
イ
ン
ド
古
代
史
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
政
治
史
・
宗
教
史
と
も
に
、
ア

シ
ョ
ー
カ
王
の
占
め
る
重
要
性
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝

説
の
考
究
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
の
研
究
・
解
明
と
と
も
に
逐
次
す
す

め
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
史
実
と
後
世
の
伝
説
作
者
の
創
作
と
の
区
別
が
雑

然
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
道
に
た
ず
さ
わ
る
学
者
達
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

本
書
は
、
従
来
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
に
関
す
る
解
釈
・
研
究
等
を
再

吟
味
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
古
代
イ
ン
ド
の
政
治
史
・
宗
教
史
研
究

に
綿
密
な
考
究
を
展
開
し
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
に
関
す
る
史
実
性
を
探

る
こ
と
を
中
核
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
従
来
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
つ
い
て

の
史
実
を
物
語
る
重
要
な
資
料
は
、
主
と
し
て
王
が
摩
崖
や
石
柱
に
刻
ま

せ
た
碑
文
を
中
心
に
し
て
解
明
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
著
者

は
「
宗
教
文
献
に
伝
え
ら
れ
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
の
中
に
も
、
碑
文
か

ら
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
史
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、

こ
の
研
究
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
一
つ
は
「
そ
の
伝
説
の
分
析
を
通
し
て
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
の
政
治
的
・
宗
教
的
史
実
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、

今
一
つ
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
の
伝
播
・
受
容
・
攻
変
の
過
程
の
分
析

山
崎
元
一
著

ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
の
研
究

声
今
、
令
争
■
４
、
』

生
Ｊ
推
公
向

顕

を
通
し
て
、
イ
ン
ド
文
化
の
伝
播
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

（
本
書
四
頁
）
と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
異
彩
が
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
序
章
か
ら
第
七
章
ま
で
の
本
篇
と
、
付
篇
と
し
て
の

三
章
と
か
ら
成
り
、
他
に
索
引
・
英
文
梗
概
・
地
図
を
添
付
し
て
い
る
。

全
篇
の
叙
述
は
、
従
来
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
に
関

す
る
諸
学
説
を
数
多
く
採
録
し
、
研
究
史
回
顧
の
意
味
を
込
め
つ
つ
、
そ

の
是
非
を
問
う
な
か
で
著
者
自
身
の
学
説
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
、
順

を
追
っ
て
こ
の
労
作
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
書
は
序
章
に
お
い
て
、
研
究
の
目
的
・
史
料
・
方
法
論
を
掲
げ
、
特

に
第
三
節
の
研
究
方
法
に
お
い
て
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
が
現
在
に
至

っ
た
過
程
を
段
階
的
に
三
つ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
①
ア
シ
ョ
ー
カ
王
存

位
中
か
ら
死
後
二
十
’
三
十
年
ま
で
、
②
マ
ウ
リ
ア
帝
国
が
崩
壊
し
始
め

佛
教
の
地
方
分
散
が
起
っ
た
時
代
、
③
佛
教
の
地
方
化
・
分
散
が
一
層
進

ん
だ
時
代
（
本
書
二
十
一
頁
）
、
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
過
程
を
経
て
成
立

し
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
を
分
析
し
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
史
実
を
抽
出

し
よ
う
と
試
み
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
以
下
の
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
。

①
伝
説
の
個
々
に
つ
い
て
構
成
内
容
を
分
析
。

②
同
じ
系
統
に
属
す
る
が
、
成
立
年
代
を
異
に
す
る
伝
承
の
比
較
検
討
。

③
系
統
を
異
に
す
る
諸
伝
承
の
比
較
検
討
。

⑨
常
套
的
な
手
法
に
よ
り
、
そ
の
背
後
の
史
実
を
探
る
。

⑤
佛
教
文
献
以
外
の
史
料
・
碑
文
等
の
比
較
研
究
。

（
本
書
二
十
二
’
二
十
三
頁
）
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本
論
第
一
章
・
第
二
章
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
生
涯
に
つ
い
て
佛
教
改

宗
以
前
と
佛
教
改
宗
以
後
に
大
別
し
て
、
南
北
両
伝
承
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王

伝
説
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
『
イ
ン
ド
佛
教
史
」
、
カ
ル
ハ
ナ
の
『
カ
シ
ュ

ミ
ー
ル
王
統
史
」
等
の
文
献
を
引
用
し
、
こ
れ
ら
と
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法

勅
と
を
対
比
し
つ
つ
解
明
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
金
倉
円
照
博
士

に
よ
っ
て
「
今
日
実
証
で
き
な
い
事
柄
で
故
意
に
も
と
づ
く
部
分
」
（
『
印

度
中
世
精
神
史
』
上
二
○
五
頁
）
と
指
摘
さ
れ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
も
詳
細
な

解
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
金
倉
博
士
は
、
教
化
を
目
的
と
し
た
編
輯
の
意

図
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
史
実
性
が
軽
視
せ
ら
れ
曲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
拭

え
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
「
た
だ
帰
佛
以
後
の
法
ア
シ
ョ
ー
カ
と
、
帰
佛

こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
も
っ
て
伝
説
を
考
究
す
る
場
合
、
著
者
も
述
懐

し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
承
か
ら
そ
の
伝
説
発
生

の
源
に
ま
で
遡
る
推
測
を
、
ど
の
程
度
ま
で
推
し
進
め
る
か
が
問
題
と
な

る
。
こ
の
点
、
著
者
は
か
な
り
大
胆
な
推
測
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
の
研
究
・
解
明
は
十
分
な
資
料
も
な

く
、
推
論
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
部
分
が
多
い
た
め
、
決
定
的
結
論
を
導
き

出
す
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
な
か
で
、
著
者
が
本

書
に
お
い
て
提
示
す
る
仮
説
は
、
今
後
の
研
究
に
多
大
な
寄
与
を
な
す
も

の
で
あ
り
、
従
来
、
諸
説
の
紹
介
に
終
始
し
て
結
論
的
解
釈
を
引
き
出
し

得
な
か
っ
た
こ
の
種
の
問
題
に
、
あ
る
種
の
結
論
を
提
示
し
て
い
る
こ
と

は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
下
、
所
論
の
項
目
に
従
っ
て
著
者
の
推

測
を
検
討
し
つ
つ
、
本
書
の
内
容
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
一

以
前
の
悪
ア
シ
ョ
ー
カ
と
を
対
照
し
、
佛
法
の
教
化
力
を
誇
示
す
る
た
め

に
の
み
、
作
者
が
か
よ
う
な
事
件
を
、
故
意
に
創
作
し
た
と
は
信
じ
が
た

い
」
（
上
掲
書
二
○
五
頁
）
と
論
じ
て
伝
説
中
に
史
実
性
を
推
測
す
る
余
地
を

残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
著
者
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
の
佛
教
改
宗
を
際
立

た
せ
る
た
め
の
一
手
法
と
し
て
、
王
子
時
代
に
は
勝
れ
た
素
質
を
持
つ
と

さ
れ
て
い
た
ア
シ
ョ
ー
カ
が
王
位
継
承
前
後
か
ら
唐
突
に
暴
虐
性
を
持
っ

た
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
改
宗
の
史
実
は
伝
説
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
突
然
の
出
来
事

で
は
な
く
、
伝
説
上
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
改
宗
は
、
一
介
の
出
家
者
と
大

王
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
妙
に
よ
る
佛
教
の
偉
大
さ
・
佛
法
の
尊
さ
を

強
調
し
よ
う
と
し
た
伝
説
作
者
の
創
作
に
よ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

改
宗
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
段
階
を
経
て
な
さ
れ
た
と
論
じ
る
。

Ｂ
改
宗
以
前
、
佛
教
へ
の
あ
る
程
度
の
関
心
。

㈲
カ
リ
ン
ガ
戦
争
以
後
、
ウ
。
ハ
ー
サ
カ
た
る
こ
と
の
表
明
。

匂
一
年
後
に
始
ま
る
サ
ン
ガ
ヘ
の
接
近
。
（
本
書
六
十
四
頁
）

こ
こ
で
特
筆
さ
れ
る
、
へ
き
は
、
㈲
か
ら
白
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
詳
細

に
究
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
法
勅
中
最
も
難

解
な
部
分
の
一
つ
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
も
諸
学
者
の
間
で

各
様
の
論
議
が
出
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
ウ
・
ハ
ー
サ
カ
に
関

す
る
小
摩
崖
法
勅
の
記
事
と
カ
リ
ン
ガ
戦
争
後
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
佛
教
に

急
速
に
接
近
し
て
い
く
事
実
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
関
係
が
存
在
す
る
と

い
う
仮
定
の
も
と
に
、
改
宗
の
年
代
や
改
宗
後
の
信
仰
生
活
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
る
。
結
論
と
し
て
、
カ
リ
ン
ガ
戦
争
が
ア
シ
ョ
ー
カ
王
を

佛
教
に
引
き
入
れ
る
転
機
と
な
っ
た
と
い
う
通
説
に
対
し
、
戦
争
以
前
す
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で
に
佛
教
信
者
に
な
っ
て
お
り
、
戦
争
の
惨
状
を
見
て
痛
く
悔
恨
し
、
僧

伽
（
サ
ン
ガ
）
に
入
り
熱
心
な
佛
教
信
者
と
な
っ
た
も
の
、
と
論
究
し
て

い
る
。さ

ら
に
、
改
宗
後
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
業
績
と
し
て
、
佛
塔
建
立
と
佛

跡
巡
拝
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
佛
塔
建
立
に
つ
い
て

は
、
南
北
両
伝
承
が
互
い
に
甚
し
く
内
容
を
異
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
博
士
が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
南
方
伝
承
は
、

ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
部
が
塔
崇
拝
よ
り
も
、
む
し
ろ
佛
教
教
団
供
養
を
勧
め

て
い
る
た
め
」
（
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
六
○
五
’
六
○
九
頁
参
照
）
と
論
じ
る
。

佛
塔
建
立
で
非
常
に
興
味
あ
る
問
題
は
、
八
万
四
千
塔
建
立
の
史
実
性
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
「
佛
骨
八
分
の
伝
説
」
の
史
実
性
の
解
釈
で
あ
る
。
か

っ
て
中
村
元
博
士
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
佛
骨
八
分
の
伝
説
に
史
実
性

は
存
在
し
な
い
」
（
宗
教
と
社
会
倫
理
二
二
三
’
三
一
四
頁
）
と
い
う
解
釈
に
論

究
し
て
、
著
者
は
、
こ
の
問
題
の
史
実
性
を
探
る
論
拠
と
し
て
、
す
で
に

埋
葬
さ
れ
た
聖
者
の
遺
骨
を
取
り
出
し
て
再
分
配
す
る
こ
と
が
当
時
の
佛

教
徒
の
問
で
実
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
る

佛
塔
開
掘
・
佛
骨
回
収
の
史
実
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
証
の
も

と
「
佛
骨
八
分
の
伝
説
」
を
伝
説
作
者
の
創
作
と
一
方
的
に
決
め
つ
け
る

見
解
に
反
駁
す
る
立
場
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
点
、
向
後
こ
の
研
究
分
野

の
指
標
と
も
な
ろ
う
。

第
三
章
で
は
、
第
三
結
集
と
諸
方
教
化
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
諸

資
料
を
披
閲
し
つ
つ
歴
史
的
事
実
を
解
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

三

関
し
て
は
、
矛
盾
す
る
南
北
両
伝
承
の
伝
説
か
ら
決
定
的
な
解
釈
を
導
き

出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
史
実
と
み
な
さ
れ
る
内
容
を
も
つ
碑
文
等

に
も
、
第
三
結
集
の
記
載
は
極
め
て
少
な
く
、
そ
の
解
明
は
非
常
に
困
難

な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
現
在
ま
で
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
決
定
的

解
釈
を
与
え
る
ほ
ど
な
研
究
成
果
は
皆
無
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
現
況
の

中
で
、
著
者
が
本
書
で
示
し
た
総
合
的
で
広
範
囲
な
研
究
内
容
と
成
果
は

十
分
評
価
さ
れ
る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
。

第
三
結
集
と
は
、
南
方
伝
承
の
伝
説
で
あ
り
ス
リ
ラ
ン
カ
上
座
部
の
伝

承
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
従
来
の
通
説
で
あ
り
、
こ
の
伝
承
に
関
し
て
、

そ
の
史
実
性
の
如
何
が
多
く
の
学
者
の
間
で
論
争
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま

だ
統
一
的
見
解
を
み
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
お
よ
そ
第
三

結
集
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
以
下
の
三
種
に
大
別
さ
れ
る
。

①
伝
説
内
容
を
無
批
判
に
認
め
る
。

②
第
三
結
集
は
．
〈
Ｉ
タ
リ
フ
ト
ラ
に
お
け
る
一
部
派
の
会
合
に
す
ぎ
な

い
と
す
る
。

⑨
第
三
結
集
は
ま
っ
た
く
の
虚
構
で
あ
る
と
す
る
。

右
の
諸
見
解
の
中
で
、
①
の
説
を
主
張
す
る
学
者
は
現
在
で
は
ほ
と
ん

ど
皆
無
で
あ
り
、
②
な
い
し
③
の
見
解
を
主
張
す
る
の
が
大
半
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
お
決
定
的
解
釈
を
下
す
説
は
見
ら
れ
な
い
。
平
川
博
士
は

「
第
三
結
集
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
上
座
部
の
み
の
一
部
派
内
で

の
結
集
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
「
第
三
結
集
を
全
く
否
定
す
ふ
の
は
妥
当
で

は
な
か
ろ
う
」
（
『
イ
ン
ド
佛
教
史
』
上
巻
一
四
八
’
一
五
○
頁
）
と
柔
軟
に
論

及
し
て
い
る
。
塚
本
啓
祥
博
士
は
「
伝
説
の
一
部
の
矛
盾
を
論
拠
と
し
て
、

伝
説
そ
の
も
の
の
虚
構
を
論
じ
る
こ
と
は
、
伝
説
中
に
含
ま
れ
る
歴
史
性
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第
四
章
に
は
、
マ
ヒ
ン
ダ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
第
四
章
は

前
章
の
問
題
と
対
比
し
な
が
ら
考
究
さ
る
雫
へ
き
関
連
性
が
あ
る
。
一
般
に
、

ス
リ
ラ
ン
カ
へ
の
佛
教
伝
播
は
マ
ヒ
ン
ダ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
解

釈
が
大
勢
を
占
め
て
お
り
、
南
方
伝
承
に
伝
わ
る
一
、
ヒ
ン
ダ
伝
説
は
史
実

と
し
て
了
解
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
、
マ
ヒ
ン
ダ
伝
説
に

関
す
る
過
去
の
研
究
成
果
を
広
く
渉
猟
し
、
そ
れ
ら
の
信
腫
性
を
探
り
つ

つ
綿
密
な
究
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
マ
ヒ
ン
ダ
伝
説
支
持
の

の
一
面
を
見
落
す
危
険
が
あ
る
」
（
『
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
』
三
三
○
頁
）
と
論
じ
、

南
方
伝
承
を
伝
説
作
者
の
創
作
と
認
め
な
が
ら
も
、
決
定
的
裁
定
を
下
す

ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
ま
ず
、
第
一
・
第
二
結
集
に
よ
り
佛
教
の
正

統
が
推
持
さ
れ
て
来
た
と
い
う
史
実
を
確
認
し
、
次
い
で
第
三
結
集
の
主

宰
の
師
と
見
な
さ
れ
る
モ
ッ
ガ
リ
プ
ッ
タ
Ⅱ
テ
ィ
ッ
サ
の
存
在
の
史
実
性

を
考
究
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
三
結
集
の
成
立
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
推
考
の
過
程
を
経
て
、
第
三
結
集
は
「
佛
教
発
生
の
地
マ
ガ
ダ

で
正
統
と
認
め
ら
れ
た
佛
説
が
直
接
ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
主

張
す
る
為
、
ス
リ
ラ
ン
カ
佛
僧
の
手
に
よ
っ
て
第
三
結
集
の
伝
説
を
置
く

こ
と
を
必
要
と
し
た
」
（
本
書
一
二
八
頁
）
と
論
じ
、
さ
ら
に
ス
リ
ラ
ン
カ

に
俳
教
が
伝
播
し
た
由
来
・
経
路
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
そ
れ
を
右
の
推

考
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
な
お
、
北
伝
に
い
う
パ
ー
タ
リ
フ
ト
ラ

結
集
に
関
し
て
は
、
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ァ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
究
を
加
え
、

佛
教
分
派
史
に
論
及
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

四

論
拠
と
な
る
諸
事
項
を
列
挙
し
、
そ
の
各
灸
に
つ
い
て
の
矛
盾
を
指
摘
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
推
論
の
正
当
な
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
本
書
の
一
貫
し
た
研
究
態
度
が
窺
え
る
。

ま
た
、
マ
ヒ
ン
ダ
伝
説
に
関
し
て
、
当
時
の
社
会
状
勢
・
佛
教
伝
播
状

況
を
詳
察
し
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
佛
教
伝
播
は
東
イ
ン
ド
経
由
に
よ

る
と
の
説
を
排
し
て
、
西
イ
ン
ド
経
由
説
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
マ

ヒ
ン
ダ
伝
説
の
成
立
過
程
を
論
じ
、
従
来
通
説
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
を

大
胆
に
反
駁
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

以
下
第
五
章
に
入
り
、
北
方
伝
承
に
よ
る
三
人
の
王
師
ウ
パ
グ
プ
タ
・

ヤ
シ
ャ
ス
？
モ
ッ
ガ
リ
プ
ッ
タ
テ
ィ
ッ
サ
に
つ
い
て
考
究
を
重
ね
、
そ
れ

ら
の
考
究
を
も
と
に
し
て
、
佛
滅
年
代
に
論
及
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
佛
教

史
に
お
い
て
、
最
も
難
解
な
問
題
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
佛
滅
年
代
考
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
佛
滅
年
代
を
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
潅
頂
や
即
位

の
年
代
か
ら
算
定
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

本
書
に
お
い
て
、
諸
文
献
・
諸
碑
文
等
の
資
料
に
つ
い
て
幅
広
い
詳
察
が

な
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
年
代
論
に
関
し
て
は
、
特
に
深
い
考
究
が

な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
は
、
憾
み
を
遺
す
。

五

次
に
六
章
・
七
章
・
付
篇
と
続
き
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
個
人
に
関
連
す
る

諸
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
諸
先
輩
の
研
究
成

果
に
よ
り
比
較
的
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
。
本
書
は
、
現
在

ま
で
に
提
唱
せ
ら
れ
た
幾
多
の
諸
見
解
を
整
理
按
配
し
て
い
る
点
、
ア
シ

ョ
ー
ヵ
王
に
ま
つ
わ
る
社
会
性
を
探
る
入
門
書
と
し
て
、
通
読
し
て
大
変

忘行
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便
利
で
あ
る
。

付
篇
の
後
半
に
は
「
ダ
ル
マ
の
政
治
」
「
干
間
国
建
国
の
伝
説
」
な
ど
の

興
味
あ
る
問
題
が
論
及
せ
ら
れ
て
い
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
「
ダ
ル
マ
」

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
幾
多
の
諸
先
輩
に
よ
っ
て
考
究
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
確
実
な
資
料
の
不
足
の
た
め
「
ダ
ル
マ
」
の
概
念
に
決
定

的
解
釈
を
下
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
本
書
に
お
け
る
「
ダ
ル
マ
」

の
概
念
に
関
す
る
解
釈
も
、
従
来
の
通
説
を
い
く
ぶ
ん
明
確
に
し
た
と
い

う
以
上
に
は
出
な
い
。
し
か
し
、
著
者
が
本
吉
中
に
用
い
た
数
多
く
の
資

料
、
そ
の
内
容
考
察
、
さ
ら
に
諸
説
を
対
比
し
な
が
ら
の
研
究
方
法
は
、

今
後
ア
シ
ョ
ー
カ
王
研
究
を
意
図
す
る
後
学
の
資
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
干
間
の
建
国
伝
説
」
と
ア
シ
ョ
ー
カ
王
伝
説
と
の
関
係
を
論

じ
て
い
る
。
干
間
建
国
の
伝
説
に
つ
い
て
は
、
寺
本
椀
雅
・
羽
溪
了
諦
両

博
士
に
よ
り
詳
細
な
研
究
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
先
輩
の
研
究
成

果
を
紹
介
し
つ
つ
、
著
者
は
伝
説
中
に
お
け
る
史
実
性
の
解
明
と
い
う
、

本
書
に
一
貫
し
た
姿
勢
で
も
っ
て
論
及
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
「
干
閥

の
建
国
伝
説
は
、
「
干
間
年
代
記
」
の
編
者
が
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た

建
国
伝
説
と
、
干
間
内
の
寺
院
に
伝
わ
る
マ
ガ
ダ
王
統
史
や
、
干
間
王
統

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王

伝
説
の
研
究
は
、
現
存
す
る
資
料
が
繁
雑
で
あ
る
た
め
論
究
は
な
お
推
測

の
域
を
脱
し
得
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
史
実
性
の
追
求
が
根
本
課
題
と
さ

れ
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
、
著
者
が
伝
説
に
精
級
な
史
実
性
の
吟
味
と

解
明
を
お
こ
な
っ
て
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
研
究
に
新
生
面
を
開
き
得
た
こ
と

は
、
大
き
な
功
績
で
あ
ろ
う
。
こ
の
有
意
義
な
考
究
成
果
を
基
と
し
て
、

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
さ
ら
に
一
層
の
討
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
史
実
性

を
裏
付
け
る
素
因
と
な
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
等
の
解
明
が
著
者
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
共
に
、
そ
れ
は
ま
た
我
為
後
学
に
課

せ
ら
れ
た
緊
要
な
責
務
で
も
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
五
十
四
年
二
月
春
秋
社
刊
、
Ａ
５
版
三
五
○
頁
英
文
概
要
一
七
頁
、

索
引
二
○
頁
五
、
五
○
○
円
）

史
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
新
た
に
建
国
を
佛
滅
後
二
三
四
年
と
す
る
伝
説

を
組
み
直
し
た
」
（
本
書
三
四
三
頁
）
と
推
論
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
研

究
状
況
か
ら
し
て
容
認
さ
れ
う
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

｛
〈
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