
イ
ン
ド
史
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
（
上
）
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岩

本

裕

　
【
要
約
】
　
イ
ン
ド
史
の
班
究
に
際
し
、
イ
ン
ド
古
代
文
献
の
史
料
的
価
値
の
評
価
の
如
何
に
よ
っ
て
、
大
き
な
過
誤
を
犯
す
危
険
が
多
分
に
あ
る
。
そ

の
原
因
と
し
て
、
イ
γ
ド
古
代
文
献
の
多
く
が
一
般
社
会
と
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
な
世
界
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
文
献
の
成
立
地
お
よ
び
成
立
年
代
の

不
明
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ざ
ら
に
、
イ
ン
ド
の
歴
史
意
識
に
関
し
て
、
歴
史
記
述
が
文
芸
の
一
部
門
で
あ
り
、
従
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
遊
離

し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
傾
向
に
奔
り
、
繊
判
的
精
神
と
歴
史
的
真
実
に
対
す
る
意
識
の
塵
除
が
指
摘
さ
れ
る
。
時
代
区
分
と
く
に
古
代
の
宋
を
ど
こ

に
置
く
か
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
奴
隷
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
十
九
世
紀
初
め
の
調
査
報
告
と
、
古
代
の
法
典
の
記
述

と
は
本
質
的
に
異
っ
て
い
な
い
。
そ
の
社
会
的
位
置
を
搾
る
と
、
奴
隷
（
ダ
…
サ
）
は
ク
ラ
（
家
族
）
の
一
員
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
ダ
ー
シ
i
藩
プ
ト

ラ
（
女
奴
隷
の
子
）
と
ダ
ー
サ
話
プ
ト
ラ
（
奴
隷
の
子
）
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
吏
林
四
八
巻
一
号
　
一
九
六
五
年
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
栄
え
た
先
史
疇
代
は
暫
く
措
く
と
し

　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
、
イ
ン
ド
露
ア
リ
ヤ
ソ
人
が
イ
ン
ド
に
侵
入
し
、
先
住
民
と
混
血

　
イ
ン
ド
の
歴
史
を
論
ず
る
場
合
、
古
代
・
中
世
お
よ
び
近
代
と
い

う
時
代
区
分
上
の
概
念
は
、
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
は
、

一
般
に
イ
ン
ド
史
の
疇
代
区
分
と
し
て
、
古
代
は
ヒ
ソ
ド
ゥ
時
代
、

中
世
は
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
、
そ
し
て
近
代
は
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
時
代

と
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
区
分
が
極
め
て
便
宜
的
で
あ
る
こ
と
は
雷
う

ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
大
綱
に
於
い
て
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
も
、
否
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
、
ア
リ
ヤ
ニ
ズ
ム
か
ら
ヒ
ソ
ド
ゥ
イ
ズ
ム
の
世
界
へ
の
転
移
が
あ

②り
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
が
醒
醸
さ
れ
た
の
ち
、
一
一
九
二
年
に
タ
ラ
ー

イ
ソ
の
戦
で
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
軍
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
軍
に
敗
れ

る
ま
で
は
、
イ
ン
ド
の
各
地
に
は
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
王
朝
が
交
替
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

繰
返
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
の
栄
え
た
時
代
で
あ
る
。

こ
の
タ
ラ
ー
イ
ソ
の
戦
の
の
ち
約
十
年
で
、
北
イ
ン
ド
は
完
全
に
イ

ス
ラ
イ
ム
教
徒
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
南
イ
ン
ド
で
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は
一
五
六
五
年
置
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
国
が
滅
ぶ
ま
で
、
ヒ
ソ
ド

ゥ
教
徒
の
王
国
が
各
地
に
興
亡
を
繰
返
し
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
の
遺
産

　
　
　
　
　
　
　
④

と
伝
統
を
の
こ
し
た
。
し
か
も
、
イ
ス
ラ
；
ム
教
徒
が
政
治
的
に
主

導
権
を
握
っ
て
い
た
時
代
に
於
い
て
も
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
は
常
に
イ

ス
ラ
ー
ム
文
化
と
並
存
し
て
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
、
機
会

あ
る
ご
と
に
頭
を
も
た
げ
、
単
に
政
治
上
の
み
で
は
な
く
社
会
・
文

化
の
各
方
面
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
揺
と
混
乱
と
を
捲
き
お
こ
す
原
因

　
　
　
⑤

と
な
っ
た
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
政
権
は
、
ゴ
ー
ル
朝
が
北
イ
ン
ド
を
征
服
し

た
の
ち
、
一
八
五
七
年
の
セ
ポ
イ
の
反
乱
の
あ
と
に
ム
ガ
ー
ル
朝
の

名
目
上
の
政
権
が
倒
れ
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
は

一
七
五
七
年
の
プ
ラ
ヅ
シ
ー
の
戦
の
の
ち
、
イ
ン
ド
の
事
実
上
の
支

配
者
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
イ
ム
教
徒
は
、
イ
ス
ラ
イ

ム
文
化
と
は
本
質
的
に
異
な
る
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
の
中
に
特
異
な
社
会

を
形
成
し
て
、
そ
の
勢
力
を
保
持
し
、
今
世
紀
に
於
い
て
パ
キ
ス
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ソ
共
和
国
を
成
立
さ
せ
る
母
胎
と
な
っ
た
。

　
ヒ
ソ
ド
ゥ
文
化
と
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
、
あ
る
い
は
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒

と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係
に
於
い
て
、
最
も
注
目
す
べ
き
事
象
は

ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
包
容
性
と
イ
ス
ラ
イ
ム
教
徒
の
排
他
性
で
あ
り
、

前
者
も
つ
い
に
後
者
を
覆
い
包
み
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
よ
り
以
前
に
イ
ン
ド
に
侵
入
し
た
諸
民
族
は
、
す

べ
て
イ
ン
ド
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
も
、
サ
カ
族

も
、
パ
ル
テ
ィ
ア
族
も
、
そ
し
て
グ
ル
ジ
ャ
ラ
族
も
、
す
べ
て
人
種

的
に
も
、
ま
た
宗
教
的
に
も
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
世
界
に
完
全
に
同
化
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
イ
ン
ド
人
と
な
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
は
じ
め
、
決
定

的
に
攻
撃
的
な
宗
教
の
信
奉
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て
き
た
。

か
れ
ら
は
少
数
で
は
あ
っ
た
が
、
侵
略
老
・
征
服
者
と
し
て
、
薄
い

層
を
な
し
て
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
厚
い
層
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
た

の
で
あ
り
、
軍
事
的
に
、
行
政
的
に
、
あ
る
い
は
経
済
的
に
、
ヒ
ソ

ド
ゥ
教
徒
を
支
配
し
た
。
し
か
も
、
宗
教
的
に
は
唯
一
神
へ
の
絶
対

帰
依
を
説
い
て
、
偶
像
に
対
し
て
は
厳
し
す
ぎ
る
ほ
ど
の
憎
悪
と
敵

意
と
を
抱
い
て
い
た
。
従
っ
て
、
無
際
限
な
ま
で
に
多
神
教
的
で
あ

り
、
偶
像
の
礼
拝
に
無
上
の
法
悦
を
も
と
め
る
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
に
対

し
て
は
、
ア
ク
バ
ル
（
一
α
μ
b
ひ
一
回
①
O
㎝
）
の
宥
和
政
策
を
の
ぞ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
妥
協
し
え
な
い
ほ
ど
の
対
立
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

ヒ
ソ
ド
ゥ
教
徒
の
包
容
性
も
、
両
者
の
問
に
横
た
わ
る
そ
の
亀
裂
を

塗
り
つ
ぶ
し
、
間
隙
を
埋
め
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
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ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
局
、
両
者
は
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

反
卜
し
、
反
暑
し
、
そ
し
て
抗
争
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
イ
ス
ラ
イ
ム
教
徒
よ
り
後
に
イ
ン
ド
に
来
た
イ
ギ
リ
ス
人
は
終
始

外
国
入
と
し
て
、
イ
ン
ド
と
イ
ン
ド
入
を
搾
取
の
対
象
と
し
、
そ
の

犠
牲
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
と
言
っ
て
過
雷
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
支
配
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る

と
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
資
本
主
義
の
成
立
の
端
緒
と

　
　
⑧

な
っ
た
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
時
代
以
後
を
近
代
と
す
る
こ

と
に
は
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
期
の
端
緒
と
な
っ
た
歴

史
事
件
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
統
治
の
添
接
の
モ
メ
ン
ト
と
な
っ

た
プ
ラ
ヅ
シ
ー
の
戦
（
一
七
五
七
年
）
と
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
全
く

別
の
見
地
か
ら
設
定
す
べ
き
か
、
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
聞
題
に
つ
い
て
は
近
代
史
の
専
門
家
に
委
せ
る

こ
と
と
し
、
藪
で
は
古
代
の
問
題
と
く
に
古
代
の
終
末
を
ど
こ
に
難

く
か
と
い
う
点
を
問
題
に
し
て
、
そ
の
解
明
へ
一
二
の
手
が
か
り
を

指
摘
…
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
史
の
時
代
区
分
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
が
、
な
お
今
欝
ま
で
に
現
わ
れ
た
イ
ン
ド
史
研
究
書

に
於
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
時
代
区
分
に
濁
す
る
考
え
が
梢
当

に
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
今
の
場
合
、
極
め
て
重
要
な

意
義
を
持
っ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
若
干
採
り
上

げ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
最
初
に
、
図
q
切
込
諸
≦
∴
ぎ
象
ω
9
霧
竃
一
円
け
工
合
審
メ
H
ω
，

伴
窪
σ
巳
お
灘
・
が
あ
る
。
こ
の
書
の
序
文
に
拠
る
と
、
著
者
は
問
じ
年

に
ト
ル
コ
藷
で
書
か
れ
た
『
イ
ン
ド
古
代
史
』
国
。
。
践
瓢
貯
鳥
＄
甑
匡

（
》
コ
押
ρ
吋
簿
　
H
Φ
腿
駆
）
を
著
わ
し
、
そ
の
中
で
イ
ン
ド
の
古
代
史
を
次

の
八
時
期
十
二
章
に
分
け
て
記
述
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

第
一
期

第
二
期

第
三
期

第
四
期

第
五
期

第
六
期

第
七
期

1　1｛　GFEDCBAKJ
リ
グ
籍
ヴ
ュ
ー
タ

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ

諸
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

懐
疑
論
と
唾
物
論

ブ
ッ
ダ

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ

諸
グ
リ
ヒ
ヤ
ヨ
ス
：
ト
ラ

文
法
学
、
サ
ー
ソ
キ
や
哲
学

マ
ウ
ル
や
王
朝

大
叙
事
詩

ギ
リ
シ
ャ
人
、
シ
ャ
カ
族
、
ク
シ
ャ
ン
族
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第
八
期
　
　
L
　
　
グ
プ
タ
王
朝

の
八
時
期
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
古
代
の
文
献
な
ら
び
に
歴
史
に
少
し

く
通
じ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
分
類
が
少
く
と
も
時
期
な
い
し

は
時
代
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
便
宜
的
で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し

て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
著
者
ル
ー
ベ
ン
は
本
書
に
於
い
て
イ
ン
ド
中
世
史
を
前
記

の
書
に
続
け
て
、
次
の
四
時
期
に
分
け
る
。
す
な
わ
ち
、

第
九
心

止
十
期

第
十
一
期

第
十
二
期

新
ら
し
い
民
族
運
動
の
時
期
（
西
紀
五
五
〇
1
八
○
○
）

大
皇
帝
の
時
期
（
西
紀
八
○
○
一
一
〇
五
〇
）

輝
か
し
い
騎
士
道
の
時
期

（
西
紀
一
〇
五
〇
－
一
二
五
〇
）

絶
対
主
義
の
時
期
（
西
紀
一
二
五
〇
…
一
五
〇
〇
）

の
区
分
を
示
し
、
各
期
を
⑧
世
界
の
情
勢
、
㈲
イ
ン
ド
の
政
治
情
勢
、

◎
建
築
、
④
文
学
、
⑨
宗
教
と
暫
学
な
ど
の
各
項
に
亘
っ
て
記
述
す

る
。
そ
の
視
点
は
世
界
史
の
情
勢
か
ら
イ
ン
ド
史
を
区
分
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
イ
ン
ド
史
の
記
述
と
の
間
に

若
干
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
も
否
み
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
点
は
、
今
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
波
紋
を
投
ず
る

こ
と
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
イ
ン
ド
史
の
古
代
の
終
末
を
西
紀
五

五
〇
年
と
し
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
グ
プ
タ
王
朝
の
時
代
を
イ
ン

ド
古
代
の
末
期
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
著
者
は
本
書
の
蟹
頭
に
「
イ
ン
ド
中
世
の
文
化
史
を
書
く

こ
と
は
容
易
な
問
題
で
は
な
い
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
グ

プ
タ
王
朝
の
蒔
代
が
古
代
の
終
末
で
あ
り
且
つ
古
典
古
代
の
頂
点
で

あ
る
と
い
う
特
質
を
実
り
出
す
に
あ
た
っ
て
も
、
終
始
文
化
史
的
で

あ
る
。
例
え
ば
、
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
に
於
け
る
シ
ー
タ
ー
妃
と
カ

！
リ
ダ
ー
サ
の
戯
曲
『
シ
ャ
ク
ソ
タ
ラ
ー
姫
の
指
環
』
に
於
け
る
シ

ャ
ク
ン
タ
ラ
：
姫
と
を
比
較
し
て
女
性
観
の
栢
違
を
摺
摘
し
、
ま
た

ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
流
行
・
バ
ク
デ
ィ
（
誠
信
）
思
想
の
擁
頭
、
あ
る
い

は
建
築
様
式
の
変
化
な
ど
を
論
題
と
す
る
。
し
か
し
、
藪
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
果
し
て
時
代

を
劃
す
る
上
に
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト
と
な
り
う
る
か
否
か
、
疑
問
な

き
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
の
シ
ー
タ
ー
妃
と
シ
ャ
ク
ソ
タ
ラ
i

姫
の
姿
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
於
い
て
、
そ
の
描
写
に
差
違
の

あ
る
こ
と
が
明
か
に
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
文
芸
作
言
に
於

け
る
作
者
の
創
造
力
に
基
づ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
岡
三

に
、
七
世
紀
に
於
け
る
ハ
ル
シ
ャ
王
の
劇
作
品
に
於
け
る
女
性
像
と
、

四
・
五
世
紀
に
於
け
る
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
の
昏
乱
に
於
け
る
女
性
像
と

43　（43）



は
、
あ
ま
り
相
違
が
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
類
型
化
の
傾
向
さ
え
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
か
に
時
代
的
に
も
文
化
的
に
も
ヵ
ー
リ

ダ
ー
サ
と
ハ
ル
シ
ャ
と
が
同
一
の
基
点
に
立
っ
て
い
る
事
実
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
著
者
は
ま
た
グ
プ
タ
王
朝
末
期
に
於
け
る
エ
フ
タ
ル
族
・
グ
ル
ジ

ャ
ラ
族
の
イ
ン
ド
進
出
を
重
視
し
、
ア
ッ
チ
ラ
の
率
い
る
フ
ソ
族
の

移
動
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
民
族
移
動
と
同

一
視
し
、
「
北
西
イ
ン
ド
に
於
け
る
今
日
の
ヒ
ソ
ド
ゥ
土
侯
で
、
グ

ル
ジ
ャ
ラ
族
あ
る
い
は
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
族
よ
り
も
古
代
に
湖
る
も
の

は
な
く
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
中
世
に
於
い
て
古
代
文
化
を
感
動
的
な

ほ
ど
熱
烈
に
培
い
つ
づ
け
た
の
と
岡
様
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
は

こ
れ
ら
の
ト
ル
コ
人
に
よ
っ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
」
と
述
べ
る
。

事
実
、
こ
れ
ら
の
侵
入
民
族
は
ラ
ー
ジ
プ
タ
ー
ナ
地
方
か
ら
西
海
岸

の
グ
ヅ
ヤ
ラ
！
ト
地
方
に
定
住
し
て
次
第
に
イ
ン
ド
化
す
る
と
と
も

に
、
祖
先
を
古
代
イ
ン
ド
の
神
話
・
伝
説
に
於
け
る
英
雄
に
も
と
め

て
、
み
ず
か
ら
ラ
ー
ジ
プ
ー
ト
菊
餅
貯
蓉
（
サ
ツ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
う
ー
ジ

や
紅
プ
ト
ラ
納
智
勺
暮
5
「
王
子
」
の
転
説
形
）
と
称
す
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

古
代
イ
ン
ド
文
化
の
伝
統
の
保
持
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
諸
部
族
の
同
化
現
象
は
、
そ
れ
よ
り
数
世
紀
以
前
に
行
わ
れ
た
ヤ

ヴ
ァ
ナ
（
ギ
リ
シ
ア
）
人
・
パ
ル
テ
ィ
ア
人
・
サ
カ
族
な
ど
の
同
化
現

象
と
区
別
し
て
、
特
に
抽
出
す
べ
き
特
色
あ
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
所
謂
グ
ル
ジ
ャ
ラ
族
の
イ
ン
ド
定
住
は
、
ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
中
世
に
於
け
る
ゲ
ル
マ
ン
族
の
移
動
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
史

上
に
於
い
て
イ
ン
ド
の
運
命
に
決
定
的
な
転
換
な
り
影
響
を
及
ぼ
し

た
事
件
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
北
西
イ
ン
ド
か
ら
西
イ
ン
ド
の
地
域

に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
イ
ン
ド
史
に
於
け
る
局
地
事
情

の
変
動
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
の
視
点
は
轟

然
に
外
国
民
族
の
ぞ
ソ
ド
へ
の
同
化
に
澱
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
ル
ー
ベ
ン
の
所
説
は
、
視
点
が
世
界
史
的
で
あ
り
過

ぎ
た
と
言
う
べ
き
で
、
イ
ン
ド
史
の
特
殊
性
の
無
視
さ
れ
た
憾
み
が

な
い
で
は
な
い
。
し
か
も
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
社
会
史
的
・

経
済
史
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
全
く
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
わ
が
国
の
イ
ン
ド
学
者
の
著
作
に
も
、
古
代
・
中
世
の
名

称
を
用
い
、
時
代
区
分
に
関
し
て
関
心
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
金
倉
圓
照
博
士
の
『
印
度
古
代
精
神
史
』
お
よ
び
『
印
度
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インド史の時代区分について（上）（岩本）

中
世
精
神
史
』
上
・
中
で
あ
る
。
た
だ
藪
で
注
意
す
べ
き
は
、
金
倉

博
士
は
イ
ン
ド
の
精
神
史
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
所
謂
イ

ン
ド
史
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
博
士
み
ず

か
ら
も
「
精
神
史
は
、
政
治
史
と
霞
か
ら
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。

印
度
精
神
の
発
現
や
変
化
は
、
モ
ガ
ル
王
朝
の
運
命
や
、
印
度
領
有

に
関
す
る
英
仏
抗
争
の
知
き
事
件
と
は
、
殆
ど
無
関
係
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
精
神
史
は
、
独
鐵
の
立
場
に
於
て
、
時
代
の
区
分
を
決
定

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
、
中
世
精
神
史
の
範
囲
を
ス
ー
ト
ラ

文
献
か
ら
古
典
法
典
文
学
の
時
代
ま
で
と
し
、
絶
対
年
代
的
に
は
西

紀
前
説
〇
〇
年
頃
か
ら
後
五
〇
〇
年
頃
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
は
、
博

士
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
精
神
の
一
特
相
と
し
て
「
古
代

の
無
制
約
な
創
造
の
意
欲
」
に
対
し
℃
「
過
去
の
知
識
の
整
理
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
の
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
。

　
金
倉
博
士
が
ス
ー
ト
ラ
文
献
を
以
て
中
世
初
期
の
理
念
を
代
表
す

る
も
の
と
考
え
る
根
拠
は
、
こ
の
文
献
が
他
の
中
世
紀
の
文
献
た
と

え
ば
叙
事
詩
や
法
典
の
ご
と
き
文
献
と
一
群
を
な
し
て
お
り
、
古
代

の
ヴ
ェ
ー
ダ
本
集
（
サ
ン
ヒ
タ
ー
）
・
プ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
な
ど
に
毒

し
、
異
な
っ
た
時
代
相
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
見
解
で
、
こ
の
点

は
「
あ
え
て
学
者
の
指
摘
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
」
と
述
べ
、
○
ρ
彗
－

σ
ユ
畠
σ
q
①
閏
｛
。
・
8
曙
鼠
冒
α
㌶
臨
く
○
剛
．
い
Ω
萎
ゆ
㊤
．
に
於
け
る
≦
．

出
○
勺
四
部
ω
の
所
説
に
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
。
事
実
、
ホ

プ
キ
ン
ス
は
問
題
の
時
期
に
関
し
て
は
前
世
代
に
於
い
て
唯
一
の
碩

学
と
も
い
う
べ
き
学
者
で
あ
り
、
そ
の
著
書
・
論
文
は
今
も
な
お
価

値
を
失
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
爾
来
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
学
は
大
き
く

展
開
し
た
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
ホ
プ
キ
ン
ス
の
著
書
・
論
文
の

資
料
的
価
値
を
認
め
つ
つ
も
、
今
日
で
は
そ
の
再
検
討
の
必
要
を
痛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

感
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献

と
ス
ー
ト
ラ
文
献
と
は
密
接
な
関
係
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

　
　
　
　
⑭

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
文
化
的
な
差
違
は
、
従
来
考
え
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
時
代
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ス
！
ト
ラ

文
献
の
言
藷
は
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
近
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
ヴ
エ
ー
ダ
文
献
の
言
語
す
な
わ
ち
ヴ
ェ
ー
ダ
語
か
ら
古

典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
へ
の
推
移
は
、
詞
論
に
関
し
て
は
単
純
化
で

あ
り
貧
弱
化
で
あ
り
、
ま
た
規
制
化
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ス
ー
ト

ラ
文
献
の
言
語
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
藪
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
こ
と
を
推
移
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
た
も
の
の
、
古
典
サ
ソ
ス
ク
リ
ヅ
ト
語
成
立
の
端
緒
に
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於
い
て
は
樵
会
式
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
叙
事
詩
の
言
語
も
風
湿
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明
か
に

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
り
、
当
時
の
中
期
イ
ン
ド
紅
ア
リ
ヤ
ソ
語

と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
パ
ー
一
＝
一
（
酉
紀

前
四
一
五
世
紀
ご
ろ
）
の
規
定
し
た
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
文
法

規
則
、
す
な
わ
ち
当
時
の
正
統
的
な
文
学
社
会
に
於
い
て
遵
奉
さ
れ

た
文
法
規
則
に
常
に
違
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

会
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
年
代
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
金
倉
博
±
の
薦
門
前
五
〇
〇
年
ご
ろ
を
以
て
中
世
の

は
じ
ま
り
と
す
る
説
に
は
遽
か
に
賛
意
を
表
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
翻
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
倉
博
士
は
イ
ン
ド
の
精
神
史
を
問

題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
諭
す
な
わ
ち
政
治

史
・
社
会
史
な
ど
を
広
く
包
括
し
た
意
味
で
の
一
般
史
を
問
題
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
金
倉
博
士
の
説
は
イ
ン
ド
精
神
史

の
研
究
に
於
け
る
見
識
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
の
場
合

に
は
薩
接
の
関
係
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
と
同
時
に
、

西
紀
前
五
〇
〇
年
ご
ろ
を
以
て
時
代
の
変
遷
と
見
る
場
合
に
は
、
イ

ン
ド
精
神
史
の
課
題
と
し
て
、
ア
リ
ヤ
ニ
ズ
ム
か
ら
ヒ
ソ
ド
ゥ
イ
ズ

ム
へ
の
推
移
と
転
換
と
が
妾
然
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ヒ
ソ
ド
ゥ

イ
ズ
ム
の
文
化
形
成
を
論
じ
な
い
か
ぎ
り
、
イ
ン
ド
の
思
想
史
・
精

神
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ン
ド
の
文
化
史
も
、
ま
た
社
会
史
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

全
く
無
価
値
の
も
の
と
な
ろ
う
。

①
現
在
わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
披
き
う
る
イ
ン
ド
史
概
説
書
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、

　
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
従
っ
て
お
ウ
、
い
ま
殊
更
に
書
名
を
挙
げ
る
ま
で
も
な

　
か
ろ
う
。
ま
た
、
誰
莱
の
記
す
諺
⇔
o
冨
簿
H
三
筆
卿
が
い
ず
れ
の
王
朝
ま
で
含

　
み
、
誰
某
の
イ
ン
ド
史
に
見
ら
れ
る
鍛
貯
傷
瓢
》
磯
④
が
西
暦
何
年
ま
で
記
述
し

　
て
い
る
と
か
、
く
だ
く
だ
し
く
書
き
な
ら
べ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ

　
も
時
代
区
分
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
ら
か
ら
で
あ
る
。

②
岩
本
裕
『
イ
ン
ド
史
』
（
東
京
、
昭
3
1
）
四
四
－
四
七
頁
参
照
。
な
お
、
『
古

　
代
史
講
座
』
6
（
一
九
六
二
年
十
二
月
）
に
掲
載
の
「
古
代
イ
ン
ド
の
家
族
」
お

　
よ
び
縄
じ
く
8
（
　
九
六
三
年
七
月
）
に
掲
載
の
「
古
代
イ
ン
ド
の
農
業
」
の
中

　
で
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
若
干
の
記
述
を
試
み
た
。

③
前
掲
『
イ
ン
ド
史
』
七
七
一
八
七
頁
参
照
。

④
前
掲
書
、
＝
五
一
一
二
五
頁
参
照
。

⑤
前
掲
書
、
一
三
八
一
一
四
〇
頁
参
照
。

⑥
前
掲
書
、
　
八
　
一
一
九
八
頁
参
照
。

⑦
前
掲
諮
、
　
〇
四
…
　
　
四
頁
参
照
。

⑧
前
掲
書
、
一
五
六
土
六
二
買
参
照
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
℃
口
H
嵩
タ

　
》
∴
卜
、
⇒
ミ
驚
§
o
織
ミ
・
醤
魯
℃
9
0
ユ
ω
琶
ω
ρ
㌘
Φ
Φ
跨
會
勺
国
H
い
宅
ω
．
O
●
罵
∴

　
緊
ミ
一
節
い
O
⇔
伽
O
捧
峯
蒔
c
Q
層
賢
雪
騰
’
な
ど
を
見
よ
。

⑨
饗
d
切
国
9
≦
∴
奪
ミ
§
軌
ミ
淘
寒
ミ
§
駄
ミ
蕃
N
粛
鴨
魯
ミ
ら
壽
蛍
H
甲

　
鍵
コ
げ
巳
払
ゆ
麟
．
と
い
う
著
欝
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
籍
は
遺
憾

　
な
が
ら
未
見
で
あ
る
。
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イン｝ご史の時代区分について（上）　（崇捧：）

⑩
。
瞥
≦
髪
↓
M
閃
z
跨
舘
譲
匿
”
○
禽
q
蕊
鼻
欝
魯
ミ
苫
ミ
侮
簿
§
ト
ミ
ミ
ミ
ミ
層

　
ω
儀
．
ω
●
ω
・
b
σ
一
ω
融
．

⑪
ぴ
》
＜
》
g
瞬
隣
勺
O
頓
ω
ω
H
茎
精
密
”
b
黛
§
演
題
無
潜
韓
ミ
蕊
魯

　
N
．
期
ミ
僑
織
§
ミ
肋
さ
ミ
罫
神
黛
、
黛
恥
心
蜜
．
§
嚢
腎
管
黛
鴇
ミ
窮
ミ
器
ミ
ミ
貸
蕊
舞
”

　
勺
餌
艮
ω
お
。
。
9
0
掌
一
一
。
。
山
＄
●

⑫
金
倉
門
照
『
印
度
中
世
精
神
史
』
東
京
、
昭
2
4
、
三
i
四
頁
。

⑬
　
例
え
ば
、
古
代
イ
ン
ド
に
於
砂
る
王
族
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
）
に
関
し
て

　
口
○
℃
誕
H
窯
ω
”
を
∴
　
§
偽
⑦
o
鼠
ミ
ミ
ミ
§
職
一
陣
藁
さ
紙
職
ミ
N
ミ
導
免

　
肉
ミ
簿
偽
O
§
鷺
ミ
》
醤
鼠
馬
戴
奪
ミ
登
闘
》
O
ω
（
一
。
。
。
。
。
。
y
づ
弓
．
呂
ゐ
蒜
．

　
は
、
主
と
し
て
『
マ
ハ
ー
パ
ー
ラ
タ
』
の
記
事
を
資
料
と
し
て
、
各
種
法
典
を
資

　
料
と
す
る
男
O
罰
”
譲
∴
b
鳶
蓼
噛
職
晦
畿
簿
驚
O
軸
ミ
三
二
鳶
黛
簿
銭
僑
謡
ミ
麻
苧

　
ミ
恥
さ
§
肉
ミ
ミ
寒
黙
ミ
、
き
い
⑦
首
N
凝
回
。
。
り
笛
．
と
と
も
に
、
古
代
イ
ン
ド
に
於

　
け
る
王
侯
と
政
治
に
つ
い
て
の
基
ホ
的
文
献
で
あ
る
が
、
ω
O
謳
い
国
菊
》
日
螢
切
∴

　
b
論
§
ミ
晦
蝋
§
嵩
画
ミ
肉
誌
・
袋
や
ミ
》
暮
犠
§
貸
器
皿
3
奢
博
①
ω
び
9
幽
①
二
一
ゆ
O
O
…

　
カ
》
ダ
窯
∴
⑦
貯
ミ
§
ミ
O
塁
偽
、
㌃
罫
ミ
牒
帖
§
ミ
蔦
§
期
ミ
賊
§
唱
≦
冨
ω
・

　
び
帥
畠
。
郎
お
鵯
●
な
ど
を
見
る
と
、
ホ
プ
キ
ン
ス
の
採
用
し
た
資
料
は
資
料
と
し
て

　
十
分
の
価
値
が
あ
る
が
、
な
お
考
え
直
す
べ
き
問
題
の
余
夢
に
も
多
い
の
に
驚
か

　
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑭
例
え
ば
、
楚
積
四
郎
『
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と
シ
ュ
ラ
ウ
タ
・
ス
ー
ト
ラ
と
の
関
係
』

　
爽
京
、
昭
2
7
。

⑯
　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
古
代
イ
ン
ド
の
言
語
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、

　
切
轡
客
0
9
ピ
∴
ミ
無
鼠
ミ
織
偽
ミ
ミ
醤
偽
噛
ミ
⇔
ミ
軸
罫
蔑
欝
》
勺
9
。
甑
ω
お
㎝
伊
サ

　
器
二
二
娼
．
8
塗
騨
一
8
跨
・
参
照
。

⑯
　
こ
の
点
、
中
村
元
博
±
の
諸
著
述
に
は
問
題
が
余
り
に
も
の
こ
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
な
お
、
時
代
区
分
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
に
善
波
周
「
イ
ン
ド
に
於
け
る
古
代
の

　
概
念
と
そ
の
隈
界
一
文
化
史
的
に
見
た
る
イ
ン
ド
の
時
代
眠
分
」
（
『
京
都
大
学

　
文
学
部
五
十
周
年
配
念
論
集
』
昭
3
1
）
が
あ
る
が
、
　
「
結
論
的
に
イ
ン
ド
科
学
史

の
立
場
か
ら
論
ず
る
」
と
い
い
な
が
ら
、
宝
灯
に
古
代
イ
ン
ド
の
科
学
文
献
か
ら

そ
の
論
拠
を
抽
出
せ
ず
、
参
考
文
献
と
し
て
も
重
要
な
も
の
を
参
照
せ
ず
、
あ
り

ふ
れ
た
文
献
か
ら
片
欝
隻
句
を
引
用
し
て
揉
み
禽
わ
せ
た
所
論
で
あ
る
の
で
、
正

爾
か
ら
採
り
上
げ
る
価
値
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

二

　
糊
に
引
用
し
た
金
倉
博
士
の
指
摘
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ

ン
ド
に
は
政
治
・
経
済
・
社
会
と
は
全
く
没
交
渉
な
世
界
が
古
来
連

綿
と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
イ
ン
ゼ
の
文
化

に
の
み
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
ヨ
…
ロ
ヅ

。
ハ
に
於
け
る
修
道
院
、
わ
が
国
に
於
け
る
寺
院
の
生
活
は
、
一
般
祇

会
と
は
没
交
渉
で
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
時
と
し
て
は
歴
史
を

動
か
す
原
動
力
と
さ
え
な
っ
た
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
（
発
来
は
「
隠
棲
処
」
の
意
）
の

生
活
は
、
一
般
社
会
と
は
全
く
の
没
交
渉
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
し
か
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
が
粛
代
イ
ン
ド
の

研
究
に
用
う
べ
き
文
献
の
多
く
は
、
ほ
と
ん
ど
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

贔
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
典
の
場
合
を
見
よ
う
。
古
代
イ
ン
ド
に

於
け
る
「
法
」
穿
霞
ヨ
ρ
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
法
律
の

概
念
よ
り
範
囲
が
遙
か
に
広
く
、
宗
教
・
謙
徳
・
習
慣
な
ど
を
包
抵
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し
て
お
り
、
従
っ
て
相
続
法
・
婚
姻
法
そ
の
他
の
今
藏
の
意
味
に
於

け
る
法
律
的
規
定
は
、
例
え
ば
『
マ
ス
法
典
』
の
場
合
を
見
る
と
、

全
篇
十
二
章
二
千
六
百
八
十
四
条
の
約
四
分
の
一
で
あ
る
。
従
っ
て
、

極
め
て
宗
教
的
色
彩
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
古
代
イ

ン
ド
の
社
会
事
宿
の
一
端
を
窺
う
好
資
料
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ

ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
法
典
は
い
ず
れ
も
ヴ
ェ
ー
ダ
学

派
の
伝
統
を
継
承
す
る
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
の
所
産
で
あ
り
、
『
マ
ヌ
法

典
』
に
関
し
て
言
え
ば
噛
ヤ
ジ
ュ
ル
騒
ヴ
ェ
ー
ダ
』
の
マ
イ
ト
ラ
ー

ヤ
ニ
ー
派
に
属
す
る
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
学
派
に
於
い
て
伝
承
さ
れ
た
所
伝

　
　
　
　
　
　
　
②

の
集
大
成
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
断
伝
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

派
に
属
す
る
学
匠
蓼
弩
罵
の
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
に
伝
承
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
今
日
も
な
お
各
地
に
遺
る
ア
シ
ュ
ラ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ー
シ
ュ
ラ
マ
の
後
身
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
ア
ー
シ
ュ

ラ
マ
は
、
法
典
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
哲
学
・
宗
教
・
実
利
論
そ
の
他

ほ
と
ん
ど
イ
ン
ド
的
学
術
の
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
今
9
利
用
す
る
古
代
イ
ン
ド
研
究

の
文
献
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
の
作
品
と
い
う
も
過

言
で
は
な
く
、
ま
た
ア
ー
シ
ュ
ラ
マ
の
影
響
で
な
い
文
学
作
贔
は
ゴ

ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
（
文
芸
の
社
交
界
）
に
呈
示
さ
れ
た
技
巧
の
作
言
で
あ

④り
、
こ
れ
ま
た
、
一
般
社
会
と
は
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
な
世
界
の
産
物

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
イ
ソ
ー
3
史

研
究
は
極
め
で
重
大
な
溶
断
に
逢
着
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
困
難
を
さ
ら
に
増
大
す
る
要
因
と
し
て
、
文
献
の

成
立
地
お
よ
び
成
立
年
代
の
不
明
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
著
者
名
は

ほ
と
ん
ど
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
著

者
が
、
い
つ
・
ど
こ
で
、
こ
の
書
を
著
作
し
編
述
し
た
か
に
つ
い
て

記
す
も
の
は
ほ
と
ん
ど
全
く
な
い
。
例
え
ば
、
『
カ
ウ
テ
ィ
リ
ー
や
蜂

ア
ル
タ
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
囚
曽
賃
上
躍
圃
勲
－
》
詳
び
恥
恥
留
Q
。
伴
屑
斜
（
カ
ゥ
テ
ィ
ル

ヤ
の
実
利
論
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
名
は
カ
ウ
テ
ィ
リ
ー
ヤ
と

い
う
修
飾
詞
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
こ
の
書
は
西
紀
前
三
〇
〇
年
頃
の

マ
ウ
ル
や
朝
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
の
宰
相
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
作
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
内
容
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
こ
の
書
は
西
紀

前
　
二
〇
〇
年
頃
パ
ー
タ
リ
プ
｝
う
に
駐
在
し
た
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の

『
イ
ン
ド
誌
』
の
記
述
に
共
通
す
る
所
伝
を
含
む
と
周
時
に
、
そ
れ

と
矛
盾
す
る
記
事
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
極
め
て
後
代

の
所
伝
と
共
通
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

西
贋
五
・
六
世
紀
頃
に
於
け
る
ヴ
ァ
ー
カ
ー
タ
カ
王
朝
の
碑
文
の
み

か
ら
知
ら
れ
る
租
税
用
語
を
含
ん
で
い
る
な
ど
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
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インド史の時代区：分について（上）（岩本）

う
し
て
、
こ
の
書
の
成
立
年
代
に
関
す
る
論
議
は
前
後
八
百
年
以
上

の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
書
の
成
立
の
事
情
が
問
題

と
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
史
料
．
的
価
値
の
評
価
に
重
大
な
相
違
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
政
治
機
構
に

関
す
る
最
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
『
ア
ル
タ
皿
シ

ャ
ー
ス
ト
ラ
』
も
、
そ
の
用
い
方
に
よ
っ
て
は
学
術
的
に
怖
ろ
し
い

過
誤
を
犯
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
し

て
、
史
料
と
し
て
の
一
つ
の
文
献
に
関
し
て
問
題
は
際
隈
な
く
展
開

す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
イ
ン
ド
史
研
究
に
あ
た
っ
て
の
困
難
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

こ
と
は
、
イ
ン
ド
人
の
歴
史
意
識
の
聞
題
で
あ
る
。
古
代
イ
ン
ド
に

は
、
文
芸
作
品
の
一
種
と
し
て
伝
説
的
要
素
と
史
実
と
を
混
融
し
た

歴
史
物
語
が
あ
る
。
七
世
紀
に
於
け
る
バ
ー
ナ
切
碧
雲
の
『
ハ
ル

シ
ャ
“
チ
ャ
リ
タ
』
頴
ρ
栃
餌
。
錠
詳
9
（
ハ
ル
シ
ャ
広
軌
蹟
）
、
十
二
世

紀
に
於
け
る
カ
シ
ュ
、
ミ
ー
ル
の
カ
ル
ハ
ナ
囚
巴
冨
舜
の
『
ラ
！
ジ

ャ
且
タ
ラ
ソ
ギ
ニ
ー
』
菊
上
す
欝
類
い
σ
q
貯
圃
（
王
統
史
）
な
ど
そ
れ
で
あ

る
。
前
老
は
ハ
ル
シ
ャ
王
の
時
代
に
関
し
て
当
時
の
宮
廷
生
活
・
風

俗
習
慣
・
宗
教
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る

の
で
あ
る
が
、
創
作
と
真
実
と
が
巧
み
に
交
ぜ
織
り
に
さ
れ
た
文
芸

前
口
㎜
と
し
て
、
史
料
と
し
て
は
限
定
さ
れ
た
意
味
し
か
認
め
ら
れ
な

晦
・
後
者
象
嵌
で
・
最
後
の
工
章
覧
ら
れ
る
記
事
は
土
三

世
紀
に
於
け
る
イ
ン
ド
文
化
の
様
態
に
関
し
て
比
類
な
く
内
容
豊
窟

な
資
料
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
関
し
て
は
史
料

の
取
捨
選
択
が
慎
重
を
欠
き
、
年
代
に
つ
い
て
は
批
判
力
に
乏
し
い

点
が
指
…
摘
さ
れ
る
。
そ
の
記
述
の
態
度
を
見
る
と
、
カ
ル
ハ
ナ
は
歴

史
家
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
史
実
に
基
づ
い
て
盛
者
必
衰
の
道
理

を
説
く
道
徳
家
あ
る
い
は
哲
学
者
の
印
象
を
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る

　
　
　
⑦

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
古
代
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
、
一
方
で
は
離
欲
・
遁
世
が
奨

励
さ
れ
た
が
、
他
方
で
は
人
々
は
現
実
を
肯
定
し
、
現
実
の
社
会
の

諸
事
象
に
強
い
関
心
を
示
し
た
。
従
っ
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
が

培
っ
た
諸
科
学
に
は
、
哲
学
・
法
学
・
天
文
学
・
数
学
あ
る
い
は
医

学
な
ど
の
ほ
か
に
、
実
利
論
錠
9
器
器
貯
㊤
・
性
学
冨
糞
打
留
建
ρ
・

象
学
σ
Q
ρ
寅
霧
q
。
＃
9
・
宝
石
学
舜
9
ρ
鍛
の
＃
㊤
あ
る
い
は
群
盗
学

ω
富
《
器
長
窪
ρ
な
ど
、
す
べ
て
現
実
の
生
濡
に
必
要
な
技
術
あ
る
い

は
実
際
的
な
知
識
の
論
述
を
目
的
と
し
た
学
術
が
発
達
し
、
隅
常
の

生
活
に
便
宜
を
与
え
る
よ
う
な
簡
明
な
綱
要
書
が
数
多
く
編
述
さ
れ

⑧た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
社
会
の
華
象
を
認
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録
し
、
整
理
し
、
事
件
の
因
果
を
時
間
曲
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

史
学
は
遂
に
発
達
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
前
記
の
諸
科
学

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
術
の
発
達
し
た
跡
を
記
述
し
体
系
づ

け
る
と
い
う
研
究
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
哲
学
史
・
数
学
史
・
医
学
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
よ
う
な
著
述
は
全
く
生
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
す
べ
て
の
学
術
書

に
は
偉
大
な
学
匠
の
名
を
数
多
く
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
年
代
あ
る

い
は
時
代
に
つ
い
て
は
・
嘉
肴
れ
て
い
な
恥
こ
れ
ら
の
こ
と
は
・

イ
ン
ド
人
が
す
べ
て
を
同
時
的
に
見
て
、
こ
れ
を
発
達
史
的
あ
る
い

は
年
代
的
に
考
察
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
哲
学
に
於
い
て
も
時
間
と
い
う
聞
題
は
遂
に
中
心

的
な
課
題
と
は
な
ら
ず
、
歴
史
哲
学
と
称
す
べ
き
学
問
も
発
達
し
な

　
　
⑫

か
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
信
頼
す
る
に
足
る
客

観
的
な
史
書
も
著
わ
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
古
代
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
相
当
に
発
達
し
た
行
政
組
織
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
早
く
か
ら
諸
王
侯
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
交
換
文

書
や
行
政
上
必
要
な
文
献
の
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、

カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
『
ア
ル
タ
匿
シ
ャ
：
ス
ト
ラ
』
を
響
く
と
、
主
税
、

官
。
。
9
ヨ
薄
舞
樽
の
管
轄
を
受
け
て
五
力
村
の
徴
税
事
務
を
司
っ
た

ゴ
ー
パ
磯
。
℃
欝
の
職
責
と
し
て
、
管
轄
下
の
全
村
落
の
地
域
を
境
界

線
に
よ
っ
て
確
認
し
、
記
録
鼠
げ
9
⇔
α
げ
轡
す
る
こ
と
と
か
、
田
畑

の
境
界
・
森
林
・
道
路
を
規
準
に
し
て
田
畑
の
寄
進
・
売
買
・
贈
与
・

免
税
を
記
録
す
る
こ
と
な
ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
今
臼
の
土
地
台
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
類
す
る
書
類
の
存
在
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
ま
た
、
諸
王
家

が
一
種
の
年
代
記
を
編
ん
で
い
た
と
思
わ
る
証
拠
も
あ
り
、
七
世
紀

に
イ
ン
ド
を
旅
行
し
た
玄
饗
は
、
そ
の
当
時
各
都
市
に
年
代
記
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

在
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
資
料
は
現
在

断
片
さ
え
も
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
史
学
が

発
達
せ
ず
、
儒
頼
す
べ
き
史
書
が
編
述
さ
れ
ず
、
ま
た
貴
重
な
資
料

を
亡
失
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
イ
ン
ド
人
に
歴
史
的
意

識
が
全
く
欠
け
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
ら
の

歴
史
的
意
識
を
明
示
す
る
証
拠
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
今
日
イ
ン
ド
史
研
究
の
最
も
重
要
な
史
料
と
し
て

　
　
　
　
　
　
⑯

尊
重
さ
れ
る
碑
文
で
あ
る
。
今
臼
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
碑
文
の
数
は

ま
こ
と
に
多
く
、
各
地
・
各
時
代
に
於
け
る
政
治
力
の
消
長
・
綱
度

の
変
遷
・
文
化
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
と
同
時
に
、
貨
幣
・
建
造

物
・
美
術
工
芸
晶
・
文
学
作
品
・
外
国
人
の
報
告
あ
る
い
は
旅
行
記

な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
事
実
な
い
し
は
推
定
を
確
認
さ
せ
る
史
料
と
し

se　（se）



インド史の時代区分について（上）　（岩本）

て
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
碑
文
の
多
く
に
は
、
そ
の
建
造
者
の
世
系

あ
る
い
は
事
蹟
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
ド
人
が
現
在
を
過
去
あ

る
い
は
未
来
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
明
か
に
、
イ
ン
ド
人
が
歴
史
的
意
識
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
碑
文
に
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら

系
譜
が
非
常
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
注
油
す
べ
き
事
実
で
あ

る
。
ヴ
ェ
；
ダ
の
祭
祀
の
儀
典
書
に
は
、
学
匠
の
師
資
相
承
の
次
第

が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
祭
式
の
執
行
に
際
し
て
は
家
系
を
述
べ

　
　
　
　
　
　
⑯

る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
の
続
篇
と
さ
れ

る
『
バ
リ
輩
ヴ
ァ
ソ
シ
ャ
』
に
は
、
　
『
マ
ハ
ー
バ
：
ラ
タ
』
に
於
い

て
主
役
を
演
ず
る
カ
ウ
ラ
ヴ
一
，
王
家
と
パ
ー
ソ
ダ
ヴ
一
、
王
家
の
出
た

チ
ャ
ン
ド
ラ
且
ヴ
ァ
ソ
シ
ャ
0
9
置
石
く
9
旨
鍵
（
月
種
族
）
な
ら
び
に

同
じ
く
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
に
於
け
る
ア
ヨ
！
デ
ィ
ヤ
ー
王
家
の
出

た
ス
！
ル
や
賎
ヴ
畔
ノ
ソ
シ
ャ
　
ω
O
同
図
窪
く
欝
斎
砂
窪
（
躍
種
族
）
の
系
謙
岬
が

　
　
　
　
⑰

述
べ
ら
れ
る
。

　
仏
伝
文
学
に
於
い
て
も
、
ブ
ッ
ダ
の
生
れ
た
カ
ピ
ラ
ヴ
”
，
ス
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
王
家
が
日
種
族
で
あ
る
旨
を
記
し
、
ブ
ッ
ダ
が
伝
統
あ
る
王
家
に

生
れ
た
と
強
調
す
る
。

　
ま
た
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
聖
典
プ
ラ
ン
ナ
文
学
に
は
、
と
く
に
　
、
王

家
の
歴
史
」
＜
ρ
滋
鐡
蒙
。
霧
津
欝
と
称
す
る
部
門
が
あ
っ
て
、
諸
王
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
系
譜
が
長
短
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
に
は
傍
証
に
よ
っ
て
史
的
事
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
の
知
ら
れ
る
も
の
も
少
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
系
譜
に
関

し
て
は
、
仮
托
も
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
数
家
の
系
譜
が

混
雑
し
て
一
つ
の
系
列
を
な
す
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
事
実
は

同
時
に
存
在
し
た
数
王
朝
が
、
そ
の
滅
亡
の
時
期
の
順
に
継
続
し
て

更
逸
し
た
か
の
ご
と
く
に
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
と
三

夏
に
、
諸
王
の
治
世
年
数
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
年
代
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
王
家
の
系
譜
が
雑
然
と
列
挙
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
記
述
に
は
、
神
話
・
伝
説
と
歴
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

限
界
の
不
明
瞭
な
点
が
非
常
に
多
い
。

　
次
に
、
仏
教
徒
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
豪
者
の
伝
記
や
教
会
史
的
な

著
述
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
伝
説
的
要
素
が
極
め
て
濃
厚

　
　
㊧

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
、
一
種
の
歴
史
的
記
録
で
あ
る
こ
と

は
明
か
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
イ
ン
ド
入
に
歴
史
的
意
識

が
欠
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
画
題
は
、
む
し
ろ
イ
ン

51　（51）



ド
人
の
歴
史
記
述
に
於
い
て
、
神
話
・
伝
説
の
混
入
が
極
め
て
著
る

し
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ン
ド
に
於
い
て
、
歴

史
記
述
が
文
芸
の
一
部
門
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ン
ド
の
文
芸
が
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
遊
離
し
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
の
傾
向
に
走
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
人
に
は
、
現

実
と
理
想
な
い
し
は
空
想
と
を
判
然
と
区
別
す
る
判
断
力
が
欠
け
て

い
て
、
そ
れ
が
深
く
、
し
か
も
長
く
、
イ
ン
ド
人
の
精
神
活
動
を
支

配
し
た
か
ら
で
あ
る
。
紀
元
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
に
ギ
リ
シ
ア
人
メ
ガ

ス
テ
ネ
ー
ス
が
「
イ
ン
ド
人
の
信
仰
は
大
部
分
神
話
に
依
存
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
人
は
歴
史
記
述
に
於
い
て
も
、

史
実
を
神
話
的
扮
飾
と
文
芸
的
表
現
の
中
に
包
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
イ
ン
ド
人
に
歴
史
的
意
識
は
欠
け
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
批
判
的
精
神
と
歴
史
的
真
実
に
対
す
る
意
識
に

欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
以
下
、
法
典
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
≦
長
客
8
国
力
署
目
N
層
竃
∴
O
や

　
　
象
ミ
簿
野
晒
ミ
§
ミ
恥
軽
重
青
苧
織
ミ
ミ
§
・
”
切
9
Q
。
》
い
Φ
轄
氾
ぴ
q
一
8
9
Q
o
●
蒔
謬
塗

　
　
参
照
。
特
に
、
伍
げ
山
導
ヨ
拶
の
概
念
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
図
誇
U
国
掛
賊
匁
H
ω
缶
鶉
》
辺
層

　
　
ω
L
沁
ミ
骨
ご
蕊
Q
醤
織
⑦
ミ
贈
耐
矯
い
。
づ
傷
。
昌
一
〇
8
（
男
。
自
「
誓
昨
週
◎
器
ω
臨
。
昌
y

　
　
質
や
ざ
H
山
。
。
Q
。
（
一
い
①
O
叶
q
触
①
圃
H
一
”
剛
幽
一
昌
仙
爆
　
一
）
一
ρ
9
9
民
ヨ
餌
）
…
O
O
乙
）
≧
い
”
b
鳶

　
　
沁
ミ
磁
賊
ミ
ミ
蕊
⇒
N
ミ
ミ
嵩
H
”
＜
⑦
α
帥
二
瓢
恥
餌
一
8
巴
Φ
村
国
5
自
己
ω
ヨ
賃
9
ω
け
亨

　
　
嘗
囎
詳
冨
O
O
・
ω
』
。
。
。
。
山
ま
・
を
見
よ
。

②
写
ヌ
法
典
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
§
窪
§
ミ
」
§
養
・
鐸
9
0
・
の

　
ご
d
q
国
岳
閃
－
○
線
。
巳
墓
。
（
ω
鋤
。
矯
亀
ご
⇔
8
冨
。
津
冨
欝
ω
二
嬢
）
讐
冒
・
　
6

　
貯
O
α
雌
O
瓢
O
戸
に
詳
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

③
U
国
曾
》
潟
U
H
Z
ρ
》
∴
二
》
簿
、
§
謹
．
．
悔
N
窃
黛
£
蹄
ミ
貯
い
い
凝
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
勺
鴛
帥
ω
目
霧
b
。
．
な
お
、
原
註
「
ω
く
①
錨
ψ
〈
舞
鋤
冨
d
弓
鋤
昌
赫
簿
伽
く
歴
b
。
ご
『
宗
教

　
研
究
』
一
六
八
号
（
一
九
六
一
年
六
月
）
参
照
。

④
岩
本
『
イ
ン
ド
史
』
六
四
一
六
六
頁
。

⑤
岩
本
『
イ
ン
ド
史
』
；
丁
一
四
頁
参
照
。
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
鴨
ア
ル
タ
睦
シ

　
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
の
年
代
に
関
す
る
論
議
は
多
い
。
窯
な
も
の
を
拾
う
と
、
ウ
ィ
ソ

　
テ
ル
ユ
ッ
ツ
は
西
暦
薫
世
紀
の
成
立
と
し
（
≦
H
獄
↓
⇔
口
翼
囲
8
N
℃
譲
．
”
Q
o
㌶
ミ

　
、
ま
ミ
§
嵩
ミ
ミ
ミ
ミ
脚
卜
糠
鳴
、
ミ
荒
江
層
O
p
ρ
ド
簿
冨
一
8
α
”
㌘
ざ
㊤
…
無
・
／
．

　
匹
9
0
馬
象
ミ
簿
鷺
概
ミ
守
ミ
．
卜
舞
切
盛
。
。
、
ω
噸
紹
。
。
）
、
キ
ー
ス
は
覇
謄
三
〇

　
〇
年
壌
の
成
立
と
す
る
（
囚
頗
畦
国
噂
》
．
b
ご
∴
》
ミ
無
。
蓬
ミ
⑦
貸
噛
嵩
毎
識
妹

　
卜
欺
ミ
、
ミ
§
・
養
い
◎
昌
縣
O
旨
一
8
0
”
O
づ
．
劇
Φ
ザ
軽
①
㊤
）
の
に
対
し
、
　
ト
マ
ス
の
ご

　
と
き
は
マ
ウ
ル
や
王
朝
購
代
の
成
立
と
す
る
（
二
院
○
ζ
》
ω
”
男
．
甫
こ
O
§
蕊
・

　
曾
、
帖
爵
“
題
巴
O
鳶
ミ
⇒
ミ
貯
”
＜
O
轡
H
”
掌
癖
⑰
刈
）
。
イ
ン
ド
の
学
噺
は
後
藩
の

　
説
に
従
う
蕊
が
多
い
。
例
え
ば
、
9
0
0
栄
轡
殉
寂
層
沁
●
閤
・
”
O
勘
黛
醤
概
唖
凝
愚
妹
黛

　
§
袋
張
屠
◎
§
ミ
芽
吹
↓
“
鵯
隷
勲
苗
中
頃
．
Φ
α
．
】
）
鮎
げ
一
一
㊤
㎝
曽
な
ど
。
筆
者
は
カ

　
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
に
於
け
る
税
の
術
濫
㎎
評
一
ロ
汁
鋤
（
定
額
税
）
が
ヴ
ァ
…
カ
ー
タ
カ
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
の
碑
文
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
『
ア
ル
タ
紅
シ
ャ
ー
ス

　
ト
ラ
』
は
醐
暦
紀
元
前
三
〇
〇
年
漿
の
家
塾
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な

　
い
と
し
て
も
、
現
在
の
形
を
と
っ
た
の
は
西
暦
四
・
五
世
紀
の
墳
で
あ
っ
た
と
考

　
え
て
い
る
。
（
『
古
代
史
講
座
』
5
（
（
　
九
六
二
年
十
月
）
）
所
載
「
古
代
イ
ン
ド
の

　
国
家
財
政
漏
）
。

⑥
薯
碧
月
口
菊
z
肩
N
”
竃
」
O
題
ら
ミ
昏
ミ
鳴
“
簿
面
談
誘
き
。
ご
◎
．
。
。
”
ω
●
ω
⑰
ω
”

　
戸
春
。
）
．
雪
国
H
日
経
o
P
9
幹
P
も
。
一
◎
。
山
ゆ
．
卜
．
、
箪
ミ
鴨
6
貯
望
診
蔑
食
O
罰
一
b
。
ゆ
一

　
葛
ρ
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⑦
薯
を
↓
国
”
賓
矧
N
”
o
覧
写
植
●
ψ
G
。
0
あ
り
隠
討
§
ミ
蕊
鴇
婁
恥
”
8
・
お

　
？
お
⑩
「

⑧
毒
豪
↓
隣
幻
護
8
N
り
8
．
o
搾
ω
電
頓
。
。
b
。
ふ
ω
・
。
・

⑨
古
代
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
、
鷹
史
の
記
述
は
富
廷
文
芸
に
属
し
て
、
か
れ
ら
イ

　
ソ
ド
入
の
欝
う
科
学
に
も
属
さ
な
か
っ
た
。
ω
．
芝
同
2
8
丙
閣
2
網
目
N
”
O
O
・
o
博
．
ω
．

　
g
◎
㌣
G
。
ω
・

⑩
　
例
え
ば
、
数
学
を
例
に
と
る
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
諮
で
書
か
れ
た
数
学
書
は
、

　
現
在
三
＋
八
篇
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
U
》
目
8
鋭
b
U
。
碧
像
鋭
客
ω
莞
O
矯
“

　
ミ
無
ミ
く
ミ
ミ
識
ミ
唱
§
暮
偽
ミ
黛
畿
覇
”
ゆ
。
ヨ
ぴ
鋤
績
一
①
8
匂
℃
鋤
誉
ピ
ロ
灼
・

　
b
。
ミ
ー
も
。
q
O
）
、
そ
の
中
に
数
学
史
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
文
献
は
一
つ
も
な
い
。
医
学

　
な
ど
諸
科
学
の
場
食
も
詞
じ
で
あ
る
（
力
閃
2
0
¢
”
い
’
③
口
封
’
閏
H
い
ピ
H
O
N
》
↓
”

　
卜
、
富
犠
驚
匙
黛
恥
亀
臼
畿
魯
酔
σ
ヨ
⑦
剛
囲
”
℃
ロ
層
δ
o
。
一
四
二
）
。
ま
た
、
薬
学
の
場
合
も
岡

　
様
で
あ
る
（
金
倉
参
照
『
印
度
女
学
史
要
』
四
頁
参
照
）
。

｛
⑭
　
例
え
ば
、
ヴ
ァ
ー
ッ
ヤ
ー
ヤ
ナ
く
餅
砕
山
顛
望
”
旨
帥
の
『
カ
ー
マ
雁
ス
ー
ト
ラ
』

　
囚
鋤
ヨ
餌
ω
悶
茸
葺
。
の
賢
頭
を
見
る
と
、
は
じ
め
マ
ハ
…
翻
デ
…
ヴ
ァ
竃
拶
ご
餅
創
Φ
＜
9

　
の
弟
子
ナ
ソ
デ
ィ
ソ
2
鋤
昌
畠
貯
が
『
カ
ー
マ
H
ス
ー
ト
ラ
」
を
｝
千
章
に
分
っ
て

　
笠
坐
し
、
そ
れ
を
ア
ウ
ッ
ダ
ー
ラ
キ
薩
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
ケ
ー
ト
ゥ
範
型
儀
伍
9
1
訂
臨

　
　

　
ω
く
⑦
二
目
薄
雲
が
五
百
章
に
短
縮
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
パ
…
グ
ラ
ヴ
ィ
ヤ
薔
パ
ー

　
ソ
チ
ャ
ー
ラ
切
警
げ
欝
く
好
配
℃
蟹
。
鰹
鋤
が
百
五
十
章
に
短
縮
し
、
七
篇
に
分

　
け
た
。
　
こ
の
七
篇
を
そ
れ
ぞ
れ
に
チ
ャ
…
ラ
ー
ヤ
ナ
O
鋤
厭
簡
嘱
鋤
⇒
簿
・
ス
ヴ
ァ
ル

　
ナ
ナ
ー
バ
ω
¢
く
9
戦
づ
卸
鷺
蘭
び
び
鋤
・
ゴ
；
タ
カ
ム
カ
O
o
け
即
日
四
ヨ
嘗
試
げ
鋤
・
ゴ
ー
ナ

　
ル
デ
ィ
…
ヤ
　
O
O
昌
p
ρ
『
鳥
一
嘱
鋤
・
ゴ
ー
ニ
カ
ー
プ
ト
ラ
O
O
P
一
犀
鋤
唱
β
ぼ
騰
偶
・
ダ
ッ
タ

　
カ
∪
曽
欝
餌
搾
p
δ
お
よ
び
ク
チ
ュ
マ
L
ラ
同
仁
O
讐
6
鋤
桟
口
の
七
学
獲
が
詳
論
し
た
が
、

　
部
門
刷
に
編
述
さ
れ
た
た
め
相
互
の
謡
講
が
断
た
れ
た
し
、
パ
ー
ブ
ラ
ヴ
ィ
ー
ヤ

　
の
書
は
浩
漸
で
学
姻
が
困
難
で
あ
る
の
で
、
金
項
目
を
総
括
し
て
小
冊
子
と
し
、

　
こ
こ
に
ヴ
ァ
…
ツ
ヤ
ー
ナ
の
『
カ
ー
マ
ロ
ス
ー
ト
ラ
駈
が
編
述
さ
れ
た
と
い
う
。

　
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
学
匠
の
中
で
一
　
三
の
嚢
は
ヴ
ェ
…
ダ
文
献
に
よ
っ
て
そ
の
名

　
が
蹉
づ
け
ら
れ
る
が
、
他
は
全
く
手
が
か
り
が
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
医
学
書

　
の
『
ス
シ
ュ
ル
タ
』
Q
o
雌
霧
嘗
け
聾
お
よ
び
『
チ
ャ
ラ
カ
』
O
皿
桟
蝉
瞠
餌
の
場
合
も
問

　
様
で
あ
る
（
O
h
・
　
卜
”
期
軸
職
恥
　
q
N
霜
国
恥
馬
Q
袋
“
鳩
　
什
O
謹
Φ
　
H
H
》
　
弓
’
　
一
心
ω
）
。

⑫
　
『
東
洋
文
化
』
1
（
昭
和
二
十
五
年
二
月
）
所
載
の
辻
薩
閥
郎
「
史
書
な
き
印

　
度
の
歴
史
」
参
照
。

⑬
岩
本
「
古
代
イ
ン
ド
の
顛
家
財
政
」
（
『
古
代
史
講
座
』
5
）
九
二
頁
。

⑭
例
え
ば
、
『
大
紫
西
域
記
騙
巻
藁
の
八
森
泥
湿
伐
羅
ω
匪
餌
器
物
P
。
霞
（
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

　
8
ご
餅
臣
。
ω
餌
騰
の
）
　
の
条
に
「
諸
を
先
志
に
聞
く
に
…
…
」
走
記
さ
れ
る
な
ど
、

　
そ
れ
で
あ
る
。

⑱
卜
、
ミ
§
ミ
霧
鴇
ミ
ミ
”
8
ヨ
①
囲
”
裏
山
ま
∴
斜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

⑯
0
》
い
》
Z
ジ
妻
∴
b
霧
雲
§
駄
竈
ミ
ミ
§
恥
》
警
護
貯
§
客
※
慧
e
霞

　
N
祠
5
》
］
β
ω
器
戦
住
簿
B
一
9
Q
◎
「
ω
．
Q
◎
8
1
麟
一
．

⑰
o
鴎
．
超
簑
8
両
開
Z
肩
N
℃
鼠
課
戸
ミ
絵
。
送
ミ
ミ
ミ
§
鳶
妹
ミ
ミ
ミ
鴨
”

　
く
O
一
．
一
》
O
巴
O
∬
慧
帥
一
㊤
塾
Q
メ
℃
ロ
．
劇
繕
心
一
画
朝
「

⑱
　
赤
沼
智
善
『
印
度
仏
教
露
有
名
詞
辞
典
』
　
（
名
清
麗
、
昭
6
）
の
末
尾
に
見
ら

　
れ
る
別
表
第
一
お
よ
び
麓
三
を
見
よ
。

⑲
範
囲
2
8
両
知
2
跨
舘
8
●
o
搾
も
・
訟
・
。
・
隠
ミ
§
無
蕊
偽
尽
ミ
”
℃
．
禽
。
。
∴
野

　
↓
｝
恥
ミ
的
誉
こ
ミ
嚇
犠
O
黛
、
計
ミ
偽
ミ
熱
偽
寄
N
織
馬
ミ
軸
謹
愚
貯
’
ゴ
　
↓
四
馬

　
寄
職
腎
》
頓
3
い
O
秘
儀
O
類
一
3
一
》
膨
℃
・
認
㊤
－
器
①
●

⑳
勺
》
閃
○
塔
両
切
一
男
じ
鑛
∴
ミ
§
詮
賊
禽
ミ
さ
勘
昏
夢
”
い
。
裁
自
お
欝
圏

　
お
よ
び
侮
。
・
郎
蕊
鼠
鳴
ミ
寄
ミ
旨
壽
ミ
砺
蛛
“
識
ら
ミ
↓
躍
層
ミ
識
ミ
び
ピ
。
路
畠
。
昌

　
一
8
島
っ
●
参
照
。

⑳
卜
、
寒
§
9
蕊
し
。
鳶
ミ
“
8
ヨ
。
酬
ワ
お
P

⑫
　
い
讐
㌻
斡
駄
偽
匙
寝
鴇
蝕
黛
魯
け
O
讐
Φ
同
暢
弓
ウ
這
岬
山
b
o
①
蝸
一
器
山
巽
●

⑬
　
O
現
量
上
図
↓
国
国
客
圏
8
騨
㌶
∴
O
恥
吻
ら
ミ
“
ミ
馬
蝿
ミ
§
ミ
恥
S
ミ
四
書
謙
ミ
ミ
袋
き

　
じ
σ
伍
・
ω
℃
ω
。
◎
◎
O
I
¢
α
會
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三

　
前
述
の
よ
う
に
種
々
の
困
難
の
認
め
ら
れ
る
イ
ン
ド
史
研
究
に
於

い
て
、
時
代
区
分
は
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
関
係
の
展
開
に

基
づ
い
て
時
代
の
区
分
を
す
る
こ
と
が
、
イ
ン
ド
の
場
合
、
果
し
て

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
大
戦
争
な
り
支
配
者
の
交
野
な
り
に

よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
社
会
的
変
動
・
．
転
換
に
よ
っ
て
、
イ

ン
ド
の
民
衆
の
生
産
関
係
に
重
大
な
変
化
が
惹
き
起
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
現
実
に
把
握
し
う

る
資
料
は
、
少
く
と
も
古
代
に
於
い
て
は
全
く
知
ら
れ
な
い
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
点
を
拾

い
集
め
て
、
判
断
の
根
拠
に
し
う
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
最
初
に
奴
隷
の
閥
題
を
追
求
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ン
ド

の
大
半
で
支
配
権
を
確
立
し
た
と
き
に
、
役
務
の
従
事
者
と
し
て
所

有
し
相
続
し
売
祝
し
、
ま
た
贈
与
し
う
る
奴
隷
の
存
在
す
る
こ
と
が
、

イ
ギ
リ
ス
人
の
注
意
を
惹
い
た
。
か
れ
ら
は
こ
の
よ
う
な
重
弁
制
度

に
つ
い
て
図
幅
に
報
告
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
報
告
に
基

づ
い
た
研
究
に
」
よ
η
0
｝
ζ
、
　
一
噂
八
四
一
年
一
山
に
ベ
ン
ガ
ル
鰍
冨
一
区
に
四
剛
田

万
人
、
ボ
ン
ベ
イ
・
マ
ド
ラ
ス
両
管
区
に
舎
計
四
欝
万
人
、
そ
の
他

の
地
域
や
藩
王
團
を
含
め
る
と
全
イ
ン
ド
で
は
恐
ら
く
一
叢
六
百
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

人
に
の
ぼ
る
奴
隷
人
口
が
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
奴

隷
の
内
容
は
大
別
し
て
、

　
①
ア
フ
リ
カ
東
海
岸
や
ネ
パ
…
ル
か
ら
仲
介
商
人
の
手
に
よ
っ
て

　
　
イ
ン
ド
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
者
。

　
②
戦
争
の
捕
虜
。

　
③
イ
ギ
リ
ス
政
蔚
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た
罪
人
。

　
④
飢
鰹
そ
の
他
の
理
由
で
困
窮
し
た
親
に
売
ら
れ
た
子
ど
も
。

　
⑤
夫
に
売
ら
れ
た
妻
。

　
⑥
自
分
自
身
を
売
却
し
た
者
。

　
⑦
不
法
に
誘
拐
さ
れ
て
売
却
さ
れ
た
者
。
　
　
　
　
　
’

　
⑧
債
務
の
弁
済
の
た
め
に
、
一
定
期
間
ま
た
は
終
生
、
使
権
者
の

　
　
奴
隷
と
な
っ
た
者
。

　
　
　
　
　
　
　
②

の
八
種
に
分
か
れ
る
。

　
さ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
期
に
於
け
る
こ
の
種
の
資
料
に
つ
い
て
筆
者

は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
前
記
の
八
種
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

文
献
の
記
載
と
対
照
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
す

54（5の



インド史の時代区分について　（上）　（岩本）

な
わ
・
ろ
、
『
マ
ヌ
法
典
』
・
カ
ウ
テ
ィ

ト
ラ
』
お
よ
び
『
ナ
ー
ラ
ダ
法
典
』

③
と
、

ル
ヤ
の
『
ア
ル
タ
珪
シ
ャ
ー
ス

の
所
伝
を
対
照
し
て
記
載
す
る

　
い
ま
、
参
考
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
成
立
の
推
定
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
挙
げ
る
と
、
『
マ
ヌ
法
典
』
は
西
紀
二
〇
〇
歴
午
よ
り
以
前
、
　
カ
ウ

テ
ィ
ル
ヤ
の
『
ア
ル
タ
江
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
は
前
述
の
よ
う
に
四
・

　
　
　
　
9
『
マ
ヌ
法
皿
ハ
臨

．
．
i
い
一
…
噛

薯

ω
穿
く
a
効
耳
蜜
ヴ
（
軍
旗
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
た
考
）

②
び
審
葬
盆
蓼
喜
（
転
嫁
の
た
め
に
奴
隷
と
な
っ
た
庸
）

③
σ
q
昏
a
簿
巴
り
（
塚
如
雛
顯
疏
鰭
）

の
障
覧
汁
節
ゴ
（
買
い
と
ら
れ
た
春
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唖

｛
切
，
（
㌶
伴
仲
縁
一
轟
戸
簿
甥
（
贈
与
さ
れ
た
著
）

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

㈲
娼
P
淳
噌
臨
（
簿
ヴ
（
父
祖
伝
来
の
薪
）

ω
伽
眉
母
象
ω
菩
（
翻
姻
灘
よ
）

e3　（i9　Ci3　ea　pt　as　（g）　（s）

カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
『
ア
ル
タ
H
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』

（
鵠
μ
＜
a
2
1
｝
月
け
ρ
ヴ

び
び
簿
げ
悼
ρ
⊆
剛
ω
簿
プ

σ
Q
噌
プ
a
餅
仲
巴
〕

一
（
頃
圃
け
P
一
騨

一
簿
ぴ
鳥
悶
9
7
（
取
得
鼻
¢
れ
た
漕
）

裁
膨
山
α
q
簿
p
ヴ
（
聴
稚
捷
齢
轍
）

費
8
稽
峯
鳳
翁
只
翻
欄
齢
批
難
挫
）

斜
置
仲
9
渥
ρ
7
（
掴
保
と
さ
れ
た
皆
）

理
ヨ
簿
三
｝
q
越
団
（
肉
身
を
斑
坤
し
た
藩
）

『
ナ
ー
ラ
ダ
法
典
臨

気
a
爵
理
箕
9
叶
書
（
戦
争
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
者
）

薮
鐙
銭
訓
。
・
菩
（
鋼
談
妙
嫡
渤
数
奴
）

σ
q
吋
プ
①
一
9
1
け
節
ヴ

犀
臨
3
ぴ

國
㊤
ぴ
島
7
9
7

創
師
団
魁
畠
9
娼
闘
σ
q
斜
梓
巴
〕

3
弩
鴇
9
夢
只
聴
醗
雛
濾
加
粗
）

ω
裁
ヨ
貯
創
餌
田
3
ヴ
（
主
人
に
よ
っ
て
桓
保
と
さ
れ
た
潜
）

鐸
羅
窪
。
鼠
ξ
Φ
萄
（
湘
紛
凶
鳩
辮
）

℃
轄
Φ
」
諜
婁
（
麟
徽
醗
加
叡
）

3
ぐ
鋼
冨
ヨ
帥
蔓
二
鵠
σ
Q
暮
菩
（
鵬
紛
齢
筋
瀕
っ
）

墓
垂
蓉
墓
・
琶
｝
（
還
俗
し
た
春
）

§
舞
卸
斧
σ
κ
3
ヴ
（
飢
錨
の
際
に
養
わ
れ
た
嚇
）

び
＆
零
甲
嘗
貯
ヴ
（
牝
馬
に
よ
っ
て
連
行
さ
れ
た
嚇
）

犀
噌
梓
ρ
げ
（
意
味
不
明
）
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五
世
紀
頃
、
そ
し
て
『
ナ
！
ラ
ダ
法
菰
ハ
』
は
五
・
六
世
紀
頃
の
成
立

　
　
　
　
　
　
⑤

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
記
事
を
前
述
の
十
九
世
紀
に

於
け
る
奴
隷
の
種
類
と
比
較
し
て
み
る
と
、
本
質
的
に
異
っ
て
い
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
問
題
は
そ
の
社
会
的
地
位
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
奴
蒜
は
古
代
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
一
般
に
ダ
ー
サ
Q
9
1
舞

と
総
称
さ
れ
、
最
古
の
『
リ
グ
ー
ヴ
ェ
ー
ダ
』
以
来
、
文
献
に
見
ら

れ
る
。
こ
の
語
は
元
来
イ
ソ
ド
ー
ア
リ
ヤ
ソ
人
に
敵
対
す
る
異
民
族

の
名
称
で
あ
っ
た
が
、
征
服
さ
れ
て
奴
隷
と
し
て
イ
ン
ド
罰
ア
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ソ
人
の
社
会
に
包
括
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
経
過

に
つ
い
て
は
明
確
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
　
『
リ
グ
ー
ー

ヴ
ェ
：
ダ
』
以
後
の
サ
ソ
ヒ
タ
i
文
献
、
さ
ら
に
諸
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ

文
献
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
寵
ア
リ
ヤ
ソ
人
の
被
会
に
於
け
る
臼
・
杵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
ご
と
き
生
活
用
具
の
導
入
、
食
物
と
し
て
の
米
の
栽
培
、
血
族
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

団
と
し
て
の
家
族
よ
り
広
範
囲
の
ク
ラ
ζ
㌶
（
春
族
）
の
固
定
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
ら
に
古
代
イ
ン
ド
語
に
於
け
る
舌
音
の
存
在
と
い
う
よ
う
な
原
住

民
の
影
響
を
考
え
る
と
き
、
イ
ソ
ド
ー
ー
ア
リ
ヤ
ソ
人
と
征
服
さ
れ
た

原
住
民
と
の
関
係
は
、
単
に
征
服
者
と
被
征
服
者
と
の
関
係
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
、
両
老
は
相
互
浸
潤
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ブ

ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
に
よ
る
と
、
最
小
の
枇
会
的
単
位
と
し
て
の
ク
ラ

の
中
に
、
奴
隷
女
癬
忽
（
象
舞
の
女
性
形
）
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
ハ
ダ
ー
サ
と
プ
ル
シ
ャ
も
霞
蕊
斜
と
が
財
産
と
し
て
牛
・

馬
・
羊
・
山
羊
・
米
・
麦
・
豆
・
胡
麻
・
金
・
象
と
並
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
奴
隷
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
者
が
ク
ラ
の
中
に
所

属
し
た
こ
と
も
明
か
で
あ
る
。
プ
ル
シ
ャ
（
元
来
は
「
男
子
」
あ
る
い

は
門
偉
丈
夫
」
の
意
）
の
身
分
は
明
確
で
な
い
が
、
祭
官
へ
の
供
物
と

さ
れ
、
ま
た
売
買
の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、

ダ
ー
サ
と
プ
ル
シ
ャ
と
の
区
別
は
明
白
で
な
い
。
な
お
、
ク
ラ
の
構

成
員
と
し
て
の
血
族
以
外
の
者
す
な
わ
ち
グ
リ
ヒ
ー
タ
σ
q
悪
露
夢
（
元

来
は
「
受
け
い
れ
ら
れ
た
者
」
な
ど
の
意
）
に
、
ア
ヌ
チ
ャ
ラ
ρ
⇔
く
8
養

「
従
者
」
・
プ
レ
ー
シ
ャ
も
＄
芝
9
「
走
り
使
い
」
・
パ
！
リ
ク
タ
℃
㌣

艮
吋
餌
冨
「
手
伝
い
」
・
ブ
リ
ト
ヤ
び
嘗
身
ρ
「
下
僕
」
な
ど
の
名
称
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
所
謂
奴
隷
に
該
当
す
る
か
否
か
全
く

　
　
　
⑫

判
ら
な
い
。
バ
ラ
モ
ン
と
奴
隷
女
α
留
一
の
息
子
で
あ
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
カ
ヴ
ャ
シ
ャ
匡
ア
イ
ル
ー
シ
ャ
隅
説
く
八
難
匿
ξ
郭
は
バ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

モ
ソ
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
実
か
ら
見
て

ダ
ー
シ
ー
は
妾
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
事
実
、

プ
ル
シ
ー
も
蝿
凄
曾
（
前
記
の
プ
ル
シ
ャ
の
女
性
形
）
は
、
ハ
ラ
モ
ソ
へ
の

布
施
と
し
て
贈
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
プ
レ
ー
シ
ャ
ー
鷲
2
旨
・
ア
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ヌ
チ
ャ
リ
ー
　
ρ
髭
。
ρ
誌
な
ど
、
　
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
侍
妾
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
存
在
は
必
然
的
に

　
　
混
血
を
来
し
た
こ
と
は
明
か
で
、
『
マ
ヌ
法
典
』
に
は
こ
の
よ
う
に

　
　
し
て
生
じ
た
混
血
種
の
名
を
列
挙
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
を
頂
点
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
描
い
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
奴
隷
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
の
ク
ラ
に
於
け
る

　
　
役
割
が
労
働
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
文

　
　
献
上
に
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
原
始
仏
典
を
見
る
と
、
バ

　
　
ラ
モ
ソ
な
ど
耕
作
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
の
所
有
す
る
土
地
を
バ
タ

　
　
カ
σ
げ
碧
鉱
塗
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
形
ぴ
蔦
け
鋳
p
本
来
は
「
被
扶
養
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
の
意
）
に
耕
作
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
ウ
テ
ィ
ル
や

幻曙
　
の
『
ア
ル
タ
u
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
に
よ
る
と
、
　
王
領
地
を
ダ
ー
サ

D
α
鱗
ω
ρ
（
奴
隷
）
．
カ
ル
了
力
こ
．
螢
塊
B
㊤
瞠
斜
圏
ρ
（
…
器
者
）
．
ダ
ソ
ダ

く∴
影
褥
計
罷
縫
糠
．
翔
擁
で
越

に
鴎
（
丁
九
〇
、
一
9
七
九
）
に
は
、
耕
作
は
ヴ
・
イ
シ
ャ
の
本
務
と

代時
　
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
、
ヴ
鯉
ノ
イ
シ
ャ
が
耕
作
の

の映
　
実
務
寸
た
る
べ
き
こ
ど
を
規
定
し
た
も
の
と
見
る
解
釈
と
、
耕
作
の

〃
　
実
務
者
は
誰
れ
で
あ
れ
耕
作
に
関
す
る
責
任
者
で
あ
る
べ
き
こ
と
を

規
定
し
た
も
の
と
見
る
解
釈
の
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
前

者
の
解
釈
に
従
え
ば
、
古
代
イ
ン
ド
に
奴
隷
制
社
会
が
存
在
し
た
と

結
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
ぬ
が
、
後
者
の
解
釈

に
従
え
ば
、
古
代
イ
ン
ド
に
奴
隷
綱
社
会
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
薙
に
一
つ
の
注
擦
す
べ
き
証
言

の
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
饗

に
言
及
し
た
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
の
言
葉
で
、
　
ア
ッ
リ
ア
ー
ノ
ス
の

『
イ
ン
ド
誌
』
　
（
一
〇
・
八
－
九
）
に

　
　
茄
仮
（
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
）
は
士
出
た
イ
ン
ド
に
関
し
て
雷
出
要
な
事
実
を
述
べ

　
る
。
イ
ン
ド
人
は
す
べ
て
自
由
で
あ
り
、
イ
ン
ド
人
の
奴
隷
は
存
在
し
な

　
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
人
の
間
で
は
ヘ
ロ
ー
テ
ス

　
は
奴
隷
で
あ
り
、
奴
隷
の
仕
事
を
す
る
。
イ
ン
ド
人
の
閲
に
は
奴
隷
は
い

　
な
い
。
ま
し
て
イ
ン
ド
人
の
奴
隷
は
な
い
。

　
　
　
　
⑱

と
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
（
ス
パ
ル
タ
）
人
の
間

に
於
け
る
ヘ
ロ
ー
テ
ス
の
よ
う
な
奴
隷
は
、
イ
ン
ド
に
は
な
い
」
と

い
う
証
言
な
の
で
あ
る
。
こ
の
証
言
に
つ
い
て
は
種
目
の
説
が
あ
り
、

メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
他
の
箇
所
で
女
を
売
買
す
る
風
習
の
あ
っ
た
こ

と
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
彼
の
言
葉
は
誤
聞
に
基
づ
く
と

す
る
説
も
あ
れ
ば
、
イ
ン
ド
髄
ア
リ
ヤ
ン
人
は
永
久
奴
隷
の
境
遇
に
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置
い
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
イ
ン
ド
政
治
論
書
に
於
け
る
療
則
を
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

書
き
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド

の
事
情
を
特
に
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
の
問
に
於
け
る
状
況
と
比
較
し
て

記
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
筆
者
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
る
メ
ガ
ス
テ

ネ
！
ス
の
証
言
を
「
イ
ン
ド
に
は
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
よ
う
な
い
わ

ゆ
る
奴
隷
制
社
会
に
於
け
る
奴
隷
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
」
と
い
う

意
昧
で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。
何
故
な
れ
ば
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
の

間
に
於
け
る
ヘ
ロ
ー
テ
ス
こ
そ
、
実
に
、
い
わ
ゆ
る
奴
隷
制
社
会
に

於
け
る
奴
隷
と
し
て
、
ロ
ー
マ
に
於
け
る
奴
隷
と
並
べ
ら
れ
る
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
奴
隷
制
社
会
を
定
義
づ
け
る
奴
隷
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
上
述
の
解
釈
に
従
う
と
す
れ
ば
、
古
代
イ
ン
ド
に
は
い
わ

ゆ
る
奴
隷
…
制
社
会
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
も
、
こ
の
事
実
は
翻
に
述
べ
た
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
な
ど
の
記
事

か
ら
も
裏
書
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
『
マ
．
ヌ
法
典
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
σ
q
昔
a
鋒
鈴
互
σ
p
誉
£
暮
昌

を
考
え
て
み
よ
う
。
「
家
に
於
い
て
生
れ
た
者
」
と
は
、
後
世
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

釈
に
依
れ
ば
「
女
奴
隷
の
子
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
父
親
に
つ
い
て

は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
女
奴
隷
が
子
を
生
む
場
合
、

い
わ
ゆ
る
父
な
し
子
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か

た
く
な
い
が
、
女
奴
隷
が
家
長
の
待
妾
で
あ
る
場
合
に
そ
の
生
む
子

が
そ
の
ま
ま
奴
隷
に
な
っ
た
と
は
、
『
マ
ヌ
法
典
』
な
ど
に
見
ら
れ

る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
購
成
か
ら
考
え
て
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る

し
、
ま
た
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
の
『
ア
ル
攣
目
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
　
（
三
・

一
三
）
に
は
明
瞭
に
「
女
奴
隷
が
主
人
の
子
を
生
ん
だ
と
き
は
母
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
奴
隷
に
あ
ら
ず
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
『
マ
ヌ

法
典
』
な
ど
に
於
い
て
特
に
「
家
に
於
い
て
生
れ
た
者
」
と
限
定
さ

れ
る
奴
隷
す
な
わ
ち
女
奴
隷
の
子
と
は
、
そ
の
家
に
い
る
女
奴
隷
が

グ
リ
ヒ
ー
タ
の
一
員
と
の
間
に
生
ん
だ
子
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
か
ま
ご

い
わ
ば
わ
が
国
で
い
う
釜
子
と
同
類
の
者
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
於
い
て
、
奴
隷
は
結
婚
し
え
た
…
一
少
く

と
も
女
性
と
性
関
係
を
も
つ
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
な
ど
に
見
ら
れ

る
α
器
ρ
℃
露
養
と
か
初
期
の
バ
！
リ
語
仏
典
に
見
ら
れ
る
雑
考
㍗

回
塗
で
暮
㌶
と
か
は
一
い
ず
れ
も
「
奴
隷
の
子
」
を
意
味
す
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

こ
の
よ
う
な
関
係
で
生
れ
た
者
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
奴
隷
と
女

奴
隷
の
結
婚
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
特
に
「
奴
隷
の

子
」
と
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら
奴
隷
は
、
あ
る
い

は
売
ら
れ
、
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
り
し
た
が
、
な
お
結
婚
し
え
た
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インド史の時代区：分について（上）（岩本）

と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
奴
隷
擬
社
会
に
於
け
る
奴
隷
で
は
な

い
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
奴
隷
そ
の
他
の
隷
属
者
を
含
め
て
、
ク

ラ
に
於
け
る
血
族
以
外
の
者
を
グ
リ
ヒ
ー
タ
あ
る
い
は
パ
タ
カ
と
呼

ぶ
こ
と
一
す
な
わ
ち
、
家
族
あ
る
い
は
轡
族
の
一
員
と
み
な
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
り

こ
と
一
も
、
古
代
イ
ン
ド
に
於
け
る
ダ
ー
サ
が
純
然
た
る
奴
隷
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ
に
依
る
と
、
奴
隷
に
も
相
当
の
保
護
が
加
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
い
る
事
実
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
十
八
世
紀
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

マ
ラ
皇
軍
ー
王
国
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
点
の
距
離

は
相
当
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
奴
隷
の
保
護
に
関
す
る
カ
ウ
テ
ィ
ル
ヤ

の
条
項
の
精
神
は
古
代
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
で
ヒ
ソ
ド
ゥ
社
会
に

生
き
続
け
て
い
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
に
於
け
る
奴
隷
の
境
遇
は
ほ
と
ん
ど
変

る
こ
と
な
く
近
代
に
至
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

古
代
イ
ン
ド
に
於
け
る
奴
隷
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The　Conversion　of　Tax－collection　Systems

　　　　　　　　　　in　the　Tokugawa　Era

about　the　tax－collection　systems　oll　cotton　farrping　in　Ki2uti畿内

by

Sugio　Mori

　　Sebikikemitori－hO畝引検見取法was　publicly　put　in　force　by　the　7b勧一

．aawa徳州shogunate　in　latter　Kan－ei寛永period，　the　law　which　was

to　secure　“a　petty　farm　”　management　on　which　the　Shogunate　based

its　power　and　to　・exploit　the　whole　surplus　labor　of　peasantry，　bttt　in

the　period　of　GenPtoha元禄and　Ky∂ho享保the　rise　of　productive　power

and　resistance　of　peasan£s　made　its　exploitatien　difficult　aBd　a　certaln

surplus　labor　remained　in　the　hand　of　peasants．　To　meet　these　con－

ditions，　the　Skogunate　government，　in　the　reforming　Ky6ho　period，　made

public　Sebileifeemitori－h6　and　tken／b“men－hO定免法founded　on　Nedori－h6

乱取法so　that　it　might£ry　to　exploit　the　whole　surplus　labor　from

peasants，　resulted　in　unexpected　fallure　for　the　regulation　of　Kurai

位and　Koleumori石盛of　fieids；at　the　end　of　the絢δ加reformation

Arigeleemitori－h6有毛検見取法was　put　iR　force　in　the　Kinai畿内area

iB　disregard　of　Kurai　and　Kokumori　of　fields．　But　tkis　enforcement．

pressed　upon　the　peasants’　management　and　caused　their　resistance，

accompanied　wlth　the　decrease　of　tax　yields；　and　then　the　Shogunate

goverminent　tried　to　recover　lts　yields　in　vaiB，　by　means　oi　」6menh6

founded　on　Arigeleemitori－hO．

　　This’　article　specialzes　the　conversion　of　tax　collection　laws　around

the　tax　collection　method　en　the　cotteB　farming　in　Kinai

Uber　die　EinteiluRg　des　Zeitalters　der　indischen　Geschichte

von

Yutal〈a　lwamoto

　　Bei　der　Erforschung　der　indischeR　Geschichte　ist　unsere　wissen－

schaftliche　Sch2tzung　der　altindischen　Literaturen　als　ein　Geschichts－

material’sehr　bedeutsam．　ln　dieser　Beziehung　k6Rnen　wlr　mit　hinrei一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i58）



chendem　Grund　auf　folgende　Tatsache　hinweisei3　：

1．　Die　altindischen　’ kiteratureik　waren　in　fast　a！｝en　Fallen　in　den　init

　　dem　Publikum　in　keiner　Beziehung　stehenden　Gesellschaften　zusain－

　　mengestellt．

2．　Der　Ort　und　die　Zeit　der　Entstehung　dieser　Literaturen　sind　unklar，

　　und　den　Forschern　nach　sehr　leicht　schwanl〈end．

3．　Es　mangelt　den　alten　lndern　am　Geist　des　KritisiereBs　und　an　der

　　Besinnung　in　bezug　auf　die　geschichtliclie　Wahrhaftigkeit．

　　Also　mgBten　wir，　solche　Sachlage　in　Betracht　ziehend，　das　Problem

des　Sklaven　im　alten　lndien　als　ein　Kriterium　fitr　die　Einteilung　des

Zeitalters　in　Frage　stellen．　Nach　sorgfaltigeren　Vergleichung　gibt　es

keilten　Unterschied　zwischen　die　Sklaven　im　Bei‘icht　der　Eng12ndei－

im　achtzehnten　Jahrhundert　und　diejenigen　in　dey　altindischen　Recht－

bixchern．　Also　handelt　es　sich　um　die　soziale　Lage　．　der　・Sl〈laven　iin

alten　IRdien．　Dabei　mtissen　wir　dasiputra　und　dasaputra　streng　un－

terscheiden，　weil　jener　der　Solm　einer　Sl〈lavin，　d．　h．　der　Sohn，　den

eine　Sl〈lavin　ihrem　Hausherrn　oder　einem　Fainilienmidg｝ied　geboren

hat，　ist，　wahrend　dieser　w6rtlich　den　Sohn　eines　Sklaven　bedeutet．

dasiputra　ist　also　nicht　ianger　Sklave，　wie　Kautiliya－Arthagastra　be－

richtet．　lm　Gegenteil　bleibt　dem　d2saputra　nichts，　als　er　angeborener’

Sk｝ave　lst．　Dennoch　zeigt　die　Tatsache，　daS　der’Sk｝ave　Kirkder　be－

kommen　konnte，　eine　soziale　Sachlage，　in　der　jeder　Sklave　ein　Eheleben

fithlen　1〈onnte．　Solcher　ist　kein　Sklave　wie　Neloten　bei　den　Spartanern．

In　der　Tat　zeugt　Megasthenes，　ein　griechischer　Gesandte　am　Hof　von

Candragupta－Maurya　im　．dritten　vorchristlichen　Jahrhundert，　daS　sich

kein　Sklave　unter　den　lndern　befindet．　Also　kdnnen　wir　das　Problem

des　Sl〈laven　nicht　als　ein　Kriteritnn　ftir　die　Einteilung　des　Zeitalter．q．・

der　inclischen　Geschichte　ansehen．　（Fortsetzung　folgt）
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　The　English　monarchy　after　the　Norman　Conquest，　in　comparison

with　other　European　countrles，　had　a　nationwide　and　ceBtralize（S
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