
⑯

ヨ

ハ
ネ

に

よ

る

福

音

書

第

十

三
章

十

四

、
十

五

、

十

六
節

。

⑰

マ
ル

コ
に

よ

る

福

音

書

第

十

二
章

二
九

、

三

〇
、

三

一
節

。
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ユ

 

セ

ッ
シ

ョ
ン

H

 

仏
典
か
ら
見
た

 

ア
ジ

ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

一



S
a
e
u
g
　
C
h
a
n
d
r
a
n
g
a
「
ヨ

(
セ

ー

ン

・
チ

ャ

ン

ガ

ー

ム

)

一
九

二

七

年

生

ま

れ

。

十

八

年

間

僧

侶

生

活

を

お

く

り

、

後

ロ

ン
ド

ン
大

学

、

ミ

シ

ガ

ン

大

学

で

学

ぶ

。

現

在

チ

ェ

ン

マ
イ

大

学

助

教

授

、

専

攻

、

仏

教

哲

学

。

主

な

著

書

『
T
h
e
　
B
u
d
d
h
is
m
　
o
f　
T
h
a
i
la
n
d
』

『
L
ife

,　
D
e
a
th

a
n
d
　
t
h
e　
D
e
a
t
h
le
s
s
　
in
　
T
h
e
『
a
く
a
d
a
　
B
u
d
d
h
i
s
m
』

他

。

「

」

 

全
人
類
の
平
等
を
信
ず
る
仏
教

 

仏

教

は

人

類

の

一
致

を

信

じ

て

い

る

。

仏

教

の

創

世

記

と

称

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

ア

ッ

ガ

ン

ナ

ス

ッ

タ

経

典

(』
σq
g
a
n
n
a
s
u
tta
)
に

よ

れ

ば

、
人

類

の
祖

先

は

初

め

、
精

神

か

ら

な

る
光

輝

く
存

在

と

し

て
宇

宙

空

間

に
住

ん

で

い
た

と

い
う

。

水

の
表

に
陸

が

形

造

ら

れ

る

と

、

こ

れ
ら

の
光

輝
く

存

在

は
降

臨

し

、

原

始

の
地

球

を

味

わ

い
楽

し

み

、

そ

し

て

、

彼

ら

は

固

体

と

な

っ
て
そ

の
輝

き

と

飛

ぶ

能

力

を

失

っ
た

と

い
う

。

彼

ら

は
地

上

に

住

ま

ね

ば

な

ら

な

く

な

り

、
前

よ

り

も
粗

末

な
食

べ

物

を

食

べ

て
ま

す

ま

す
身

体

が

固
く

な
り

、

そ

し

て

、
性

別

そ

の
他

の
身

体

的

特

徴

で
差

別

さ

れ

る

よ
う

に

な

っ
た

。
あ

ら

ゆ

る
人

種

の
人

類

は

、

こ

れ

ら

の
共

通

の
先

祖

か

ら
出

た
子

孫

だ

と

い
う

。

仏

教

は
全

人

類

の
平

等

を

信

ず

る

。

ゆ
え

に

、

イ

ン

ド

の

カ

ー

ス
ト

制

度

は

認

め

な

い
。

バ

ラ

モ

ン
た

ち

は

、
自

分

た

ち

が

ブ

ラ

フ

マ
神

ご

自

身

の

口

よ
り

出

た

神

聖

な

出

自

で
あ

る
と

公

言

し

て

い

る
が

、

し

か

し

、

創

造

の
神

、

仏

陀

は
彼

ら

に

つ

い

て
、

一
つ
の
簡

単

な

事

実

を

も

っ
て

次

の
よ
う

に
教

え

て

い
る
。

セ ッションll　 仏教部門

し

か

し
、

ア

ッ
サ

ラ
ヤ

ナ

よ

、

誰

で

も
知

っ
て

い

る

よ
う

に
、

バ

ラ

モ

ン
か

ら

生

ま

れ

た

バ

ラ

モ

ン

の
妻

た
ち

に

も

月

の
も

の
が

あ

る

し

、

子

を

生

み

も

す

る

し

、
乳

を

吸

わ

せ
も

す

る

で
は

な

い
か

。

そ

れ

な

の
に

、

こ

れ

ら

の
バ

ラ

モ

ン
た

ち

は
、

他

の
何

処

の
女

た

ち

と

同

じ

く

生

ま

れ

な

が

ら
も

、

「
バ

ラ

モ

ン

の

み
が

、

ブ

ラ

フ

マ
神

か

ら

相

続

で
き

る

最
高

の
位

を

形

成

す

る
」

な
ど

と

言

っ
て

い
る

の
だ

。
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仏
陀
は
あ
ら
ゆ
る
カ
ー
ス
ト
や
位
に
よ
る
差
別
を
、
人
為
的
な
不
当
な
差
別
と
し
て
除
去
し
た
。
仏
陀
が
認
め
た
唯

一
の
差

別
は
、
各
個
人
の
因
縁
あ
る
い
は
自
由
意
志
行
動
の
結
果
と
し
て
の
人
生
の
道
徳
的
質
の
差
別
の
み
で
あ

っ
た
。
仏
陀
は
言
う
。

36

 

賎

し

き

民

は

生

ま

れ

に
よ

る

の

で

は

な
く

、

バ

ラ

モ

ン
も

生

ま

れ

に
よ

る

の

で

は

な

い
。

行

い
に

よ

っ
て

賎

民

に
な

り

得

る

の

で
あ

り

、

行

い
に

よ

っ
て

バ

ラ

モ

ン

に
も

な

り

得

る

の
で
あ

る

。

あ
る
と
き
に
、
ブ

ハ
ラ
ド
ヴ

ァ
ジ

ャ
と

い
う
名
前
の
バ
ラ
モ
ン
が
、

コ
ー
サ
ラ
王
国
の
ス
ン
ダ
リ
カ
川
岸
で
火
の
犠
牲
を
供

え
て
い
た
。
そ
れ
を
終
わ

っ
て
、
た
ま
た
ま
そ
こ
を
通
る
人
に
与
え
る
た
め
に
、
彼
は
供
え
物
の
残
り
を
集
め
て
い
た
。
す
る

と
彼
は
、
仏
陀
の
君
が
木

の
根
元
に
座

っ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
こ
に
近
づ
き
、
仏
陀
の
出
自
を
尋
ね
た
。
仏
陀
は
答
え
た
。

生
ま
れ
を
問
わ
ず
、
行

い
の
あ
り
方
を
問
え
。

ど
の
枝
か
ら
で
も
、
ま
こ
と
に
火
は
生
ず
る
も
の
。

賢
い
識
者
は
、
そ
の
出
自
は
低
く
と
も
、

見
識
あ
る
高
貴
な
る
位
に
上
げ
ら
れ
る
も
の
。

気
高
き
に
よ
り
て
、
す

べ
て
の
邪
な
る
轡
を
辱
し
め
よ
。

救

い
の
知
恵

の
師
に
よ
り
て
、
真
理
で
育
ま
れ
よ
。

真
な
る
育
み
を
完
う
し
、
善
き
人
生
を
生
き
よ
。

汝

の
供
え
物
は
持
ち
去
ら
れ
ん
。
汝
は
救

い
の
師
の
た
め
に
確
と
祈
る
べ
し
。

価
値
あ
る
は
、
折
に
触
れ
祭
祇
を
行

い
、
救

い
の
師
を
祭
る
こ
と
。

二

政
治
国
家
理
想

 

セ ッションll仏 教部門

ま

た

ア

ッ
ガ

ン

ナ

ス

ッ
タ
経

典

に

よ

る
と

、

い
う

。

人

々
は

集

ま

っ
て

、

こ

う

言

っ
た

。

さ
て
そ
れ
で
は
、

境
界
線
を
引
い
た
。

入
の
数
が
増
え
、
地
に
稲
作
が
定
着
し
た
と
き
に
、
原
始

時
代
が
始
ま
っ
た
と

 

稲

田
を

分

け

て

、

そ

こ

に
境

を

印

す

こ
と

に
し

よ

う

。

そ

う

し

て
彼

ら

は

稲

田

を

分

け

、

そ

こ

に

 

彼
ら
の
間
で
こ
う
し
て
稲
田
は
分
け
ら
れ
た
が
、
彼
ら
の
中
に
は
、
他
人
の
場
所
ま
で
も
盗
ん
で
利
用
す
る
強
欲
な
者
が
い

た
。
こ
う

い
う
犯
罪
人
は
何
回
か
捕
ま
え
ら
れ
罰
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
罪
を
犯
し
た
。

さ

て
、

バ

セ

ッ
ト

ゥ

ハ
よ

、

そ

れ

ら

の
者

た

ち

は

と

も

に
集

ま

っ
て

、

こ

れ
ら

の
事

柄

を

語

っ
て
嘆

き

悲

し

ん

だ

。
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我
ら
の
邪
な
る
行
い
は
盗
み
や
偽
証
に
至
り
、
も
は
や
明
々
白
々
、
そ
の
罰
は
知
ら
れ
て
い
る
。
我
ら
が
あ
る
者
を
選

び
、
そ
の
者
の
裁
き
が
正
し
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
だ
れ
が
怒
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
正
し
く
裁
か
れ
る
な
ら
ば
、
だ

れ
も
そ
れ
を
怒
ら
な
い
。
そ
う
し
て
追
放
さ
れ
る
に
値
す
る
者
こ
そ
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
ら
は
そ
の
見
返
り

に
、
そ
の
裁
き
司
に

一
定
量
の
米
を
献
じ
よ
う
。
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こ
う
し
て
彼
ら
は
、
頭
が
良
く
て
、
最
も
人
気
が
あ

っ
て
、
最
も
魅
力
が
あ

っ
て
、
最
も
有
能
な
者
を
選
ん
で
、
「
マ
ハ

・

サ
ン
マ
タ
」

(選
尊
ー
大

い
な
る
選
ば
れ
し
者
)
と
呼
ぶ
司
の
地
位
に
つ
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
政
治
国
家
の
原
始
形
態

と
し
て
の
組
織
社
会

の
概
念
が
で
き
あ
が

っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
国
家
は
必
要
か
ら
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
仏
陀
は
そ
れ
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払

っ
て
い
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
彼
は
、
支
配
者

の
道
徳
的
質
と
能
力
に

つ
い
て
は
、
大
き
な
力
点
を
お
い
て
い
る
。

仏
陀
ご
自
身
も
、
サ
キ
ャ
王
国
の
サ
キ
ャ
王
族
の

一
人
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
自
ら
を
故
国
や
、
そ
の
他
の

一
国
に
制

限
す
る
こ
と
は
し
な
か

っ
た
。
彼
は
マ
ガ
ド
ゥ
ハ
国
で
悟
り
を
開
き
、
カ
シ
の
国
で
最
初
の
説
法
を
行
い
、

マ
ガ
ド

ゥ
ハ
国
の

都
ラ
ジ
ャ
グ
リ
ハ
で
教
団

(サ
ン
ガ
)
を
創
設
し
、
生
涯
の
良
き
日
々
を

コ
ー
サ
ラ
の
国
で
過
ご
し
、
そ
し
て
、

マ
ー
ラ
ス
の

国
で
他
界
し
た
。
彼
は
実
に
国
際
的
な
精
神
で
、
人
種
や
政
治
に
よ
る
壁
を
超
え
て
す
べ
て
の
人
種
を
教
導
し
た
の
で
あ
る
。

彼
の
模
範
的
な
行
動
か
ら
、
仏
教
は
国
際
共
同
体
の
概
念
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

理
想
国
家
の
概
念

 

世
界
の
主
要
宗
教
の
す
べ
て
が
、

メ
シ
ヤ
信
仰
、
つ
ま
り
救
世
主
が
到
来
し
、
平
和
と
繁
栄
の
黄
金
時
代
が
来
る
と

い
う
信

仰
を
有
し
て
い
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
た
ち
は
カ
ル
キ

(K
alk
i)
神
の
到
来
を
待
望
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち

は
メ
シ
ヤ
を
待
ち

続
け
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
待
ち
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の

一
部
は
メ
ヘ
デ
ィ

(ζ
9
色

の
到
来
を
待
望

し
、
そ
し
て
、
仏
教
徒
た
ち
は

マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
　
(M
aitrey
a)　
の
名
で
到
来
す
る
第
五
の
仏
陀
を
待
望
し
て
い
る
。
仏
教
徒
が

将
来
到
来
す
る
と
す
る
黄
金
時
代
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

同
胞

よ

、

そ

の
と

き

に

は

人

の
齢

は

八
万

年

と

な

り

、

乙
女

た

ち

は

五
百

歳

で
嫁

ぐ

こ

と

が

で

き

る

。

そ

の
よ
う

に

人

々

に

は

、
食

欲

と

非

同

化

、
老

化

の
た

っ
た

三
種

の
患

い
し

か
な

い
。
そ
う

い
う

人

々

の
中

で
イ

ン
ド

は

富

み
栄

え

、

村

々

や

町

々

と

王

の
都

と

は
、

雄

鶏

が

次

か

ら

次

へ
と

飛

ん

で

い
け

る

ほ
ど

に

と

て
も

近

く

な

る

で
あ

ろ
う

。

…

…

同

胞

よ

、

そ

の
時

代

に
な

る
と

、

メ

ッ
テ
イ

ヤ

(M
e
tte
y
y
a
)
、

ア

ラ

ハ
ン
ト

(〉
「
a
h
a
n
t-

完

き

悟

り

の
君
)

と
称

さ

れ

る

、
知

恵

と

善

と

幸

い

に
満

ち

た
尊

き

お
方

が
世

界

に
出

現

し
、

私

が

ま

さ

に
今

そ

う

で
あ

る

よ

う

に

、

世

々

の

知

識

を

も

っ
て

、

導

き

を

願

う

生

け

る
者

た
ち

を

導

く

導

師

と

し

て
、

神

々
と

人

々

に

つ
い

て

の
教

師

と

し

て
他

に
比

類

な
き

お
方

、

導

き

仏

陀

が

到

来

す

る

で
あ

ろ
う

。

セッションコ 仏教部門

マ
ラ

ヤ

ス
ト

ラ
経

典

(M
a
la
y
a
s
u
t
r
a
)

に

は

、

仏

教

千

年

王

国

に

つ

い

て
、

も

う

少

し
詳

し

い
内

容

が

記

さ

れ

て

い

る
。

そ
れ

に
よ

る
と

、

地

の
表

面

は
太

鼓

の
皮

の
面

の
よ

う

に

平

ら

に
な

る

と

い
う

。

つ
ま
り

、
人

々

の
間

に

は
完

全

な

平

等

が

実

現

さ

れ

る
と

い
う

意

味

で

あ

る

。
そ

こ

で

は

、
各

々

の
共

同
体

の

中
心

に

は
、
あ

ら

ゆ

る

願

い

の
樹

が
あ

っ
て
、
そ

こ
か

ら

人

々
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は
何
で
も
必
要
な
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
社
会
が
繁
栄
し
、
自
給
自

足
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四

理
想
社
会
の
六
つ
の
特
徴

 

仏
教

の
経

典

を

見

る

と

、

一
連

の

六

つ
の
徳

分

が

五

カ

所

に

現

れ

て

い
る
。

そ
れ

ら

は

何

の
脈

絡

も

な

し

で

、

そ

の
ま

ま

の

言

葉

で

記

さ

れ

て

い

る

の
だ

が

、
そ

れ

ら

の
意

味

す

る
と

こ

ろ

は
、

シ

リ

マ
ン

ガ

ラ

カ

リ

ャ
尊

師

(く
ゆ
コ
゜
S
ir
im
a
n
g
a
la
c
a
r
y
a
)

に

よ

る

マ
ン
ガ

ラ

ッ
ト

ゥ

ハ
デ

ィ

O〈
　
iS　
(M
a
n
g
a
la
tth
a
d
ip
e
n
i)
書

の
中

に

概
要

さ

れ

て

い
る
。
こ

の

マ
ン
ガ

ラ

ッ
ト

ゥ

ハ
デ

ィ

ペ

ニ
な

る
書

は

、

仏

陀

に

よ

り

与

え

ら

れ

た

三
十

八

の
祝

福

が

記

さ

れ

た

マ

ン
ガ

ラ

ス

;x
タ
　
(M
a
n
g
a
la
s
u
tt
a
)　
経

典

の
解

説

書

で
あ

る

。

そ

の
中

の
第

四

の
祝

福

は

、

住

む

に
ふ

さ
わ

し

い
国

(
パ

テ

ィ

ル

パ

デ

サ

ー

冨

葺

ξ

豊

①
留
)

に
生

き

る

こ
と

に

つ

い
て

扱

っ
た

も

の

で
、

こ

の
住

む

に

ふ

さ

わ

し

い
国
と

は

、

マ
ン
ガ

ラ

ッ
ト

ゥ

ハ
デ

ィ

ペ

ニ
解

説

書

に
よ

れ
ば

、

次

の
六

つ

の
徳

分

を

備
え

た

国

で
あ

る
と

い
う

。

①

見
徳

②

聞
徳

③

益
徳

④

育
徳

(
ユ
p
ω
s
a
n
a
n
u
t
t
a
r
i
y
a
)

(
s
a
v
a
n
a
n
u
t
t
a
r
i
y
a
)

(L
a
b
h
a
n
u
tta
ユ
竈

)

(
S
i
k
k
h
a
n
u
t
t
a
r
i
y
a
)

 

⑤

仕

徳

　
(p
a
c
a
r
iy
a
n
u
tt
a
r
iy
a
)

⑥

孝

徳

(A
n
u
s
s
a
ta
n
u
tta
r
iy
a
)

経
典
は
こ
れ
ら
六

つ
の
徳
分
を
宗
教
的
目
標
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
目
標
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
。
見
徳
と

は
例
え
ば
、
仏
陀

の
見
識
で
あ
り
、
ダ
ル
マ

(真
理
)
に
よ
る
見
方
で
あ
り
、
ま
た
サ
ン
ガ

(教
団
)

の
見
解
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
見
徳
が
仏

陀
だ
け
に
し
か
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
限
定
す
る
な
ら
ば
、
仏
陀
の
君
が
他
界
し
た
後
は
、
適
住
の
国
と
な
り
得
る
社
会
は

一
つ
だ
に
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従

っ
て
、
こ
れ
ら
の
六

つ
の
徳
分
は
、
世
俗
的
意
義
に
お

い
て
も
解
釈
さ
れ

得
る
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

世
俗
的
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
⊥ハ
つ
の
徳
分
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

セッションll　仏教部門

①

見
徳
と
は
、
目
で
見
え
る
す

べ
て
の
も
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
社
会
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
目
で
見
て
楽

し
く
、
美
徳
と
創
造
性
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

聞
徳
と
は
、
耳
で
聞
こ
え
る
す

べ
て
の
音
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
聞
い
て
楽
し
く
、
為
に
な
り
、
美
徳
と
創
造
性
を

鼓
舞
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

益
徳
と
は
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
民
に
ふ
さ
わ
し
い
職
業
が
与
え
ら
れ
、
民
自
ら
と
そ
の
家
族

の
た
め
に
十
分
な

収
入
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

④

育
徳
、
す
な
わ
ち
徳
に
よ
る
教
育
は
、
国
の
す
べ
て
の
民
の
た
め
に
備
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑤

仕
徳
と
は
、
交
通
、
通
信
、
厚
生
、
娯
楽
等

の
奉
仕
事
業
は
す
べ
て
の
民
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑥

孝
徳
と
は
す
な
わ
ち
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
お
よ
び
宗
教
に
つ
い
て
の
共
通
の
人
生
哲
学
を
意
味
す
る
。
そ
う

い
う
人
生
哲
学
が
討
論
さ
れ
、
同
意
さ
れ
、
そ
し
て
す
べ
て
の
民
に
子
供
の
こ
ろ
か
ら
教
え
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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五

ア
ジ

ア
共
同
体

の
概
念

 

出

生

に

お

い
て

人

間

は

共

通

の
先

祖

を

持

ち

、
平

等

で
あ

る
と

い
う

考

え

方

は

、

仏

教

だ

け

の
独

特

の

も

の

で

は

な

い
。
す

べ

て

の
主

要

宗

教

は

同

じ
考

え

を

持

ち

、

よ

っ
て
そ

れ

は

、

あ

ら

ゆ

る
文

化

に

と

っ
て
普

遍
的

、
根

本

的

概

念

と

見

る

こ
と

が

で
き

る

。

こ

の
並
日
遍

的

な

概

念

を
基

礎

と

し

て
用

い
る

こ

と

で

、

ア
ジ

ア
共

同
体

の
構

想

を

企

画
し

、

実

現

す

る

こ
と

が

で
き

る
。私

の
見

解

で

は
、

四

つ

の
支

配

的

文

化

圏

か

ら
鑑

み

て
、

ア

ジ

ア

は

四

つ
の
区

域

に
分

け

る

こ
と

が

で
き

る

。

パ
キ

ス

タ

ン
か

ら

ト

ル

コ
ま

で

の
西

ア
ジ

ア

は
、

イ

ス

ラ

ム
文

化

が

支

配

的

で
あ

る

こ
と

か

ら

、

イ

ス

ラ
ム

圏

と

し

て

分

類

で
き

る

。

そ

う

す
る

と

、

イ

ス

ラ

エ

ル
国

家

が

異

議

を

訴

え

る

か

も

知

れ

な

い
が

、

そ

の
呼
称

と
構

成

に

つ

い
て
協

議

し

た

上

で
同

意

を

得

る

こ
と

も

で
き

よ
う

。

イ

ン
ド

、

バ

ン

グ

ラ

デ

ィ

ッ
シ

ュ
、

ヒ

マ
ラ
ヤ

諸

国

、

ス
リ

ラ

ン
カ

、
ビ

ル

マ
・

タ

イ

・

ラ
オ

ス
、

カ

ン
ボ

ジ

ア
を

含

む

中

央

ア
ジ

ア
の

諸

国

は

、

ヒ

ン
ド

ゥ
ー

・
仏
教

圏
と

し

て
分

類

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

「

」

 

セッションll　 仏教部門

マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
、、》ド
ネ
シ
ア
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
は
別
の
グ
ル
ー
プ
と
し

て
分
類
さ
れ
る
。
こ

の
地
域
の
人
々
の
大
多
数
は
同
じ
種
族
に
属
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
が
、
先
出
の
イ
ス
ラ
ム
圏
と

は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
の
で
、
イ

ス
ラ
ム
圏
に
彼
ら
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
地
域
の
呼
称

に
つ
い
て
は
、
今
後

の
討
議
と
決
定
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
中
華
人
民
共
和
国
、
北
朝
鮮
、
お
よ
び
韓
国
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
は
、
仏
教

・
儒
教

圏
、
あ
る
い
は
地
理
的
に
い
え
ば
、
東

ア
ジ
ア
圏
と
し
て
分
類
さ
れ
得
る
。

ま
ず
、
そ
れ
ら
の
各
々
の
区
域
が
、
連
合
体
、
共
和
体
、
あ
る
い
は
連
邦
等

の
形
で
統

一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
中
に

属
す
る
各
州
国
家
は
、
ま
ず
経
済
分
野
で
協
力
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
理
由
は
、
E
E
C
や
A
S
E
A

N
と
い
っ
た
経
済
指
向
の
グ
ル
ー
プ
が
、
極
め
て
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

・
次
に
、
協
力
と
統
合
を
な
す
べ
き
分
野
は
、
軍
事
防
衛
と
外
務
の
分
野
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
所
属
州
国
家
は
各
々
の
軍

事
資
源
を
確
保
し
、
共
通
の
軍
事
体
制
を
持

つ
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
、
所
属
州
国
家
を
膨
大
な
軍
事
支
出
や
州
国
家
内

紛
争
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
共
同
の
防
衛
軍
が
首
尾
よ
く
構
築
さ
れ
れ
ば
、
共
同
の
議
会
や
外
交
政
策
も
容
易
に
発

動
で
き
る
。

も
し
も
こ
の
統
合
過
程
が

一
区
域
に
お
い
て
暫
時
順
調
に
作
動
す
る
な
ら
ば
、
隣
接
す
る
二
区
域
は
よ
り
大
き
な
連
合
体
や

連
邦

へ
と
合
流
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ジ
ア
全
体
が
単

一
の
共
同
体
に
な

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

六

統

一
へ
の
道
を
妨
げ
る
分
野
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私
が
予
想
で
き
る
限
り
に
お

い
て
は
、
統

一
へ
の
道
を
妨
げ
る
微
妙
な
問
題
を
抱
え
た
分
野
が
、
少
な
く
と
も
四
つ
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
地
域
言
語
、
地
域
宗
教
、
地
域
社
会
制
度
、
お
よ
び
地
域
文
化
の
分
野
で
あ
る
。

地
域
言
語
に
つ
い
て
は
、
放
置
し
て
お
け
ば
よ
い
。
各
所
属
州
国
家
は
国
内
の
事
柄
を
従
来
通
り
に
そ

の
土
地
の
言
葉

で
処

理
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の

一
方
で
、
共
通
言
語
が
州
国
家
間
交
流
や
共
同
作
業
の
た
め
の
媒
介
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
、
ど
の
言
語
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
人
が
自
ら
の
話
す
言
語
に
寄
せ
る
誇

り
と
い
う
も
の
は

根
の
深
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
特
定
の
州
国
家
の
言
語
を
仲
介
語
と
し
て
採
用
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
今
日
で
は
英
語
が
公
用
性
の
頂
点
に
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
少
な

く
と
も
現
時
点
で
は
、
州
国
家
間
媒
介

言
語
と
し
て
英
語
を
使
用
す
る
の
が
賢
明
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
王
制
等
の
よ
う
な
地
域
社
会
制
度
に
つ
い
て
も
放
置
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
地
域
文
化
や
地
域
社
会
の
生
活
様
式

一
般
と

い
う
も
の
は
、
変
化
や
同
化
の
過
程
に
対
し
て
頑
固
に
抵
抗
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
よ
う
な

古
代
か
ら
の
大
き
な
国
の
文
化
に
お
い
て
特
に
強
い
。
州
国
家
の
文
化
的
特
色
も
ま
た
放
置
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
全
世
界
的

交
流
が
進
み
、
科
学
技
術
に
基
づ
く
現
代
的
生
活
様
式
が
広
く
伝
播
し
て
い
る
結
果
と
し
て
、
も
う
既
に
世
界
が
統

一
文
化
に

向
か
う
趨
勢
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
い
兆
候
と
い
え
る
。

44

 

七

最
も
微
妙
な
分
野
と
し
て
の
宗
教

 

(1
)
世
界
的
単

一
宗

教

の
創
設

 

「

ヨ

 

宗
教
は
通
常
、
社
会

の
核
心
、
文
化
の
核
心
、
お
よ
び
文
明
の
基
台
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
宗
教
が
他
の
宗
教
の

中
に
同
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
平
和
裡
に
よ
せ
暴
力
的
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
方
法
で
あ
る
社
会
か
ら
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
の
は

最
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
仏
教
の
目
覚
ま
し

い
伝
播
と
そ
の
人
気
の
中
を
生
き
の
び
、
ま
た
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
力
つ
く
の
侵
入
と

い
う
厳
し
い
波
も
く
ぐ
り
ぬ
け
、
西
欧
列
強
を
背
景
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
改
宗
努
力
の

中
を
生
き
残
り
、
そ
し
て
最
近
で
は
、
イ
ン
ド
の
貧
民
大
衆
に
と

っ
て
は
非
常
に
魅
力
的
な
共
産
主
義
の
到
来
の
中
を
も
生
き

の
び
て
き
た
。
従

っ
て
、
地
域
の
諸
宗
教
を
統

一
し
、

一
統
合
体
ま
た
は

一
国
家
の
共
通
宗
教
に
す
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
し
か
し
、

一
共
同
体
と
し
て
は
、
無
数
の
破
壊
や
苦
痛
を
人
類
に
与
え
る
原
因
と
な

っ
て
き
た
宗
教
的
偏
見
や
闘

争
、
お
よ
び
全
面
戦
争
を
縮
小
ま
た
は
解
消
す
る
た
め
に
、
人
生
に
つ
い
て
の
精
神
的
指
導
理
念
と
し
て
の
単

一
宗
教
を
持

つ

こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
単

=
示
教
を
ど
の
よ
う
に
し
て
持

つ
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。デ

リ
ー
大
学
の
ケ
ダ
ル

・
ナ
ト

・
テ
ィ
ワ
リ
博
士

(])
「°
K
ed
a
r　N
ath　T
iw
a
ri)　
は
、
単

一
普
遍
宗
教

の
創
設
の
た
め
の
三

つ
の
方
法
を
指
摘
し
て
い
る
。

セ ッション皿 儒教部門

①

既
存

の

一
宗
教
を
普
遍
宗
教
の
地
位
に
ま
で
引
き
上
げ
る
。

②

す

べ
て
の
既
存
の
宗
教
か
ら
よ
き
教
理
内
容
を
抜
粋
し
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て

一

③

全
く
新
し
い

一
宗
教
を
創
造
す
る
。

つ
の
宗
教
に
作
り
あ
げ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
著
者
は
、
以
上
の
三

つ
の
中
の
ど
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
功
に
は
非
常
に
悲
観
的
で
あ
る
。
世
界
宗

教
の
歴
史
を
研
究
し
て
み
て
、
私
は
た
だ

一
点
を
除
い
て
、
他
に
つ
い
て
は
彼
に
同
意
す
る
。

私
は
、

一
世
界
宗
教
が
科
学
的
に
、
か
つ
体
系
的
に
系
統
化
さ
れ
創
設
さ
れ
得
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
科
学
的
宗

教
の
出
現
の
道
を
備
え
る
た
め
に
は
、
宗
教
の
性
質
と

い
う
も
の
を
科
学
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を

真
剣
に
か
つ
客
観
的
に
行
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
純
粋
に
人
間
の
事
象
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
だ
ろ
う
。

か

つ
て
宗
教
は
、
人
間
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
私
は
次
の
よ
う
な

マ
イ
ク
レ
ム

(N

M
ick

lem
)
の
言

葉
に
同
意
す
る
。
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し
か
し
現
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
　　I　
人
　　I　
人
の
内
に
お
い
て
、
犯
罪
者
と
し
て
の
何
か
を
望
む
と
同

様
に
、
英
雄
と
し
て
の
何
か
を
望
み
、
多
く
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
同
時
に
、
愛
あ
る
何
か
を
望
む
。
だ
か
ら
、
す

べ
て
の

者
の
中
に
神
秘
的
な

一
面
が
あ
り
、
合
理
主
義
的
な

一
面
が
あ
り
、
献
身
的
な

↓
面
が
あ
り
、
神
を
畏
れ
る

一
面
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
人
間
は
、

一
つ
の
共
通
な
人
間
的
性
質
を
共
有
し
て
お
り
、
同
情
心

や
想
像
力
や
自
覚
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
お
互
い
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸
宗
教
は
、
そ
の
割
合
と
力
点
の
お
き
方
が
違
う
だ
け

で
あ
り
、
ど
れ
も
皆
、

一
つ
の
共
通
の
性
質
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
と

い
え
る
。

(2
)
人
間
存
在

の
基
本
的
要
求

 

人
間
存
在
に
は
、
次
の
基
本
的
な
要
求
が
あ
る
こ
と
は

一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

 

「

'

 

①

肉
体
的
要
求
ー
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
多
く
の
必
要
物
質
の
要
求
。

②

社
会
的
要
求
ー
自
ら
が
所
属
す
る
社
会
、
文
化

の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
か
ら
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
求
。

③

情
緒
的
要
求
-
愛
、
配
慮
、
注
意
、
性
的
悦
楽
、
音
楽
、
詩
歌
、
芸
術
等

の
よ
う
な
情
緒
的
満
足
の
要
求
。

④

緊
急
、
お
よ
び
危
険
の
際
の
超
現
実
的
逃
避
の
要
求
。

⑤

人
間
、
事
物
、
お
よ
び
環
境
に
お
け
る
善
の
要
求
。

⑥

知
的
要
求
ー
真
理
、
知
識
、
お
よ
び
情
報
に
対
す
る
要
求
。

⑦

生
命
体
に
と

っ
て
は
非
常
に
重
要
な
生
命
の
存
続
に
対
す
る
要
求
。

⑧

よ
り
高
い
幸
福
に
対
す
る
要
求
。

⑨

人
生
の
現
状
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
人
生
の
完
全
性
に
対
す
る
要
求
。

⑩

人
生

の
指
針
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
健
全
な
人
生
哲
学
に
対
す
る
要
求
。

セッションn仏 教部門

普
遍
的
宗
教
は
、
そ
の
信
徒
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
十
項
目
の
要
求

の
す

べ
て
を
充
足
す
る
た
め
の
教
理
、
組
織
、
活
動
、
お

よ
び
資
質
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
存

の
主
要
な
世
界
宗
教
は
、
そ
の
中
の

一
部

の
要
求
に
こ
た
え
る
に
止
ま

っ

て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
は
例
え
ば
、
人
間
の
肉
体
的
要
求
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与
し
よ
う
と
し
な
い
。

仏
教
は
、
情
緒
的
満

足
を
犠
牲
に
し
て
、
よ
り
崇
高
な
幸
福
を
得
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
有
神
論
的
宗

教
は
、
知
的
な
要
求

よ
り
も
、
超
現
実
的
な
逃
避
の
方
に
価
値
を
お
い
て
い
る
。
儒
教
は
善
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
他
の
よ
り

高
い
要
求
は
無
視
す

る
。
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こ
の
十
の
要
求
を
す
べ
て
充
足
で
き
る
宗
教
は
、
完
全
な
宗
教
と
い
え
る
。
す
べ
て
の
世
界
宗
教
が
初
期

の
段
階
で
は
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
宗
教
は
ま
ず
少
数
派
の
宗
教
と
し
て
社
会
に
投
じ
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
そ
れ
自
ら
の
完
全
性
の

力
と
吸
引
力
で
周
囲
に
広
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
同
じ
地
域
に
あ
る
既
存
の
宗
教
は
、
放
置
し
て
お
い
て
も
、
徐
々
に
か
つ

静
か
に
衰
退
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
、
存
続
し
よ
う
と
す
れ
ば
徹
底
的
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
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八

結
論

 

ア
ジ
ア
共
同
体
の
概
念
は
、
実
行
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
実
現
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
異
な

っ

た
人
種
、
言
語
、
宗
教
、
お
よ
び
文
化

の
人
々
が
、
も
し
も
同
等
の
地
位
、
権
利
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
進
歩
の
た
め
の
よ
り

よ
き
機
会
を
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

一
つ
の
共
同
体
の
中
で
調
和
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
可
能
な
こ
と
な
の
で

あ
る
。

異
な

っ
た
宗
教
を
統

一
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
は
る
か
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
し

て
、
よ
り
長
い
時
間

と
よ
り
大
き
な
努
力
が
必
要
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
挑
戦
的

で
あ
り
、
試
み
る
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

「

」

 

セ

ッ
シ

ョ
ン
皿

 

儒
教

の
経
典
か
ら
見
た

 

ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

 

ヤ

ー̀


