
イ
ン
ド
で
興
っ
た
佛
教
は
各
地
に
伝
播
さ
れ
、
異
民
族
と
異
質
の
文
化

を
も
っ
た
土
地
で
、
様
左
の
変
遷
を
経
な
が
ら
各
々
独
自
の
佛
教
思
想
を

生
み
出
し
て
き
た
。
中
で
も
、
特
に
多
面
的
で
実
り
多
い
思
想
を
形
成
し

た
の
は
中
国
に
於
て
で
あ
ろ
う
。
佛
教
の
伝
来
時
に
は
既
に
固
有
の
文
化

を
有
し
て
い
た
中
国
で
は
そ
の
受
容
に
当
り
、
い
わ
ゆ
る
老
荘
思
想
な
ど

の
中
国
固
有
の
思
想
と
の
接
触
を
持
ち
つ
つ
、
又
前
後
関
係
不
明
の
ま
ま

将
来
さ
れ
た
経
諭
を
吟
味
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
教
相
判
釈
の
態
を
と
っ

て
次
第
に
中
国
固
有
の
佛
教
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
浬
築
宗
、

三
論
宗
、
天
台
宗
、
法
相
宗
、
華
厳
宗
、
更
に
は
禅
、
浄
土
な
ど
の
中
国

佛
教
を
代
表
す
る
教
学
を
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
研
究

さ
れ
た
経
典
の
随
一
が
法
華
経
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
佛
教
が
中
国
に
於
て

結
実
し
た
根
源
は
法
華
経
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

本
書
は
、
法
華
経
に
関
す
る
総
合
研
究
と
し
て
、
立
正
大
学
法
華
文
化

研
究
所
に
於
て
、
昭
和
三
十
六
年
来
、
各
分
野
か
ら
の
法
華
経
解
明
が
な

坂
本
幸
男
編

「
法
華
経
の
中
国
的
展
開
」村

松
法
文

本
書
は
、
第
一
篇
「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
研
究
の
特
性
」
、
第
二
篇

「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
註
釈
害
の
研
究
」
、
第
三
篇
「
漢
訳
文
献
に
よ

る
法
華
経
及
び
イ
ン
ド
撰
述
註
釈
書
の
研
究
」
、
第
四
篇
「
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳

法
華
経
文
献
の
研
究
」
の
四
篇
よ
り
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
学
者
に
よ

る
二
十
五
篇
の
論
文
を
収
め
て
い
る
。
各
分
野
の
代
表
者
を
網
羅
し
て
い

る
点
に
お
い
て
そ
の
顔
触
れ
の
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
今
は

一
念
の
論
文
の
詳
細
な
評
は
さ
け
、
各
篇
ご
と
に
全
体
的
に
概
観
し
て
み

た
い
・第

一
篇
の
「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
研
究
の
特
性
」
で
は
次
の
四
篇
の

論
文
を
収
め
て
い
る
。

１
中
国
に
於
け
る
法
華
経
研
究
史
の
研
究
（
坂
本
幸
男
）

２
法
華
経
を
中
心
と
し
た
印
度
佛
教
の
中
国
的
受
容
（
宮
本
正
尊
）

さ
れ
て
い
る
中
の
一
部
で
あ
る
。
同
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
１
「
法

華
経
の
思
想
と
文
化
」
２
「
近
代
日
本
の
法
華
佛
教
」
３
「
法
華
経
の
成

立
と
展
開
」
の
三
部
を
出
版
し
て
お
り
、
本
書
は
そ
の
第
四
巻
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
研
究
目
的
は
「
中
国
に
於
け
る
法
華
経

の
註
釈
害
を
総
合
的
に
討
究
し
、
そ
の
思
想
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
法
華
思
想
と
中
国
文
化
と
の
連
関
を
把
握
し
、
ひ
い
て

は
法
華
思
想
と
日
本
文
化
と
の
連
関
攻
究
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
」
と
、
あ
と
が
き
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
今
は
こ
の
研
究
目

的
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
本
書
に
於
て
そ
の
目
的
が
果
さ
れ
て
い
る
か
を

検
討
し
て
み
た
い
。

二
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３
長
安
止
住
時
の
羅
什
と
そ
の
周
辺
（
野
村
耀
昌
）

４
法
華
経
解
釈
の
解
釈
（
石
津
照
璽
）

こ
の
第
一
篇
で
は
、
法
華
経
が
中
国
に
於
て
研
究
さ
れ
た
特
性
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ
、
中
国
釈

家
の
註
疏
に
見
ら
れ
る
佛
身
観
の
概
略
と
、
智
度
論
の
性
格
解
釈
、
長
安

止
住
時
の
羅
什
の
周
辺
ｌ
特
に
律
蔵
を
奉
ず
る
者
の
動
静
と
後
秦
の
政
情
、

更
に
、
天
台
の
法
華
経
実
相
論
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
見

る
と
、
卒
直
に
言
っ
て
本
篇
が
ね
ら
い
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
法
華
経
を
中

国
的
特
性
に
於
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
か
な
り
ず
れ
て
い
る
こ
と

を
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
何
故
に
も
っ
と
篇
目
に
沿
っ
た
研
究
が
進
め
ら
れ

な
か
っ
た
か
と
些
か
惜
し
ま
れ
る
。
中
に
は
論
題
と
内
容
の
主
題
が
異
な

る
も
の
や
、
十
分
標
題
の
意
を
究
明
し
て
い
な
い
も
の
も
見
う
け
ら
れ
る
。

も
と
も
と
本
篇
に
於
て
は
、
法
華
経
と
中
国
思
想
と
の
交
渉
の
論
文
が
予

定
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
現
実
に
は
そ
れ
が
入
っ
て
い
な
い
。
中
国
思
想
と

の
関
係
を
検
討
し
な
く
て
、
法
華
経
の
中
国
で
の
研
究
の
と
ら
え
方
の
特

色
を
如
何
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
篇
の
「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
註
釈
害
の
研
究
」
は
本
書
の
中
心

研
究
と
し
て
、
中
国
に
於
け
る
代
表
的
な
法
華
経
研
究
者
九
人
の
説
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
著
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
所
収
論
文
は
次
の
十
篇
で

あ
る
。１

竺
道
生
の
法
華
思
想
（
横
超
慧
日
）

２
法
雲
の
法
華
義
記
の
研
究
（
田
村
芳
朗
）

３
智
顎
の
法
華
玄
義
・
法
華
文
句
の
研
究
（
佐
藤
哲
英
）

４
吉
蔵
の
法
華
経
玄
論
に
つ
い
て
（
里
見
泰
穏
）

５
吉
蔵
の
法
華
義
疏
の
研
究
（
丸
山
孝
雄
）

６
道
宣
の
法
華
経
観
（
平
川
彰
）

７
窺
基
の
法
華
玄
賛
に
お
け
る
法
華
経
解
釈
（
勝
呂
信
勝
）

８
法
華
五
百
間
論
の
研
究
（
日
比
宣
正
）

９
戒
環
の
法
華
経
要
解
の
研
究
（
水
野
弘
元
）

、
智
旭
の
法
華
経
会
義
等
の
研
究
（
浅
井
円
道
）

こ
の
第
二
篇
は
法
華
経
の
註
釈
書
の
研
究
を
通
し
て
、
各
家
の
思
想
の

特
色
と
、
全
体
の
思
想
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
所
収
の
論
文
は
、
第
一
章
で
は
、
道
生
の
法
華
経
疏
に
依

っ
て
、
そ
の
特
色
を
考
察
し
、
特
に
機
の
思
想
は
道
生
に
於
て
最
も
早
く

見
ら
れ
る
こ
と
、
後
世
の
法
雲
の
「
三
三
四
一
の
説
」
及
び
「
蜘
胴
理
教

之
間
」
等
の
思
想
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
、
第
二
章
で
は
、

法
華
義
記
を
概
説
し
、
永
遠
観
に
法
雲
の
関
心
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
三
章
は
、
天
台
三
大
部
の
概
略
と
、
特
に
法
華
玄
義
・
文
句
の
概
説
を

行
い
、
第
四
章
で
は
、
法
華
玄
論
の
内
容
紹
介
と
、
吉
蔵
の
諸
大
乗
経
典

に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
述
尋
へ
、
第
五
章
は
、
法
華
義
疏
に
於
て
、
吉
蔵

の
四
車
説
論
難
に
用
い
た
教
証
を
照
合
し
て
そ
の
当
否
を
考
察
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
律
宗
と
法
華
経
と
い
う
従
来
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
関
係
を
考

察
し
て
い
る
が
、
結
論
に
於
て
密
接
な
関
係
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
第

七
章
は
、
法
華
玄
賛
に
依
っ
て
の
窺
基
の
解
釈
と
法
華
論
の
解
釈
と
の
比

較
を
し
て
い
る
。
第
八
章
は
湛
然
の
天
台
教
学
の
特
色
を
探
ら
ん
と
し
て
、

五
百
問
諭
の
概
説
を
行
い
、
第
九
章
で
は
、
宋
代
の
禅
僧
戒
環
の
法
華
経

要
解
の
特
異
点
を
指
摘
し
、
第
十
章
で
は
、
智
旭
の
思
想
の
特
色
と
、
法

華
経
会
義
の
概
説
を
し
、
法
華
文
句
・
文
句
記
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
論
文
は
標
題
を
見
て
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
皆
、

各
釈
家
の
著
述
を
一
つ
一
つ
と
り
あ
げ
て
、
著
者
の
伝
記
や
、
註
釈
書
の

科
文
、
成
立
年
代
等
を
概
観
し
、
内
容
の
大
要
を
紹
介
す
る
と
い
っ
た
、

い
わ
ゆ
る
〃
佛
書
解
題
″
的
な
様
相
で
あ
っ
て
、
思
想
上
の
本
質
的
課
題

の
追
究
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
も
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
論
文
の

内
容
も
、
従
来
の
説
の
略
述
で
あ
る
傾
向
が
強
く
、
中
に
は
著
者
が
、
こ

の
法
華
経
研
究
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
既
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
、
材
料
と
す

る
著
述
を
か
え
た
だ
け
で
、
論
点
に
於
て
結
局
は
殆
ん
ど
新
見
解
の
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

本
書
で
は
、
註
釈
家
の
総
合
的
研
究
を
討
究
し
、
そ
の
思
想
史
的
変
遷

を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
が
、
本
篇
の
所
収
論
文
を
見

る
と
、
一
様
に
各
著
者
が
、
中
国
の
代
表
的
な
釈
家
の
そ
れ
ぞ
れ
単
一
の

著
述
を
分
担
し
て
、
個
人
単
位
に
研
究
す
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
編
集
の
方
針
が
そ
う
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
各
釈

家
の
法
華
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
も
、
唯
一
つ
の
註
疏
に
よ
っ

て
の
み
概
観
す
る
の
で
は
十
分
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
各
釈
家
の
思
想

の
中
で
、
法
華
経
の
註
疏
に
し
て
も
変
遷
が
あ
ろ
う
し
、
そ
の
人
の
思
想

全
体
の
中
で
の
法
華
経
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
に
法
華

経
の
註
釈
害
が
あ
る
か
ら
そ
の
中
に
述
。
へ
ら
れ
て
い
る
思
想
を
概
説
す
る

と
い
う
な
ら
ば
、
註
疏
の
な
い
釈
家
に
は
法
華
経
の
思
想
が
与
え
た
影
響

は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
も
の
か
ど
う
か

疑
問
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

又
、
各
註
釈
書
を
総
合
的
に
討
究
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ

の
方
法
に
は
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
各
註
疏
中
に
引
か
れ
て
い
る
他

説
へ
の
批
判
の
紹
介
は
あ
る
が
、
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
、
広
い
視
野
か

ら
個
・
々
の
註
疏
を
見
、
有
機
的
に
関
係
づ
け
る
追
究
が
十
分
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
華
経
が
中
国
佛
教
の
中
で
、
智
識
人
の
中
と
庶
民
層
の
中
と
に
於
て

次
第
に
重
視
さ
れ
て
い
く
事
情
と
、
及
び
各
時
代
に
釈
家
に
於
け
る
法
華

経
の
思
想
の
関
心
点
の
変
遷
な
ど
の
考
察
が
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
本
書
に
於
け
る
論
文
の
考
察
が
単
一
の
註
釈
害
の
概

説
に
終
始
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
て
、
法
華
経
研
究
が
、
中
国
で
の
他
の
諸

大
乗
経
・
諸
大
乗
論
の
研
究
と
如
何
に
関
係
し
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
全
く

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
原
因
が
あ
る
。

第
三
篇
は
「
漢
訳
文
献
に
よ
る
法
華
経
及
び
イ
ン
ド
撰
述
註
釈
書
の
研

究
」
と
し
て
八
篇
の
論
文
を
収
め
、
漢
訳
さ
れ
た
法
華
経
の
訳
語
の
問
題

を
中
心
に
し
て
い
る
。
所
収
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
法
華
経
の
漢
訳
に
お
け
る
諸
問
題

１
法
華
経
に
お
け
る
法
護
と
羅
什
の
訳
語
（
金
倉
圓
照
）

２
竺
法
護
の
訳
経
に
つ
い
て
（
佐
を
木
孝
憲
）

○
法
華
経
の
音
義
の
研
究

３
薬
草
品
後
分
の
羅
什
不
訳
に
就
い
て
（
松
濤
誠
廉
）

４
一
切
経
音
義
中
の
法
華
音
義
に
つ
い
て
（
兜
木
正
亨
）

○
法
華
経
の
訳
語
の
研
究

５
教
団
史
よ
り
見
た
正
法
華
経
の
特
徴
（
望
月
良
晃
）

６
法
華
経
興
期
の
担
い
手
（
久
保
継
成
）

７
大
智
度
論
と
法
華
経
（
塚
本
啓
祥
）

８
法
華
論
に
お
け
る
授
記
の
研
究
（
田
賀
龍
彦
）
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こ
の
篇
で
は
、
漢
訳
さ
れ
た
法
華
経
の
訳
語
に
関
し
て
、
法
護
訳
の
正

法
華
経
と
羅
什
訳
の
妙
法
蓮
華
経
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
な

る
内
容
を
な
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
撰
述
註
釈
害
の
研
究
と
云
っ
て
も
全
体

と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。

１
は
、
法
護
と
羅
什
の
訳
語
の
ち
が
い
を
梵
文
と
比
較
し
、
２
は
、
法

護
の
訳
出
経
典
と
訳
語
の
特
色
、
３
は
、
薬
草
品
後
分
が
何
故
羅
什
訳
に

は
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
４
は
、
玄
應
・
慧
琳
・
可
洪
の
音
義
中
の
法
華

音
義
の
比
較
、
５
は
、
正
法
華
経
の
訳
語
を
通
し
て
、
法
供
養
、
、
塔
観
、

誹
誘
者
、
教
団
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
６
は
、
菩
薩
、
比

丘
、
善
男
子
な
ど
の
呼
称
に
つ
い
て
、
羅
什
訳
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
比

較
し
て
い
る
。
７
は
、
智
度
論
に
引
用
さ
れ
て
い
る
法
華
経
と
、
漢
訳
の

正
法
華
、
妙
法
華
の
関
係
に
つ
い
て
三
者
を
比
較
し
て
検
討
し
、
更
に
智

度
論
の
著
者
に
つ
い
て
各
説
を
紹
介
し
、
特
に
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
説
に
注

意
し
て
い
る
。
８
は
、
女
人
成
佛
に
つ
い
て
阿
含
経
典
に
見
ら
れ
る
思
想

を
概
観
し
て
い
る
が
、
論
題
の
法
華
論
に
於
け
る
授
記
の
考
察
は
わ
ず
か

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
第
三
篇
も
各
論
文
が
内
容
に
於
て
相
互
に
緊
密
な
連
繋
を
欠
き
、

且
つ
標
題
に
沿
わ
な
い
論
究
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
訳
語
に
つ
い
て
の

論
文
が
多
い
が
、
唯
比
較
し
て
相
違
点
を
指
摘
し
て
い
る
に
止
ま
る
よ
う

で
あ
る
。
又
法
華
経
の
訳
経
史
上
の
問
題
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
る
わ

け
で
も
な
く
、
全
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
な
い
。
法
護
訳
の
正
法
華
経

は
羅
什
の
妙
法
蓮
華
経
訳
出
以
後
全
く
講
讃
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ

は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
と
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
比
較
を
行
う
よ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
華
経
の
中
国
受
容
の
特
色

を
探
る
一
つ
の
鍵
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
イ
ン
ド
撰
述
註
釈
害
の
研
究
と
い
う
が
、
所
収
の
二
論
文
だ
け
で

十
分
そ
の
意
を
果
す
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の

法
華
経
研
究
Ｉ
・
Ⅲ
に
も
関
係
の
論
文
が
見
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド
思
想
上

の
法
華
経
の
展
開
を
ま
と
め
て
検
討
し
、
更
に
中
国
で
の
研
究
と
の
ち
が

い
に
つ
い
て
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
尚
こ
の
篇
は
本

書
の
中
国
的
展
開
と
い
う
主
題
か
ら
は
い
さ
さ
か
は
ず
れ
た
問
題
の
よ
う

で
あ
る
。

第
四
篇
は
「
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
法
華
経
文
献
の
研
究
」
で
あ
り
、
次
の
二
篇

を
収
め
て
い
る
。

１
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
法
華
経
の
二
三
の
問
題
（
壬
生
台
舜
）

２
西
蔵
訳
正
法
蓮
華
註
と
法
華
玄
賛
に
見
ら
れ
る
三
草
二
木
瞼
（
中

村
瑞
隆
）

こ
の
篇
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
正
法
白
蓮
華
経
に
つ
い
て
の
検
討
と
、
蓮

華
註
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
に
於
け
る
法
華
経
研
究
を
明

か
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
書
の
中
国
的
展
開
の
本
論
と
関
係
が

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
法
華
経
研
究
Ｉ
。
Ⅲ
に
同
じ
チ
。
ヘ
ッ
ト
佛

教
で
の
考
察
が
あ
り
、
一
つ
に
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
第
三
・
四
篇
は
特
に
本
書
に
於
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
性
格
の

も
の
と
は
思
え
ず
、
既
刊
の
法
華
経
研
究
の
中
の
伝
訳
に
関
す
る
項
及
び

チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
関
す
る
項
に
於
て
論
ぜ
ら
れ
る
簿
へ
き
で
あ
っ
た
。
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以
上
、
本
書
の
研
究
目
的
と
所
収
論
文
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、

最
後
に
、
法
華
経
の
総
合
研
究
に
関
し
て
二
三
感
想
を
述
ぺ
た
い
。

第
一
に
、
本
書
は
総
合
研
究
で
あ
る
か
ら
、
計
画
的
に
研
究
分
野
を
分

担
し
、
全
体
と
し
て
の
体
系
が
当
然
予
想
さ
れ
る
論
文
集
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
従
っ
て
本
書
の
研
究
目
的
は
先
に
も
紹
介
し
た
如
く
、
「
法
華
経

の
註
釈
書
を
総
合
的
に
討
究
し
て
、
そ
の
思
想
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
」

こ
と
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
、
総
合
的
な

検
討
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
第
二
篇
の
項
に
於
て
も
述

尋
へ
た
が
、
総
じ
て
思
想
史
と
し
て
全
体
の
流
れ
の
中
で
の
研
究
が
殆
ん
ど

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
因
由
し
て
い
る
。
法
華
経
の
思
想
の
考
察

は
唯
単
に
一
つ
の
註
疏
の
概
略
だ
け
で
は
解
明
し
え
な
い
。
こ
れ
は
他
の

経
論
研
究
と
の
関
係
、
各
時
代
の
思
想
界
の
状
況
背
景
の
中
に
位
置
づ
け

て
考
え
る
零
へ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
は
、
本
書
が
法
華
経
の
中
国
的
展
開
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
あ

る
な
ら
ば
、
何
故
に
中
国
的
な
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
漢
訳
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
或
は
中
国
で
の
註
釈
書
の
作
製
が
直

ち
に
中
国
的
受
容
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
単
に
そ
れ
だ
け
を

以
て
中
国
的
受
容
と
云
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
ら
に
共
通
し
て

見
ら
れ
る
独
自
性
を
探
る
こ
と
な
く
し
て
、
中
国
的
特
性
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
本
吉
で
は
註
釈
害
の
あ
る
も
の
の
み
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ

る
が
、
法
華
経
に
関
す
る
直
接
の
註
釈
害
が
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
法
華

三

思
想
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
華
厳
の
元
暁
や
法
蔵
や
、

地
諭
の
浄
影
慧
遠
な
ど
は
法
華
に
関
す
る
著
述
こ
そ
残
っ
て
い
な
く
て
も
、

そ
の
学
問
体
系
中
に
法
華
の
占
め
る
重
み
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
と
思

わ
れ
る
。
更
に
は
、
中
国
で
の
浄
土
教
や
禅
、
三
階
教
な
ど
に
関
係
す
る

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
も

本
書
に
我
々
は
期
待
し
て
い
た
。

第
四
は
、
本
吉
の
研
究
目
的
で
「
法
華
思
想
と
中
国
文
化
と
の
連
関
を

把
握
す
る
」
と
あ
る
が
、
本
書
が
中
国
的
展
開
と
い
い
な
が
ら
、
中
国
思

想
と
の
関
係
が
論
究
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
の
文
化
・
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
刊
の
法
華
経
研
究
の
中

に
関
係
論
文
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
本
書
に
於
て
こ
そ
総
合
的
に
論

究
さ
れ
る
雫
へ
き
で
あ
っ
た
。
更
に
法
華
経
が
中
国
の
庶
民
層
、
又
は
居
士

の
間
に
浸
透
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
の
究
明
も
残
さ
れ
た
課
題
で

圭
括
し
づ
（
》
Ｏ

第
五
は
、
法
華
経
の
総
合
研
究
が
単
に
各
研
究
者
の
興
味
に
よ
る
論
述

で
な
く
、
総
合
的
な
意
味
と
し
て
、
内
容
的
に
、
法
華
経
の
一
乗
思
想
、

方
便
思
想
、
佛
身
観
、
授
記
思
想
、
現
世
利
益
な
ど
の
論
点
に
つ
い
て
、

各
家
に
於
て
如
何
な
る
変
遷
が
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
、
い
わ
ば
テ
ー
↓
、

に
よ
っ
て
の
相
互
関
係
の
総
合
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
六
は
、
本
書
の
研
究
目
的
で
あ
っ
た
「
法
華
思
想
と
日
本
文
化
と
の

連
関
攻
究
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
接
触

に
つ
い
て
の
吟
味
が
こ
こ
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
既
刊
の
本
シ

リ
ー
ズ
中
に
譲
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
本
書
の
研
究
目
的
と
所
収
論
文
の
現
実
の
内
容
に
つ
い
て
の
不
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一
致
を
見
て
き
た
が
、
本
書
で
は
概
し
て
先
人
の
論
文
を
参
照
す
る
な
り
、

批
判
す
る
な
り
の
傾
向
が
少
な
い
。
従
っ
て
本
書
に
は
参
考
文
献
も
あ
げ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
研
究
者
に
と
っ
て
今
一
歩
の
工
夫
が
望
ま
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
様
盈
の
問
題
点
を
本
書
は
含
ん
で
お
り
、
総
合
研
究
と
し
て
編

集
上
の
配
慮
に
希
望
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
と
云
っ
て
も
日
本

の
関
係
学
者
を
動
員
し
た
成
果
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
で
の
代
表

的
な
法
華
経
註
釈
害
に
つ
い
て
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
学
の

者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
の
恩
恵
に
浴
し
な
が
ら
、
更
に
発
想
の

転
換
を
伴
っ
た
再
吟
味
が
今
日
的
な
問
題
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
思
う
。

若
輩
の
妄
評
に
御
寛
恕
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
七
年
三
月
、
京
都
平
楽
寺
書
店
、
Ａ
五
版
、
六
、
○
○
○
円
）
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