
暫
醗
研
究
　
第
四
百
五
十
二
魏

四
〇

434

西
洋
哲
學
と
印
度
思
想

一
i
一
つ
の
比
較
的
研
究
i

ス
ワ
ミ
・
ア
ゲ
ー
ハ
ー
ナ
ン
ダ
・
バ
ラ
テ
ィ

脚

　
初
め
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
連
績
講
演
の
申
で
述
べ
よ
う
と
す
る
意
冤
や
議
論
は
、
必
ず
し
も
私
自
身
の
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
私
が
こ
の
際
「
西
洋
的
立
場
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
意
味
す
る
か
も
開
ら
か
に
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
東
洋
的
立
場
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
同
様
に
一
つ
の
西
洋
的
な
立
場
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
蜜
際
に

は
勿
論
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
西
洋
的
」
と
い
え
ば
ア
テ
ネ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
み
得
る
し
、
そ
の
よ
う

な
響
く
且
つ
曖
陳
な
立
場
か
ら
印
度
思
想
の
問
題
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
講
演
で
は
そ
れ
よ
り
も

ず
っ
と
独
い
意
味
で
「
西
洋
的
立
場
し
と
い
う
雷
葉
を
用
い
る
。
師
ち
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
う
な
現
代
の
西
洋
の
思
想
家

や
、
分
析
論
者
や
科
學
的
経
験
論
者
、
ま
た
恐
ら
く
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
達
な
ど
が
、
印
度
思
想
に
撫
し
て
取
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
態
度
一
大
ま
か
に
償
え
ば
、
現
代
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
國
々
に
全
て
支
配
的
で
あ
り
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
上
々
に
於
て
も

屡
．
見
ら
れ
る
分
析
的
思
想
家
の
立
場
…
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
蟹
存
主
義
の
系
列
の
現
代
思
想
を
ば
除
外
す
る
。

そ
れ
は
諸
君
を
失
望
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
而
も
私
が
そ
れ
を
除
外
す
る
に
は
充
分
な
理
由
…
一
方
法
論
的
理
由
が
あ
る
。
即
ち
私

が
示
し
た
い
も
の
は
封
照
と
方
法
論
的
な
比
較
と
で
あ
る
。
私
自
身
は
あ
る
種
の
上
襲
主
義
思
想
の
熱
心
な
讃
美
者
で
は
あ
る
け
れ
ど



　
　
も
、
而
も
此
の
思
想
は
我
々
が
特
に
西
洋
思
想
と
春
慶
思
想
と
を
樹
決
・
並
題
せ
し
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
手
段
に
は
殆
ん
ど
な
ら
な
い
。

　
　
と
い
う
の
は
、
蜜
存
主
義
者
が
印
度
思
想
に
封
ず
る
時
に
は
、
實
存
化
き
れ
た
印
度
思
想
か
或
は
印
度
化
き
れ
た
蟹
存
主
義
と
い
う
如
き

　
　
結
果
し
か
生
じ
な
い
よ
う
な
方
法
で
解
繹
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
成
乗
か
ら
は
我
々
は
多
く
を
學
び
得
な
い
か
ら
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
は
別
に
し
て
も
、
私
は
、
實
存
主
義
は
眞
に
酋
洋
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
一
－
こ
の
黙
に
つ
い

　
　
て
は
諸
悪
は
勉
学
き
れ
右
か
も
知
れ
な
い
し
、
私
も
こ
の
講
演
の
後
の
討
論
會
で
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
に
答
え
、
更
に
蟹
存
主
義
覇
印
度

　
　
思
想
に
心
す
る
今
は
豫
配
し
て
い
な
い
別
の
着
想
を
論
じ
た
り
、
諸
署
の
意
見
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
講
演
の
一
つ
の
困
難
は
、
か
か
る
比
較
研
究
の
た
め
の
費
際
の
資
料
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
堅
費

　
　
な
西
洋
の
思
想
家
、
師
ち
酋
洋
の
大
受
の
學
科
と
し
て
の
哲
畢
の
教
師
達
は
、
印
度
哲
學
に
つ
い
て
何
の
知
識
も
な
い
と
い
う
理
由
だ
け

　
　
で
、
印
度
哲
學
を
ま
だ
ま
じ
め
に
取
り
あ
げ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
等
も
そ
の
黙
で
葬
〔
難
き
る
べ
き
で
も
な
い
の
は
、
現
代
は

　
　
専
門
化
の
時
代
で
あ
り
、
蓋
然
性
・
数
鑑
識
論
理
・
意
味
論
。
函
数
解
析
學
・
記
號
的
論
理
學
等
の
全
く
新
ら
し
い
、
ひ
ど
く
人
を
夢
申

　
　
に
さ
せ
る
よ
う
な
部
門
で
あ
る
、
西
洋
の
哲
攣
研
究
の
學
科
の
螢
養
過
多
的
な
諸
問
題
と
取
り
組
む
な
ら
ば
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

　
　
は
幾
ら
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
で
印
度
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
印
度
學
者
。
藁
洋
學
者
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
概
ね
サ
ン
ス

　
　
ク
リ
ト
語
・
丈
學
・
詩
・
美
徳
な
ど
の
主
題
を
も
研
究
し
な
が
ら
印
度
欝
憤
を
そ
れ
ら
の
主
題
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
岡
時
に
西

　
　
洋
の
印
度
評
者
や
東
洋
學
者
は
概
し
て
現
代
の
西
洋
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
學
と
い
う
も
の
に
あ
濠
り
興
業
を
持
っ
て
い
な
い
。
蟹
際
、

　
　
西
洋
的
な
意
味
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
學
者
で
も
あ
り
、
同
時
に
東
洋
學
者
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
よ
う
な
人
を
私
は
ま
だ
知
ら
な

　
　
い
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
は
大
攣
な
鉄
欄
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
西
洋
の
專
門
的
な
哲
學
者
も
東
洋
贋
者
も
、
な
ん
ら
の
痛
痒
も
感

　
　
じ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
此
の
連
績
講
演
は
、
御
承
知
の
如
く
、
三
同
の
講
演
か
ら
成
り
、
引
響
く
討
論
會
は
講
演
で
鯛
れ
た
事
柄
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
助
け
に

　
　
な
る
は
ず
で
あ
る
。
初
め
二
つ
の
講
義
は
批
判
的
な
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
は
推
賞
的
な
も
の
で
あ
る
。
初
め
の
二
つ
で
は
、
先
に
言
つ
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慧

た
よ
う
な
現
代
の
西
洋
を
代
表
す
る
思
想
豪
が
印
度
華
麗
に
於
て
必
ず
鉄
照
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
黙
を
と
り
上
げ
、
最
後
の
講
演

で
は
、
も
し
そ
の
思
想
家
が
か
か
る
外
來
の
思
想
研
究
に
積
極
的
に
從
う
な
ら
ば
必
ず
學
び
取
り
賞
讃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
鮎
を
、

私
は
述
べ
よ
う
と
思
う
。
第
一
講
演
は
哲
學
的
に
一
般
的
な
も
の
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
印
度
思
想
の
い
く
つ
か
の
顯
著
な
特
徴
に
樹
し

て
方
法
論
的
批
到
を
試
み
た
い
。
第
二
講
演
は
同
じ
く
戦
意
的
で
は
あ
る
が
、
更
に
專
門
的
で
あ
っ
て
、
印
度
思
想
に
共
通
す
る
或
る
種

の
前
提
を
意
味
論
的
・
言
語
標
的
に
研
究
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
連
績
講
演
で
は
第
二
講
演
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
を
豫
め
賦
し
上
げ
て
置
き
た
い
。
第
三
即
ち
最
後
の
講
演
は
推
賞
的
で
あ
っ
て
、
た
し
か
に
西
洋
の
思
想
家
が
印
度
の
同

僚
か
ら
學
び
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
に
關
係
す
る
。
然
し
此
の
最
後
の
顯
は
最
近
四
十
年
ほ
ど
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
十
分
論
じ

霊
さ
れ
、
そ
の
聞
題
に
凝
す
る
書
物
は
今
日
で
は
汗
牛
充
棟
の
有
様
と
　
…
無
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私
は
い
く
ら
か
新
ら
し
い
見
方

を
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
第
三
の
講
演
も
な
ん
ら
か
の
濁
創
的
意
味
が
あ
る
と
誇
り
得
る
か
と
思
う
。

　
西
洋
の
思
想
的
弦
索
の
中
で
訓
練
さ
れ
た
三
者
が
印
度
哲
學
を
研
究
し
始
め
る
と
、
殆
ん
ど
例
外
な
く
す
ぐ
に
、
そ
れ
が
甚
だ
非
幾
到

的
だ
と
感
ず
る
。
西
洋
の
、
少
く
と
も
現
代
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
荘
園
が
專
養
し
て
い
る
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
が
疑
い
も
な
い
嘉

蜜
だ
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
印
度
は
そ
の
哲
學
に
於
て
は
全
く
傳
統
に
縛
ら
れ
て
い
る
一
少
く
と
も
今
頗
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
は
哲
學
は
依
然
と
し
て
「
神
學
の
婦
」
で
あ
る
。
或
い
は
む
し
ろ
翠
濁
な
、
又
は
濁
立
し
得
る
研
究
と
し
て
の
哲
學
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
反
面
、
印
度
の
パ
ン
デ
ィ
ト
の
考
え
で
は
、
西
洋
の
思
想
は
悟
ら
し
む
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
彼
が
自
ら
の
思
想
の
月

的
と
し
て
見
な
そ
う
と
ゆ
す
る
あ
る
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
も
、
生
み
出
す
と
主
張
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
思
想
の
目
標

そ
の
も
の
が
本
來
無
駄
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
極
端
に
言
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
パ
ン
デ
ィ
ト
の
傳
統

的
學
識
が
博
く
て
も
、
現
代
の
酋
洋
の
思
想
家
は
彼
に
哲
學
者
と
い
う
構
號
を
燃
え
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
一
方
パ
ン
デ
ィ
ト
は
、

西
洋
の
思
想
家
の
努
力
は
い
か
に
激
し
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
虚
し
い
も
の
だ
と
い
ふ
理
由
で
、
彼
も
西
洋
の
思
想
家
に
こ
の
哲
學
者

と
い
ふ
稻
號
を
許
さ
な
い
で
あ
ら
う
。

嘩
、
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こ
れ
は
わ
け
の
分
ら
な
い
不
楡
快
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
下
之
の
蔑
観
か
ら
起
つ
た
敵
意
が
印
度
の
大
黒
の
講
座
一
そ
こ
で

は
講
義
さ
れ
た
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
入
れ
ら
れ
た
り
す
る
課
目
が
年
々
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
t
の
上
に
激
し
い
不
和
を

齎
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
問
題
の
解
決
策
は
驚
く
べ
く
容
易
で
あ
り
、
し
か
も
よ
り
以
上
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
i
i
私
は
勲
年
間
印
度
の
至
る
所
で
就
中
此
の
聞
書
に
つ
い
て
意
を
く
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、
パ
ン
デ
ィ
ト
達

は
私
の
議
論
に
賛
成
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
等
に
は
そ
れ
に
賛
成
し
な
い
理
由
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
我
々
の
目

下
の
話
題
で
は
な
い
。
こ
、
に
私
は
一
つ
の
信
じ
難
い
程
の
言
語
學
上
の
語
謬
を
論
明
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
は
こ
の
不
和

に
樹
す
る
全
面
的
な
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
誤
り
は
、
西
洋
に
於
け
る
東
洋
學
研
究
の
先
魔
者
の
一
人
で
あ
る
オ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
数
授
の
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
彼
は
地
口
の
好
き
な
我
が
印
度
の
パ
ン
デ
ィ
ト
蓬
に
よ
っ
て
「
モ

ク
シ
ャ
．
ム
ー
ラ
（
ヨ
。
選
鉱
ヨ
q
ド
解
腕
の
根
綴
）
」
と
し
ゃ
れ
て
呼
ば
れ
た
。
そ
の
頃
印
度
學
は
軍
に
新
ら
し
い
流
行
で
あ
っ
た
ば
か

り
で
な
く
、
全
く
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
專
青
魚
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
う
っ
か
り
し
て
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
善
意
を
も
つ
て
、
此
の
誤
り
を

犯
し
た
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
未
だ
か
つ
て
印
度
に
佳
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
長
期
の
現
地
の
研
究
な
し
に
は
僻
典
編
纂
上
の

誤
り
は
殆
ん
ど
避
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
如
き
不
喩
快
な
、
豫
亡
し
難
い
結
果
を
齎
し
た
そ
の
誤
り
と
は
、
彼
が
サ
ン
ス
ク
リ

ト
語
の
．
．
住
ρ
詠
鑓
昌
簿
”
、
と
い
う
語
を
、
．
》
憲
δ
の
8
げ
団
、
、
と
謬
し
、
ま
た
後
下
を
前
者
に
写
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
此
の
全
く
誤
っ

た
醜
謬
が
、
西
洋
及
び
印
度
の
い
か
な
る
僻
書
家
に
よ
っ
て
も
反
駁
き
れ
て
い
な
い
こ
と
は
甚
だ
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
梵
英
僻
典
は

今
日
ま
で
に
か
な
り
の
数
が
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
全
て
私
は
わ
ぎ
わ
ざ
調
べ
て
み
た
が
、
．
、
紆
詠
訳
解
㊤
．
．
が
．
．
℃
ぼ
δ
ω
o
b
げ
《
、
．
と

し
て
、
勿
論
外
の
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
解
羅
き
れ
て
い
な
い
よ
う
な
僻
書
は
蝉
つ
も
な
か
っ
た
。
だ
が
困
っ
た
こ
と
に
は
こ
の
言
葉

は
た
と
え
何
を
葉
叢
す
る
に
し
て
も
「
哲
學
」
だ
け
は
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
殆
ん
ど
一
世
紀
も
の
間
そ
の
よ
う
な
誤
り
が
訂
正
さ
れ

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
深
く
根
ざ
し
て
了
う
も
の
か
が
、
充
分
に
想
像
き
れ
得
よ
う
。
そ
こ
で
次
の
様
な
こ
と
が
起

る
。
パ
ン
デ
ィ
ト
が
西
洋
哲
學
を
無
主
で
襟
腰
で
冷
淡
な
も
の
と
き
め
つ
け
る
時
、
彼
は
予
審
と
は
言
い
な
が
ら
蜜
は
心
の
巾
で
は
ダ
ル

　
　
　
西
洋
哲
鰹
と
印
刷
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌
慧
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哲
攣
研
究
　
第
騨
百
五
十
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
匹

シ
ャ
ナ
を
考
え
、
そ
れ
故
に
右
の
如
く
に
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
中
に
見
出
す
も
の
を
、
そ
の
一
片
す
ら
も
哲
學
の

中
に
登
投
出
來
な
い
の
は
陶
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
の
野
糞
は
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
と
し
て
の
す
べ
て
の
基
準
的
性
格
を
敏
く
だ
け

で
な
く
、
　
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
の
奥
い
の
あ
り
そ
う
な
も
の
は
何
で
も
、
哲
學
の
方
法
に
關
係
の
な
い
も
の
と
し
て
、
あ
え
て
除
外
す
る
か

ら
で
あ
る
。
事
蜜
こ
の
課
は
語
義
か
ら
も
慣
用
か
ら
も
正
當
と
は
い
え
な
い
。
倫
島
島
輝
騨
は
氏
犠
（
。
隔
ゆ
》
O
吋
。
》
窃
低
§
案
）
と
い
う
、
字
義
通

り
に
は
「
早
る
」
　
「
観
ず
る
」
を
意
味
す
る
語
根
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
は
徳
語
と
し
て
は
「
直
観
」
を
意
味

し
、
「
論
辮
」
や
「
推
理
」
で
は
な
い
。
　
一
理
西
洋
に
は
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
に
賢
答
す
る
術
語
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
つ
あ
る
、

が
決
し
て
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
で
は
な
い
。
そ
の
二
つ
と
は
「
棘
學
（
子
8
ざ
堕
ご
と
「
耳
蝉
主
義
（
潮
翅
。
。
響
剛
。
・
ヨ
）
」
で
あ
る
。
「
ダ
ル

シ
ャ
ナ
」
と
い
う
印
度
の
概
念
は
こ
れ
ら
二
つ
の
混
合
で
あ
る
と
雷
い
得
る
が
、
西
洋
で
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
長
期
闘
に
亘
っ
て
教
え

ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
i
た
だ
新
プ
ラ
ト
ン
派
の
人
々
、
特
に
プ
ロ
チ
ヌ
ス
の
作
品
の
み
は
パ
ン
デ
ィ
ト
に
謝
し
て
も
「
ダ
ル
シ

ャ
ナ
」
と
し
て
訴
え
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
所
で
神
秘
主
義
と
神
學
と
は
、
印
度
で
は
決
し
て
別
々
な
も
の
で
は
な
く
て
、
相
互
に

論
労
し
合
う
二
つ
の
手
だ
て
と
し
て
役
立
っ
て
來
て
い
る
。
然
る
に
西
洋
の
宗
敏
先
聖
統
、
即
ち
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム

数
に
曾
て
は
、
そ
れ
ら
は
全
く
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
而
も
常
に
互
に
他
を
嫌
疑
と
翌
翌
の
眼
を
以
て
兇
て
い
た
。
　
「
誓
學
」
は
、

少
く
と
も
現
在
ま
で
に
そ
れ
が
用
法
的
に
遇
え
ら
れ
た
意
昧
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
義
者
に
慰
し
て
方
法
論
的
に
反
樹
を
行
な
っ
て
い

惹
。
そ
れ
は
傳
統
的
な
學
論
を
拒
否
し
よ
う
と
し
、
他
方
ま
た
最
も
聰
明
な
學
者
の
著
作
の
中
に
ま
で
も
神
秘
主
義
が
ひ
そ
か
に
入
り
込

む
こ
と
の
あ
る
の
は
勿
論
と
し
て
も
、
少
く
と
も
意
識
的
に
は
神
秘
主
義
と
關
わ
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
。

　
次
に
聞
わ
る
べ
き
は
一
膿
印
度
の
傳
統
の
中
に
「
哲
學
」
の
名
前
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
答
は
肯
定
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
の
書
物
の
申
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
印
度
の
正
統
派
の
傳
統
が
特
定
な
一
部
門
と
考
え
た
こ
と
の
な
い
別
々

の
範
疇
に
厩
す
る
書
物
の
申
に
拠
出
き
れ
る
。
而
も
か
か
る
哲
學
の
封
懸
物
は
、
西
洋
の
黒
化
の
歴
史
の
中
で
哲
學
が
持
っ
て
い
た
よ
う

な
重
要
性
を
邸
度
の
交
化
史
に
摩
し
て
ほ
ん
の
僅
か
で
も
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
條
件
の
下
で
の
み
認
め
ら
れ
る
。
き
て
「
哲



　
　
學
」
を
号
す
に
は
．
、
9
臨
く
郎
鷺
甑
（
効
嵩
賃
十
魚
鱗
心
轡
旨
と
．
と
い
う
、
直
接
的
瞼
誰
と
推
理
と
を
武
羅
と
す
る
科
學
を
意
昧
す
る
言
葉
を
用

　
　
い
う
る
。
そ
の
よ
う
な
科
學
と
し
て
そ
れ
は
カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
の
『
蜜
義
甲
』
（
鎮
鋳
器
餅
も
・
窪
⑳
）
だ
と
か
、
も
っ
と
近
代
の
書
物
の
中
だ
と
か

　
　
に
兇
え
て
い
る
。
カ
ウ
テ
ィ
リ
ヤ
は
ア
ン
ヴ
ィ
ー
ク
シ
キ
i
學
に
含
ま
れ
る
科
學
を
引
下
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
西
洋
で
「
哲
學
」
が

　
　
い
つ
れ
か
の
時
代
に
意
味
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
と
大
膿
一
致
す
る
。
師
ち
認
識
論
・
存
在
論
、
及
び
い
う
ま
で
も
な
く
論
理
學
を
含
む
。

　
　
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
こ
の
雷
葉
の
語
義
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
っ
て
直
接
的
知
畳
（
震
讐
冨
冨
鋤
）
及
び
推
理
そ
の
他
の
確
費
な
推
論
の
方

　
　
法
（
曽
聲
欝
9
辞
南
学
冨
篤
銭
等
）
の
饗
象
と
な
る
も
の
が
ア
ン
ヴ
ィ
通
ク
シ
キ
ー
で
あ
る
。
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
あ
っ

　
　
て
極
め
て
ヨ
…
ロ
ッ
パ
的
な
言
葉
で
あ
り
、
ダ
ル
シ
ャ
ナ
は
ま
た
印
度
濁
特
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　
　
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
と
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
と
の
方
法
論
的
腿
別
を
公
式
化
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
西
洋
で
は
あ
る
主
題
が
哲
學
に

　
　
屡
す
る
か
神
學
に
署
す
る
か
を
問
題
と
す
る
時
に
、
同
様
の
囁
別
が
必
要
と
な
る
。
ダ
ル
シ
ャ
ナ
は
翼
理
の
検
讃
方
法
と
し
て
、
薄
畳
（
費
零

　
　
号
寮
簿
）
・
推
理
（
手
芸
轟
麸
）
・
経
典
ま
た
は
秘
傳
の
鐙
蕎
（
聖
書
量
喜
び
創
ρ
鋤
藁
蓑
く
節
。
卑
口
脇
）
と
い
う
三
つ
を
採
用
す
る
。
こ
れ
が
バ
ラ

　
　
モ
ン
主
義
の
ダ
ル
シ
ャ
ナ
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
維
持
き
れ
た
鼎
足
で
あ
っ
た
。
近
世
に
な
っ
て
始
め
て
新
論
理
學
（
昌
3
停
契
曙
鋤
）
　
の

　
　
ベ
ン
ガ
ル
・
ミ
テ
ィ
ラ
ー
派
に
鞭
て
聖
言
量
は
顎
脚
の
手
段
と
し
て
の
国
威
を
疑
わ
れ
、
最
後
に
は
從
來
と
全
く
異
っ
た
も
の
を
意
味
す

　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
i
今
は
詳
し
く
は
そ
れ
に
鰯
れ
な
い
が
。
非
宗
教
的
な
思
想
を
誇
り
と
す
る
西
洋
の
思
想
家
か
ら
薄
れ

　
　
ば
上
述
の
三
つ
の
認
識
の
確
實
性
の
検
詮
は
い
か
な
る
神
學
に
も
適
用
出
費
る
が
、
た
だ
算
筆
に
限
る
、
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
氣
付
か
れ

　
　
る
。
そ
し
て
西
洋
の
学
者
は
「
神
學
」
と
い
う
概
念
を
、
例
え
ば
数
論
派
・
初
期
佛
敏
・
ヂ
ャ
イ
ナ
教
と
い
う
よ
う
な
非
神
學
重
心
系
に

　
　
ま
で
も
横
げ
て
用
い
る
。
分
類
上
の
術
語
と
し
て
の
「
神
畢
」
は
内
容
に
で
は
な
く
て
方
法
に
關
し
て
用
い
ら
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
印
度
の
ア
ン
ヴ
ィ
ー
ク
シ
キ
三
号
と
は
上
述
の
う
ち
最
初
の
二
つ
の
み
を
採
用
し
聖
母
量
を
捨
て
る
も
の
で
あ
る
。
敢
て
大
謄
な
言
い
方

　
　
を
す
れ
ば
、
哲
學
と
は
ダ
ル
シ
ャ
ナ
か
ら
第
三
の
検
詮
を
差
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
ダ
ル
シ
ャ
ナ
な
る
も
の
を
、
印
度
の
神
秘
劇
は
一

　
　
神
秘
家
の
ひ
そ
か
な
敵
で
あ
る
パ
ン
デ
ィ
ト
で
は
な
い
－
1
原
則
的
に
受
け
入
れ
る
。
と
い
う
の
は
彼
は
「
ダ
ル
シ
ャ
ナ
」
を
字
義
通
り

394
　
　
　
　
　
　
酋
洋
暫
藻
と
印
度
想
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脇
田
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哲
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誓
五
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酉
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
解
し
て
何
か
を
眞
蟹
に
見
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
學
聞
的
な
詮
明
な
ど
に
は
あ
ま
り
重
心
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
に
封
し
て
は
、
佛
教
徒
は
、
そ
し
て
あ
る
程
度
迄
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
も
聖
重
量
を
否
定
し
た
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
駁
が

な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
併
し
私
に
言
わ
せ
れ
ば
彼
等
は
、
そ
の
自
由
思
想
家
と
し
て
の
威
儒
と
調
和
さ
せ
る
た
め
に
い
わ
ば
磯
魚
的
な
否
定

を
な
し
た
の
で
あ
る
。
　
『
ヴ
ェ
ー
ダ
諸
典
』
の
検
讃
力
を
否
定
す
る
か
ら
に
は
、
首
尾
一
貫
し
た
態
度
を
保
つ
た
た
め
に
彼
等
は
自
分
自

身
の
経
典
の
智
覚
力
を
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
蜜
際
に
は
彼
等
の
経
典
は
、
　
『
ヴ
ェ
ー
ダ
典
籍
』
が

バ
ラ
モ
ン
達
を
束
縛
し
た
の
と
同
じ
程
度
に
、
彼
等
を
束
縛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
佛
教
は
バ
ラ
モ
ン
主
義
の
教
義
よ
り
は
西
洋
の
分
析

的
方
法
に
近
い
も
の
だ
と
い
う
想
定
は
表
面
的
に
は
多
少
の
委
當
性
を
持
ち
は
し
て
も
、
あ
ま
り
根
痛
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
代
思

想
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
意
味
で
の
分
析
は
、
印
度
に
於
け
る
傳
統
的
場
面
の
中
で
は
、
今
な
お
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
從
っ
て
そ
れ

は
、
現
代
の
西
洋
思
想
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
印
度
の
大
曲
の
哲
學
教
師
達
に
よ
っ
て
も
雰
常
な
不
儒
の
眼
を
も
つ
て
眺
め
ら
れ

て
い
る
。
も
し
印
度
に
分
析
的
方
法
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
佛
教
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
新
論
理
由
（
ご
餌
ぐ
）
N
餌
昌
矯
螢
《
拶
）
で

あ
る
。
此
の
學
滅
の
教
師
達
は
経
典
に
隠
し
て
傳
統
的
な
敬
意
を
表
し
た
け
れ
ど
も
、
事
實
は
そ
れ
を
黛
に
か
け
な
か
っ
た
。
そ
し
て
分

析
的
方
法
に
謝
す
る
敵
意
に
つ
い
て
の
問
題
を
萌
ら
か
に
す
る
よ
う
な
奇
妙
な
事
蜜
が
あ
る
。
邸
ち
、
印
度
教
の
パ
ン
デ
ィ
ト
は
今
山
新

論
理
學
を
不
直
々
げ
に
眺
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
異
端
の
臭
い
が
す
る
か
、
或
い
は
少
く
と
も
す
こ
ぶ
る
巖
頭
悪

い
畢
問
で
あ
る
。
彼
の
公
け
の
非
難
は
勿
論
そ
れ
が
解
脱
に
導
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
攻
撃
は
正
し
い
。
た
し
か
に
論

理
學
は
解
脆
の
役
に
は
立
た
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
こ
そ
始
め
て
、
神
南
で
な
く
て
、
哲
學
が
あ
る
の
で
あ
る
。
印
度
思
想
の
全
容
に
比

す
れ
ば
新
論
理
学
は
大
海
の
一
滴
に
他
な
ら
な
く
、
し
か
も
極
め
て
局
地
的
な
運
動
で
で
も
あ
る
一
東
北
印
度
以
外
で
は
そ
れ
は
殆
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
く
て
、
私
が
會
つ
た
数
人
の
南
印
度
の
パ
ン
デ
ィ
ト
は
そ
の
名
前
す
ら
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
1
或
い
は
聞
い
た

こ
と
の
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
。
新
論
理
學
派
で
教
育
さ
れ
た
パ
ン
デ
ィ
ト
で
す
ら
も
、
事
費
上
は
ヴ
ェ
ー
ゼ
ー
ン
タ
の
い
つ
れ
か
の
派
、

或
い
は
そ
の
他
の
学
派
に
忠
働
を
誓
う
と
い
う
有
様
で
、
新
論
理
學
は
彼
の
趣
味
の
封
象
に
す
ぎ
ぬ
。
私
は
嘗
て
、
幾
つ
か
の
傳
統
的
な



　
　
　
駆
落
艘
系
と
共
に
新
論
雌
馬
を
學
ん
で
い
た
ミ
テ
ィ
ラ
ー
の
若
い
パ
ン
デ
ィ
ト
に
、
彼
が
新
論
理
學
の
特
に
優
れ
た
黙
に
氣
つ
か
な
か
っ

　
　
　
た
か
ど
う
か
を
訊
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
否
定
的
な
答
え
を
し
て
肩
を
す
く
め
て
言
っ
た
、
新
論
理
學
に
あ
る
の
は
定
義
だ
け
だ
と
。

　
　
　
こ
れ
は
素
朴
に
、
批
鋼
の
つ
も
り
で
害
わ
れ
た
の
だ
。
と
い
う
の
は
定
義
は
現
代
の
分
析
論
の
主
要
な
目
的
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
。

　
　
　
故
R
・
G
・
コ
リ
ン
ウ
ッ
ド
教
授
は
、
形
而
上
學
は
歴
史
的
な
學
科
一
組
織
的
な
壁
塗
に
於
け
る
史
學
的
な
訓
練
i
で
あ
る
と
読

　
　
　
い
た
。
彼
に
随
え
ば
、
形
而
上
學
者
の
仕
事
と
は
特
定
の
範
型
の
哲
學
の
申
で
ど
の
よ
う
な
公
理
的
な
下
定
が
な
さ
れ
た
か
、
ま
た
な
き

　
　
　
れ
て
い
る
か
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
ら
の
事
事
の
な
さ
れ
た
理
由
と
か
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
論
理
性
が
あ
る
か
な
ど
に

　
　
　
は
煙
れ
ず
に
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
公
理
が
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
印
度
の
思
想
家
に
と
っ
て
あ
る
種
の
検

　
　
驚
は
疑
い
も
な
く
確
蟹
な
も
の
で
あ
り
、
聖
算
量
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
彼
は
主
と
し
て
形
而
上
畢
者
で
あ
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ

　
　
　
ッ
ド
は
非
常
に
多
く
の
公
理
的
假
定
を
語
り
、
學
匠
（
㊤
o
鶯
昌
醇
）
、
註
解
者
（
ぴ
薮
曙
艮
鋒
鋤
）
、
そ
の
他
の
評
繹
家
達
は
こ
れ
ら
の
原
理
を
合
理

　
　
化
し
よ
う
と
企
て
た
。
と
こ
ろ
で
、
教
團
的
忠
誠
を
守
ろ
う
と
し
た
ら
反
劉
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
あ
る
假
定
の
上
に
思
想
骸
系
を
樹
立

　
　
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
正
に
神
學
に
露
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
に
印
度
に
於
け
る
奇
妙
な
、
類
の
な
い
現
象
、
即
ち
、
形
而
上
學
は

　
　
神
童
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
っ
た
t
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
と
季
行
ず
る
現
象
は
他
の
ど
こ
に
も
兇
ら
れ
な
い
と
私
は
思
う
。
バ

　
　
ラ
モ
ン
蓬
の
経
典
の
中
で
主
張
き
れ
て
い
る
公
理
は
現
代
の
西
洋
の
形
而
上
學
者
が
認
め
得
る
よ
う
な
も
の
と
は
非
常
に
違
っ
て
い
て
、

　
　
西
洋
的
な
意
味
で
は
数
が
多
す
ぎ
ま
た
極
端
に
す
ぎ
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
仙
人
達
は
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
を
用
い
る
こ
と
は
出
來
な
か

　
　
　
つ
た
。
そ
れ
に
似
た
方
法
を
適
用
し
た
の
は
後
代
の
！
オ
ツ
カ
ム
よ
り
は
大
分
前
で
は
あ
る
が
一
印
度
思
想
家
で
あ
っ
た
。
オ
ツ
カ

　
　
　
ム
以
前
に
於
て
す
ら
も
西
洋
思
想
が
常
に
、
想
像
に
過
ぎ
た
、
ま
た
は
秘
教
的
な
種
類
の
原
理
を
避
け
た
り
又
は
少
く
と
も
最
少
限
に
止

　
　
め
得
る
よ
う
な
方
法
を
獲
近
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
な
意
昧
で
す
べ
て
の
印
度
哲
學
は
今
日
に
至
る

　
　
ま
で
公
理
主
義
的
（
鼠
§
熟
覧
V
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
古
代
に
も
早
大
な
る
例
外
が
一
つ
あ
る
。
而
も
そ
の
古
き
の
故
に
他
の
如
何

－
　
　
な
る
成
果
よ
り
も
印
象
的
で
あ
る
。
諸
霜
は
こ
の
例
外
を
よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
印
度
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

姐　
　
　
　
　
　
西
洋
暫
學
と
印
度
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八

い
。
私
の
言
お
う
と
す
る
の
は
佛
敏
の
中
観
學
派
…
ー
ナ
ー
ガ
ー
ル
ヂ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
、
そ
の
註
繹
家
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
…
ル
チ
（
月
構
）
及

び
そ
れ
に
績
く
弟
子
達
で
あ
る
。
此
の
學
涙
は
い
か
な
る
蘭
提
、
い
か
な
る
論
駁
出
妙
な
い
断
定
を
も
認
め
ず
、
分
析
を
徹
底
す
れ
ば
す

べ
て
の
主
張
は
方
法
論
的
に
確
蟹
で
は
な
く
な
る
こ
と
を
要
請
す
る
、
印
度
唯
一
の
思
想
縢
系
で
あ
る
。
ず
っ
と
後
に
バ
ラ
モ
ン
學
者
の

シ
リ
・
ハ
ル
シ
ヤ
（
砂
攣
備
暑
）
が
バ
ラ
モ
ン
主
義
の
組
織
の
申
で
類
似
し
た
方
法
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
は
異
端
な
る
佛
教
徒
に
負

ふ
所
の
あ
る
こ
と
を
自
ら
認
め
て
い
た
。
今
日
の
印
度
で
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ヂ
ュ
ナ
と
そ
の
學
派
は
專
門
家
に
だ
け
知
ら
れ
て
い
る
、
印
度

思
想
史
上
の
一
つ
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
中
観
學
涙
の
偉
大
な
教
え
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
超
え
て
数
千
唾
の
外
に
弘
布
し
た

が
、
そ
れ
が
興
起
し
た
融
と
、
そ
れ
に
近
接
し
た
上
座
佛
教
を
奉
ず
る
黒
々
と
で
は
、
長
く
後
ま
で
承
け
縫
が
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
三
世
紀
に
、
申
世
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
郷
里
あ
る
布
告
に
よ
っ
て
、
即
身
講
座
と
哲
學
講
座
と
は
、
不
午
渉
の

租
互
協
約
の
下
に
分
離
さ
れ
、
概
し
て
そ
の
政
令
は
引
越
く
時
代
に
亘
っ
て
履
行
せ
ら
れ
て
き
た
。
以
來
哲
三
者
は
論
客
的
に
知
ら
れ
う

る
事
柄
に
の
み
關
心
を
持
つ
と
稽
し
、
か
く
し
て
知
ら
れ
な
い
問
題
は
神
異
者
に
委
ね
た
。

　
印
度
で
は
よ
り
組
織
化
さ
れ
な
い
形
で
一
つ
の
試
み
が
神
話
的
な
時
代
に
な
き
れ
た
。
プ
ー
ル
バ
・
ミ
ー
マ
ン
サ
ー
派
一
『
ヴ
ェ
ー

ダ
経
典
』
と
そ
の
哲
學
的
意
味
を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
と
自
署
す
る
六
つ
の
バ
ラ
モ
ン
主
義
思
想
鰹
系
の
申
で
最
も
憂
国
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
學
派
一
の
太
吉
の
主
導
者
で
あ
る
ヂ
ャ
イ
ミ
ニ
は
、
　
『
ヴ
ェ
ー
ダ
』
は
如
何
な
る
他
の
方
法
で
も
把
握
さ
れ
な
い
よ

う
な
こ
と
が
ら
だ
け
を
我
々
に
欝
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
典
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
、
弱
く
超
自
然
的
な
あ
る
質
理
一

推
理
や
論
敵
で
は
得
ら
れ
な
い
あ
る
眞
理
一
を
傳
え
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
た
。
彼
は
言
う
。
経
典
の
中
の
如

何
な
る
も
の
も
合
理
的
な
或
は
経
験
的
な
方
法
に
よ
っ
て
理
解
き
れ
る
世
界
に
は
翻
嬉
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
『
ヴ
ェ
ー
ダ
』

の
中
に
触
る
樹
木
の
こ
と
が
雷
わ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
我
々
の
植
物
學
的
世
界
に
均
す
る
い
か
な
る
樹
木
で
も
な
い
。
な
ぜ
た

ら
世
俗
の
木
は
い
か
な
る
も
の
も
植
物
學
の
様
な
世
俗
の
科
學
で
記
述
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ヂ
ャ
イ
ミ
ニ
の
場
合
は
、
相
撃
者

が
學
欄
の
分
科
を
塊
始
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
～
酉
洋
で
は
叛
逆
し
た
の
は
む
し
ろ
漏
足
し
な
か
っ
た
哲
學
者
の
方
で
あ
っ
た
の
が



　
　
が
。
併
し
ジ
ャ
イ
ミ
ニ
の
示
唆
は
と
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
か
か
る
分
科
に
封
ず
る
い
か
な
る
ま
じ
め
な
農
圃
も
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
西
洋

　
　
の
撰
者
か
ら
見
れ
ば
、
印
度
の
思
辮
的
護
展
は
邊
延
さ
れ
、
印
度
は
未
だ
に
ス
コ
ラ
的
な
時
代
一
そ
こ
で
は
哲
學
と
神
學
と
は
岡
じ
も

　
　
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ヨ
…
ロ
ツ
パ
思
想
の
あ
の
時
期
に
類
似
し
た
時
代
…
1
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
印
度
に
は
神
霊
を
主
と
し
な
い
と
こ
ろ
の
哲
學
が
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
全
く
非
宗
教
的
な
哲
學
が
あ
る
と
は

　
　
私
は
思
わ
な
い
。
將
來
何
が
出
て
く
る
か
、
ま
た
パ
ン
デ
ィ
ト
が
彼
等
の
輝
か
し
い
孤
立
を
維
持
し
つ
づ
け
る
か
ど
う
か
は
豫
言
し
難
い
。

　
　
印
度
に
神
學
化
さ
れ
な
か
っ
た
暫
學
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
二
つ
の
學
問
を
匠
別
す
る
私
の
基
準
を
認
め
る
と
否
と
に
か
か

　
　
わ
ら
ず
、
殆
ん
ど
何
人
も
論
駁
煮
干
な
い
事
實
で
あ
る
。
紳
話
的
な
チ
ャ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
カ
や
ロ
ー
カ
…
ヤ
タ
の
（
唯
物
論
的
な
）
徒
が
い

　
　
た
こ
と
は
い
た
が
、
我
々
は
彼
等
の
行
爲
や
教
義
に
つ
い
て
冷
蔵
は
な
に
も
知
ら
な
い
1
現
存
し
て
い
る
の
は
起
源
も
時
代
も
あ
や
し

　
　
げ
な
六
つ
の
編
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
今
日
の
印
度
で
彼
自
身
の
思
想
を
教
え
て
い
る
哲
學
教
師
が
、
も
し
傳
統
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
と
意
見
を
異
に
し
た

　
　
り
、
自
分
の
思
想
を
経
典
の
概
念
で
裏
づ
け
よ
う
と
試
み
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
機
械
的
に
「
西
洋
人
」
と
渾
名
さ
れ
る
一
つ
ま
り
彼

　
　
自
身
の
や
り
方
で
、
匹
洋
風
に
哲
學
す
る
哲
尊
者
と
の
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ど
ん
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
よ
う
と
意
に
か
け
ぬ
印
度

　
　
人
の
哲
學
教
師
も
か
な
り
い
る
が
、
他
の
連
中
は
彼
等
特
有
の
理
由
か
ら
印
度
的
な
思
想
家
と
考
え
ら
れ
た
が
る
も
の
で
あ
る
一
と
い

　
　
う
の
は
例
え
ば
、
印
度
の
美
術
的
碁
器
に
は
す
ば
ら
し
い
美
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
申
に
生
れ
た
印
度
入
が
自
分
を
そ
れ
と
一
致
さ
せ

　
　
よ
う
と
し
た
と
て
彼
は
努
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
i
一
。
で
は
邸
度
の
哲
學
者
と
し
て
理
解
さ
れ
、
而
も
経
典
の
教
義
と
濁
立
に
、
或

　
　
い
は
そ
れ
と
矛
盾
し
て
ま
で
も
、
彼
自
身
の
思
想
を
立
て
た
い
と
思
う
思
想
家
は
ど
う
な
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
彼
は
そ
ん
な
こ
と
を

　
　
し
な
い
よ
う
に
と
望
ま
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
諸
君
の
中
で
し
ば
ら
く
印
度
人
の
黒
影
と
一
緒
に
い
た
こ
と
の
あ
る
人
は
私
に
同
意
し
て
く

　
　
れ
る
と
思
う
。
印
度
の
思
想
家
は
、
註
繹
家
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
に
過
去
に
於
て
も
現
在
に
於
て

3
　
も
望
ま
れ
て
來
た
。
新
奇
な
観
念
は
疑
わ
し
い
、
異
端
的
な
、
徽
迎
さ
れ
ぎ
る
も
の
、
要
す
る
に
「
西
洋
的
」
な
の
で
あ
る
。
此
の
様
な

廻　
　
　
　
　
　
西
洋
哲
畢
と
印
度
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九
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哲
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十
二
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五
〇

事
態
の
背
後
に
あ
る
心
理
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
慶
く
外
部
の
領
域
に
ま
で
及
ん
で
行
く
一
そ
れ
は
自
由
な
思
索
に
…
封
ず
る
悪

口
か
ら
始
ま
っ
て
、
口
紅
の
棒
や
白
粉
の
パ
フ
に
反
封
ず
る
冊
子
や
細
意
に
ま
で
亘
る
。
現
代
の
印
度
教
の
指
導
者
達
は
彼
等
の
熱
心
な

會
衆
に
向
っ
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
國
産
で
は
な
い
と
告
げ
る
。
そ
し
て
印
度
教
と
盲
自
獲
麟
繍
主
義
と
は
不
可
分
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
印
度
の
女
性
の
美
容
口
㎜
は
、
こ
れ
ら
現
代
の
貧
弱
な
大
量
生
産
晶
な
ど
に
較
べ
て
、
は
る
か
に

複
雑
で
、
高
贋
で
、
わ
ざ
と
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

　
今
や
我
々
は
問
題
の
核
心
に
來
た
の
で
あ
り
、
西
洋
の
學
者
が
現
代
の
印
度
思
想
家
の
誤
り
と
し
て
非
難
す
る
最
も
根
本
的
な
貼
に
言

及
し
得
る
。
現
代
印
度
の
哲
學
・
榊
畢
者
が
西
洋
に
蒸
し
て
な
す
中
心
的
な
非
難
は
、
残
念
乍
ら
些
細
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
根
糠
が
な

い
。
諸
君
が
印
度
の
知
識
人
に
世
界
の
ど
こ
か
で
出
遭
う
な
ら
ば
、
彼
等
は
、
印
度
は
「
傷
心
的
」
で
西
洋
は
「
物
質
一
8
」
だ
と
い
う
手

際
の
よ
い
知
識
を
與
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
印
度
教
徒
の
常
置
の
商
晶
で
あ
っ
て
、
私
は
現
代
印
度
の
最
高
の
思
想
家
で
す
ら
も

こ
の
見
解
に
裏
書
き
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
に
止
め
て
置
こ
う
。
こ
の
貧
弱
な
概
括
は
十
九
世
紀
及
び
二
十
塁
審
初
期
の
ほ
ん
と
う

に
善
い
人
々
ー
ス
ワ
ミ
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
：
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
か
テ
ィ
ラ
ク
と
か
意
う
よ
う
な
人
々
の
、
善
意
か
ら
の
、
し
か
し
誤
っ
た
知
識

か
ら
の
説
論
に
ま
で
遡
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
此
の
種
の
議
論
は
、
我
々
が
第
二
舗
に
於
い
て
意
味
論
的
乃
至
倫
理
學
的
見
地
か

ら
論
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
問
題
を
派
生
す
る
。
併
し
こ
こ
で
は
、
思
想
の
閥
題
に
封
ず
る
印
度
人
と
（
現
代
の
）
西
洋
人
の
態
度
の
基

本
的
相
違
に
つ
い
て
の
私
の
考
を
述
べ
て
結
論
と
し
た
い
。
西
洋
思
想
と
印
度
思
想
と
が
す
き
ま
も
な
く
び
っ
し
り
と
囁
別
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
あ
る
と
は
私
は
禁
じ
な
い
が
、
併
し
誉
者
の
態
度
に
は
支
配
的
に
梢
落
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
主
張
す
る
。
　
「
支
配
的
に
」
と

い
う
黙
を
注
意
し
た
い
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
側
に
、
他
方
の
側
に
一
般
的
に
存
在
す
る
も
の
と
調
和
す
る
人
々
や
鋸
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
す
る
こ
と
も
勿
論
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今
こ
こ
で
私
が
、
西
洋
が
哲
學
的
態
度
に
満
て
支
配
的
に
批
判
的
で
あ
り
論
辮
的

で
あ
る
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
諸
君
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
そ
の
留
学
の
印
度
人
の
態
度
は
諸
君
に
耳
新
ら
し
い
門
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
と
思
う
。
批
判
的
又
は
論
辮
的
な
る
に
反
劉
な
こ
の
態
度
を
ば
、
私
は
熱
狂
的
な
態
度
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
哲
學
の
扱
い
方
の



　
　
　
ヒ
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
相
反
す
る
二
つ
と
し
て
の
批
判
的
（
鼠
琴
＆
と
熱
狂
的
（
鶏
鋏
鼠
節
・
。
腎
）
と
い
う
擁
別
は
私
自
身
の
用
語
で
あ
っ
て
、
私
の
論
交
に
親
し
ん

　
　
　
で
お
ら
れ
る
諸
君
は
何
度
と
な
く
出
く
わ
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
遜
別
は
、
先
に
言
っ
た
、
我
々
の
印
度
の
同
僚
が
選
ん

　
　
だ
淺
薄
で
誤
っ
た
概
括
の
恩
愛
を
暴
露
す
る
た
め
に
だ
け
で
も
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
諸
君
の
記
憶
せ
ら
る
る
如
く
、
私
は
實
存
主
義

　
　
者
を
此
の
講
演
に
於
け
る
審
判
者
の
席
か
ら
退
け
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
等
が
批
鋼
的
で
な
く
甚
だ
熱
狂
的
で
あ
り
、
そ
の
性

　
　
質
を
印
度
思
想
と
共
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
彼
等
は
字
義
通
り
に
熱
狂
的
な
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
の
慣
用
句
に
言
う
「
紳

　
　
　
に
満
た
さ
れ
た
」
（
鎌
の
匂
。
　
（
｝
O
斤
齢
Φ
ω
　
〈
O
目
〉
と
い
う
態
度
を
取
る
。
私
に
は
最
も
秀
で
た
重
藤
主
義
者
と
思
わ
れ
る
ヤ
ス
。
バ
ー
ス
は
、
哲
學
の

　
　
本
質
は
「
感
動
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
し
（
b
J
Φ
け
吋
O
｛
h
①
心
乱
【
Φ
一
昌
）
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
熱
狂
的
な
心
を
持
つ
人
は
傳
統
や
教
門
者
の
命

　
　
令
や
そ
れ
自
身
の
紳
秘
的
な
幻
影
に
よ
っ
て
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
丁
度
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
ザ
ハ
ト
ポ
ー
ク
の
申
の
教

　
　
化
の
教
授
の
や
う
に
、
自
己
の
理
性
の
司
法
椹
を
喜
ん
で
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
此
の
（
批
剣
的
な
心
封
熱
狂
的
な
心
と
い
う
）
臨
別
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
継
り
押
し
つ
け
よ

　
　
う
と
は
思
は
ぬ
一
そ
の
臓
別
は
歴
史
約
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
問
題
的
な
の
で
あ
る
。
堕
ち
千
五
薫
年
以
上
の
闘
、
西
洋
も
熱
狂
的
な

　
　
哲
學
を
教
え
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
を
績
け
た
い
と
願
う
少
数
の
人
々
も
い
る
ー
ー
併
し
我
々
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
世
紀
を
闇
黒
時
代
と

　
　
呼
ん
で
い
る
の
だ
。
印
度
に
は
そ
の
避
の
場
合
と
な
る
批
判
的
な
時
代
が
何
世
紀
か
つ
づ
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
が
然
し
、
短
い
批
判

　
　
的
な
歌
態
や
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
散
群
論
に
起
つ
た
批
判
的
な
學
派
は
存
在
し
た
し
、
彼
等
は
當
時
と
し
て
は
最
も
徹
底
し
た
分
析
論

　
　
蓄
と
し
て
賞
讃
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
現
代
の
教
養
あ
る
西
洋
人
は
、
翻
課
を
淫
し
て
、
『
道
徳
経
』
や
『
論
語
』
と
同
じ
よ
う
に
、
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
』
や
『
ウ
パ

　
　
　
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
を
呑
ん
で
い
る
。
同
じ
よ
う
に
教
育
の
あ
る
印
度
教
徒
は
、
プ
ラ
ト
ン
・
カ
ン
ト
・
ま
た
恐
ら
く
は
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
に
か

　
　
な
り
親
し
ん
で
い
る
。
印
度
の
傳
統
に
激
し
て
同
情
的
な
西
洋
の
書
生
を
驚
か
せ
る
の
は
、
不
感
と
教
訓
と
数
多
の
倫
理
的
な
訴
え
で
あ

5
　
　
る
。
若
し
彼
が
現
代
哲
二
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
ら
と
共
に
詳
述
的
な
命
題
の
飲
如
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
反
封
に
酉
洋
の
盤
陀
的

毅　
　
　
　
　
　
西
洋
暫
學
と
印
養
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
哲
墨
研
究
　
錦
間
馬
孤
＋
瓢
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流
燈

燭
文
献
藁
ぶ
知
性
あ
る
印
度
人
写
生
の
氣
災
ら
な
い
の
は
・
鑛
や
「
覇
」
の
敏
如
で
あ
る
・
そ
れ
を
饗
う
と
し
た
ら
彼
薯
代

　
　
ギ
リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
れ
ら
を
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
豊
富
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
し
、
事
實
プ
ラ
ト
ン
を
好
む
に
，

　
　
至
る
。
我
々
の
何
人
に
も
ま
し
て
、
印
度
の
憶
想
者
は
プ
ラ
ト
ン
を
愛
す
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
酋
洋
の
プ
ラ
ト
ン
占
考
の
大
部
分
は
こ

　
　
　
の
哲
學
の
王
者
を
取
り
扱
い
な
が
ら
も
そ
の
見
解
を
非
常
に
攣
え
て
し
ま
っ
た
の
に
封
し
て
、
パ
ン
デ
ィ
ト
の
そ
の
筏
昔
の
師
匠
達
に
樹

　
　
す
る
評
領
は
殆
ん
ど
或
い
は
全
く
攣
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
プ
ラ
ス
ダ
ー
ナ
ト
ラ
ヤ
』
（
霞
p
。
。
。
田
釧
奉
募
旨
）
に
封
ず
る
ス
コ
ラ
的
な

　
　
註
騨
家
達
と
か
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
の
學
匠
や
そ
の
弟
子
達
を
取
り
上
げ
て
、
彼
等
の
成
果
を
、
相
も
攣
ら
ぬ
傳
統
を
唯
一
の
書
く
に
値

　
　
す
る
も
の
と
し
て
註
諾
す
る
現
代
の
パ
ン
デ
ィ
ト
の
成
果
と
較
べ
て
見
よ
。
千
年
経
つ
た
後
で
も
殆
ん
ど
そ
の
磁
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
但
し
言
葉
は
前
よ
り
も
專
門
化
し
、
気
転
に
な
り
、
詩
的
な
表
現
が
少
く
な
り
、
上
品
さ
も
減
っ
て
は
來
た
が
、
し
か
も
こ
の
鮎
を
別
と

　
　
す
れ
ば
、
先
輩
が
書
い
た
時
以
來
儲
の
兇
解
の
梱
違
も
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
批
判
的
な
吟
味
も
な
く
、
た
だ
繰
返
し
や
再
公
式
化
と
自
己

　
　
浦
足
の
過
多
と
が
至
る
所
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
今
や
我
々
は
第
一
節
を
盗
り
た
い
と
思
う
。
私
が
敵
お
う
と
し
た
こ
と
は
次
の
如
く
要
略
さ
れ
る
。
西
洋
の
糎
二
者
の
批
判
は
主
と
し

　
　
　
て
印
度
的
思
緋
に
「
弱
々
し
と
い
う
書
葉
を
用
い
る
こ
と
に
饗
し
て
な
さ
れ
る
。
彼
は
神
學
と
か
融
秘
主
義
と
か
或
は
形
而
上
學
と
か
い

　
　
う
言
葉
な
ら
ば
是
認
す
る
で
も
あ
ろ
う
。
一
天
が
骨
壷
に
多
く
の
現
代
思
想
家
と
同
じ
意
見
の
下
に
、
形
而
上
學
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
意

　
　
味
に
於
て
は
も
は
や
哲
學
で
は
な
い
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
特
に
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
更
に
、
印
度
の
精
淋
主
義
は
西
洋
の
物
質
主
義
に

　
　
　
ま
さ
っ
て
い
る
、
と
い
う
一
般
的
な
印
度
人
の
主
張
を
批
判
す
乃
。
更
に
彼
は
（
或
は
む
し
ろ
私
は
）
、
哲
學
的
な
問
題
に
封
ず
る
爾
者
の

　
　
態
度
の
相
違
は
、
西
洋
は
支
配
下
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
今
も
そ
う
で
あ
る
の
に
齢
し
て
、
印
度
は
支
配
的
に
は
熱
狂
的
で

　
　
　
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
氣
つ
く
。
こ
の
繭
者
の
封
決
か
ら
一
つ
の
領
値
判
断
が
直
結
す
る
か
ど
う
か
は
更
に
検
討
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
（
課
　
梶
出
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一
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