
塞
種

(
S
a
k
a
)
の
イ
ン
ド
佛
教
史
と
の
交
渉

山

田

龍

城

イ
ン
ド
文
化
史
は
マ
ウ
ル
ヤ
王
朝
の
出
現
に
よ
つ
工
大
き
い
韓
換
を

見
せ
た
が
、
そ
の
波
落
に
よ
つ
工
、
ま
た
急
激
な
攣
化
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
攣
化
は
佛
教
教
團
に
も
反
映
し
工
い
る
が
、
ア
シ
ョ
、ー

カ
の
没
後

に
於
け
る
教
團
の
攣
化
、
及
び
教
読

の
攣
化
、に
は
顯
著
な
も

の
が
あ
る
。
帥
ち
教
團
と
し
工
は
部
派
佛
教

の
時
代
に
入
り
、
諸
派
の

論
議
は

い
よ
い
よ
盛
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
西
北
イ
ン
ド
に
は
有
部
が

優
勢
と
な
り
、
カ
ニ
シ
カ
時
代
に
至
つ
工
ア
ビ
ダ

ル
マ
の
研
究
は
最
高

調
に
達
し
、
途
に
有
部
の
勝
利
に
露
す
る
。

こ
れ
は
自
ら
正
統

を
以
工

任
ず
る
長
老
の
率
い
る
教
團

の
約
四
百
年
に
亙
る
動
行
の
傳
読
的
齢
結

で
あ
つ
工
、
そ
の
歴
史
的
謹
左
と
し
工
は
殆
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な

い
。
更
に
此
の
時
代
は
大
衆
を
基
盤
と
す
る
層
か
ら
、
大
乗
の
力
張
い

蓮
動
が
具
腱
的
な
形
を
持

つ
よ
う
に
な
る
時
機

に
相
當
し
工
い
る
。
而

る
に
こ
の
蓮
動
に
就
い
工
は
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
知
る
た
よ
り
に
な

る
何
ん
な
傳
読
も
な
い
。
佛
陀
の
読
法
が
レ
コ
ー
ド
に
な
つ
工
藪
百
年

間
、
龍
宮
に
秘
藏
さ
れ
た
り
、
雪
山
に
埋
藏
さ
れ
工
い
た
と
言
う
の
で

は
、
取
り
つ
く
術
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
大
乗
経
典
ハに
つ
い
工
は

西
紀
前
二
世
紀
か
ら
後
二
世
紀

の
四
百
年
よ
り
別
な
時
代
に
、
そ
の
成

立
を
考
え
る
こ
と
は
ど
う
し
工
も
許
さ
れ
な
い
。
從
つ
工
イ
ン
ド
佛
教

史

に
と
つ
工
此
の
時
代
ほ
ど
重
要
な
時
期
は
な

い
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
不
幸
に
し
工
此
の
時
代
は
イ
ン
ド
史

に
し
工
も
、
そ
の
思
想
史
に

し
工
も
、
こ
れ
ほ
ど
見
當

の
つ
か
な
い
時
期
は
な
い
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
人
の
政
椹
は
西
紀
前
三
世
紀

に
起

つ
工
、
イ
ン
ド
に
地
歩

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
二
世
紀

の
絡
る

の
を
待
た
ず
し
工
イ
ン

ド
か
ら
沿
失
す
る
。
イ
ン
ド
人

の
政
権
シ

ュ
ン
ガ
王
朝
は
ギ
リ
シ
ャ
人

を
イ
ン
ド
か
ら
追
い
出
す
機
を
つ
か
ん
だ
が
、

イ
ン
ド
内
の
地
方
政
権

の
間
に
挾
さ
ま
れ
工
、
そ
の
影
は
薄

い
。
そ
し
工
イ
ン
ド
は
統
」
な
き

バ
ラ
バ
ラ
の
歌
態
を
限
り
な
く
綾
け
る
。

シ
ャ
カ
族

(
S
a
k
a
,
 
S
a
k
a
)

が
イ
ン
ド
に
姿
を
現
し
、
イ
ン
ド
を
支
配
し
、

イ
ン
ド
文
化
と
交
渉
を

も
つ
た
の
は
、
ち
よ
う
ど
此
の
時
期
に
當

つ
工

い
る
.
從
來
ほ
と
ん
ど

佛
教
史

に
於
工
考
え
ら
れ
な
か
つ
た
問
題
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

シ
ャ

塞
種

(
S
a
k
a
)
の
イン
ド
佛
教
史

と

の
交
渉

(
山

田
)
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塞
種

(
S
a
k
a
)
の
イ
ン
ド
佛
教
史
と
の
交
渉

(山
 
田
)

力
族

の
動

行
が
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
工
い
る
限
り
、
そ
れ

を
除
外
す

べ
き
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
シ
ャ
カ
族
が
イ
ン
ド
で
如
何
に
取
り
扱
わ
れ
工
い
る
か
と
言
う

に
、
イ

ン
ド
人
は
こ
れ
を
殆
ん
ど
取
上
げ
工
い
な
い
。
そ
の
名
は
マ
ヌ

法
典
ハ
(
一
〇
・
四
四
)
に
見
え
る
け
れ
ど

も
、
ド

ラ
ヴ
ィ
ダ
族

・
ヤ
ブ

ナ

(
ギ
リ

シ
ャ
)
族

・
チ
ー
ナ

(
シ
ナ
)
族
と
共
に
そ
の
名
構
を
學
げ

工
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
佛
教
文
献

に
な
る
と
民
族
と
し
工
の
シ
ャ
カ
を

知
づ
工

い
た
の
か
何
う
か
疑
わ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
イ
ン
ド
人
は

一
般

に
ア
リ
ア

ン
以
外
の
民
族

に
封
し
工
關
心
を
彿
わ
な
か
つ
た
か
ら
、
異
ハ

民
族
が
そ

の
文
献
に
現
れ
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ギ
リ

シ
ャ
人
は
灌
威
あ
る
佛
典
ハミ
リ
ン
グ
パ

ン
ハ
の
内
に
そ
の
主
人
公
と
し

工
重
視
さ
れ
、
貴
霜
王
朝

の
カ

ニ
シ
カ
は
佛
教
傳
読
で
は
極
め
工
重
要

な
人
物
と
し
工
聖
典
ハに
語
ら
れ
工
い
る
。
こ
れ
に
反
し
工
、
シ
ャ
カ
族

は
イ
ン
ド

の
一
般
文
献
に
も
な
く
、
佛
典
ハに
も
殆
ん
ど
無
硯
さ
れ
、
そ

の
存
在
さ
え
も
忘
れ
ら
れ
工
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
シ

ャ
カ
族

の
存
在
に
つ
い
工
、
そ
の
民
族
の
活
動
、
及
び
そ
の

民
族
の
建

工
た
國
に
つ
い
工
イ
ン
ド
外
の
文
獄
は
、
幾
多
の
報
告
を
な

し
工
い
る
。
西

方
の
資
料
と
し
工
は
、
古
く
ダ
リ
ウ
ス
の
碑
文
を
は
じ

め
、
メ
ガ
、ス
テ
ネ
τ
ス
の
漸
片
、
及
び
多
く
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
史
書
が

あ
る
。
こ
れ
を
シ
ナ
に
求
め
工
も
西
方
資
料
に
劣
ら
な
い
も
の
を
有
し

工
い
る
。
例
え
ば
史
記
の
傳
え
る
大
宛
王
な
る
母
寡

は

モ
ガ

(
M
o
g
a

=
m
a
u
e
s
)
と
その
音
が
通
じ
工
居
り
、

イ
ン
ド
に
シ
ャ
カ
族

の
王
國

を
は
じ
め
工
建
工
た
マ
ウ

エ
ス
を
想
起
せ
し
め
為
。

母
寡

に
代
つ
工
大

宛
王
と
な
つ
た
昧
察
が
シ
ャ
カ
族

に
關
係
あ
る
こ
と
を
構
え
る
學
者
も

(
1
)

あ
る
。
し
か
し

「塞
種
」
を
語
る
の
は
史
記
で
な
く
し
工
、
前
漢
書
で

あ
る
が
、
本
書
で
も
、
シ
ナ
が
西
紀
前

の
シ
ャ
カ
族
を
知
つ
工
い
た
こ

と
を
示
す
黙
で
は
確
實
な
謎
櫨

に
な

る
。
「塞
王
」
の
活
動
、
休
楯

・

損
毒
と
い
う
シ
ャ
カ
族
の
國
に
就
い
工
報
告
す

る
前
漢
書

に
は
、
厨
賓

(
ガ
ン
ダ
ー
ラ
)
に
國
を
建
工
た
同
族
の
風
習

・
政
情
が
詳
し
く
語
ら

れ
工
い
る
。
ま
た
後
漢
書

(
一
八

一
一
左
)
に
な

る
と
、
商
血栗
を
螢

み
、
富
裕
な
大
國
と
し
工
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
弱

い
種
族
だ
と
、

シ
ャ
カ
族
の
特
質
を
傳
え
工
い
る
。
高
附
國

(
カ
ー
ブ

ル
)

の
名
で
記

さ
れ
工
い
る
の
が
帥
ち
こ
れ
で
あ
る
。

斯
く
古
く
か
ら
西
方
で
も
、

シ
ナ
で
も
、

こ
の
種
族

に
注
意
が
梯
わ

れ
工
い
た
の
に
、
イ
ン
ド
が
こ
れ
を
無
覗
し
工
い
た
が
爲
に
、
佛
教
史

は
シ
ャ
カ
族
を
曾
工
問
題

に
し
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
可
否
は
別
と
し
工
、
問
題

に
な
ら
な
か
つ
た

こ
と
は
當
然
と
言
え
る

か
も
知
れ
な
い
。

1
 
J
A
O
S
 
3
7
 

(1
9
1
7
)
,
 
F
r
e
d
r
i
c
e
 
H
i
r
t
h
:

K
i
e
n
,
 
p
.

1
4
5
.
 

で
は
 
N
u
m
i
s
m
a
t
e
n
c
 
C
h
r
o
n
i
c
l
e
,

p
.10
3
 
f
f
.
A
.
G
u
q
g
h
a
m
 
の
「
シ
ャ
カ
貨
」
に
よ
り
昧
藥
を
M
o
a

or
 
M
a
u
aに當
工
る
。
な
お
、
母
寡
は
M
o
g
aに
通
じ
る
が
、
碑
丈
・

古
銭
で
 
M
a
u
e
s
 

王
は
寓
。
M
o
g
a
,
 
M
o
a
に

當
る
。
T
a
r
n
:
-
r
k

i
n
 
B
a
c
t
r
i
a
 
a
n
d
 
I
n
d
i
a
,
 
G
a
m
b
r
i
d
n
i
.
 

1
9
5
1

1
p
.
3
0
8
.
で
は
、
母
寡
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に
M
a
u
a
k
e
s
-
M
a
u
k
e
s

の
名
を
想
定
し
工
い
る
。

二

大
藏
経
を
見
る
に
、
佛
傳
の
内
に

「
シ
ャ
カ
文
字
」
と
い
う
軍
語
が

一
つ
、
密
教
経
典
ハ
に

「
シ
ャ
カ
佳
所
」
と
い
う
輩
語
が

一
つ
、
た
だ
こ

の
二
語
が
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら

は
シ
ャ
カ
族

の
存
在
を
問
題
に
し
工
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

資
料

の
極
度
に
と
ぼ
し
い
シ
ャ
カ
族

に
關
係
す
る
記
録
と
し
工
、
こ

れ
だ
け
で
も
我
女
に
與
え
る
示
唆
は
貴
重
で
あ
る
。
先
ず
佛
傳
ラ
リ
タ

(
2
)

ヴ

ィ

ス
タ

ラ

の
内
S
a
k
a
n
i
-
l
i
p
i

(
シ

ャ
カ
族

の
文

字

)

と

あ

る

が
、

こ

の
名

は
最

古

の
佛

傳

マ

ハ
ー
ブ

ス
ツ

に

は
出

工
來

な

い
。

そ

し

工

マ

(
3
)

ハ
ー
ブ

ス
ツ
に
あ
る
 
Y
a
v
a
n
n
(ギ
リ
シ
ャ
人
の
文
字
)
は
、

ラ
リ
タ

ヴ
ィ
ス
タ
ラ
に
於
工
浩
失
し
、
そ
の
代
り
に

「
シ
ャ
カ
族
の
文
字
」
と

な
つ
工
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
西
紀
前
三
世
紀
か
ら
前
二
世
紀

に
か
け
工
イ
ン
ド
に
政
権
を
有
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
前

一
世
紀

に
な

る
と
シ
ャ
カ
族
に
ょ
つ
工
替
わ
ら
れ
、
西
北
イ
ン
ド
の
事
惰
は
急
攣
す

る
。
こ
の
惰
勢
を
念
頭
に
お
い
工
、
上
記
の
爾
佛
傳

に
見
え
る
攣
化
を

注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
よ
く
そ
の
時
代
を
反
映
し
工

い
る
黙
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
・時
に
爾
」者
の
相
違
黙
を
・も
つ

工
そ
れ
ぞ

れ
の
成
立
時
代
を
推
定
す
る

一
の
尺
度
と
す
る
こ
と
も
で
き

る
わ
け
で
あ
る
。
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
の
漢
繹
と
認
.め
ら
れ
る
普
曜
経

(
A
 
D
.
3
0
8

課
・
大
正
三
・
四
九
八
中
)
に
は
、
「夷
秋
寒
〔

と
い
う
繹
語

が
見

え
、

シ

ャ

カ
族

に
當

工

工
見

る

こ
と

が

で

き

る
が
、

原

文

は

囚
や

ra
t
a
で
あ

り
、

ま

た

別

に
ギ

リ

シ

ャ
人

を

意

味

す

る

「
大

秦

」

と

い

う
諜

語

も

あ

つ
工
、

ラ

リ

タ
ヴ

ィ

ス

タ

ラ
と

相
違

し

工

い

る
。

(
4
)

次
に
密
教
部
に
属
し
西
紀
六
世
紀
繹
の
孔
雀
王
経
に
は

「
シ
ャ
カ
族

住
所
」
な
る
軍
語
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
シ
ャ
カ
族

の
郷
土
と
し

て
、
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
湖
水
地
幣
が
イ
ン
ド
人
の
間
に
知
ら
れ
工
い

た
事
實
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
佛
教
教
團
と
は
何
の
か
か
わ

り
も
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
た
と
い
片
影
で
も
、
そ
の
存
在
が
大
藏

経
に
現
れ
工
い
る
の
は

幸
で
あ
つ
た
。
し
か
し
イ
ン
ド
史

に
と
つ
工
も
、
佛
教
に
と
つ
工
も
、

何
等
意
味
の
な
い
も
の
と
し
工
取
上
げ
ら
れ
た

こ
と
が
、
果
し
工
シ
ャ

カ
族
の
名
碁
で
あ
る
か
何
う
か
。

い
つ
れ
に
し
工
も
イ
ン
ド
文
獄

か
ら

締
出
さ
れ
工
い
た
シ
ャ
カ
族
は
イ
ン
ド
に
何
か
を
淺
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
事
實
イ
ン
ド
の
内
に
深
く
入
込
み
各
地
を
占
擦
し
、
幾
世
紀

に
亙

っ
て
イ
ン
ド
に
政
禮
を
保
ち
、

イ
ン
ド
文
化
に
關
係
を
も

っ
た
シ
ャ
カ

族

の
期
間
は
長
い
。
だ
か
ら
イ
ン
ド
文
献

に
跡

を
残
さ
な
い
の
は
、

シ

ャ
カ
族
自
身

の
知

っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
言
う

か
も
知
れ
な
い
。
彼
等

は
ギ
リ
シ
ャ
人
の
後
縫
者
と
し
工
、
貨
幣
を
多
く
鑛
造
し
た
。
そ
し
工

立
派
に
そ
の
活
動
の
跡
を
後
世

に
残
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
彼
等
は
ア
シ
ョ

カ
の
衣
鉢
を
つ

い

で
碑
銘

を
石

に
刻

し
、
そ
の
王
朝
を
永
遠

に
記
念
し
た
か
ら
で
あ

る
。
カ
ス
下
の
外
に
置

か
れ
、
時
に
そ
の
存
在
を
さ
え
イ
ン
ド
人
か
ら
無
覗
さ
れ
た
シ
ャ
ヵ
族

塞

種

(
S
a
k
a
)
のイ

ン
ド
佛

教
史

と

の
交
渉

(
山
 

田
)
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塞
届狸

(
S
a
k
a
)
の
イ

ン
ド
佛
離荻
史

と
の
交
渉

(
山

田
)

は
、

彼

等

自

身

で

そ

の
活

動

を

不
朽

な

ら

し

め

る
術

を

心
得

え

工

い
た

と
言

わ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

計

ら
ず

も
、

そ

れ
は

イ

ン
ド
、史

に
樹

し
、

佛

教

史

に
封

し

工

か

け
代

え

の
な

い
資

料

を
提

供
す

る

こ
と

に

な

つ
た

の

で

あ

る
。

2
 
L
e
f
m
a
n
n
,
 
p
.
2
5
.

1
.
2
0
,
 
S
a
k
a
r
i
-
に

つ
い
工
E
d
g
e
r
t
o
n
q
n
 
H
i
g
h
-

b
r
u
d
 
S
a
n
s
c
r
i
t
 
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y

は

こ
れ
を
訂

正
し
工

い
る
。

3
 
M
a
h
a
v
a
s
t
u
,
 
v
o
l
.

1
.
p
.
1
3
5
,
 

1
.
5

4
 
梁
扶
南

三
藏
曾
伽
婆

羅
誰
 
(
A
.
D
5
0
6
-
5
2
0
)
孔
雀
王
経

二
巻

に
は

「
渉
村
婆
他
那
」
(
大
正

・
一
九

・
四
五

一
中
・
終

五
行
)

と
あ

る
。
窟
義

澤
課

(
A
 
D
.
7
0
5
)
大
孔
雀
呪
王
経

三
霧
に
は

「
鍵
迦
虎
」
(
大
正
。

一

九

・
四
六
六
中

・
一
四
行
)

と
あ
る
。

こ
れ
は

梵
丈

の

旨
㊤
げ
鋤
,
 
誉
餌
鴇
口
笥

の
 
S
a
j
a
s
s
t
h
a
n
s
 

で
あ
り
、
ギ
リ

シ
ャ
人

の
S
a
k
a
s
t

で
あ
る
。

経
「に
は
K
a
p
i
s
a
(
今
目
の
B
e
g
r
a
m
i
)
や
V
a
l
l
a
b
h
i

(
今
日

の
 
K
a
t
h
i
a
-
,

w
a
r)
諸
國
と
並
稚
さ
れ
工

い
る
。
F
l
e
e
t
,
J
R
A
S
.
 

1
9
0
4
,
 
7
0
3
;
S
.

L
e
v
i
,
 
J
A
.

1
8
1
5
.
p1
8
-
1
3
8
。

滲
げ照
。

三

未

解

決

の
部

分

に
満

た

さ
れ

工

い
る

シ

ャ
カ
族

の
全
貌

を
誤

り

な
く

述

べ

る

こ
と

は
、

現
歌

に
於

工
飴

り

に
も

無
謀

な

企

工

と
言

え

る
で

あ

ろ

う
。

と

は

い

え
、

こ

れ
ま

で

一
世
紀

を
越

え

る
考

古

學

者

の
貴

重

な

努
力
は
、

お
の
つ
か
ら
そ
の
デ
ッ
サ
ン
を
試
み
得
る
覧

る
藻

を
牧

め

工

い
る
。

シ

サ

の
傳

え
た

・塞
種

・
ギ

リ

シ

ャ

の
傳

え
た

サ

ヵ

イ

イ

ン
ド
の
示
す
サ
ヵ
、

こ
れ
ら
の
言
葉
が
あ
ら
わ
す
民
族
の
外
延
は
、
必

ず
し
も

一
致
し
工

な
い
。
だ
が
い
つ
れ
も
そ

の
は
じ
め
は
遊
牧
の
民

と
し
工
、
『分
散
し
工
歎
國
と
な
つ
工

(前
漢
書
九
六

上

一
〇
左
)
は

い
た
と
し
工
も
、
定
佳
性
に
歓
け
工
い
た
黙
は
見
逃
し
得
な
い
。
ま
た

パ
ル
チ
ァ
に
接
近
し
た
時
代
は
、
時
に
パ
フ
ラ
ブ
族
と
混
同
さ
れ
、
事

實
混
血
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
黙
を
考
慮
に
入
れ

工
も
、
な
お
全
膿
と
し
工

一
つ
の
民
族
的
軍
位
と
な
つ
工
い
た
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
。
少
く
と
も
イ
ン
ド
に
現
れ
た
シ
ャ
カ
族

に
つ
い
工
は
、

確
實
に
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

シ
ナ
史
書

に
言
う
塞
王
南
下
の
問
題
に
は
、
な
お
多
く
考
う
べ
き
課

題
が
あ
り
、
假
読
を
立
工
る
に
し
工
も
種
女
の
疑
問
に
答
う
べ
き
謎
嫁

を
必
要
と
す
る
。
ス
キ
チ
ャ
に
關
し
工
、
ギ
リ
シ
ャ
皮
が
語
る
意
味
内

容
に
つ
い
工
も
、
そ
の
検
討
は
絡

つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
更
に

一
歩
を

進
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
烏
孫
に
追
わ
れ
た
大
月
氏
が
、
そ
の
璽
力

を
西
南
に
加
え
、
そ
の
墜
力
に
よ
つ
工
ガ
ン
グ

ー
ラ
地
方

に
安
佳

の
地

を
求
め
た
シ
ャ
カ
族
が
、
或
る
時
期
に
於
工
、

ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
湖

水
地
帯
に
、

一
旦
定
佳
の
地
を
固
め
た
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
し
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
地
方
は
い
わ
ゆ
る

「
シ
ャ
カ
の
郷
土
」
と
し
工
、

S
a
k
a
s
t
h
a
n
a

の
名
は
永
遠

に
記
入
さ
れ
、
今
日
で
も
 
S
e
i
s
t
a
n

と
い

う
名
稻
と
な
つ
工
、
古
い
な
ご
り
を
淺
し
工
い
る
。
シ
ャ
カ
族

の
入
り

込
む
前
は
別
の
名
構
で
あ
つ
た
。

マ
ケ
ド

ニ
ア
軍
が
侵
入
し
た
時
代
、

こ
の
地
方
は
 
D
r
a
g
n
i
a
n
a

の
名
で
し
か
呼
ば

れ
な

か

つ
た

の
で
あ
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る
。さ

工
イ
ン
ド
に
政
椹
を
立
工
た
シ
ャ
カ
族
は
、
そ
の
始
租
の
名
と
、

フ

ェ
ル
ガ

ナ

(大
宛
)
王
の
名
と
相
通
ず
る
故
を
も

つ
工
、
爾
者
の

一

致
を
探
用
す
る
と
、
し
な
い
と
に
拘
ら
ず
、

シ
ャ
カ
族
の
郷
土
シ
ャ
カ

ス
タ
ー
ナ
を
除
い
工
、
シ
ャ
カ
族
を
語
る
こ
と
は
至
當
で
な
い
。
碑
銘

(
6
)

な
ど
の
謹
糠
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド

に
來
た
シ
ャ
カ
族
は
二
種
の
群
に
な
つ
工
い
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
西
北
イ
ン
ド
に
國
を
建
工
た
も
の
で
、
ア
フ

ガ

ニ
ス
タ

ン
の
底
地
か
ら

ヘ
ル
マ
ン
ド
河
を
湖

つ
工

イ

ン
グ

ス
の
上

流
、
ガ
ン
グ
ー
ラ
の
地
に
來
た
も
の
。
そ
の
時
代
は
お
そ
く
も
前

一
世

紀
の
は
じ
め
で
あ
る
。
先
づ
タ
キ
シ
ラ
に
本
擦
を
も
ち
着

々
と
し
工
勢

力
範
團
を
損
大
し
た
。
そ
し
工
そ

の

一
部

は
早
く
も
前

一
世
紀
の
内

に
、
ガ
ン
ガ
ー
支
流
ヤ
ム
ナ
ー
河
邊
に
南
下
し
工
い
る
。
東
西
交
通
の

要
衝
で
あ
り
、
佛
教

・
ヂ
ャ
イ
ナ
教
が
榮
え
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
信
仰
の
本

擦
た
る
宗
教
都
市

マ
ツ
ラ
ー
に
根
を
下
し
た

一
族
が
そ
れ
で
あ
る
。

他
の

一
群
は
湖
水
地
帯
か
ら
東
南

に
道
を
取
つ
た
。
そ
の
通
路
に
横

わ
る
ボ
ー
ラ
ン
峠
を
越
え
る
と
、
其
虚
は
イ
ン
グ
ス
の
下
流

で
あ
る
。

イ
ン
グ
ス
の
デ

ル
タ
地
帯
に

「
シ
ャ
カ
の
島
」
(
シ
ャ
カ
ド
ヴ

ィ
ー
パ
)

と
い
う
名
構
が
あ
る
の
は
、
同
族
南
下
の
記
念
塔
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り

更
に
海
岸
澹
い
に
佳
み
良

い
地
を
求

め

工
進

ん
だ
彼
等
は
、

つ
い
に

「典
旦饒
の
地
」
(
ス
ラ
ー
シ

ュ
ト
ラ
)
を
獲
見
し
た
。

マ
ウ

ル
ヤ
王
朝

(
7
)

の
諸
王
が
治
水
の
爲
に
心
を
用
い
た
實
り
豊
か
な
、地
は
、
シ
ャ
カ
族
進

出
の
足
揚
と
し
工
不
足
は
な
か
つ
た
。
今
の
カ
チ

ァ
ワ
ル
牛
島
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
ナ
ル
マ
グ
ー
北
邊

一
帯
を
蓋

う
マ
ー
ル
ワ
ー
地
方

は
も
と
よ
り
、
西
紀

一
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
亙
つ
工
、
遠
く
ボ
ン
ベ
イ

附
近
ま
で
進
出
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、

シ
ャ
カ
族
は
進
路
を
別
に
し
工
、
北
と
南
か
ら
イ
ン

ド
の

一
角
を
手
中
に
牧
め
た
の
で
あ
る
が
、
相
互

に
牽
制
し
合
う
よ
う

な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
分
散
し
た
王
家

の
親
族
は
、
遠
く
は
な
れ
工
い

る
地
域
の
闇
で
も
、
緊
密
な
つ
な
が
り
を
も
つ
工
い
た
。

こ
れ
は
シ
ャ

カ
族
が
長
く
イ
ン
ド
に
政
権
を
保
ち
得
た

一
因
と
見
ら
れ
る
。
西
紀
前

に
そ
の

一
歩
を
印
し
工
か
ら
、
そ
の
後
約
五
百
年

イ
ン
ド
に
生
き
延
び

た
シ
ャ
カ
族
は
、

ク
シ
ャ
ー
ン
王
朝
が
覇
権
を
握

つ
工
か
ら
も
、
そ
の

下
で
ク
シ
ャ
玉
ラ
バ

(
太
守
)
と
し
工
地
方
政
権

を
澹
當
し
工
い
る
。

ギ
リ
シ
ャ
人
は
王

(
B
a
s
i
e

o
p
o
s
.
R
a
j
a
)
し
工
、

或
は
救
世
圭
 
(
S
o-

t
e
r
,
 
T
r
a
t
a
e
a
)
と
言
い
、

ま
た
大
王

(
<
a
h
a
r
a
j
a
)
と
い

う
構
號
を

ほ
こ
り
、
ペ
ル
シ
ャ
系

の
パ
フ
ラ
ブ
は
王
中
王
(
B
a
s
h
s
i

R
a
j
a
t
i
r
a
j
a
)
の
構

號

を
も
つ
工
、
イ
ン
ド
に
號
令
し
た
の
で
あ

つ
た

が
、

一
般
に
シ
ャ
カ
族
は
控
え
目
な
ク
シ
ャ
下
ラ
バ

(
太
守
)

の
名
稻

で
満
足
し
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
地
方
政
治
に
臨
ん
で
い
た
。

こ
の
仕
方

は
、
名
を
捨
工
實
を
と
る
此
の
種
族

の
性
格
を
示

し
、
シ
ャ
カ
族
が
長

く
政
権
を
保
ち
得
た
も

一
つ
の
因
と
見
ら
れ
る
。
更
に
シ
ャ
カ
族
が
榮

え
た
原
因
と
し
工
、
彼
等
が
好
い
時
機
に
遭
遇
し
た
黙
を
基
げ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
後
漢
書
が
語
る
如
く
、
商
業
を
得
意
と
し
た
向
族
は
、
西
紀
前

塞
種

(
S
a
k
e
)
の
イ
ンド
佛
教

史
と

の
交
渉

(
山

田
)
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寒
種
一
(
S
a
k
e
a
)
の
イ

ン
ド
佛
教
史
と
の
交
渉

(山
一
 田
)

後
か
ら
急
速
な
獲
展
を
見
せ
た
海
上
貿
易
を
利
用
す
る
地
位
に
あ
つ
た

こ
と
で
あ
る
。
當
時
西

イ
ン
ド

岸

一
帯
は
、
外
図
と
の
商
取
引
に
よ

っ
工
未
曾
有

の
繁
榮
を
示
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア

・
エ
ジ
プ
下
及
び
そ
れ
ら

を
通
し
工
地
中
海
諸
図
と
の
貿
易
は
西
イ
ン
ド
南
イ
ツ
ド

の
維
濟
を
ゆ

た
か
に
し
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
財
力
は

一
方
ア
ン
ド
ラ
王
朝

の
文
化

を
育
工
る
原
動
力
左
な
つ
た
の
も
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
或
る
時
期

に
於
工
、
シ
ャ
カ
族
は
ア
ン
ド
ラ
王
朝
を
退
ぞ
け
、
イ
ン
ド

の
重
要
な

(
8
)

貿
易
港
を

一
手
に
お
さ
え
た
跡
を
さ
え
淺
し
工
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
が
シ
ャ
カ
族

の
永
綾
し
た

一
因
-と
、な
つ
工
い
た
こ
と
も
見
逃
し
得
な

い
。あ

た
か
も
此

の
時
期
に
於
工
、
佛
教
教
團
は
シ
ャ
カ
族

の
支
持
を
得

工
い
る
。
ま
た
シ
ャ
カ
族
と
抗
箏
す
る
ア
ン
ド
ラ
王
朝
か
ら
も
保
護
を

受
け
た
。

こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
機
會

に
出
會

つ
た
佛
教
教
團
と
し

て
、
善
か
れ
悪
か
れ
何
等
か
の
攣
化
を
受
け
ぬ
は
ず
は
な
い
。
先
ず

シ

ャ
カ
族
と
佛
教
と
の
關
係
を

一
瞥
し
よ
う
。

5
 
J
 
W
.
M
c
c
o
e
n
w
j
d
i
w
 
1
8
8
5

1
 
A
c
n
e
i
n
c
i
e
n
 
d
e
s
c
r
i
r
i
b

o
b
d
e
 
b
y

P
t
l
m
y
 
(
A
.
D
.

11
.)
p
p
.
2
8
3
-
5
,
 
3
2
5

6
 
タ
キ

シ
ラ
出

土

の
パ

ー
チ

カ
銅
版

(
K
w
o
n
i
w
n
w
,
n
o
 
1
3
)
は
、
M
o
g
a

大
王
七
八
年

の
記
録
を
竜

つ
の
で
有
名

で
あ

る
。

こ
の
内
G
h
u
k
e
s
ω

の

太
守
な
る
 
L
i
e
s
e
w
 
K
u
s
i
w
n
k
e

の
子
P
a
t
i
k
aに
よ
る
舎

利
奉

安

の
記

が
あ
る
。
叉

マ
ツ
ラ
ー
出

土
の
獅
子
頭
銘

(
K
o
n
o
w
m
,
 
n
o
.
1
5
)

は

マ
ハ

ー
ク
シ
ャ
ト

ラ
バ
P
a
t
i
e
kの
名
を
出
し
、
S
a
k
e
i
n
w
i
を
竜
引
、合

に
出

す
。

シ
ャ
カ
族
が

シ
ャ
カ

ス
タ
ー
ナ
に
關
連
し

工
親
屡

結
合

の
謹
擦

で
あ

る
。

7
 
G
H
I
.
v
o
l
.
1
M
a
p
 
5
,
 
S
a
k
a
d
v
i
r
i
w
p

を
示
す
。

ア
シ

ョ
ー
カ
法
勅

の

あ
る
ギ

ル
ナ

ル
の
岩
壁
は

シ
ャ
カ
の
大
ク

シ
ャ
ト

ラ
バ
R
u
r
a
d
m
a
n
e

に
よ
る
刻

丈
が
あ
り
、

チ
ギ

ン
ド
ラ
グ
プ

タ
王

の
治
水
事
業

と
孫

ア
シ

ョ

ー
カ
大
王

の
治
水
を
記
し
、

シ
ャ
カ
族
が
更
に
貯

水
池

の
修
理

に
當

つ
た

記
録
を
残
す
。

(
I
.
A
.
1
8
7
8
.
b
o
l
s
 
2
5
7
 
f
f
 
N
o
.

9
6
5
)
。
こ
の石
に
は
後

の
ス
カ

ン
ダ
グ
プ

タ
に
よ

る
長
丈

の
碑

銘

竜

あ

る
。

8
 
P
e
r
i
b
u
s
 
M
a
r
e
i
n
w
i
 
E
r
y
t
h
a
e
i
 
M
c
C
s
.
1
8
7
9

村
川
堅

太
郎
課
、

エ
リ

ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案

内
記
、

五
二
節
、

及
び
そ

の

「
註
」

参

照
。

四

西

紀

前

一
世
紀

マ
ウ

エ
ス
が

イ

ン
ド

に

シ

ャ
カ

政
灌

を

建

工
た

時
、

イ

ン
ド

の
西

北

タ

キ

シ

ラ
を

中

心

と

し

工
、

佛

教

が
行

わ

れ

工

い
た

こ

と

は
、

殆

ん
ど

疑

い
な

い
。

ギ

リ

シ

ャ
人

テ

オ
ド

ス
が
佛

舎

利

を

奉

(
9
)

安
し
た
讃
糠
も
あ
る
。
有
名
な
パ
ー
テ
イ
カ
銅
版

に
よ
り
、

マ
ツ
ラ
ー

太
守
の
銘
に
よ
っ
工
、
シ
や
力
族
が
佛
舎
利
を
奉
安
し
た
事
實
も
知
ら

(6
)

れ
工
い
る
。

し
か
し
マ
ウ

ヱ
ス
自
身
が
熱
心
な
佛
教
信
者
と
し
工
、
自
ら
篶
造
し

た
貨
徹
巾に
佛
像
を
刻
し
た
と
い
う
、

タ
ー
ン
博
士

の
圭
張
は
、
シ
ャ
カ
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族
に
封
す

る
正
し
い
理
解
を
歓
く
も
の
と
言
わ

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。

シ
ャ
カ
族
は
下
ル
コ
系
と
考
え
ち
れ
る
が
、

一
般
に
猫
自
の
文
化
を
も

た
ず
、

そ

の
地
に
あ
つ
た
先
在

の
文
化
を
容
易
に
播
取
す
る
素
質
を
有

し
工
い
た
。
だ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
人

の
貨
幣
を
模
倣
す
る
と
共
に
、
イ
ン

ド
文
化
を
取
入
れ
、
後
に
は
佛
教
を
支
持
し
、
バ
ラ
モ
ン
に
も
奉
献
を

怠
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
實
は
窟
院
に
残
さ
れ
た
銘
を
見
れ

ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ア
シ

ー
カ
王
が
佛
教
を
特
に
支
持
し
た
も
の

と
は
趣
を
異
ハに
し
工
い
る
。
シ
ャ
カ
族
に
は
文
化
に
畑封
す
る
選
揮
も
な

く
、
猫
創
性
も
見
ら
れ
な
い
。

マ
ー
シ
ャ
ル
は
己
に
マ
ウ

エ
ス
貨

の
佛

像
を
否
定
し
工
い
る
が
、
カ

ニ
シ
カ
以
前
二
百
年
佛
像
の
貨
幣
が
マ
ウ

エ
快
に
よ
つ
工
創
始
さ
れ
た
見
解
は
、
如
何
な
る
黙
か
ら
も
支
持
さ
れ

(
1
0)

な
い
。

そ
れ
で
は
シ
ャ
カ
族
政
灌
の
最
初
の
指
導
,
 
者
と
し
工
マ
ウ

エ
ス
は
、

如
何
な
る
宗
教
を
も
つ
て
い
た
か
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
積
極
的
な
資

料
は
な

い
け
れ
ど
も
、

タ
キ
シ
ラ
の
一
角

旨
J
a
h
n
e
i

に
見
出
さ
れ
た
ゾ

(
11
)

ロ
ア
ス
タ
ー
の
寺
院
の
如
き
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
獲
詳
地

で
あ

り
、
シ

ャ
カ
族
の
郷
土
で
あ
る
シ
ャ
カ
ス
タ
ー
ナ
と
シ
ャ
カ
の
イ
ン
ド

侵
入
時
代

の
イ
ン
ド
と
の
結
合
を
暗
示
す
る

一
例
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
よ
つ
工
シ
ャ
カ
族
が
イ
ン
ド
に
侵
入
し
た
當

初

に
は
、

シ
ャ
カ
族

の
間
に
受
け
つ
が
れ
た
ゾ

戸
ア
ス
タ
レ
教
を
持
ち
込
ん
だ
と

い
う
推
定

が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
在
佳
し
工
年

月
を
経
る
と
、
そ
の
地
に
榮
え
た
宗
教
を
無
雑
作
に
取
り
入
れ
る
の
で

(12
)

あ
る
。

こ
の
事
實
を
報
告
す
る
も
の
は
、
彼
等

が
残
し
た
窟
院
の
銘
文

で
あ
る
。
帥
ち
彼
等
は
佛
舎
利
を
奉
安
し
、
僧

房
を
寄
進
し
、
土
地
を

捧
げ
、
村
を
寄
附
し
、
比
丘
に
衣
食
を
給

し
、

四
方
僧
伽

に
供
養

す

る
。
し
か
し
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
が
佛
教
に
限
ら
れ
工
い

な
い
難
で
あ
る
。
彼
等
は
よ
り
豊
富
な
寄
進
を

バ
ラ
モ
ン
に
樹
し
工
も

實
行
し
た
。
帥
ち
同
じ
銘
文
の
内
に
、
彼
等
は
バ
ラ
モ
ン
に
幾
十
萬
の

牛
を
奉
納
し
、
村
落
を
寄
進
し
、
浴
揚
を
献
納

し
、
毎
年
十
萬
の
バ
ラ

モ
ン
に
施
食
し
、
八
人

の
バ
ラ
モ
ン
に
妻
を
施
す
な
ど
、
自
ら
の
善
行

を
誇
示
す
る
に
勉
め
工
い
る
。
こ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
彼
等
の
信
仰

の
現

れ
と
見
る
の
は
速
噺
に
す
ぎ
よ
う
。
銘
文
の
言
葉
か
ら
見
工
も
、

こ
れ

ら
の
行
爲
は
同
族
繁
榮

の
爲
で
あ
り
、
同
時
に
彼
等

の
経
濟
政
策

と
つ

な
が
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
銘
文
は
混
立父
梵
語
で
ナ
ー
シ
ク
市

に
、
プ
ラ
、
ク
リ

ッ
ト

(
12
)

で
ヵ
ル
レ
ー
市

に
刻
し
、

地
方
的
言
語
を
探
用
す
る
黙
で
は
、

ア
シ
ョ

ー
カ
の
故
智
を
模
し
た
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
内
容
は
信
仰
を
示
す

尺
度
と
し
工
、
彼
等

の
佛
教
教
團
に
封
す
る
純
粋
性
を
認
め
る
こ
と
は

難
し
い
。
イ
ン
ド
の
古
典
ハ劇
の
作
、家
が

「
シ

ャ

カ
族

の
後
斎
」
(
S
a
-

(
13
)
 

か
ら

犀
縛
騨
)
の
名
を
も
つ
、
王
の
義
弟
を
道
家
者
と
爲
し
工
シ
ャ
カ
族
を
椰

か楡
つ
工
い
る
の
は
Y
た
だ
異
民
族
だ
か
ら
と
の
理
由
だ
け
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
彼
等
の
残
し
た
碑
銘
は
、
む
し
ろ
、
彼
等
が
生
き
工
い
た

む

む

時
代
の
就
會
。
宗
教
を
反
映
す
る
記
録
と
見
る
こ
と
に
於
工
、
そ
の
意

義
を
認
む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

塞
繍狸
 (
S
a
k
e
s
)
の

イ

ン
ド
佛
教
史
と

の
亦
渉

(
山
 

田
)
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寒
三
種

(
S
a
k
a
)
の
イン
ド
佛

教
史
と

の
亦
渉

(
山

田
)

9
 
K
o
n
o
w
.
N
o
 
1
 
T
h
e
o
d
r
o
s

は

タ
キ
シ
ラ
よ
り
北

ス
ワ
ー
ト
に
在

つ

工
佛
舎

利
を
奉
安
し

工
い
る
。

10
 

丈
再他

一
八

三

(
二
九

五
月
)
拙
稿

「
イ

ン
ド
古
舳銭
と
イ

ン
ド
立久
化

史
」
滲
照
。

11
 
M
a
r
s
h
a
l
l
,
 
A
 
G
u
i
d
e
 
t
o
 
T
a
x
i
l
e
 
1
9
9
2
,
 
p
.
9
2
 

9
3

12
 
N
a
s
i
k碑
丈
、
L
u
d
e
r
si
:
-
N
o
.
11
3
1
.
K
a
r
l
e

碑
丈
、
L
u
d
e
r
s
:

-
N
o
.
1
9
9
0

13
 

M
r
c
c
h
k
t
i
k
a
n
k
i
e
n

に
現

れ
る
S
a
m
a
s
t
h
a
n
k
a

五

ボ

ン
ベ

イ
か

ら
東

北

一
八

二
粁

に
あ

る

ナ

ー

シ

ク

は
、

南

イ

ン
ド

と
、

ゴ

ー
ダ

ー

ワ
リ

ー

河

に

よ

つ

工
結

ぶ
枢

要

な
古

都

で
あ

る
。

シ

ャ

カ
族

は

こ

の
地

の
窟

院

(第

八
窟
)

に
佛

教

教

團

を

支

持

し

た

記
録

を

淺

し
、

上

記

の
銘

を

刻

り

つ
け

た

の
で

あ

つ

た
。

當

時

の
圭

長

ウ

シ

ャ

バ
ダ

ー

タ
は

ク

シ

ャ

ハ
ラ

ー
タ
家

の
ナ

ハ
パ

ー

ナ

の
女

婿

で
あ

る
。

養

父

ナ

ハ
パ

ー

ナ

の
娘

印

ち

皇

后

は
、

佛

教
信

者

と

し

工
皇

后

の
名

で
二

(
14
)

三
の
窟
院
を
寄
進
し
工
い
る
が
、
ペ
ル
シ
ャ
と
生
女
し
い
關
係
を
も
つ

デ
ィ
ー
ニ
カ
を
實
父
と
し
工
生
を
受

け
た
ウ
シ
ャ
バ
グ
ー
タ
に
は
、

シ
ャ
カ
族

の
勢
力
を
延
ば
す
こ
と
が
先
決
の
課
題
で
あ
つ
た
。
彼
は
信

仰
の
爲
よ
り
は
、
寧
ろ
政
策

の
爲
に
佛
教
を
支
持
し
、
バ
ラ
モ
ン
に
寄

進
し
た
。
彼

の
時
代
に
は
南
イ
ン
ド

の
ジ

ュ
ン
ナ
ル
及
び
ヵ
ル
リ
ー
に

そ
の
勢
力
は
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

ナ
ー
シ
ク
第
三
窟

(
L
u
d
e
r
s
:
-
n
o
s
.
 
1
1
2
3
 
1
2
2
)
は

ア
ン
ド
ラ
王
朝

が
次
に
現
れ
工
、
シ
ャ
カ
族
を
征
服
す
る
記
録
を
も
つ
工
い
る
が
、

こ

れ
は
英
圭
ゴ
ー
タ
ミ
ー
プ
下
ラ
の
年
代

(
A
.
D
.1
2
0
)
の
数字
を
も
つ

難
で
歴
史
的

に
特
に
重
要
で
あ
る
め

こ
れ
に
よ
れ
ば
大
衆
部
系
な
る
法

上
部

・
賢
冑
部
の
ア
ン
ド
流
治
下
で
育
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
佛

教
史
に
と
つ
工
興
味
あ
る
問
題
を
提
供
し
工
い
る
。
し
か
し
更
に
教
團

と
し
工
大
切
な
黙
は
、
シ
ャ
カ
族
か
ら
渡
牧
し
た
土
地
が
佛
教
教
團
に

寄
附
さ
れ
工
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
爾
政
灌
の
抗
箏
の
間
に

あ
つ
工
、
佛
教
教
團
が
政
治
的
樹
立
の
渦
中
に
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
教
團
が
否
鷹
な
し
に
種
女
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
ア
ン
ド
ラ
王
朝
下
に
於
け
る
教
團
問
題

は
し
ば
ら
く
別
と
し
、

今
シ
ャ
カ
政
槽
下
に
於
工
、
教
團
維
持
に
關
す

る
薪
ら
し
い
方
向
が
創

始
さ
れ
た
こ
と
を
、
我
々
は
碑
銘

(
L
u
d
e
r
s
:
-
n
o
 

11い
い)
の
中
に
嚢

見
す
る
。
そ
れ
は
ウ
シ
ャ
バ
グ
ー
タ
が
教
團
に
な
し
た
三
千
金

の
寄
附

に
關
し
工
で
あ
る
。
織
物
業
者
は
組
合
を
も
つ
工
金
融
そ
の
他
の
事
務

を
庭
理
し
工
い
た
が
、
比
丘
に
封
す
る
衣
服
な
ど
の
支
給
あ
爲
に
、
こ

の
組
合
が
利
用
さ
れ
工
い
る
。
三
千
金

の
内
二
千
金
は

一
の
組
合
に
貸

し
つ
け
、

一
千
金
は
他
の
組
合
に
貸
し
つ
け
、
約
束

の
利
率

(各
組
合

で
異
な
る
)

に
よ
る
利
子
を
以
工
教
團

の
資
に
當
工
、
元
金
の
梯
戻
し

を
許
さ
な
い
。
そ
し
工
こ
れ
ら
の
こ
と
は
組
合

の
集
會
所
に
公
示
す
る

方
式
が
と
ら
れ
た
。
曾
工
は
教
團
分
裂
の
原
因

と
な
り
、
、ガ

ン
ガ
ー
溜

岸
の
絡
教
團
が
、
東
西
に
分
れ
工
紛
争
に
ま
き
込
ま
れ
、
第
二
結
集
の

-56-



動
機
と
も
な
つ
た

「
金
銀
受
納
」
の
問
題
は
、
こ
こ
で
ば
見
事
に
庭
理

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
ヶ
な
意
圖
を
寄
附
者
が
も
つ
工
い
た
と

否
と
は
彼
等
の
問
題
で
な
か

っ
た
と
し
工
も
。

14
 
N
a
s
k
i
k
 
L
u
d
e
r
s

o
:
-
n
o
s
 

11
3
2
 
11
3
4
.

六

シ
ャ
カ
族
が
佛
教
教
團
に
野
し
工
有
し
た
役
割
、
そ
し
工
佛
教
史

に

如
何
な
る
攣
化
を
與
え
た
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
る
段
階
に
は

現
在
と
し
工
未
だ
到
達
し
工
い
な
い
。
し
か
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
下
が
有

部
教
團
で
公
認
の
言
語
と
な
つ
た
課
題
を
取
り
上
げ
て
見
工
竜
、

シ
ャ

カ
族
が
混
交
梵
語
を
西
イ
ン
ド
で
使
用
し
工
い
た
こ
と
と
、
般
若
経
典
ハ

が
南
イ
ン
ド
。
西
イ
ン
ド
か
ち
西
北
イ
ン
ド
に
移
行
し
た
傅
え
と
を
併

せ
工
考
え
る
な
ら
ば
、
佛
典
に
梵
語

が
探
用

さ
れ
た
端
著

を
、
ギ
リ

シ
ャ
人
の
文
化
圏
に
限
る
こ
と
は
再
考
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
北

タ
キ
シ
ラ
の
 
J
a
u
l
i
a
n

(
G
u
i
d
e
t
o
 
T
a
c
i
a
,
p
.
1
1
8
)

に
、

ま
た
、
南

キ
ス
ト
ナ
下
流
ナ
ー
ガ
ア
ル
ジ

ュ

ー
コ
ン
ダ
に
、
そ
れ
ぞ

れ
美
術
史
家
が
シ
ャ
カ
族
と
認
め
る
浮
彫

の
あ
る
こ
と
を
附
言
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
前
者
は
佛
陀
を
め
ぐ
る
倫
衣
の

十
二
人

の
間

に
あ

る
人

物
、
後
者

轍
門
の
訣

に
立
つ
人
物
、

い
つ
れ
も
ベ
ル
ト
の
あ
る
筒
袖

の

上
衣
、
ボ
タ
ン
の
付

い
た
ヅ
ボ
ン
、
ふ
ち
ど
つ
た
山
形
の
帽
子
、
髭
を

(
15
)

蓄

え

工

い

る
黙

ま

で

同

じ

で

あ

る
。

こ

の
外

マ
ツ

ラ

ー

に

も

ク
、シ

ャ
ー

ン
時

代

の
類
似

の
像

が
あ

る

と

い
う
。

佛

教

の
學

問

・
佛

教

の
教

理

な

ど

に
關

係

う
す

く
、

経

典
ハ
・
傳

読

に
現

れ

る
機

會

を
失

つ
た

シ

ャ

カ
族

は
、

教

團

の
外
郭

に
あ

つ
工
佛

教

の
護

持

に
任

じ

た

か

の

如

く

で

あ

る
。

そ

の
よ

う

な
事

情

が
、

は

か

ら
ず

も

こ
れ

ら

の
彫

刻

に

よ

つ

工
後

世

に
傳

え

ら

れ

た

と
見

る

こ
と

が

で

き

る
。

(
本
硯
究

は
丈
部
省
科
學
研
究
費

に
よ

る
研
究

の

二
部
で
あ

る
)

15
 
静

谷
正
雄

氏
課
註
、

ブ
ラ
ー

フ
ミ
ー
丈
字

「
イ

ン
ド
佛
教
銘
丈
」
ク

シ

ャ
ー
ナ
時
代
、

二
八
頁
第

六

三
L
u
d
e
r
s

b
:
 
-
n
o
 
1
4
0
1

董
種

(
S
a
k
a
)
の
ン

ド

佛

教

と

の
交

洗
へ
(
山
 

田
)
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