
わ
れ
わ
れ
が
イ
ン
ド
の
古
代
史
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
い
く
た

の
困
難
に
直
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
困
難
の
な
か
で
も
っ
と

も
大
き
な
も
の
は
資
料
が
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
廷
の
年

代
記
は
カ
シ
ミ
ー
ル
と
チ
ャ
ン
・
ハ
ー
の
そ
れ
を
除
い
て
は
他
に
な
く
、
多

く
は
漠
然
と
し
た
伝
承
の
み
で
、
イ
ン
ド
に
は
歴
史
害
の
名
に
値
す
る
も

の
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
古
学
の
助
け
を
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
現
在
の
考
古
学
は
き
わ
め
て
進
歩
し
た
と

は
い
え
、
ま
だ
真
に
重
要
な
問
題
を
解
決
す
る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
は
い

な
い
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
に
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
家
が
利
用
し
な
か
っ
た

一
つ
の
大
き
な
利
点
と
も
い
う
筆
へ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
形

態
の
諸
社
会
層
の
な
か
に
、
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
を
再
構
成
で
き
る

よ
う
な
残
存
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
残
存
を
み
る
た
め

に
は
田
舎
へ
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
著
者
が
と
く
に
関
心
を

も
ち
重
視
す
る
の
は
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

書
評
・
紹
介

コ
ー
サ
ン
ビ
ー
著

山
崎
利
男
訳

「
イ
ン
ド
古
代
史
」

一

佐
々
木
教
悟

か
れ
に
よ
れ
ば
、
現
存
し
て
い
る
古
代
イ
ン
ド
の
文
献
の
大
部
分
は
圧

倒
的
に
宗
教
的
、
祭
式
主
義
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
作
者
た
ち
は
歴
史

に
も
現
実
に
も
な
ん
ら
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
文

献
が
著
作
さ
れ
た
と
き
の
現
実
の
社
会
構
造
を
前
も
っ
て
知
ら
な
い
で
、

こ
れ
か
ら
歴
史
を
引
き
出
そ
う
と
試
み
て
も
、
大
し
た
結
果
は
得
ら
れ
ず
、

あ
る
い
は
信
頼
の
お
け
な
い
結
論
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
な
い
か
と
い

う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
域
的
変
化
は
あ
る
が
大
筋
は
同
じ
で
あ
り
、

多
く
の
古
い
種
族
集
団
を
未
だ
に
残
存
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
イ
ン
ド
の
社

会
の
階
層
化
せ
る
相
を
フ
ィ
ー
ル
ド
で
偏
見
な
し
に
調
査
研
究
す
る
な
ら

ば
、
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
多
く
の
こ
と
が
、
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
こ
と

に
気
付
く
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
零
ハ
ー
ル
ブ
ヅ
ト
に
あ

る
紀
元
前
一
五
○
年
こ
ろ
の
彫
刻
に
み
え
る
牛
車
や
村
落
の
家
、
後
二
○

○
年
こ
ろ
の
ク
シ
ャ
ー
ソ
時
代
の
浮
彫
に
み
え
る
鍬
や
鋤
を
ひ
く
農
民
が
、

現
代
の
イ
ン
ド
の
村
落
に
ま
だ
そ
の
ま
ま
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
イ
ン

ド
を
訪
づ
れ
た
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
だ
れ
し
も
気
付
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
を
歴
史
の
枠
に
組
み
入
れ
て
、
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
歴
史
像
と

わ
ざ

し
て
描
い
て
ゆ
く
こ
と
は
、
け
だ
し
困
難
な
業
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
こ
の

新
し
い
試
み
は
歴
史
研
究
の
正
統
派
か
ら
は
異
端
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
こ
こ
ろ
み
が
、
あ
る
場
合
に
は
こ
こ
ろ
に
く
い
ほ
ど
成
功

し
て
い
る
の
は
（
著
者
に
は
そ
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
）
、
フ
ィ
ー
ル
ド
を

重
視
す
る
と
は
い
え
フ
ィ
ー
ル
ド
に
の
み
頼
ら
ず
に
、
文
献
資
料
や
他
の

学
者
の
考
古
学
上
の
成
果
を
克
明
に
調
ぺ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
た
く
み
に

あ
わ
せ
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
研
究
が
言
－
－
ク
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。

戸 戸
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イ
ン
ド
の
先
史
民
の
生
活
を
探
究
す
る
部
門
は
、
全
く
未
開
拓
の
領
野

と
い
っ
て
も
い
い
過
ぎ
で
は
な
い
が
、
著
者
は
こ
の
部
門
の
究
明
に
異
常

な
ほ
ど
の
関
心
を
示
し
た
。
そ
し
て
食
料
採
集
に
焦
点
を
あ
て
て
、
細
石

器
を
つ
く
っ
た
人
為
お
よ
び
メ
ガ
リ
ス
を
残
し
た
人
灸
の
居
住
状
況
に
つ

い
て
仔
細
に
述
ゞ
へ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
興
味
を
も
ち
、
ま

た
啓
発
さ
れ
る
点
は
、
お
よ
そ
前
四
○
○
○
年
か
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も

古
い
と
み
ら
れ
る
砂
丘
文
化
が
イ
ン
ド
に
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
細
石

器
や
メ
ガ
リ
ス
を
つ
く
っ
た
人
を
が
っ
く
り
だ
し
た
文
化
が
歴
史
時
代
に

連
続
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
為
は
す
で
に

ト
ラ
ン
ス
ヒ
『
－
－
マ
ン
ス
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
メ
ガ
リ
ス
が
水

牛
の
魔
神
マ
ソ
ー
、
〈
－
の
社
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
が
、
そ
の
魔
神
は
あ
る

と
き
は
女
神
と
結
婚
し
、
あ
る
と
き
は
女
神
に
敗
北
を
喫
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
れ
は
原
始
社
会
と
部
族
生
活
、
イ
ン
ダ
ス
流
域

の
文
明
、
そ
の
文
明
を
終
聴
さ
せ
て
東
部
に
定
住
す
る
の
を
可
能
と
し
た

ア
ー
リ
ャ
人
の
侵
入
、
カ
ー
ス
ト
制
度
や
、
鉄
器
、
鋤
を
も
っ
て
お
こ
な

っ
た
ガ
ン
ジ
ス
流
域
の
開
拓
、
マ
カ
ダ
国
の
興
起
と
佛
教
の
成
立
、
農
村

の
食
料
生
産
に
基
礎
を
お
く
帝
国
組
織
を
も
っ
て
し
た
マ
ウ
リ
ャ
朝
の
全

イ
ン
ド
征
服
、
そ
の
帝
国
の
崩
壊
、
デ
カ
ン
に
お
け
る
諸
王
国
の
発
展
と

海
岸
地
方
の
定
住
、
封
建
制
の
出
現
、
そ
の
長
い
過
程
と
佛
教
の
衰
滅
な

ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
扱
う
内
容
か
ら
み
て
、

こ
れ
は
佛
教
滅
亡
時
ま
で
の
イ
ン
ド
古
代
文
化
の
研
究
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

一
一

イ
ン
ダ
ス
文
化
に
つ
い
て
、
著
者
は
そ
の
文
化
が
青
銅
器
時
代
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
文
化
に
お
け
る
生
産
面
を
追
究

そ
の
女
神
は
の
ち
の
今
〈
ラ
モ
ン
の
宗
教
で
は
シ
ヴ
ァ
の
配
偶
神
な
る
．
〈
－

ル
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ト
ー

テ
ム
の
食
物
の
タ
ブ
ー
に
関
し
て
も
い
く
た
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
か

れ
ら
は
自
己
の
部
族
以
外
の
者
が
と
と
の
え
た
食
物
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
の
ち
の
佛
教
の
僧
伽
は

こ
れ
を
打
ち
破
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
佛
教
の
戒
律
の
中
に
食
物
の
受
取

に
関
す
る
種
々
の
規
程
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
残
存
で
は
な
い
か
と
み
ら

れ
る
点
も
あ
る
。
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
教
義
発
生
の
背
景
に
は
、
動
物
の
生
命

を
奪
わ
な
く
て
も
得
ら
れ
る
食
物
が
と
と
の
っ
た
と
い
う
事
実
の
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
の
は
（
四
六
頁
）
、
一
考
を
要
す
る
が
、
生
産
関
係
と
宗
教

の
上
部
構
造
と
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
先
史
時
代
の
残
存
に
つ
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
研
究
を
手
が
か
り
と
し
て
、
今
後
さ
ら
に
開
発
せ
ら
る
筆
へ
き
部

門
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
は
、
著
者
が
プ
ー
ナ
近
傍
で
採
集
し
た
細
石
器
が

掲
出
さ
れ
て
い
る
が
（
第
３
図
、
五
一
’
五
二
頁
）
、
筆
者
は
．
フ
ー
ナ
滞

在
中
（
一
九
五
九
年
二
月
）
、
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
教
授
に
傾
倒
し
つ
つ
現
地

で
イ
ン
ド
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
中
田
直
道
氏
の
案
内
で
研
究
所

ａ
冨
邑
“
烏
胃
○
国
の
具
昌
屍
＄
①
胃
呂
冒
昌
目
蔚
）
付
近
の
砂
丘
上
に

て
細
石
器
を
採
集
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
砂
丘
文
化
の
あ
と
か
た
が
こ
の

よ
う
に
露
呈
し
て
い
て
、
あ
ま
り
に
も
無
雑
作
に
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ

る
こ
と
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

三

56



す
る
が
、
〒
一
ジ
プ
ト
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ヤ
と
い
う
二
つ
の
類
似
の
流
域
文
化

と
の
比
較
に
お
い
て
、
こ
の
文
化
の
特
徴
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は

だ
れ
し
も
か
ん
が
え
る
こ
と
で
あ
り
、
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

こ
の
文
化
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
ダ
ー
ロ
と
ハ
ラ
ッ
パ
ー

と
の
共
通
点
の
検
討
か
ら
こ
の
文
化
の
社
会
構
造
に
ま
で
触
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
文
化
と

そ
れ
に
続
く
ヴ
ェ
ー
ダ
の
文
化
と
の
関
連
性
も
し
く
は
連
続
性
の
問
題
に

つ
い
て
、
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に

値
す
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
た
だ
僅
か
に
出
土
品
の
中
に
シ
ヴ
ァ
神
や
地

母
神
あ
る
い
は
リ
ン
ガ
な
ど
後
世
の
ヒ
ン
ド
ゥ
教
に
関
係
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
点
が
注
意
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
今
や
シ
ー
ル
と
生
産
面
と
の
結
び
つ
き
が
検
討
さ
れ
て
、
そ

れ
ら
が
宗
教
上
の
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

ま
た
、
モ
ヘ
ン
ジ
ョ
ダ
ー
ロ
に
み
ら
れ
る
大
浴
場
の
用
途
に
つ
い
て
も
、

従
来
は
た
だ
推
測
の
域
を
い
で
な
か
っ
た
が
、
著
者
は
プ
シ
ュ
ヵ
ラ
と
ア

プ
サ
ラ
ス
と
の
関
連
性
に
お
い
て
、
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
プ
シ

ュ
カ
ラ
と
プ
シ
ュ
カ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
と
の
関
係
（
二
○
七
頁
）
、
ア
プ
サ
ラ

ス
と
イ
シ
ュ
タ
ル
と
の
親
縁
性
（
九
八
頁
）
に
つ
い
て
は
な
お
も
検
討
の

余
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
注
目
す
等
へ
き
指
摘
と
か
ん
が
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
イ
ン
ダ
ス
文
化
が
ほ
ろ
び
た
の
ち
も
、
そ
の

文
化
を
産
み
だ
し
た
人
々
ｌ
そ
れ
が
。
〈
｜
一
族
か
ヴ
ァ
ラ
シ
ヵ
族
か
、
も

し
く
は
他
の
種
族
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ｌ
の
う
ち
生
き
残
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
当
為
性
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
わ
が
国
の
学
者
が
論
じ
て
い
る
（
中
村
元
著
「
イ
ン
ド
古
代
史
」

ア
ー
リ
ャ
人
の
生
活
様
相
に
関
し
て
は
、
さ
す
が
に
科
学
者
だ
け
あ
っ

て
詳
細
な
考
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
随
所
に
新
し
い
見
解
を
披
露

す
る
。
た
と
え
ば
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
時
代
は
、
階
級
未
分
化
の
小

集
落
と
い
う
形
態
に
あ
っ
た
時
代
に
し
て
、
ブ
ッ
ダ
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
の

小
部
族
の
な
か
で
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
否
定
し
な
い
が
、
シ
ャ
カ
族

に
お
け
る
首
長
は
交
代
制
で
選
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ブ

ッ
ダ
が
王
子
と
し
て
生
ま
れ
、
壮
大
な
宮
殿
で
き
わ
め
て
上
品
な
楽
し
み

の
な
か
で
生
活
し
た
云
灸
と
い
う
よ
う
な
話
は
、
後
世
の
作
り
話
で
あ
る

と
す
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
ま
た
前
六
世
紀
の
古
代
国
家
の
通
商
路
と
の

関
係
を
論
じ
て
、
マ
ガ
ダ
の
付
近
に
銅
と
鉄
の
鉱
石
が
産
す
る
こ
と
に
注

目
し
、
鉱
業
が
マ
ガ
ダ
の
国
家
権
力
の
大
き
な
源
泉
で
あ
っ
た
と
す
る
が

ご
と
き
は
独
創
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
コ
ー
サ
ラ
と
マ
ガ
ダ
の
銀

貨
の
打
刻
印
（
第
加
図
、
一
九
三
頁
）
の
研
究
は
独
特
の
成
果
を
あ
げ
て

い
る
よ
毒
フ
に
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
佛
教
が
成
立
、
発
展
、
衰
滅
と
い
う
全
過
程
を
歩
ん
だ
一

五
○
○
年
間
に
、
イ
ン
ド
は
半
遊
牧
的
な
部
族
生
活
か
ら
最
初
の
絶
対
君

主
制
を
へ
て
封
建
制
に
変
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
に
お
い
て
佛
教

が
諸
段
階
で
果
た
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
は
、
イ
ン
ド
文
明
に
つ
い
て
真

剣
に
考
察
す
る
と
き
に
中
心
的
な
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
一
五
一
頁
）

上
、
三
○
’
三
一
頁
）
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ロ
ー
タ
ル
の
発
掘
な
ら
び

に
そ
の
文
明
の
下
限
と
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
お
も
わ
れ
る
が
、
著

者
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
触
れ
て
い
な
い
。

四
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と
す
る
と
こ
ろ
に
、
著
者
の
佛
教
に
対
す
る
対
面
の
仕
方
が
よ
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佛
教
の
歴
史
的
展
開
に
対
す
る

掘
り
下
げ
方
は
、
ま
だ
充
分
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
以
外
の
地
へ
の
佛
教
の
伝
播
は
武
力
の
影
響
も
武
力

に
応
じ
て
成
長
し
た
政
治
的
影
響
も
な
し
に
行
な
わ
れ
た
。
し
か
る
に
イ

ン
ド
内
部
に
お
け
る
完
全
な
消
滅
が
イ
ン
ド
以
外
の
と
こ
ろ
の
成
功
と
正

反
対
で
あ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
顕
著
な
し
か
も
た
が
い

に
矛
盾
し
た
二
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
著
者
は

そ
れ
に
対
し
て
な
ん
ら
の
説
明
も
解
釈
も
あ
た
え
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
後
す
く
な
く
と
も
一
五
○
○
年
間
、
佛

教
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
発
展
を
と
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
著
者
は
充
分
な
認

識
を
有
し
て
い
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
著
者
は
初
期
の
佛
教
経
典

に
近
代
的
な
政
治
経
済
学
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
歎
の
眼
を

見
張
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
は
土
地
か
ら
の
租
税
を
集
め
る
だ
け
で

人
民
が
盗
賊
や
反
社
会
的
分
子
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
て
い
れ
ば
、
王
の
義

務
を
果
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
・
強
盗
や
闘
争
は
武
力
や
厳
罰
に
よ

っ
て
も
決
し
て
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
社
会
の
悪
の
根
源
は
貧
乏
と

失
業
で
あ
り
、
こ
れ
は
慈
善
や
喜
捨
に
よ
っ
て
片
付
く
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
悪
行
に
報
酬
を
与
え
、
そ
の
上
そ
れ
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

正
し
い
解
決
方
法
は
、
農
業
や
牧
畜
で
生
活
す
る
者
に
種
子
や
食
物
を
供

し
、
商
業
で
生
活
す
る
者
に
は
必
要
な
資
本
を
供
し
、
そ
し
て
地
方
か
ら

搾
取
す
る
方
法
を
見
出
さ
な
い
よ
う
に
、
役
人
に
適
当
な
給
与
を
と
ど
こ

お
り
な
く
支
払
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
新
し
い
富
が
生
み
出
さ
れ
、

地
方
が
盗
賊
や
詐
欺
師
か
ら
免
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
産
的
で
満
足
す
べ

著
者
の
佛
教
に
対
す
る
見
解
に
は
独
創
的
な
も
の
が
み
ら
れ
、
わ
れ
わ

れ
を
啓
発
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
ま
た
、
佛
教
学
も
し
く
は
佛
教
史
上

不
自
然
で
妥
当
性
を
欠
く
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
八
正
道
が
ギ
リ
シ

ア
人
の
身
体
に
対
す
る
体
育
の
関
係
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
説
、
比
丘
の

僧
伽
は
サ
バ
ー
（
部
族
集
会
）
の
線
に
沿
っ
て
そ
の
集
会
を
組
織
運
営
し

た
と
す
る
説
な
ど
は
参
考
に
値
す
る
が
、
三
蔵
を
律
、
論
、
経
の
順
序
で

あ
げ
た
り
、
ア
シ
ョ
ー
カ
は
僧
院
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
（
二
七
九
頁
）
、
ク

シ
ャ
ー
ン
朝
の
始
祖
は
カ
ニ
シ
カ
一
世
で
金
貨
を
発
行
し
た
力
’
一
シ
カ
は

こ
の
始
祖
の
孫
で
あ
ろ
う
（
二
九
一
頁
）
と
す
る
な
ど
は
再
考
の
余
地
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

佛
教
の
僧
院
の
出
現
、
そ
の
構
造
、
年
代
の
測
定
、
僧
院
と
経
済
の
問

題
は
、
著
者
の
関
心
の
的
と
な
っ
た
も
の
ら
し
く
、
き
わ
め
て
級
密
な
考

は
り

察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー
ル
レ
の
大
き
な
チ
ャ
イ
テ
ィ
ャ
に
あ
る
梁
木

は
、
放
射
性
炭
素
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
紀
元
前
二
八
○
年
の
も
の
と
い

う
が
（
二
一
五
、
二
八
一
頁
）
、
古
代
の
木
造
建
築
物
で
現
存
す
る
も
の
が

き
環
境
で
、
人
民
は
欠
乏
と
不
安
に
悩
ま
さ
れ
ず
、
安
楽
か
つ
幸
福
に
子

を
育
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
国
庫
に
あ
る
も
の
や
個
人
が
自
発

的
に
寄
付
し
た
も
の
を
問
わ
ず
、
蓄
積
さ
れ
た
余
剰
物
を
消
費
す
る
最
上

の
方
法
は
、
井
戸
や
池
を
掘
っ
た
り
、
通
商
路
沿
い
に
木
立
を
植
え
る
こ

と
で
あ
る
と
い
う
（
一
七
四
頁
）
の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
経
典
の
名
を

あ
げ
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
丙
鄙
曾
§
旨
目
‐
召
斥
四
三
国
（
ワ
Ｚ
．
］
皇
〕
・

畠
巳
な
ど
に
み
え
る
経
説
に
相
当
し
て
い
る
。

五
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ほ
と
ん
ど
な
い
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
、
貴
重
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
石
窟
僧
院
の
構
造
、
そ
の
僧
院
の
部
派
所
属
、

僧
院
と
佛
教
徒
の
ギ
リ
シ
ア
人
商
人
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
学
者
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
が
（
曾
屏
自
白
肖
己
巨
茸
》
嗣
巨
呂
匡
黒

昌
ｏ
烏
覗
曾
邑
ご
ｇ
国
粋
の
胃
の
○
国
且
宮
）
、
僧
院
と
経
済
と
の
関
係
を
科

学
者
の
立
場
か
ら
究
明
し
た
も
の
は
す
ぐ
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
を
蓄
積

し
、
そ
れ
を
供
給
し
た
大
僧
院
の
刺
戟
の
も
と
で
都
市
が
発
達
し
、
内
陸

と
海
上
と
の
貿
易
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ

ン
ダ
や
カ
ー
ン
チ
ー
の
事
例
で
論
述
す
る
が
（
二
九
五
頁
）
、
わ
れ
わ
れ
は

か
よ
う
な
１
’
－
－
ク
な
研
究
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
暖
味

模
糊
と
し
て
そ
の
全
貌
を
把
握
し
か
ね
た
大
僧
院
、
た
と
え
ば
「
西
域
記
」

が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
居
住
し
た
と
こ
ろ
と
つ
た
え
る
ア
ー
ン
ド
ラ
の

ブ
ラ
ー
マ
ラ
・
ギ
リ
伽
藍
（
圃
胃
抑
日
胃
煙
‐
唱
国
‐
ぐ
昏
倒
四
黒
峰
山
伽
藍
）

の
在
り
方
な
ど
を
知
る
手
が
か
り
を
得
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
グ
プ
タ

朝
時
代
か
ら
パ
ー
ラ
朝
時
代
に
か
け
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
お
よ
び
そ
の
付

近
に
い
く
つ
か
の
大
僧
院
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
地
か
ら
、

後
世
こ
の
地
方
全
域
を
さ
す
ビ
ハ
ー
ル
（
州
）
の
名
が
生
ま
れ
た
こ
と
を

思
え
ば
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
僧
院
が
社
会
に
占
め
る
位
置
は
大
き

か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
著
者
は
佛
教
の
僧
院
と
音
楽
な
い

し
戯
曲
の
問
題
に
も
触
れ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
に
対
す
る
豊
富
な
識

見
を
示
す
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
古
代
文
化
全
体
に
対
し
て
「
ギ
ー
タ
ー
」

の
も
つ
意
味
を
、
マ
ル
キ
ス
ト
の
立
場
か
ら
探
っ
て
い
る
。

一
、

ユ
ノ

本
書
は
ワ
．
ロ
．
民
○
閏
日
團
》
目
冨
○
巳
甘
儲
①
四
目
Ｑ
ぐ
罠
瞬
目
５
口
ａ

罷
己
ｇ
の
具
冒
島
色
旨
国
尉
さ
凰
○
昌
○
巨
竺
旨
①
（
Ｆ
ｇ
丘
○
口
》
閃
○
巨
建
巴
鳴

陣
嗣
①
悪
口
弓
Ｐ
巳
》
ご
爵
）
を
著
者
自
身
の
訂
正
と
増
補
に
し
た
が
っ
て

山
崎
利
男
氏
が
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
の
ダ
モ
ー
ダ
ー
ル
・
ダ
ル
マ
ー
ナ
ン
ド
・
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
氏

（
ロ
斡
冒
且
胃
皀
一
胃
日
自
国
昌
員
ｏ
３
目
罰
）
は
、
か
の
デ
カ
ン
地
方
に
お

け
る
佛
教
研
究
の
先
駆
者
で
あ
り
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
佛
教
研
究
の
開
拓

者
で
も
あ
っ
た
ダ
ル
マ
ー
ナ
ン
ド
・
コ
ー
サ
ン
ピ
ー
（
屍
。
－
岳
ミ
）
の

子
息
に
し
て
、
イ
ン
ド
が
生
ん
だ
ま
れ
に
み
る
す
ぐ
れ
た
科
学
者
・
思
想

家
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
数
学
と
統
計
学
と
に
お
い
て
世
界
的

名
声
を
博
し
た
が
、
ま
た
厳
父
の
影
響
を
受
け
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

献
学
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
族
学
、
佛
教
学
等
に
造
詣
が
深
く
、
と
く

に
イ
ン
ド
民
族
の
歴
史
と
文
化
に
対
す
る
愛
情
と
熱
意
と
に
は
な
み
な
み

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。

か
れ
は
一
九
三
三
年
以
来
、
イ
ン
ド
古
典
研
究
の
一
中
心
地
で
あ
る
プ

ー
ナ
に
住
み
、
フ
ァ
ー
ガ
ッ
ソ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
（
田
①
侭
巨
の
の
Ｏ
ｐ
ｏ
巳
庁
鴨
）

の
教
授
と
し
て
、
そ
の
死
の
と
き
（
一
九
六
六
年
六
月
・
五
十
九
歳
）
ま

で
活
動
し
た
が
、
イ
ン
ド
古
代
史
の
研
究
は
、
か
れ
が
晩
年
に
も
っ
と
も

力
を
注
い
だ
研
究
部
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
研
究
が
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
訳
者
の
「
あ
と
が
き
」

に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
た
ん
な
る
ド
グ
マ
で
は
な

く
て
、
科
学
の
新
し
い
発
見
と
結
合
さ
せ
て
発
展
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
う
、
か
れ
の
立
場
は
本
書
に
も
一
貫
し
て
つ
ら
ね
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
態
度
は
前
著
の
シ
邑
冒
茸
○
（
ご
畠
○
コ
言
昏
①
理
屋
身
具
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H
i
s
f
o
r
y
"

 B
o
m
b
a
y
1
9
5
9

と
も
終
始
変
わ
っ
て
い
な
い
。

い 

ず
れ

に
し
て
も
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
数
学
者
が
自
国
の
民
族
と
文
化 

と
を

愛
す

る
あ
ま
り
古
代
史
の
研
究
に
異
常
な
ほ
ど
の
熱
意
を
示
し
、

こ 

の
よ
う
な
研
究
業
績
を
あ
げ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
す
る
他
は
な
い
。 

な
お
訳
文
中
に
は
、
若
干
わ
れ
わ
れ
が
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
言 

葉

が

用

い

ら

れ

て

い

る

が(

た
と
え
ば
戒
賢
論
師
に
対
し
て
戒
律
の
教
匠

な
ど
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ご
と
き)

、

お
お
む
ね
平
易
で
、

ひ 

じ
ょ
う
に
苦
心
し
た
あ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
末

尾

に

付

加

さ

れ

た

「
コ 

—

サ
ン
ビ
ー
氏
の
イ
ン
ド
史
に
関
す
る
著
作
」

は
各
章
ご
と
に
関
係
文
献 

と

そ
の
解
説
を
あ
た
え
て
お
り
、
訳
者
の
親
切
な
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(

昭
和
四
一
年
一 

ー
月 

岩
波
書
店 
B

6

三
三
七
頁)
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