
ダ

文
字
は
印
度
自
国
に
も
消
滅
せ
り
と
か
遺
憾
の
至
り
で
す
。
貝
葉
二
枚

を
某
氏
よ
り
貰
ひ
受
け
て
所
持
し
て
居
り
ま
す
が
、
悉
袋
学
者
に
も
其

が
読
め
室
せ
ん
。
現
今
パ
ー
リ
ー
語
の
経
文
の
断
片
な
り
。
是
を
患
ふ

に
つ
け
て
も
安
然
和
筒
の
弘
法
大
師
の
所
用
せ
し
梵
字
に
付
て
ポ
タ
ポ

ー
ジ
は
一
字
転
声
と
論
定
ず
杯
は
縮
学
の
人
と
敬
意
を
表
し
ま
す
。

菩
提
心
論
の
三
厩
地
の
章
句
中
に
於
け
る
義
意
の
阿
字
玉
転
の
解
釈
を
．

法
華
経
の
開
示
悟
入
と
合
義
し
総
結
す
る
緯
具
足
成
就
の
詞
を
以
て
底
恵

は
真
言
が
善
巧
智
円
満
な
り
と
云
ふ
が
如
き
睦
其
の
間
の
研
究
を
要
す

る
点
な
る
べ
し
。
換
言
せ
ぽ
大
日
経
疏
の
妙
法
蓮
華
経
の
最
深
秘
処
女
と

本
年
（
昭
和
二
十
七
年
〕
七
月
十
三
日
附
で
、
玉
沢
妙
法
華
寺
藏
の
日

蓮
聖
人
書
入
木
法
華
版
経
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
堂

で
、
多
く
の
先
師
方
が
と
の
註
法
華
経
の
版
経
は
ど
う
い
ふ
系
統
の
版
か

と
い
を
」
と
を
究
明
し
よ
う
と
、
熱
心
に
研
究
し
て
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ

り
ま
す
が
、
何
版
で
あ
る
か
は
遺
憾
な
が
ら
、
ま
だ
測
定
さ
れ
て
は
ゐ
葦

せ
ん
。
重
要
文
化
財
指
定
の
と
き
の
解
説
書
に
塔
本
議
版
は
叡
山
版
で

日
蓮
聖
人
書
入
本
「
註
法
華
經
」
の

版
經
に
つ
い
て

兜
木
正

Ｉ→今

･雫
I

I 此
の
、
三
躍
地
の
勝
義
浅
深
、
或
は
異
同
論
な
ど
は
能
く
精
研
を
要
す
る

次
第
で
す
。
是
奴
私
瀧
私
見
と
鼬
せ
し
所
以
で
す
。
由
來
其
言
の
流
伝
は

鉄
塔
開
放
｛
，
る
や
西
藏
ビ
ル
マ
等
に
発
展
し
、
祈
薦
、
兇
術
風
の
事
多
分

に
混
和
せ
ら
甚
」
、
更
に
秘
密
て
う
文
字
に
謹
職
せ
ら
れ
し
と
云
ふ
誘
を

儒
用
．
無
理
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
さ
れ
ぼ
天
竺
の
純
粋
の
爽
言
も
或
は
迷

妄
狂
惑
的
涯
近
き
事
も
あ
る
べ
し
。
野
袖
憾
餘
命
短
縮
來
生
を
待
つ
の
外

な
け
れ
ば
。
当
学
院
の
篤
志
の
御
方
に
研
究
を
切
望
し
主
す
。
已
上
愚
見

駄
辮
大
い
に
清
總
を
汚
が
し
ま
し
た
。
是
に
て
笑
却
を
煮
。

あ
る
と
書
か
れ
て
あ
り
蓑
し
た
が
法
華
経
版
に
叡
山
版
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
山
家
本
ず
な
は
も
叡
山
版
と
見
ら
れ
た
の
か
と
思
ひ
ま
す
が
、

こ
れ
は
成
立
し
な
い
説
で
す
。

註
法
華
経
の
書
入
文
字
は
、
そ
の
書
風
か
ら
見
て
、
お
若
い
頃
の
筆
蹟

は
見
ら
れ
ず
、
聖
人
壮
年
期
以
後
の
御
筆
と
拝
見
せ
ら
鞘
大
体
弘
長
年

間
以
後
の
お
書
入
で
あ
ら
う
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
右
の
よ
う
に
見
て
本
経

版
は
弘
長
以
前
に
開
版
さ
れ
た
版
経
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

法
華
版
経
で
弘
長
以
前
に
開
版
さ
れ
た
遼
例
で
は
刊
記
本
で
は
嘉
藤
元

年
（
聖
人
生
年
四
歳
》
弘
零
版
が
あ
り
、
つ
い
で
弘
長
三
年
へ
聖
毒
四
二

歳
）
心
性
第
四
度
版
が
あ
っ
て
、
い
づ
れ
も
春
日
版
法
華
詮
で
す
。
年
号

を
護
入
れ
た
奥
雷
本
で
は
、
ず
っ
と
古
く
承
暦
本
が
あ
り
、
法
華
経
八
巻

ま
た
は
開
結
を
具
し
た
十
雀
本
摺
写
の
文
献
峰
と
紅
よ
り
遡
っ
て
斑
弘

）

口
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■

六
年
以
降
た
く
さ
ん
の
記
録
が
あ
り
蓑
す
。
こ
れ
ら
は
摺
経
と
よ
ぽ
れ
て

ゐ
室
す
。
し
か
し
、
藤
原
時
代
の
洪
薙
版
経
は
、
鎌
倉
時
代
の
そ
れ
と
版

式
が
違
っ
て
ゐ
叢
す
。
註
洪
華
懸
の
版
式
は
零
日
版
で
す
か
ら
、
鎌
倉
時

代
に
大
和
で
開
版
さ
れ
た
版
経
で
す
。
鎌
倉
時
代
は
わ
が
国
版
経
が
も
つ

と
も
盛
ん
に
行
は
れ
、
技
術
的
に
も
最
啓
進
ん
で
ゐ
た
時
代
で
、
版
経
の

全
感
期
で
あ
っ
た
の
だ
す
。
春
日
版
法
華
経
亀
さ
き
に
云
っ
た
弘
容
版
と

心
性
版
が
あ
り
、
い
づ
れ
も
聖
人
御
在
世
中
に
行
は
れ
て
ゐ
た
版
経
で
す

蓑
え
に
刊
記
本
と
い
ふ
と
と
を
云
ひ
童
し
た
が
、
刊
記
本
と
い
ふ
の
は
、

何
年
何
月
に
茶
が
こ
の
版
を
開
い
た
と
い
ふ
趣
旨
の
と
と
を
版
木
に
彫
刻

し
た
版
木
を
い
ふ
の
で
す
が
、
註
法
華
経
に
は
、
そ
の
刊
記
は
摺
り
出
さ

れ
て
あ
り
童
せ
ん
。
こ
れ
は
版
木
に
本
文
と
同
じ
や
う
に
陽
刻
し
て
あ
っ

て
も
、
そ
の
部
分
を
故
意
に
摺
ら
な
い
と
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
註
経
を

摺
写
し
た
版
木
に
は
刊
記
が
有
っ
た
の
か
無
か
っ
た
も
の
か
、
何
れ
に
し

て
も
巻
末
餘
白
は
十
分
あ
る
に
拘
ら
ず
、
刊
記
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
の
版
面
か
ら
見
て
春
日
版
で
あ
る
こ
と
に
は
相
逵
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

同
じ
鎌
倉
時
代
に
開
版
さ
れ
た
鎌
倉
で
の
開
版
か
と
思
は
れ
る
称
名
寺
胎

丙
木
版
法
華
経
と
も
相
違
し
、
高
野
山
に
そ
の
遺
品
の
現
存
す
る
実
遍
本

版
法
華
経
と
も
違
っ
た
版
で
あ
り
蓑
す
。
そ
う
す
る
と
、
註
経
と
同
禰
の

版
は
弘
容
版
か
、
心
性
版
の
ど
れ
か
で
は
な
い
か
と
い
ふ
と
と
に
な
り
ま

す
。

そ
こ
で
、
弘
泰
版
と
註
経
の
版
を
比
ぺ
て
み
ま
す
と
、
版
面
の
大
き
さ

字
劃
な
ぞ
非
常
に
よ
く
似
て
ゐ
ま
す
が
、
同
じ
版
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ

ぎ
に
心
性
版
で
す
が
、
心
性
版
に
つ
い
て
は
少
し
く
誘
明
を
加
え
て
を
か

ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、
心
性
版
の
遥
品
の
知
ら
れ
て
ゐ

る
版
は
第
四
度
版
が
初
め
で
、
弘
長
三
年
腫
開
版
さ
れ
た
版
で
す
が
、
と

れ
が
第
四
度
目
の
版
で
す
か
ら
、
現
在
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
版
が
、
と
の
前

に
三
度
開
版
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
と
の
と
と
を
証
す
る
資
料
は
何
も
見

当
ら
な
い
の
で
す
が
、
心
性
版
は
現
在
、
第
四
廃
版
の
ほ
か
に
第
五
鱈
版

第
六
度
版
、
第
七
度
版
、
第
十
度
版
、
第
十
四
度
版
、
第
十
五
度
版
の
遺

品
が
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
蓑
す
。
第
一
度
、
第
二
度
、
第
三
度
、
第
八
度
、
第

九
度
、
第
十
一
度
、
第
十
二
鹿
、
第
十
三
度
の
十
五
度
中
の
八
版
は
伝
本

の
所
在
が
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
存
の
第
十
五
度
版
蓑
で
の
中
の
七
版
を

比
ぺ
て
み
ま
す
と
、
よ
く
似
て
ゐ
ま
す
が
、
皆
版
木
を
新
ら
し
く
作
っ
て

擬
写
し
た
別
版
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
ど
の
別
版
の
現
存
本
か
ら
推

察
し
て
、
他
の
版
も
皆
別
版
で
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
へ

ら
れ
主
す
。
現
存
本
を
見
ま
す
と
覆
刻
版
で
、
巻
八
巻
末
の
刊
記
年
号
と

度
数
、
彫
師
の
名
が
新
ら
し
く
な
っ
て
ゐ
る
程
産
で
す
。
今
ま
で
広
く
知

ら
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
心
性
は
法
華
版
経
を
全
国
的
に
普
及
さ
せ
た
偉
大

な
恩
人
で
す
。
一
版
の
法
華
経
の
版
木
を
作
る
の
に
は
、
大
体
一
人
の
彫

師
が
こ
れ
に
専
門
に
か
し
っ
て
約
三
ヶ
年
を
要
し
た
仕
事
で
す
。
そ
の
費

用
は
三
年
間
の
日
当
だ
け
で
も
莫
大
で
す
。
こ
れ
を
平
均
年
数
に
し
て
九

年
と
四
ヶ
月
の
間
隔
を
置
い
て
、
く
り
か
え
し
く
り
か
へ
し
版
を
新
刻
し

た
こ
と
を
老
へ
る
と
、
心
性
の
法
華
軽
普
及
の
熱
願
の
ほ
ど
が
う
か
堂
尭

ま
ず
。
心
性
の
法
華
開
版
の
趣
旨
は
護
持
正
法
と
利
樂
有
儲
を
発
願
し
、
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證
未
來
際
を
霊
く
じ
て
、
法
華
の
版
木
を
彫
置
か
ん
、
庶
く
は
衆
人
瘤
写

し
て
広
く
諸
国
に
流
布
し
、
互
に
興
法
利
生
し
、
自
他
共
に
威
佛
せ
ん
、

と
い
ふ
の
で
す
か
ら
、
一
山
一
寺
の
読
諦
の
用
に
す
る
と
と
を
い
ふ
や
う

な
小
さ
い
目
的
や
私
ご
と
の
開
版
で
は
な
く
、
開
放
的
な
全
国
的
普
及
を

目
的
と
し
て
・
誰
に
で
も
こ
の
版
木
で
法
華
経
を
摺
る
こ
と
が
で
き
た
と

恩
は
れ
る
趣
旨
が
心
性
版
の
ど
の
版
に
も
刻
記
し
て
あ
り
ま
す
。
し
か
も

一
版
で
、
二
、
三
千
部
は
鮮
明
に
摺
写
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
一
版
三
千

部
と
し
て
十
五
版
で
四
十
五
万
部
の
法
華
経
が
刊
行
さ
れ
た
と
と
に
な
り

ま
す
。
心
性
は
興
源
寺
の
塔
頭
四
恩
院
に
ゐ
た
人
で
す
。
中
世
初
頭
に
於

け
る
心
性
版
法
華
軽
の
普
及
は
、
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
日
蓮
聖
人
は
と
の
心
性
版
の
版
経
を
入
手
せ
ら
れ
た
も
の
と

見
ら
れ
ま
す
。
現
存
の
心
性
版
の
各
版
と
註
経
の
版
経
を
比
べ
ま
す
と
、

文
字
面
の
高
さ
や
行
間
の
寸
法
も
全
く
同
じ
で
あ
り
、
字
劃
、
字
体
も
共

一
、
祈
薦
経
に
つ
い
て

１
、
宗
組
御
直
筆
の
祈
鴻
経
と
転
写
本

宗
祗
が
女
永
十
年
正
月
廿
八
日
佐
渡
に
於
て
最
蓮
房
に
御
輿
え
に
た
つ

身
延
、
中
山
の
關
係

ｌ
特
に
所
祷
経
及
所
祷
相
伝
書
に
つ
い
て
ｌ

影
山
堯
雄

I

通
で
す
。
た
ぜ
現
存
心
性
版
に
、
寸
分
運
ば
ず
ぴ
っ
た
り
合
致
す
る
版
は

見
当
り
ま
せ
ん
。
と
れ
は
擬
刻
に
よ
る
微
細
な
相
遼
で
す
。
弘
長
三
年
第

四
度
版
は
い
く
ぶ
ん
文
字
が
大
目
で
す
。
（
釜
頭
写
虞
参
照
）
で
す
か
ら
、

第
三
度
版
以
前
の
心
枠
版
の
刊
記
を
省
い
た
摺
写
本
が
Ｒ
蓮
聖
人
書
入
木

註
法
華
経
の
版
経
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
、
心
性
の
第
一
度
か
ら
第
三
度

蓑
で
の
中
の
ど
れ
か
の
版
で
あ
る
と
見
て
間
蓮
は
な
い
と
恩
は
れ
ま
す
。

註
経
に
は
法
華
経
八
巻
の
ぼ
か
に
、
開
結
二
雀
が
具
し
て
ゐ
ま
す
。
開

結
の
版
経
で
刊
記
の
有
る
鎌
倉
時
代
の
も
の
は
鴬
て
見
聞
し
た
と
と
が
な

い
の
で
、
何
版
と
い
ふ
こ
と
ば
私
に
は
不
明
で
す
。
春
日
版
々
式
の
開
結

版
経
は
心
性
第
四
度
版
伝
本
に
も
一
具
の
本
と
し
て
備
は
っ
て
を
り
、
そ

の
他
に
も
鎌
倉
時
代
と
見
ら
れ
る
版
を
度
受
見
う
け
る
と
と
が
あ
り
主
す

が
、
そ
の
開
版
し
た
人
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
壁
開
結
も
鎌
倉
時
代
の
春

日
版
で
あ
る
と
い
ふ
概
念
的
な
こ
と
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

た
事
は
そ
の
邊
状
に
よ
っ
て
知
る
頚
が
出
來
ろ
が
、
そ
の
直
筆
が
未
だ
に

見
出
さ
れ
て
い
な
い
、
た
蟹
甲
州
下
山
本
国
寺
所
藏
の
、
天
正
三
年
七
月

十
三
日
身
延
日
叙
師
が
写
さ
れ
た
原
本
と
な
っ
た
も
の
が
直
筆
で
あ
っ
た

よ
う
に
も
思
は
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
は
発
見
さ
れ
な
い
の
は
陸

だ
残
念
で
あ
る
。

祈
祷
経
の
転
写
本
は
室
町
の
も
の
が
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で

今
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
最
も
古
い
写
本
は
越
後
村
上
経
王
寺
所
職
の
、
常

宣
坊
日
臘
師
の
所
持
本
で
あ
ろ
う
、
そ
の
奥
書
に
上
る
と
、
嘉
吉
二
年
鰯
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