
猥
雑
で
お
お
ら
か
な 

親
し
み
や
す
さ
が 

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
魅
力

井
田
先
生
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
興
味
を

持
っ
た
理
由
を
伺
う
と
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の

よ
う
な
一
神
教
的
な
世
界
と
は
異
な
っ
た

猥
雑
さ
と
い
う
か
、
何
で
も
あ
り
に
見
え

る
と
こ
ろ
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
日
本

と
同
じ
よ
う
に
、
信
者
は
日
々
の
生
活
の

中
で
お
お
ら
か
に
自
分
好
み
の
信
仰
を
選

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
親
和
性
を
感
じ
た
と

い
う
か
、
親
し
み
を
覚
え
た
の
で
す
」

続
け
て
「
南
ア
ジ
ア
の
人
々
の
あ
り
よ

う
は
、
宗
教
伝
統
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き

く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
え
が
、
単
に
神
と
人
間
と
の
関
係
だ
け

で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
規
範
や
社
会

の
あ
り
方
に
関
す
る
規
定
と
考
察
を
含
ん

で
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
と

い
っ
た
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
、
そ
う
し

た
事
情
は
一
緒
で
す
。

宗
教
の
教
理
と
実
践
に
つ
い
て
学
ぶ
こ

と
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
地
域
に
お
け
る
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
の
人
々
の
あ
り
方
や
、
さ
ま
ざ
ま

な
宗
教
が
共
存
し
つ
つ
展
開
し
た
イ
ン
ド

の
社
会
・
文
化
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
私
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

を
中
心
と
す
る
宗
教
文
化
が
こ
の
地
域
の

歴
史
の
中
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た

の
か
、
人
々
が
自
ら
の
信
仰
と
ど
の
よ
う

に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に

興
味
を
持
ち
、
研
究
を
続
け
て
き
ま
し
た
」

イ
ン
ド
は
仏
教
の
発
祥
地
で
あ
り
な
が

ら
そ
の
後
衰
退
し
、代
わ
り
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
が
広
ま
っ
た
こ
と
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
ざ
っ
く
り
い
え
ば
古
代
イ
ン
ド
の
仏

教
は
王
朝
と
い
う
大
き
な
ス
ポ
ン
サ
ー
の

支
援
を
受
け
て
、
僧
院
に
お
い
て
発
展
し

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
ラ
イ
バ
ル
と

な
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
発
展
し
、
さ
ら
に

イ
ン
ド
に
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
が
侵
入
す
る

と
、
有
力
な
支
援
者
を
失
っ
た
仏
教
教
団

は
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
は
庶
民
の
間
で
支
持
を
得
て
、

村
々
で
信
仰
が
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

貴
族
が
支
持
し
て
い
た
仏
教
は
廃
れ
ま
し

た
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
民
衆
に
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
生
き
延
び
た
の
で

す
」
と
語
る
。

な
ぜ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
イ
ン
ド
の
人
々

の
支
持
を
得
た
の
か
。
そ
れ
は
何
で
も
あ
り

の
宗
教
観
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
一
つ
の
決
ま
っ
た

経
典
を
す
べ
て
の
信
徒
が
同
じ
よ
う
に
信

じ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神

様
や
経
典
、
流
派
ご
と
に
異
な
っ
た
教
義

が
説
か
れ
た
り
し
ま
す
。
修
行
が
必
要
だ

キ
リ
ス
ト
教
、イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
で
、信
仰
し
て
い
る
人
の
数
で
は

世
界
で
３
番
目
に
多
い
の
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
あ
る
。

大
学
で
宗
教
に
漠
然
と
興
味
を
持
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

大
学
院
で
は
イ
ン
ド
の
古
典
語
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
哲
学
や
神
学
理
論
を
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
井
田
先
生
。

イ
ン
ド
に
留
学
し
て
古
い
写
本
を
求
め
て
南
ア
ジ
ア
各
地
を

旅
す
る
う
ち
に
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
社
会
や
文
化
の
あ
り
よ
う
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、

研
究
テ
ー
マ
は
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

一
神
教
に
な
い
お
お
ら
か
な

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
宗
教
観
が

南
ア
ジ
ア
の
社
会
と
文
化
に

与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し

イ
ン
ド
の
深
層
に
迫
る
。

井 田 克 征 准 教 授

総 合 政 策 学 部



と
い
う
神
様
も
い
れ
ば
、
修
行
し
て
も
意

味
が
な
い
と
い
う
神
様
も
い
ま
す
。
学
習

し
ろ
と
か
、
瞑
想
し
ろ
と
か
、
ヨ
ー
ガ
し

ろ
と
か
、
み
ん
な
言
っ
て
い
る
こ
と
が
バ
ラ

バ
ラ
で
す
が
、
ど
れ
が
正
し
い
と
か
で
は

な
く
て
、
自
分
に
と
っ
て
一
番
よ
い
と
思
わ

れ
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
一
家
で
同
じ
寺
院
に
通
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
考
え
方
が
異
な
っ
た
り
、
家

族
の
中
で
信
仰
の
対
象
が
変
わ
る
こ
と
も

珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
と
い
う
と

神
様
に
対
し
て
ひ
た
す
ら
真
面
目
に
祈
る

も
の
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
た
と
え
ば
日

本
で
も
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
る
盆
踊
り

に
近
所
の
人
々
が
ご
く
自
然
に
参
加
す
る

よ
う
に
、
そ
ん
な
日
常
的
な
実
践
の
積
み

重
ね
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
の
で
す
」

古
文
書
を
求
め
て 

寺
院
め
ぐ
り 

広
が
っ
た
研
究
テ
ー
マ

通
算
で
３
年
ほ
ど
イ
ン
ド
に
留
学
し
た

と
い
う
井
田
先
生
。
ム
ン
バ
イ
を
州
都
と

す
る
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
プ
ネ
ー

と
い
う
町
の
大
学
で
学
ん
だ
。
プ
ネ
ー
は

ム
ン
バ
イ
が
か
つ
て
ボ
ン
ベ
イ
と
呼
ば
れ

て
い
た
時
代
に
、
そ
の
避
暑
地
と
し
て
栄

え
た
古
都
で
、
学
術
都
市
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
る
。

「
現
地
で
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か

れ
た
古
い
テ
キ
ス
ト
を
読
む
わ
け
で
す
が
、

テ
キ
ス
ト
と
い
っ
て
も
古
い
写
本
で
す
。
田

舎
の
寺
院
を
回
っ
て
、
そ
の
古
文
書
を
写

真
に
撮
っ
て
、
そ
れ
を
集
め
て
読
む
わ
け

で
す
。
当
然
、
寺
院
の
お
坊
さ
ん
と
も
距

離
感
が
近
く
な
っ
て
、
弟
子
入
り
し
そ
う

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
笑
う
。

そ
う
や
っ
て
20
代
の
頃
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
神
秘
思
想
や
、
い
か
に
し
て
人
は
神

と
一
体
に
な
る
の
か
、
解
脱
す
る
の
か
と

い
っ
た
神
学
的
問
題
を
扱
う
教
理
書
や
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
神
話
な
ど
を
読
ん
で
い
た
。
そ

う
し
た
宗
教
書
の
中
に
は
、「
解
脱
」
へ
の

道
と
し
て
瞑
想
や
儀
礼
の
執
行
を
説
く
も

の
も
あ
っ
た
た
め
、
文
献
を
読
む
一
方
で
、

実
際
に
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
人
た
ち
を
訪

ね
た
り
も
し
た
と
い
う
。

先
生
の
最
初
の
著
書
『
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
タ

ン
ト
リ
ズ
ム
に
お
け
る
儀
礼
と
解
釈
―
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シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
デ
ィ
ヤ
ー
派
の
日
常
供
養
』

（
昭
和
堂
）
は
、
そ
う
し
た
儀
礼
の
執
行
手

順
と
、
そ
の
神
学
的
解
釈
を
取
り
扱
っ
た

も
の
だ
。

そ
う
し
た
研
究
を
続
け
る
う
ち
に
、
興

味
の
関
心
は
、
民
衆
的
な
宗
教
実
践
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
。

「
瞑
想
や
儀
礼
な
ど
の
宗
教
実
践
は
、

長
い
訓
練
や
学
識
を
持
っ
た
エ
リ
ー
ト
的

な
宗
教
者
た
ち
の
も
の
で
、
一
般
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
た
ち
は
も
っ
と
素
朴
に
、
神
を
讃

え
る
歌
を
歌
っ
た
り
、
寺
院
に
通
っ
て
祈

り
を
捧
げ
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
共

感
し
、
興
味
を
引
か
れ
た
の
で
す
。
そ
こ

で
民
衆
的
な
宗
教
実
践
の
調
査
を
始
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
地
で
話
さ
れ
て

い
る
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
の
宗
教
歌
や
、
そ

の
地
方
の
聖
者
伝
を
調
べ
た
り
、
ま
た
実

際
に
お
寺
や
信
徒
さ
ん
の
家
を
訪
ね
て
、

話
を
聞
い
た
り
し
ま
し
た
。

聖
者
伝
に
は
13
～
18
世
紀
頃
の
マ
ハ
ー

ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
様

子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
話
を

聞
い
た
り
す
る
の
は
現
代
の
人
で
す
か
ら
、

そ
の
辺
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
る
の
で

す
が
、
そ
の
中
で
も
変
わ
ら
な
い
も
の
や
、

逆
に
大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
を
探
し
て
い

ま
す
。

例
え
ば
家
を
捨
て
て
〝
出
家
〟
す
る
こ

と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
す
が
、
中
世
に
お
い
て
そ
の

実
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
、男
女
そ
ろ
っ
て
カ
ッ

プ
ル
で
出
家
し
た
り
、
出
家
者
同
士
で
結

婚
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
そ
う
し
た
〝
不
純
な
〟
出
家
者
た

ち
は
、
近
代
化
の
中
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

改
革
運
動
が
進
め
ら
れ
る
う
ち
に
姿
を
消

し
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
老
後
に
心
穏
や

か
に
過
ご
す
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
出

家
と
い
う
も
の
が
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
」

異
文
化
理
解
に
は 

欠
か
せ
な
い 

「
他
者
」
へ
の
想
像
力

研
究
対
象
が
広
が
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

18
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
イ
ン
ド
の
地
域

研
究
も
先
生
の
専
門
分
野
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
。

「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
う
と
、
カ
ー
ス
ト

制
度
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
現
在
で
は
カ
ー
ス
ト
差
別
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
々
が
付
き

合
う
上
で
カ
ー
ス
ト
と
い
う
枠
組
み
が
ま

ず
一
番
最
初
に
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
残
念

で
す
が
今
で
も
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ス
ト
内

で
の
相
互
扶
助
が
、
今
な
お
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
カ
ー
ス
ト

内
で
の
掟
は
非
常
に
強
く
、
し
ば
し
ば
法

律
を
超
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に

他
の
カ
ー
ス
ト
の
男
性
と
結
婚
し
た
女
性

が
殺
さ
れ
る
と
い
っ
た
悲
劇
が
起
き
て
い

ま
す
」

こ
の
よ
う
な
異
文
化
を
理
解
す
る
際
に
、

一
番
大
切
な
こ
と
は
「
他
者
」
へ
の
想
像
力

だ
と
先
生
は
指
摘
す
る
。

「
た
し
か
に
カ
ー
ス
ト
差
別
で
ひ
ど
い
目

に
遭
っ
て
い
る
人
た
ち
は
い
ま
す
。
そ
れ
を

我
々
が
想
像
し
た
り
、
思
い
を
寄
せ
た
り

す
る
た
め
に
は
、
自
分
の
中
に
正
し
い
知

識
と
し
っ
か
り
し
た
考
え
が
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
た
だ
頭
の
中
で
考
え 現地の道端などで売られている極彩色の宗教画。



る
だ
け
で
な
く
、
歩
み
を
詰
め
て
い
く
よ

う
な
身
体
動
作
と
し
て
の
想
像
力
が
必
要

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ニ
ッ
チ
な
分

野
を
扱
う
者
の
責
任
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
私
と
し
て
は
一
見
自
分
た
ち

と
〝
大
き
く
異
な
っ
て
見
え
る
〟
人
々
が
、

実
際
に
は
自
分
た
ち
と
大
し
て
変
わ
ら
な

い
問
題
意
識
を
抱
え
、
似
た
よ
う
な
現
代

的
困
難
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
常
に
明

ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ

の
〝
奇
妙
な
〟
社
会
や
文
化
を
紹
介
す
る

だ
け
の
存
在
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意

し
て
い
ま
す
」

自
ら
が
所
属
し
な
い
社
会
、
文
化
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
は
常
に
興
味
深
く
、
驚
き

の
連
続
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

自
分
と
異
な
る
相
手
に
対
す
る
直
戴
な
驚

き
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
に
対
す
る
驚

き
で
も
あ
る
。

「
イ
ン
ド
の
文
化
は
こ
う
な
ん
だ
と
知
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
分
た
ち
っ
て
こ
う

だ
っ
た
ん
だ
と
知
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
し
、
い
つ
も
自
己
の
相
対
化
に
帰
結
す

る
の
で
す
」
と
先
生
は
力
説
す
る
。

さ
ら
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
社

会
に
お
い
て
は
、
南
ア
ジ
ア
に
限
ら
ず
異

文
化
を
学
び
、
異
文
化
の
人
々
と
と
も
に

生
き
る
こ
と
は
必
然
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
日
本
で
は
、
欧
米
や
東
ア
ジ

ア
な
ど
に
比
べ
る
と
、
こ
の
地
域
に
関
し

て
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
人
は
少
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
時
折
ニ
ュ
ー
ス
を
に
ぎ

わ
す
よ
う
な
表
層
的
な
部
分
だ
け
で
な
く
、

そ
の
基
層
文
化
や
歴
史
か
ら
、
よ
り
深
い

理
解
を
得
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
」
と
、

研
究
の
意
義
を
述
べ
る
。

先
生
は
現
在
、
イ
ン
ド
の
近
代
化
の
中

で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ

い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
同

時
に
、
現
代
的
状
況
の
中
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
今
の
時
代
に

も
関
心
を
寄
せ
る
。

「
例
え
ば
自
家
用
車
で
行
け
る
郊
外
型
の

モ
ー
ル
寺
院
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

執
行
さ
れ
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
儀
礼
（
お
布

施
は
電
子
マ
ネ
ー
で
決
済
）
な
ど
に
、
多

く
の
人
々
が
流
れ
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
た
変
化
に
つ
い
て
も
研
究
し

て
い
き
た
い
」
と
抱
負
を
語
っ
て
く
れ
た
。

高
校
生
の
皆
さ
ん
へ

大
学
で
何
を
学
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
は

重
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
も
っ
て
悩
ん

で
も
仕
方
の
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
が
大
学
で
何
と
出
会
う
こ
と
に
な
る

の
か
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
運
に
任
せ
る
し

か
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら
で
す
。柔
軟
に
、

そ
の
と
き
の
興
味
や
気
分
で
何
に
で
も
飛

び
つ
い
て
み
て
、
失
敗
し
た
ら
修
正
し
た

り
、
や
り
直
し
た
り
す
れ
ば
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
切
な
の
は
何
を
学
ぶ
か
で
は
な
く
、

い
か
に
学
ぶ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
け

た
時
間
や
手
間
、
苦
労
は
決
し
て
無
駄
に

は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

大
学
生
に
な
っ
た
ら
、
学
問
で
あ
れ
そ

れ
以
外
の
学
生
生
活
で
あ
れ
、
日
々
誠
実

に
取
り
組
む
中
で
、
他
者
の
あ
り
よ
う
に

対
す
る
豊
か
な
想
像
力
を
育
ん
で
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
見
た
こ
と
も
な
い
外
国
の
、

異
文
化
を
生
き
る
人
々
に
対
す
る
想
像
力

も
、
友
人
や
隣
人
を
思
い
や
る
心
も
、
そ

の
根
っ
こ
は
同
じ
な
ん
で
す
。

現代のインドについても深い関心を寄せる井田先生。


