ
画
家
の
名
を
知
ら
な
か

つ
た
の
に
驚
い
た
）（

四
）。

　

お
よ
そ
二
ヶ
月
の
ジ
ャ
ワ
・
バ
リ
巡
廻
の
際
、
武
田
麟
太
郎
は
一
九
四
二
年
五
月
二
日
に

M
adiun

（
マ
デ
ィ
ウ
ン
）
に
あ
っ
た
、
こ
の
コ
ル
フ
書
店
（K

olff &
 Co

）
の
小
売
店
も
実
際

に
訪
れ
た（

五
）。

日
本
軍
政
下
の
文
化
戦
略
に
お
い
て
、
西
洋
文
化
の
排
除
が
一
つ
の
重
要
な
課

題
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。彼
も
軍
部
の
方
針
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、

武
田
麟
太
郎
は
、「
欧
米
思
想
の
排
撃
と
云
ふ
こ
と
も
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
」（

六
）

と
述
べ

て
い
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
根
付
い
て
い
た
密
度
の
高
い
西
欧
文
化
に
対
し
、
西
洋
排
除

を
目
指
す
彼
の
活
動
は
困
難
だ
っ
た
。
武
田
麟
太
郎
は
、
ロ
シ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
西
洋
文
学

を
十
分
に
吸
収
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
外
国
で
西
洋
と
接
触
し
た
の
は
、
初
め
て
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
武
田
麟
太
郎
の
原
点
は
日
本
文
学
に
あ
っ
た
。
彼
の
文
学
に
最
も
影
響
を
与
え
た

の
は
井
原
西
鶴
で
あ
る
。
井
原
西
鶴
の
文
学
は
、『
武
家
義
理
物
語
』
の
序
に
表
現
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、「
そ
れ
人
間
の
一
心
万
人
と
も
に
替
れ
る
事
な
し
。
長
剣
さ
せ
ば
武
士
。
烏
帽
子
を
か

づ
け
ば
神
主
。
黒
衣
を
着
す
れ
ば
出
家
。
鍬
を
握
れ
ば
百
姓
。」（

七
）

と
、
江
戸
の
社
会
階
級
の
特

徴
を
重
視
し
て
い
る
。
武
田
麟
太
郎
の
代
表
的
な
作
品
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
お
い
て
も
、
浅
草
の

下
宿
に
住
む
下
層
の
群
衆
を
描
き
、
近
代
社
会
の
特
徴
的
な
階
級
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
武
田

麟
太
郎
と
井
原
西
鶴
は
、
共
に
大
阪
の
町
に
育
ち
、
日
本
の
町
の
生
活
を
題
材
に
し
た
点
で
も
共

通
し
て
い
る
。
無
論
、
時
代
背
景
が
異
な
る
た
め
、
両
者
が
思
想
に
お
い
て
相
違
し
て
い
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
江
戸
時
代
の
儒
教
に
対
し
、
戦
前
の
武
田
麟
太
郎
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響

を
受
け
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
。
彼
は
井
原
西
鶴
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
左
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

 　

私
は
日
本
の
小
説
は
、
少
く
と
も
明
治
以
降
の
は
殆
ん
ど
読
ん
だ
と
自
慢
し
て
ゐ
る
。
そ
れ

ら
と
、
西
鶴
の
諸
作
品
か
ら
の
影
響
、
加
ふ
る
に
時
代
精
神
と
社
会
的
「
私
」
に
ち
が
い
な
い

が
、と
に
か
く
「
私
」
の
個
性
と
か
ら
、私
の
文
学
は
成
立
し
て
ゐ
る
と
考
へ
て
ゐ
た（

八
）。（

傍

線
筆
者
）

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
武
田
麟
太
郎
の
文
学
に
お
け
る
社
会
性
は
、
太
平
洋
戦
争
の
直
前
に
、

治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ジ
ャ
ワ
に
徴
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全

に
日
本
社
会
と
の
関
わ
り
を
喪
失
し
て
い
た
。
彼
の
新
し
い
「
舞
台
」
は
、ジ
ャ
ワ
だ
っ
た
。
ジ
ャ

ワ
に
お
い
て
、
彼
は
「
大
東
亜
戦
争
」
を
西
洋
の
植
民
地
主
義
に
よ
る
搾
取
か
ら
の
解
放
と
思
い

込
ん
だ
。
し
か
し
、
一
九
四
二
年
六
月
十
六
日
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
政
治
言
動
を
は
じ
め
、

民
族
旗
お
よ
び
民
族
歌
が
禁
止
さ
れ
た
。
現
実
は
、
彼
の
期
待
を
裏
切
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
帰
還
後
の
武
田
麟
太
郎
は
浅
野
晃
に
向
か
い
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

 　

御
承
知
の
や
う
に
は
じ
め
軍
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
を
支
援
す
る
と
い
ひ
な
が
ら
、
そ
の

約
束
を
裏
切
っ
た
。
い
ま
戦
局
は
緊
迫
し
て
ゐ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
は
彼
ら
を
欺
し
た
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
日
本
人
と
し
て
耐
へ
ら
れ
な
い
こ
と
だ（

九
）。

　

ジ
ャ
ワ
時
代
の
武
田
を
癒
し
た
の
は
、
酒
と
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
下
町
に
生
ま
れ
た
文
化
ク
ロ
ン

チ
ョ
ン
で
あ
る
。
庄
野
英
二
は
、
武
田
麟
太
郎
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
に
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
を
連

想
す
る
と
証
言
す
る
。
彼
が
ジ
ャ
ワ
で
武
田
麟
太
郎
と
初
め
て
出
会
っ
た
場
所
は
、
ク
ロ
ン
チ
ョ

ン
演
奏
会
で
あ
っ
た
。
よ
く
そ
こ
に
通
っ
た
武
田
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

 　

歌
い
終
っ
た
一
人
の
歌
姫
が
私
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
に
腰
布
の
裾
を
け
っ
て
泳
ぐ
よ
う
に
し
て

や
っ
て
来
た
。「
夕マ

マ

べ
ー
ト
ワ
ン
」（
今
晩
は
）
な
じ
み
ら
し
く
武
田
さ
ん
の
横
に
腰
を
か
け
る

と
う
れ
し
そ
う
に
し
ゃ
べ
り
だ
し
た
。
あ
ふ
れ
る
灯
の
光
や
、
歌
や
人
い
き
れ
に
興
奮
し
て
い

る
の
か
上
ず
っ
た
声
を
は
ず
ま
し
て
い
る
。
武
田
さ
ん
は
麦
酒
を
注
文
し
て
五
、
六
本
一
度
に

運
ば
せ
た
。（
中
略
）
武
田
さ
ん
は
そ
の
時
こ
の
歌
の
意
味
や
、
今
ジ
ャ
ワ
全
島
で
流
行
し
て

い
る
こ
と
な
ど
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
話
し
な
が
ら
も
ひ
っ
き
り
な
し
に

グ
ラ
ス
を
干
し
て
は
麦
酒
を
注
ぎ
こ
む
動
作
を
二
人
と
も
器
械
的
に
く
り
返
し
て
い
た
。
気
が

は
っ
て
い
た
せ
い
か
私
は
酔
っ
た
よ
う
な
そ
ぶ
り
が
現
わ
れ
な
い
。
人
間
の
身
体
に
は
麦
酒
が
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こ
ん
な
に
も
多
量
に
注
入
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
生
れ
て
始
め
て
其
晩
私
は
知
っ
た（

一
〇
）。

　

ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
は
大
流
行
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
近
代
音
楽
で
あ
り
、
ジ
ャ
ワ
を
体
験
し
た
日

本
人
に
懐
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。
庄
野
英
二
は
、
当
時
の
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
流
行
の
原
因
に
つ
い

て
、「
哀
調
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
八
重
の
潮
路
を
こ
え
た
征
旅
の
兵
士
の
感
傷
に
マ
ッ
チ
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。」（

一
一
）

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
武
田
麟
太
郎
に
と
っ
て
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
は
そ
れ
以

上
の
意
味
が
あ
っ
た
。

　

 　

面
白
い
の
は
現
代
風
の
歌コ

ロ
ン
チ
ョ
ン

謡
曲
も
あ
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
式
の
ジ
ャ
ズ
小
唄
も
流
れ
込
ん
で
来

て
ゐ
る
が
、
さ
う
し
た
ジ
ャ
ズ
も
、
か
つ
て
の
日
本
人
が
し
た
や
う
に
そ
の
原
形
の
ま
ま
輸
入

し
た
り
、
詞
な
ぞ
も
直
訳
し
た
り
は
し
て
ゐ
な
い
。
ち
や
ん
と
、
ジ
ャ
ワ
風
に
変
曲
も
し
、
謡

も
す
つ
か
り
彼
ら
の
生
活
感
情
を
盛
つ
て
、
ま
る
で
別
物
の
や
う
に
作
り
か
へ
て
ゐ
る（

一
二
）。

　

ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
は
本
来
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
や
ス
ラ
バ
ヤ
な
ど
の
大
き
な
街
に
住
む
下
流
層
の
文
化

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
彼
ら
の
生
活
感
情
を
盛
つ
て
」
い
る
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
は
、
武
田
麟
太
郎
が
戦

前
に
対
象
と
し
た
下
層
の
人
々
の
文
化
を
反
映
し
て
い
る
。し
か
し
、武
田
麟
太
郎
が
ク
ロ
ン
チ
ョ

ン
を
好
ん
だ
理
由
は
、
そ
れ
が
日
本
的
な
文
化
で
あ
り
、
ジ
ャ
ワ
風
に
編
曲
し
た
ジ
ャ
ズ
と
い
う
、

西
洋
文
化
の
ア
ジ
ア
文
化
変
容
の
象
徴
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
武
田
麟
太
郎
に
お
け

る
ク
ロ
ン
チ
ョ
ン
の
捉
え
方
に
は
、サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
文
学
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
西
洋
」
対
「
東

洋
」と
い
う
主
題
と
共
通
し
て
い
る
。
以
下
、サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
文
学
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
三
）
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
と
「
東
洋
の
理
想
」

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
作
家
の
中
で
最
も
日
本
軍
政
に
協
力
し
た
文
学
者
で

あ
る
。
彼
は
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
、
三
亜
運
動
（
大
日
本
、
ア
ジ
ア
の
指
導
、

大
日
本
ア
ジ
ア
の
光
、
大
日
本
ア
ジ
ア
の
守
り
の
略
語
）
に
参
加
し
、
宣
伝
部
の
マ
レ
ー
語
報
道

機
関
『A
sia Raya

（
大
ア
ジ
ア
）』
新
聞
や
『K

eboedajaan T
im

oer

（
東
方
文
化
）』
誌
な

ど
の
運
営
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
活
動
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
浅
野
晃
が

「
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
君
を
「
ア
シ
ア
・
ラ
ヤ
」
ヘ
押
し
込
ん
だ
の
も
市
来
君
で
あ
っ
た
」（

一
三
）

と
証
言

し
て
い
る
。
市
来
龍
夫
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
宣
言
後
に
、
対
オ
ラ
ン
ダ
軍
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

独
立
戦
争
に
参
戦
し
、 

一
九
四
五
年
に
東
ジ
ャ
ワ
の
マ
ラ
ン
市
で
戦
死
し
た
人
物
で
あ
る
。
太
平
洋

戦
争
の
以
前
か
ら
マ
レ
ー
語
の
達
人
と
し
て
、ス
ラ
バ
ヤ
の
民
族
運
動
新
聞
『
ス
ア
ラ
・
ウ
ム
ム
』

に
勤
務
し
、
日
本
文
化
の
紹
介
記
事
を
担
当
し
た（

一
四
）。

弟
の
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
は
こ
の
新
聞
で

も
働
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
が
彼
を
信
用
し
て
い
た
の
は
自
然
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
一
九
四
三
年
四
月
一
日
に
成
立
し
た
「
啓
民
文
化
指
導
所
」
の
現
地
本
部

長
と
な
っ
た
。
四
月
二
日
の
初
顔
合
わ
せ
と
、
四
月
十
八
日
の
開
所
式
で
は
何
度
も
武
田
麟
太
郎

と
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
。
前
述
の
『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、一
九
四
二
年
の
『
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
史
』の
第
一
巻
を
書
い
て
い
た
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
姿
は
、武
田
麟
太
郎
の
印
象
に
残
っ

た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
が
歴
史
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
彼
の
文
学
の
傾
向
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
「
啓
民
文
化
指
導
所
」
発
行
の
グ
ラ
ビ
ア
雑
誌
『
ジ
ャ
ワ
・
バ
ル
』

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

西
洋
式
教
育
を
受
け
た
知
識
階
級
の
も
の
た
ち
に
し
て
も
、
そ
の
多
く
は
自
己
の
栄
達
の
み

目
指
し
（
中
略
）
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
俸
給
或
は
教
育
に
よ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
知
識
階
級
を
、

自
ら
同
胞
で
あ
る
国
民
か
ら
引
き
離
さ
う
、
そ
の
上
常
に
西
欧
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
我
々

は
、
こ
れ
か
ら
脱
却
し
て
純
粋
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
、
そ
し
て
東
洋
の
姿
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。（

一
五
）

　

こ
の
文
章
に
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
に
お
け
る
動
員
と
文
化
統
制
と
い
う
背
景
が

あ
っ
た
が
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
に
お
け
る
彼
自
身
の
体
験
も
、
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
一
九
二
七
年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
目
指
す
ス
カ
ル
ノ
の
政
党
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
党

（Partai N
asional Indonesia

）
の
政
治
運
動
に
参
加
し
た
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
学
校
ク
イ
ッ
ク
ス

ク
ー
ル
の
仕
事
を
解
雇
さ
れ
た
。
一
方
、
実
際
の
「
東
洋
の
姿
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

う
彼
の
考
え
方
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
壇
で
の
議
論
と
連
携
し
た
も
の
だ
っ
た
。

一
九
二
八
年
の
青
年
誓
約
に
よ
る
統
一
民
族
言
論
の
波
紋
と
し
て
、「
新
文
化
」
建
設
の
議
論
が

勃
発
し
た
。
こ
の
議
論
は
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
の
新
聞
お
よ
び
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
。
多
く
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
文
学
者
の
意
見
が
、
文
学
者
ア
デ
ィ
ア
ッ
ト
・
Ｋ
・
ミ
ハ
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ル
ジ
ャ
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た 

『Polem
ik K

ebudayaan 

（
文
化
言
論
）』 （
一
九
四
八
年
） 

に
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論
の
焦
点
は
、
将
来
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
化
に
お
け
る
西
洋
と
東
洋
の
問

題
に
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
ス
タ
ン
・
タ
ク
デ
ィ
ル
・
ア
リ
シ
ャ
バ
ナ 

（
以
下
、 

Ｓ
Ｔ
Ａ
と
略

す
る
）
の
エ
ッ
セ
イ
、「
新
社
会
と
新
文
化
へ
」（
一
九
三
五
）
で
あ
っ
た
。
Ｓ
Ｔ
Ａ
は
、
統
一
民

族
に
よ
る
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
と
い
う
概
念
を
過
去
に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
捉
え
て
い
た
。

民
族
を
超
え
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
団
結
意
識
は
近
代
の
も
の
で
あ
り
、
西
洋
の
影
響
を
無
視
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
は
残
さ
れ
た
「
東
洋
」
の
伝
統
と
の
決
別
を
告
げ
、
現
実
的
に
何
十
年
も

の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
す
で
に
根
付
い
た
西
洋
的
な
も
の
を
見
出
す（

一
六
）。

彼
の
考
え
で
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
西
洋
化
は
必
然
で
あ
り
、
夢
見
た
強
い
国
造
り
の
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
反
対
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
で
あ
っ
た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
Ｓ
Ｔ
Ａ
と
同
じ

く
ス
マ
ト
ラ
出
身
の
文
学
者
で
あ
り
、
当
時
も
と
も
に
『
プ
ジ
ャ
ン
ガ
・
バ
ル
』
で
活
躍
し
て
い

た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、 

自
分
自
身
が
オ
ラ
ン
ダ
学
校 「K

w
eekschool

」 

の
教
育
を
受
け
た
人
間

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、 

西
洋
を
重
視
す
る
考
え
方
に
反
発
し
て
い
た
。
Ｓ
Ｔ
Ａ
の
意
見
に
対
し

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

 　

D
i T

im
ur, lebih baik: India Raja, orang tidak usah berapa usaha m

em
pertahankan 

diri, m
entjari djalan m

enaklukan tenaga alam
, sebab alam

 tidak begitu hebat 
seperti di B

arat. M
aterialism

e, intellectualism
e, dan individualism

 boleh 
dikatakan tidak berapa perlu. O

rang tidak terpaksa benar m
entjeraikan dirinja 

dari alam
, jang harus ditentang. （

一
七
）

　

 　

東
洋
文
明
は
（
西
洋
の
文
明
よ
り
）
遥
か
に
よ
い
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
王
国
で
は
、
人
は

そ
れ
ほ
ど
身
を
守
る
努
力
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
自
然
を
克
服
し
な
い
。
自
然
は
激
し
く
な

い
か
ら
で
あ
る
。
物
質
、知
恵
、い
わ
ゆ
る
利
己
主
義
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
必
要
が
な
い
。

人
間
は
無
理
や
り
自
然
と
切
り
離
さ
れ
、
対
立
す
る
こ
と
も
な
い
。（
筆
者
訳
）

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
文
化
と
自
然
と
の
関
係
の
重
要
性
を
主
張
し
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
東
洋
の

優
位
性
を
見
出
す
。
イ
ン
ド
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
に
と
っ
て
印
象
的
な
国
で
あ
り
、
彼
の
文
学
の

素
材
で
あ
る
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
二
年
間
、
イ
ン
ド
に

滞
在
し
、
イ
ン
ド
文
化
を
直
接
体
験
し
た
。
そ
の
イ
ン
ド
体
験
は
、
エ
ッ
セ
イ
「Im

pressies 
van India

（
イ
ン
ド
の
印
象
）」（
一
九
三
〇
年
）
お
よ
び
「D

e Boodschap van India

（
イ

ン
ド
の
伝
言
）」（
一
九
三
〇
年
）
に
記
さ
れ
、
次
々
と
彼
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
最

も
多
く
イ
ン
ド
体
験
を
描
い
た
作
品
は
、
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
創
作
さ
れ
た

詩
集
『
マ
ダ
ー
ク
ラ
ナ
（
放
浪
の
歌
）』（
一
九
五
七
年
）
で
あ
る
。「
シ
ワ
・
ナ
タ
ラ
ジ
ャ
（
阿

修
羅
の
踊
る
姿
）」
に
お
い
て
は
、
セ
イ
ロ
ン
（
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
）、
パ
タ
リ
プ
テ
ラ
な
ど
、

イ
ン
ド
の
地
名
も
登
場
す
る
。
イ
ン
ド
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

D
i Sailan, tem

pat zam
an telam

 silam
 berkilat-kilat

　
　

A
stana Raw

ana sebagai bulan purnam
a raja

　
　

D
an m

ataku term
enung m

em
andang Pataliputera

　
　

T
anah daratan, tem

pat A
jodia dan H

astinapura

　
　

M
adiadesa, kulalui dan aku berdiri, terkenang

　
　

Penuh rindu dendam
 akan w

aktu yang silam
, dipadang K

urusetra

（
一
八
） 

　
　

サ
イ
ラ
ン
、
輝
い
て
い
る
古
代
の
場
所

　
　

満
月
の
王
と
し
て
の
ラ
ー
ワ
ナ
ー
の
地

　
　

そ
れ
か
ら
、
私
は
こ
の
目
で
パ
タ
リ
プ
ラ
を
見
つ
め
る

　
　

陸
地
の
ア
ヨ
デ
ィ
ア
と
ハ
ス
テ
ィ
ナ
プ
ラ

　
　

メ
デ
ィ
ア
デ
サ
に
寄
り
か
か
り
、
私
は
こ
の
地
に
ぼ
ん
や
り
立
っ
て
い
る

　
　

ク
ル
セ
ト
ラ
兵
に
て
、
過
去
に
対
す
る
懐
か
し
さ
と
憎
し
み
を
覚
え
る
。（
筆
者
訳
）

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
ジ
ャ
ワ
文
化
に
馴
染
み
深
い
古
典
文
学
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
お
よ
び
『
マ

ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
場
面
を
連
想
し
、
イ
ン
ド
を
古
代
ジ
ャ
ワ
の
文
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
彼

は
イ
ン
ド
に
滞
在
し
た
間
に
、
劇
本
『A

irlangga

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
）』（
一
九
二
八
年
）
お
よ

び
『Eenzam

e Garoedavlucht

（
ガ
ル
ー
ダ
が
孤
独
に
飛
ぶ
）』（
一
九
三
〇
年
）
を
オ
ラ
ン
ダ

語
新
聞
『T

im
boel

（
テ
ィ
ム
ブ
ル
）』
に
掲
載
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
学
に
お
け
る
主
な
素
材
は
、

古
代
ジ
ャ
ワ
王
国
で
あ
る
。
大
国
の
崩
壊
に
至
っ
た
仲
間
の
裏
切
り
は
反
省
す
べ
き
歴
史
と
し
て

現
れ
、
歴
史
上
実
在
し
た
主
人
公
は
、
英
雄
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
国
の
た
め
に
恋
愛
や
趣
味
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な
ど
を
捨
て
る
、自
己
犠
牲
の
主
題
が
主
流
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
』
に
お
い
て
は
、

主
人
公
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
王
は
、
文
学
好
き
か
ら
政
治
へ
と
転
じ
る
。『
ガ
ル
ー
ダ
が
孤
独

に
飛
ぶ
』
で
は
、
カ
ル
タ
ナ
ガ
ラ
王
が
反
乱
を
治
め
る
た
め
に
、
妻
の
愛
情
を
無
視
す
る
場
面
も

演
じ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
運
動
の
期
待
と
願
望
が
こ
れ
ら
の
作
品
に
反
映

さ
れ
て
お
り
、
想
像
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
を
「
ジ
ャ
ワ
デ
ュ
イ
パ
」
と
い
う
古
代
の
ジ
ャ

ワ
の
名
称
に
託
し
て
い
る
。

　

帰
国
後
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
劇
本
『K

ertajaya

（
ケ
ル
タ
ジ
ャ
ヤ
）』（
一
九
三
二
年
）
を
発

表
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
の
青
年
会
議
で
上
演
し
た
『Sandyakala ning 

M
ajapahit

（
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
夕
暮
れ
）』
が
一
九
三
三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
語
新
聞
『T

im
boel

』

に
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
素
材
も
、
滅
び
た
古
代
王
国
の
再
現
で
あ
る
が
、
古
代
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
文
化
に
な
か
っ
た
、階
級
を
超
え
た
恋
愛
物
語
が
出
現
し
て
い
る
。劇
本 『
ケ
ル
タ
ジ
ャ
ヤ
』

に
お
け
る
主
人
公
、
ケ
ル
タ
ジ
ャ
ヤ
王
は
、
武
士
階
級
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
指
導
者
）
の
娘
と
恋
愛
関
係
を
結
び
、
相
手
の
自
決
と
と
も
に
情
死
す
る（

一
九
）。『

マ
ジ
ャ

パ
ヒ
ト
の
夕
暮
れ
』
に
お
い
て
も
、
死
別
と
い
う
恋
愛
物
語
の
結
末
が
演
じ
ら
れ
、
馬
の
世
話
を

仕
事
と
す
る
低
い
身
分
の
主
人
公
と
王
朝
の
ア
ン
ジ
ャ
ス
マ
ラ
姫
と
の
恋
愛
が
語
ら
れ
る（

二
〇
）。

こ
こ
に
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
西
欧
的
ロ
マ
ン
主
義
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
サ
ヌ
シ
・
パ

ネ
の
詩
は
、弟
の
ア
ル
ミ
ン
・
パ
ネ
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、ウ
イ
リ
ア
ム
・
ク
ロ
ー
ス
（W

illem
 

K
ross

） 

お
よ
び
、 

セ
オ
ド
ア
・
ワ
ッ
ト
ス 

（T
heodore W

atts

） 

の
ソ
ネ
ッ
ト
と
重
な
り
、 

ロ
マ

ン
主
義
者
の
オ
ラ
ン
ダ
詩
人
の
文
学
技
法
を
採
用
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る（

二
一
）。

サ
ヌ
シ
・

パ
ネ
の
初
期
作
品
、『Pancaran Cinta

（
愛
の
光
熱
）』（
一
九
二
六
年
）
や
『Puspa　

M
ega

（
雲
の
花
）』（
一
九
二
七
年
）
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
パ
ン
ト
ン
（
ス
マ
ト
ラ
の
伝
統
詩
）
か
ら
開

発
し
た
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る（

二
二
）。

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
イ
ン
ド
関
連
作
品
は
、
こ
れ
ら
の
詩
か
ら
の
展
開
で
も
あ
っ
た
。
劇
本
に
お

け
る
恋
愛
物
語
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
西
欧
ロ
マ
ン
主
義
の
要
素
が
残
さ
れ
、
物
語
の
主
題
と
し

て
出
現
し
て
い
る
。
彼
は
古
代
イ
ン
ド
文
化
を
素
材
と
す
る
と
同
時
に
、
西
欧
の
技
法
も
採
用
し

た
。
こ
れ
は
彼
が
理
想
と
し
た
、
西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
最
良
の
も
の
の
融
合
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
Ｓ
Ｔ
Ａ
と
議
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

 　

B
arat, sepertinya sudah kita lihat, m

engutam
akan djasm

ani, sehingga 

lupakan djiw
a. A

kalnja dipakainja m
enaklukan tenaga alam

. Ia bersifat Faust, 
ahli pengetahuan (Goethe), jang m

engorbankan djiw
anya, asal m

enguasai 
jasm

ani. T
im

ur m
em

entingkan rohani, sehingga lupa akan djasm
ani. A

kalnja 
dipakainja m

entjari djalan m
em

persatukan dirinja dengan alam
. Ia bersifat 

A
rdjuna jang bertapa di Indrakila. H

aluan yang sem
purna adalah m

ejatukan 
Faust dengan A

rdjuna. （
二
三
）

　

 　

西
洋
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
物
質
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
精
神
の
面
を
無
視
す
る
。
西
洋
の

知
恵
は
自
然
を
克
服
す
る
道
具
で
あ
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
（
ゲ
ー
テ
の
小
説
に
お
け
る
知
識
人
の

主
人
公
）の
性
格
を
も
つ
。
身
体
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
彼
は
、自
分
の
魂
ま
で
犠
牲
に
す
る
。

一
方
、
東
洋
は
精
神
を
重
視
す
る
が
、
物
質
を
忘
却
す
る
。
イ
ン
ド
ラ
キ
ラ
山
に
修
行
す
る

ア
ル
ジ
ュ
ナ
（
ワ
ヤ
ン
の
英
雄
）
の
よ
う
に
、
東
洋
の
知
恵
は
自
然
と
調
和
す
る
道
と
し
て
扱

わ
れ
る
。
無
論
、
最
も
完
全
な
道
は
フ
ァ
ー
ス
ト
と
ア
ル
ジ
ュ
ナ
の
道
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
だ

ろ
う
。（
筆
者
訳
）

　

こ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
ア
ル
ジ
ュ
ナ
」
の
比
喩
は
、
西
洋
＝
物
質
、
東
洋
＝
精
神
、
い
わ
ゆ
る

西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
最
良
の
も
の
の
融
合
と
言
え
る
が
、
精
神
面
を
重
視
す
る
彼
は
東
洋
に
傾

斜
し
た
。

　

従
っ
て
、
こ
の
文
化
論
を
き
っ
か
け
と
し
た
彼
の
イ
ン
ド
関
係
作
品
に
は
、
新
た
な
展
開
が
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
現
実
」
の
イ
ン
ド
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。『M

anusia Baru

（
新
人
間
）』

（
一
九
四
〇
年
）
に
お
い
て
、
物
語
の
場
面
は
イ
ン
ド
の
マ
ド
ラ
ス
で
あ
り
、
現
代
の
生
活
を
中

心
と
す
る
イ
ン
ド
人
の
主
人
公
が
描
か
れ
る
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
写
実
主
義

へ
と
展
開
し
、
滅
び
た
国
と
い
う
妄
想
か
ら
現
実
に
向
か
っ
た
。
こ
の
作
品
に
は
資
本
家
と
労
働

者
の
対
立
と
い
う
、
当
時
流
行
っ
た
社
会
主
義
の
主
題
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
物
語
の
結
末
に

お
い
て
、
資
本
家
の
娘
は
労
働
運
動
家
に
心
を
奪
わ
れ
、
恋
愛
関
係
に
な
る
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の

社
会
主
義
は
、
調
和
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、「
階
級
の
対
立
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
と
は

異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
の
背
景
に
は
過
去
の
東
洋

と
近
代
の
西
欧
の
融
合
が
あ
り
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
理
想
と
す
る
文
化
が
作
品
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
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こ
の
よ
う
な
イ
ン
ド
に
お
け
る
西
洋
＝
物
質
、東
洋
＝
精
神
と
い
う
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
見
解
は
、

ま
さ
に
岡
倉
天
心
と
同
一
の
考
え
方
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
に
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
た
頃
の
岡
倉

天
心
は
、 『
東
洋
の
理
想
』 

に
お
い
て
、 「
精
神
が
物
質
と
融
合
し
て
、 

い
ず
れ
が
他
を
圧
倒
し
よ
う

と
も
し
な
い
や
す
ら
ぎ
の
中
か
ら
常
に
生
ま
れ
て
く
る
平
穏
な
様
相
を
と
り
」 

と
述
べ（

二
四
）、

イ

ン
ド
文
化
の
調
和
を
賛
美
す
る
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
と
岡
倉
天
心
は
世
代
が
離
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド

を
訪
れ
た
時
期
か
ら
見
て
も
、
彼
ら
の
直
接
的
な
接
触
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
と
の

関
係
に
お
い
て
、
二
人
の
接
点
が
見
ら
れ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
が
岡
倉
天
心
の
親
友
で
あ
っ
た
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
に
と
っ
て
も
偉
大
な
存
在
で
あ
る
。
タ

ゴ
ー
ル
が
一
九
四
一
年
に
ジ
ャ
ワ
を
訪
れ
た
際
に
、
最
も
熱
く
迎
え
た
の
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
で

あ
っ
た
。
彼
は
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
「
ジ
ャ
ワ
宛
」（
一
九
四
一
年
）
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
、

タ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
つ
い
て
、
エ
ッ
セ
イ
「
思
想
者
と
し
て
の
タ
ゴ
ー
ル
」（
一
九
四
一
年
）
を

書
い
た
。
し
か
し
、
ナ
ス
チ
オ
ン
（N

asution
）
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、『
思
想
者
と
し
て

タ
ゴ
ー
ル
』
に
お
い
て
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　

 　

Bagi Indonesiapun berharga sekali pikiran pikiran T
agore dan sem

angat 
India, akan tetapi kalau kepada kita diandjurkan berdjalan bersam

a-sam
a 

dengan India dalam
 “Greater India” m

aka kita akan m
enolak. Betul, dahulu 

kala Indonesia banyak m
em

etik ram
uan kebudayaan India, akan tetapi 

Indonesia dengan dem
ikian tidak m

erobah m
erobah djiw

anya dan 
sem

angatnya, ia tidak pernah m
enjadi N

egara India. （
二
五
）

　

 　

タ
ゴ
ー
ル
の
思
想
お
よ
び
イ
ン
ド
の
精
神
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
も
し
我
々
が
イ
ン
ド
と
共
に
「
大
イ
ン
ド
圏
」
の
中
を
歩
ん
で
い
く
と
す
る
の

な
ら
、
私
は
拒
否
す
る
。
確
か
に
か
つ
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
イ
ン
ド
文
化
を
吸
収
し
た
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
イ
ン
ド
国
に
な
ら
ず
、
独
特
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
魂
と
精
神
は
未
だ

に
変
わ
ら
な
い
。（
筆
者
訳
）

　

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
イ
ン
ド
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
同
一
性
を
否
定
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
サ
ヌ
シ
に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
お
よ
び
イ
ン
ド
へ
の
興
味
は
、
古
代
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
文
化
と
し
て
の
「
イ
ン
ド
」
と
の
関
係
に
あ
っ
た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
、
独
特
な
文
化
を
も

つ
独
立
国
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
趣
味
か
ら
日
本
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
主
義
へ
と
転
換

す
る
岡
倉
天
心
の
パ
ー
タ
ン
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
愛
国
的
な
文
学
に
も
見
ら
れ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
岡
倉
天
心
の
思
想
は
戦
時
中
に
再
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
思
想
の
実

現
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
文
学
が
最
も
歓
迎
さ
れ
た
。
武
田
麟
太
郎
の
先

輩
浅
野
晃
は
、
当
時
の
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
と
初
め
て
対
面
し
た
際
に
、「
無
愛
想
な
詩
人
に
、
何
か

な
じ
め
な
い
も
の
を
感
じ
た
」
と
い
う
印
象
を
受
け
た
が
、
の
ち
に
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
と
「
い
つ
の

間
に
か
、
充
分
親
し
く
な
つ
て
ゐ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

二
六
）。

こ
れ
は
、
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
が
岡
倉

天
心
の
存
在
と
重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
浅
野
晃
は
戦
時
中
の
エ
ッ
セ
イ「
東
洋
の
理
想
」

に
お
い
て
、「
私
自
身
天
心
か
ら
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
戦
ひ
の

劈
頭
に
召
さ
れ
て
ジ
ャ
ワ
へ
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
私
と
し
て
非
常
な
光
栄
で
あ
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、 

天
心
の
志
を
思
ふ
時
に
、 

一
入
感
慨
の
深
い
も
の
が
あ
っ
た
」 

と
述
べ
る（

二
七
）。

こ
の
岡
倉

天
心
の
思
想
は
、「
大
東
亜
戦
争
」
と
関
わ
っ
た
文
化
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
原
動
力
と
な
っ
た
。

武
田
麟
太
郎
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
推
進
す
る
際
、
こ
の
岡
倉
天
心
の
思
想
に
頼
っ
た
。
浅
野

は
、
当
時
の
武
田
麟
太
郎
の
姿
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

　

 　

そ
の
あ
と
何
日
か
た
っ
て
、
彼
が
現
は
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
計
画
と
い
ふ
の
を
示
し
た
。

主
な
関
係
官
庁
や
、
陸
軍
海
軍
の
い
ろ
ん
な
団
体
や
、
官
界
政
界
の
有
力
者
の
名
称
が
、
列
記

し
て
あ
っ
た
。
私
は
恐
れ
を
な
し
て
、
と
て
も
こ
れ
は
無
理
だ
よ
と
い
っ
た
。
武
田
は
岡
倉

天
心
を
説
い
て
も
ら
へ
れ
ば
よ
い
の
で
、
あ
と
の
心
配
は
不
要
だ
と
い
っ
た（

二
八
）。

　

岡
倉
天
心
と
結
び
つ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
を
目
指
す
武
田
麟
太
郎
の
背
後
に
は
、ア
ル
ミ
ン
・

パ
ネ
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
面
影
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
は
日

本
占
領
直
前
に
、
す
で
に
日
本
に
対
す
る
興
味
を
抱
き
、
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
接
点
を
探

る
試
み
を
行
な
っ
た
。彼
は
一
九
四
二
年
三
月
十
二
日
の
日
本
軍
ジ
ャ
ワ
上
陸
の
わ
ず
か
三
日
後
、
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『
プ
マ
ン
ダ
ン
ガ
ン
』
誌
に
日
本
語
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
、一
年
後
に
『
日
本
語
案
内
』

と
い
う
本
に
掲
載
し
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
日
本
占
領
の
前
に
研
究
し
て
き
た
成
果
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
彼
は
日
本
語
を
ジ
ャ
ワ
語
、
マ
レ
ー
語
並
び
に
ア
ウ
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
言
語
圏
の
類

族
と
し
た
。
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
に
お
け
る
日
本
語
へ
の
興
味
に
関
し
て
、
当
時
の
武
田
麟
太
郎
は
、

「
日
本
語
は
そ
の
ま
ま
に
日
本
の
精
神
」（

二
九
）

と
い
う
サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
宛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
、

応
援
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。
武
田
麟
太
郎
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
愛
着
に
お
い
て
、

サ
ヌ
シ
・
パ
ネ
の
存
在
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

【
注
】

（
一 

）
姫
本
由
美
子
「
日
本
占
領
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学 

― 

啓
民
文
化
指
導
所
に
集
ま
っ
た
作
家
た
ち

の
作
品
」、『
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
科
論
集
』
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
頁
。

（
二 

）
及
川
敬
一
「
武
田
麟
太
郎 

― 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
を
夢
見
て 

― 

」、神
谷
忠
孝
・
木
村
一
信
編

『
南
方
徴
用
作
家 

― 

戦
争
と
文
学 

― 

』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
年
）
所
収
。

（
三 

）
武
田
麟
太
郎
『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
四
年
）、
一
二
〇
頁
。

（
四 

）
武
田
麟
太
郎
『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
四
年
）、
一
一
頁
。

（
五 

）
十
河
巌
『
ジ
ャ
ワ
旋
風
』（
宋
栄
堂
、
一
九
四
三
年
）、
一
八
七
頁
。

（
六 

）
武
田
麟
太
郎
『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
四
年
）、
五
頁
。

（
七 

）
井
原
西
鶴
『
井
原
西
鶴
集
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
一
年
）、
一
〇
七
頁
。

（
八 

）
武
田
麟
太
郎
「
私
と
西
洋
文
学
」、『
世
界
文
芸
』
第
二
号
（
中
央
公
論
社
、
一
九
三
五
）、
九
頁
。

（
九 

）
浅
野
晃
『
浪
漫
派
変
転
』（
高
文
堂
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
二
四
〇
頁
。

（
一
〇 

）
庄
野
英
二
『
絵
具
の
空
』（
理
論
社
、
一
九
六
二
年
）、
七
四－

七
五
頁
。

（
一
一 

）
庄
野
英
二
『
絵
具
の
空
』（
理
論
社
、
一
九
六
二
年
）、
六
七
頁
。

（
一
二 

）
武
田
麟
太
郎
『
ジ
ャ
ワ
更
紗
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
四
年
）、
三
二
頁
。

（
一
三 

）
木
村
一
信
編
『
南
方
軍
政
関
係
史
料
25
南
方
徴
用
作
家
叢
書
１
ジ
ャ
ワ
編
』（
竜
渓
書
舎
、
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