
序

二
千
余
年
前
、
イ
ン
ド
東
北
の
一
地
域
に
発
祥
し
た
併
教
は
、
阿
育
王
時
代
に
は
本
土
全
域
は
も
と
よ
リ
、
南
は
ス
リ
ラ
ン
カ
、

西
北
は
カ
シ
ミ
l
ル
に
ま
で
拡
が
り
、
南
伝
し
た
併
教
は
更
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
園
に
、
北
伝
し
た
そ
れ
は
シ
ル
ク
、
ロ
ー
ド
諸
園
を

経
て
中
園
に
、
そ
し
て
韓
園
・
日
本
に
と
伸
展
し
た
。

L
か
し
長
年
月
に
渉
る
時
の
流
れ
と
と
も
に
、
遺
跡
は
多
く
残
っ
て
い
る
と

は
言
う
も
の
の
、
イ
ン
ド
本
土
、
シ
ル
ク
・
ロ

l
ド
諸
園
、
中
固
な
ど
で
は
、
そ
の
影
は
稀
薄
と
な
リ
、
南
伝
し
た
そ
れ
も
、
ス
リ

ラ
ン
ヵ
、
そ
の
地
、
二
、
三
の
園
々
を
除
レ
て
は
、
既
に
形
骸
さ
残
す
の
み
と
な
リ
つ
つ
あ
る
。
勿
論
、
欧
米
諸
園
で
も
言
語
学
的

研
究
は
盛
行
し
、
ま
た
近
年
で
は
樟
そ
の
他
も
伝
承
さ
ふ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
珍
ら
し
い
東
洋
的
思
惟
と
し
て
歓
迎

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
を
併
教
学
研
究
の
一
助
と
し
て
受
容
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
た
び
『
韓
園
例
教
学
ゼ

ミ
ナ

ー
ル
』
が
再
刊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
全
宗
釈
師
か
ら
拝
聴
し
た
。
う
け
た
ま
わ
れ
ば
曽
て
日
本

に
留
学
さ
れ
た
韓
園
の
方
々
、
ま
た
在
日
さ
れ
て
い
る
諸
師
に
よ
る
諸
論
文
が
年
度
毎
に
集
大
成
さ
れ
る
と
の
由
で
あ
る
。
韓
園
の

併
教
が
現
在
も
な
お
脈
々
と
し
て
息
づ
い

て
レ
る
誼
左
と
し
て
、
誠
に
心
嬉
し
い
限
リ
で
、
慶
賀
に
堪
え
な
レ
。

と
こ
ろ
が
、
全
宗
釈
師
の
言
に
よ
れ
ば
、
私
に
そ
の
『
序
』
を
書
け
と
言
う
。
こ
の
方
面
の
研
究
で
は
、
現
在
、
鎌
田
茂
雄

・
木
村

清
孝
両
博
士
を
筆
頭
に
、
多
く
の
諸
士
に
よ
っ
て
該
博
に
し
て
精
轍
な
研
究
が
既
に
多
く
結
実
し
て
お
リ
、
適
任
者
と
し
て
は
此
の

両
博
士
に
委
頼
す
る
の
が
妥
嘗
で
あ
る
と
の
私
の
提
言
は
、
全
師
の
重
ね
て
の
言
葉
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
た
。
両
博
士
と
も
、
こ
の

世
拳
に
心
か
ら
賛
意
を
一不
さ
れ
、
既
に
浩
滑
な
論
文
原
稿
を
頂
戴
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一私
は
し
ば
ら
く

沈
思
せ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
私
も
、
依
嘱
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
曽
て
コ
ニ
園
遣
事
』
や
『
海
東
高
僧
惇
』
を
邦
語
課
し
て

『
園
語



切
経
』
の
中
に
収
め
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
リ
、
そ
の
因
縁
で
韓
国
の
悌
寺
に
参
詣
し
た
こ
と
も
あ
る
。
全
く
無
縁
と
い
う
れ
け

で
は
な
い
。
両
碩
学
そ
の
他
の
方
々
に
は
誠
に
申
し
れ
け
な
い
仕
儀
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
御
寛
如
字
－
得
て
、
併
縁
の
有
難
さ
を

肝
に
銘
じ
つ
つ
、
経
緯
を
組
述
し
、
お
こ
が
ま
し
く
も
刊
行
の
『
序
』
と
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
甚
こ
れ
に

遇
ぎ
た
る
も
の
は
な
い
。

一
九
八
五
年

十

一
月

立
正
大
学
教
授

文

学

博

士

野

キサ

耀

Eヨ
Eヨ

識
す

新
羅
華
巌
の
思
想
史
的
意
義

鎌

田

茂

雄

一
、
序

あ
を
に
よ
し
寧
繁
（
な
ら
）
の
京
師
（
み
や
こ
）
は
咲
く
花
の

匂
ふ
が
如
く
、
レ
ま
盛
り
な
り

と
う
た
わ
れ
た
奈
良
時
代
は
、
仏
教
文
化
に
よ

っ
て
は
な
や
か
に
飾
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
絢
欄
た
る
仏
教
文
化
の
シ
ン

ボ
ル
と
な

っ
た
の
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
東
大
寺
の
大
仏
で
あ

っ
た。

東
大
寺
の
大
仏
は
、
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
大
仏
を
造
る
と
き
、
そ
の
思
想
の
よ

り
eと

こ
ろ
と
な

っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
『
華
巌
鰹
』
の
教
え
で
あ

っ
た
。

『
華
巌
経
』
を
初
め
て
日
本
に
伝
え
た
の
は
、
唐
の
道
璃
（
七

O
二
l
七
六

O
）
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
七
三
六
年
の
こ
と
で
あ

っ
た。

道
璃
が
唐
か
ら
日
本
に
将
来
し
た
『
肇
巌
経
』
を
最
初
に
講
義
し
た
の
は
、
新
羅
の
人
と
い
わ
れ
る
審
鮮
（
？
｜
七
四
二
）
で
あ

っ
た。

聖
武
天
皇
は
審
鮮
を
東
大
寺
の
金
鐙
道
場
に
招
い
て
『
華
巌
経
』
を
講
じ
さ
せ
た
。
こ
の
時
、

奈
良
の
空
に
は
紫
色
の
瑞
雲
が
た
な
び

い
て
、
若
草
山
を
覆

っ
た
と
レ
ぅ
。
聖
武
天
皇
は
深
く
感
嘆
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
布
地
を
賜
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

聖
武
天
皇
の
こ
の
感
激
が
『
肇
巌
経
』の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
大
仏
を
建
立
し
よ
う
と
い
う
志
し
と
な
り
、
つ
い
に
大
仏
が
造
営
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
天
卒
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
四
月
九
日
、
聖
武
天
皇
は
大
仏
殿
に
行
幸
さ
れ
、
イ
ン
ド
か
ら
は
る
ば
る
東
海
の
島
に
渡

l 


